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マ
ヤ
文
明
は
、
い
つ
ご
ろ
か
ら
、
ど

こ
で
栄
え
始
め
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
れ
は
文
明
と
は
何
か
と
い
う
定

義

の
仕
方
で
か
わ

っ
て
く
る
。
人
間
を
と
り
ま
く
有
形
無
形
の
人
工
物
と
人
間
と
で
形
成
さ
れ
る
シ
ス
テ
ム
、

す
な
わ
ち
、
人
間

・
装
置
系
と
い
う
定
義
に
従
う
と
、
紀
元
前
ず

っ
と
以
前
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
私
自
身
は
、

現
在
遺
跡

の
あ
る
と
こ
ろ
に
人
が
住
み
始
め
た
時
か
ら
現
在
ま
で
が
、
マ
ヤ
文
明
の
研
究
の
対
象
に
な
る
と
思

っ
て
い
る
が
、
し
か
し
マ
ヤ
文
明

の
特
徴

の

一
つ
に
、
文
字
が
挙
げ
ら
れ
る
。
文
字
を
も

っ
た
時
が
文
明
の
初

め
と
い
わ
な

い
ま
で
も
、
そ
の
時
期
は
あ
る

一
つ
の
高
み
に
達
し
た
時
期
で
あ
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
そ

れ
を

一
つ
の
基
準
と
す
る
と
、
西
暦
二
五
〇
年
頃
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ま
で
発
見
さ
れ
た
文
字
を
も

っ

た
石
碑
で

一
番
古

い
も

の
は
、
テ
ィ
カ
ル
と
い
う
遺
跡
の
、
石
碑
二
九
号
が
記
し
て
い
た
二
九
二
年
で
あ
る
。

し
か
し
そ
こ
に
刻
ま
れ
て
い
る
文
字
は
す
で
に
発
達
し
た
形
態
を
示
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
少
な
く
と
も
二
五

〇
年
頃
に
は
文
字
は
使
わ
れ
て
い
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
実
際
は
紀
元
前
後
に
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
明
ら

か
に
な
り

つ
つ
あ
る
が
、
二
五
〇
年
は
あ
る

一
つ
の
高
み
の
始
ま
る
時
期
で
あ
る
と
し
て
ま
ち
が
い
な
い
。
そ

れ
か
ら
マ
ヤ
文
明
の
崩
壊

の
九
〇
〇
年
ま
た
は
九
五
〇
年
ま
で
を
、

マ
ヤ
学
ば
か
り
で
な
く
、
メ
ソ
ア
メ
リ
カ

考
古
学
で
は
、
古
典
期
と
称
し
て
い
る
。

　
古
典
期

の
前
は
先
古
典
期
、
ま
た
は
形
成
期
と
い
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
だ

い
た

い
紀
元
前

二
〇
〇
〇
年
頃
か
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写2　 ティカルの遺 跡 の神 殿II号(後 方 左 はIII号、右 はIV号)

ら
始
ま
る
。
そ
の
初
め
の
時
期
を
画
す
る
も
の
は
、
土

器
を
も

っ
た
定
住
生
活
で
あ
る
。
そ
れ
が
始
ま
る
の
が
、

だ

い
た

い
紀
元
前
二
〇
〇
〇
年
頃
で
、
場
所
は
以
前
の

英
領
ホ
ン
ジ

ュ
ラ
ス
、
現
在
の
ベ
リ

ー
ズ
の
北
部
で
あ

る
。

　
古
典
期
の
後
は
後
古
典
期
と
称
す
る
。
低
地
南
部
の

文
明
が
崩
壊
し
た
あ
と
、
す
な
わ
ち
、
十
世
紀
か
ら
ス

ペ
イ

ン
人
の
征
服
ま
で
を
さ
す
。

　

マ
ヤ
文
明
の
勃
興

　

つ
い
最
近
ま
で
、

マ
ヤ
文
明
は
三
世
紀
末
に
突
如
と

し
て
現
わ
れ
、
九
世
紀
末
に
忽
然
と
滅
び
去

っ
た
と
信

じ
ら
れ
て
い
た
。
突
然

の
勃
興
と
崩
壊
と
い
う
不
思
議

さ
に
加
え
、

マ
ヤ
人
は
熱
帯
ジ

ャ
ン
グ
ル
の
な
か
で
時

の
計
算
に
没
頭
し
て
平
和
に
暮
ら
し
て
い
た
と
い
う
説

が
流
布
し
て
い
た
た
め
、

マ
ヤ
文
明
は
世
界

で
も
稀
な
、

不
可
思
議
な
文
明
と
み
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
不
思
議
さ
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を
説
明
す
る
た
め
に
、
ア
ト
ラ
ン
チ
ス
や
宇
宙
人
が
登
場
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
学
問
の
真
面
目
な
対
象
と
み

ら
れ
て
い
な

い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
し
か
し

一
九
六
〇
年
頃
か
ら
、
こ
れ
ま
で
の
考
え
を
改
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
発
見
が
相
次
ぎ
、

マ

ヤ
文
明
も

「世
に
も
不
思
議
な
文
明
」
か
ら
、
世
界
の
諸
文
明
と
か
わ
ら
な
い
文
明
に
な
り

つ
つ
あ
る
。
人
間

が
こ
し
ら
え
た
文
明
で
あ
り
、
も
は
や
宇
宙
人
が
登
場
す
る
余
地
は
な
い
文
明
な
の
で
あ
る
。
同
じ
人
間
が
こ

し
ら
え
た
の
で
あ
る
か
ら
、
他
の
文
明
と
同
じ
よ
う
な
経
過
を
た
ど
る
の
は
当
た
り
前
の
話

で
あ
る
が
、
そ
れ

で
も
ま
だ
不
思
議
さ
の
ほ
う
が
勝

っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、

マ
ヤ
文
明
に
は
ま
だ
解
決

の
つ
か
な

い
問
題
が
数
多
く
あ
る
。

マ
ヤ
文
明
に
独
特
な
特
徴
も
あ
る
。
し
か
し
我

々
と
同
じ
人
間
が

こ
し
ら
え
た
文
明

で
あ
り
、
決
し
て
特
異
な
文
明
に
祭
り
あ
げ
て
し
ま

っ
て
は
な
ら
な
い
。
歴
史

の
教
科
書

に
エ
ジ
プ
ト
や
中
国

の
文
明
が
取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、

マ
ヤ
文
明
も
同
じ
よ
う
に
取
り
あ
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
い
つ

ま
で
も

ロ
マ
ン
の
対
象
で
あ

っ
て
も
い
い
が
、
同
時
に
学
問

の
対
象

で
も
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。

　

マ
ヤ
文
明
の
絶
頂
期
で
あ
る
古
典
期
に
先
立
つ
時
代
は
、
先
古
典
期
、
ま
た
は
形
成
期
と
呼
ば
れ
る
が
、
そ

の
名
の
と
お
り
、
古
典
期
に
先
立
つ
時
代
、
ま
た
は
古
典
期
を
形
成
す
る
時
代
と
考
え
ら
れ

て
き
た
。
そ
の
時

代
は
、
農
業

に
頼

っ
た
み
す
ぼ
ら
し
い
村
が
散
在
す
る
社
会
と
み
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し

一
九
七
五

年
頃
よ
り
、
こ
れ
ま
で
の
考
え
を
改
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
発
見
が
相
次
ぎ
、
単
に
古
典
期
に
先
立

つ
時
代
と

み
て
は
な
ら
な
い
こ
と
が
わ
か

っ
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
形
成
期
に
す
で
に
文
明
と
い
っ
て

い
い
ほ
ど
、
複
雑

な
社
会
が
で
き
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
形
成
期
と
か
古
典
期
と
い
う
術
語
は
、
そ
れ
に
込
め
ら
れ
た

..
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グレゴリウス暦

AD/BC

CB

㎜

㎜

㎜

㎜

㎜

珈

謝

㎜

㎜

鋤

枷

㎜

蜘

㎜

㎜

oo

oo

15

17

㎜

㎜

猟

㎜

放射性炭素

測 定年代

1300a.d.

900

500

100a.d.

100b.c.

400

700

1000

1500

2000b.c.

マヤ長期暦

u.io.　 o.o.o.

11.0.0.0.0.

io.io.o.o.o.

io.　 o.　 o.　 o.　 o.

9.10.0.0.0,

9.0.0.0.0,

H.10.0.0.0.

8.0.0.0.0.

7。10.0.0.0.

7.0.0.0,0,

時　代　区 分

後
古
典
期

古
典
期

形

成

期

古

期

後期

前期

後期

前期

後期

中期

前期

末期
後期

中期

前期

(原古典期)

表8　 マヤの時代区分
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意
味
に
そ
ぐ
わ
な
い
時
代
区
分
名
と
な

っ
て
し
ま

っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か
し
、
そ
れ
ら

の
言
葉
は
い
ま
で

も
好
ん
で
用

い
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
た
め
単
な
る
時
代
を
区
分
す
る
名
と
い
う
見
方
を
し
て
ほ
し
い
。

　
形
成
期
時
代
の
研
究
が
あ
ま
り
進
ん
で
い
な
か

っ
た

一
九
七
五
年
頃
ま
で
は
、
こ
の
地
に

マ
ヤ
文
明
の
先
祖

と
も
い
え
る
人

々
が
住
み
始
め
た
の
は
、
紀
元
前
九
〇
〇
年
頃
と
み
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
現
在
で
は
、
約

一

万
年
前

の
氷
河
期

の
終
わ
り
頃

に
は
、
グ
ア
テ

マ
ラ
高
地
に
も
、
低
地

の
ジ

ャ
ン
グ

ル
地
帯

に
も
人

々
が
住
ん

で
い
た
こ
と
が
は

っ
き
り
し
て
き
た
。

マ
ン
モ
ス
な
ど

の
大
動
物
の
狩
猟
に
用

い
ら
れ
た
ク

ロ
ビ
ス
型
に
似
た

打
製
投
射
石
器
が
、
ベ
リ
ー
ズ
や
グ
ア
テ

マ
ラ
高
地
で
発
見
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
そ
う
し
た
大
型
狩
猟
採
集
移
動
生
活
か
ら
農
業
定
住
生
活

へ
の
移
行
が
徐

々
に
進
行
し
、
や
が
て
土
器
を
と

も
な
う
定
住
生
活
が
始
ま

っ
た
。
そ
れ
ま
で
を
ふ
つ
う
古
期
と
い
っ
て
い
る
。
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形
成
期
前
期

　
土
器
が
は
じ
め
て
現
わ
れ
た
年
代
は
、
放
射
性
炭
素
年
代
測
定
法
に
よ

っ
て
推
定
で
き
る
。
ベ
リ
ー
ズ
北
部

の
ク
エ
リ
ョ
で
発
見
さ
れ
た
資
料

の
放
射
性
炭
素
年
代
測
定
法
に
よ
る
年
代
は
、
紀
元
前
二
五
〇
〇
年
で
あ

っ

た
。
そ
の
頃
か
ら
土
器
を
伴
な
う
形
成
期
が
始
ま
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
の
年
代
に
は
疑
問
を

も

つ
人
が
お
り
、
は
た
し
て
そ
こ
ま
で
さ
か
の
ぼ
れ
る
か
ど
う
か
は
、
い
ま
の
と
こ
ろ
は

っ
き
り
し
て
い
な
い
。

し
か
し
、
ペ
テ
ン
の
ヤ
シ
ュ
ハ
湖
か
ら

の
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
の
花
粉
分
析
は
、
紀
元
前
二
〇
〇
〇
年
と
い
う
測
定

値
を
も
ち
、
そ
の
頃
に
は
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
や
豆
、
唐
辛
子
な
ど
が
栽
培
さ
れ
て
、
土
器
を
も

っ
た
定
住
生
活
が
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スワジー土器(ベ リーズ国立考古学研究所蔵)写3

始

ま

っ
て

い
た

よ

う

で
あ

る

。

お

そ
く

と
も

一
五

〇

〇

年

頃

に

は

、

土
器

を

も

っ
た

定

住

生

活

が
、

ベ
リ

ー
ズ

は

も

と

よ
り

、

ユ
ヵ

タ

ン
半

島

北

部

な

ど

で
始

ま

っ
た

こ

と

は
認

め
ら

れ

て

い
る
。

　

住

居

は

、

し

っ
く

い

の
基

壇

を

こ

し
ら

え

、

そ

れ

に

穴

を

あ

け

、
柱

を

立

て

、

し

ゅ
ろ

で
葺

い
た

も

の

で
あ

っ
た

。
最

初

の
土

器

は

ス

ワ
ジ

ー
土

器

と
名

づ

け

ら

れ

て

い
る

が
、

い
ろ

い
ろ

な
色

や

形

を

も

ち

、
最

初

の
土

器

と

は
思

え

な

い
ほ

ど

、

す

で

に
洗

練

さ

れ

て

い
た

。

そ

の
た

め

、

エ
ク

ア
ド

ル
や

コ

ロ
ン
ビ

ア
な

ど

早

く

か

ら

土

器

を

作

り
始

め

て

い
た

地
域

と

の
交

流

を

考

え

る

人

が

い
る

。

　

メ

キ

シ

コ
湾

岸

低

地

に
オ

ル
メ

カ
文

明

が
栄

え

る

以

前

、

す

で

に

マ
ヤ
地
域

で
は

、
東

の

ベ
リ

ー
ズ

ば

か

り

で
な

く

、

北

で
は

マ
ニ

に
、
西

で

は

チ

ョ

ン
タ

ル
パ
平

原

、
南

で
は

チ

ア

パ

ス
高

地

や
太

平

洋

岸

に

、
土

器

を

用

い
、
農

耕

生

活

を
行

な

う
人

々
が

い
た

。

し

か

し

の
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ち
に
マ
ヤ
文
明
が
絶
頂
期
を
む
か
え
る

マ
ヤ
の
低
地
で
は
、
紀
元
前

一
〇
〇
〇
年
頃
、
や

っ
と
パ
シ
オ
ン
川
流

域

に
土
器
製
作
者
が
現
わ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
最
初

に
住
み
始
め
た
人
は
数
が
少
な
く
、
し
か
も
散
ら
ば

っ
て

い
た
。
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形
成
期
中
期

　
形
成
期
中
期
は
、
紀
元
前

一
二
五
〇
年
頃
よ
り
前
四
五
〇
年
頃
と
さ
れ
た
り
、
前
九
〇
〇
年
頃
よ
り
前
三
〇

〇
年
頃
ま
で
と
さ
れ
る
場
合
が
あ

っ
た
り
で
、
意
見
は

一
致
し
て
い
な

い
。
し
か
し
こ
の
時
代

は
、
メ
ソ
ア
メ

リ
カ
最
初

の
文
明
と
い
わ
れ
る
オ
ル
メ
カ
文
明
が
、
タ
バ
ス
コ
州
か
ら

ベ
ラ
ク
ル
ス
州
の
沿
岸

で
栄
え
た
時
代

で
も
あ
る
。

　
紀
元
前
九
〇
〇
年
頃
に
は
、
パ
シ
オ
ン
川

の
流
域
の
ア
ル
タ

ル
・
デ

・
サ
ク
リ

フ
ィ
シ
オ
ス
や
セ
イ
バ
ル
な

ど
に
も
人
が
住
み
始
め
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
を
シ
ェ
土
器
文
化
と

い
う
。
シ
ェ
土
器
は
、
テ

コ
マ
テ
と
呼
ば

れ
る
丸

い
壺
や
、
器
壁
が
外
側
に
そ
っ
た
、
鍔
を
も

つ
器
縁
の
皿
が
特
徴
的
な
も

の
で
あ
る
。

ス
リ

ッ
プ
懸
け

の
な

い
単
色
土
器
で
、
刻
文
や
押
文
が
あ
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
ら
は
形
成
期
中
期
初
頭
の
チ

ョ
ン
タ
ル
パ
平

原

の
土
器
と
よ
く
似

て
い
る
。
ト
ゥ
リ
ニ
ダ
ー
ド

の
チ
ワ
ー
ン
相
が
両
者
を

つ
な
ぐ
よ
う
で
、
そ
の
た
め
、
チ

ョ
ン
タ

ル
パ
↓
ウ

ス
マ
シ
ン
タ
↓
パ
シ
オ
ン
と

い
う
流
れ
が
推
定
さ
れ
て
い
る
。
グ
ア
テ
マ
ラ
高
地
か
ら
サ
ル

バ
ド
ー
ル
に
か
け

て
が
、
シ

ェ
土
器

の
も
う

一
つ
の
供
給
源
で
あ
る
。
グ
ア
テ
マ
ラ
高
地
の

エ
ル

・
ボ
ル
ト
ゥ

ン
や
サ
カ
フ
ッ
ト
、
太
平
洋
岸
の
バ
ラ
相
や
オ
コ
ス
相
、
メ
キ
シ
コ
湾
岸
の
オ
ホ
チ
相
、
バ
ヒ
オ
相
、
モ
リ
i
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ナ
相

の
土
器
と
も
類
似
し
て
い
る
。
形
成
期
前
期
か
ら
文
化
的
連
続
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
オ
ル
メ
カ
や
チ
ア
パ
ス
に
は
発
達
し
た
社
会
が
あ

っ
た
が
、

マ
ヤ
低
地
で
は
シ
ェ
土
器
や
エ
ブ
土
器
文
化
の

遺
跡
は
、
の
ち
の
文
化
の
下
に
み

つ
か
る
だ
け
で
、
規
模
は
小
さ
い
う
え
に
、
少
な
い
。
そ
の
た
め
最
初
に
ペ

テ
ン
に
住
み
始
め
た
人
は
少
数
で
、
散
ら
ば

っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
地
面
に
直
接
か
、
低

い
人
工
基
壇
の

上
に
木
の
家
を
建
て
て
い
た
ら
し
く
、
公
共
建
築
物
の
証
拠
は
な
い
。
お
そ
ら
く
階
層

の
な

い
、
農
耕
社
会
で

あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
紀
元
前
六
〇
〇
年
頃
に
は
、
以
後

マ
ヤ
文
明
の
中
心
と
な
る
、
内
陸
部

の
テ
ィ
カ
ル
や
ワ
シ

ャ
ク
ト
ゥ
ン
な

ど
で
も
人
が
住
み
始
め
る
よ
う
に
な
る
。
村
落
は
拡
大
し
、
交
易
が
広
ま

っ
た
。
交
易
品
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、

黒
曜
右
や
斐
翠
な
ど
で
あ
り
、
黒
曜
石
は
は
る
か
離
れ
た
グ
ア
テ

マ
ラ
高
地
よ
り
も
た
ら
さ
れ
、
輩
翠
は
モ
タ

グ
ア
川
中
流
域
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
。
土
器
か
ら
い
う
と
、
シ
ェ
か
ら

マ
モ
ム
に
変
わ
り
、
製
作
の
均

一
化
、

標
準
化
の
傾
向
が
み
え
て
く
る
時
代
で
あ
る
。

　

一
方
北
の
ユ
カ
タ

ン
は
、
中
央
部
と
は
連
絡
が
少
な
く
、
孤
立
し
た
地
方
色
を
も

っ
た
時
代

で
あ
る
。
贅
沢

土
器
は
な
く
、
ま
だ
小
さ
い
村
の
レ
ベ
ル
に
す
ぎ
ず
、
公
共
物
は
ま
れ
で
、
あ

っ
て
も
小
さ

い
。
し
か
し
ノ
ホ

ッ
チ

・
エ
ッ
ク
で
は
、
小
さ
な
基
壇
が
切
り
石
で
石
灰
を
塗
り
こ
し
ら
え
ら
れ
た
。
ま
た
ツ
ビ

ル
チ
ャ
ル
ト
ゥ

ン
で
も
、
人
手
を
必
要
と
す
る
基
壇
建
物
が
建
て
ら
れ
た
。
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形
成
期
後
期

　
形
成
期
後
期
は
、
農
耕
村
落
と
い
う
段
階
と
は
異
な

っ
た
社
会
が
出
現
し
た
時
代
で
あ
る
。
文
明
に
は
盛
衰

が
つ
き
も
の
で
あ
る
が
、
盛
衰
を
波
に
た
と
え
る
と
、
最
初
の
大
き
な
波
が
押
し
寄
せ
た
時
代
だ
と
い
っ
て
も

よ

い
。
遺
跡
の
中
心
部
に
は
広
場
と
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
が
建
て
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
は
単
純

な
社
会
を
越
え
、

人

々
を
支
配
す
る
階
級
が
出
現
し
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
文
明
が

マ
ヤ
地
域
に
も
発
生
し
た
と
い
っ
て
よ

い

。

　
形
成
期
後
期

の
土
器
は
、
チ
カ
ネ

ル
式
土
器
と
い
わ
れ
る
。
そ

の
特
徴
は
、
表
面
が
蟻

の
よ
う
な
輝
き

(器
尊

のξ
h⇔6。)
を
も
ち
、
色
は
ふ
つ
う
赤
、
黒
、
ク
リ
ー
ム
色

の
単
色

で
あ
る
。
二
色
土
器
も
あ
り
、
の

ち
に
多
様
化
す
る
。

マ
モ
ム
式
土
器
か
ら
発
達
し
た
土
器
と
い
わ
れ
、
非
常
に
標
準
化
し
て
く
る
。

　
人
口
が
増
大
し
、
町
の
数
が
増
え
、
か
つ
大
き
く
な
る
。
最
初

の
大
き
な
儀
式

セ
ン
タ
ー
建
築
の
出
現
し
た

時
代
で
あ
る
。
海
岸
地
域
か
ら
貝
や
赤

エ
イ
の
骨
、
グ
ア
テ

マ
ラ
の
モ
タ
グ
ア
川
中
流
域
か
ら
輩
翠
、
と
い
っ

た
交
易
品
が
も
た
ら
さ
れ
、
墓
の
副
葬
品
に
差
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
階
級
差
が
は
っ
き
り
し
始
め
る
。

同
時
に
、
地
域
差
が
顕
著

に
な
る
。
人
口
の
増
大
、
儀
式
セ
ン
タ
ー
建
造
、
エ
リ
ー
ト
層
と

一
般
層
の
乖
離

の

時
期
と
べ
ー
ス
に
地
域
差
が
み
ら
れ
る
。

　
こ
の
時
期
、
全
体
的
に
見
る
と
、
人
口
が
飛
躍
的
に
増
大
し
た
ら
し
い
。
た
と
え
ば
、
ベ
リ

!
ズ
の
北
の
コ

ロ
サ
ル
地
区
や
オ
レ
ン
ジ

・
ウ
ォ
ー
ク
地
区
の
コ
コ
ス
・
チ
カ
ネ

ル
期
で
は
、
前
の
マ
モ
ム
時

代
に
比
べ
人
口

が
四
倍
に
増
し
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
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人
口
の
増
大
が
直
接
政
治
力
の
発
展
に
結
び
つ
く
わ
け
で
は
な
い
が
、
急
速
な
人
口
増
加

は
、
政
治
力
ば
か

り
か
、
経
済
力
の
増
大
に
も
寄
与
し
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
か
な
り
管
理
能
力
の
優
れ
た
支
配

者
層

の
出
現
を
予
想
さ
せ
る
。
生
産
規
模
も
そ
れ
ま
で
と
は
異
な
ら
ざ
る
を
え
な

い
。
中
米

で
は
ミ
ル
パ
農
業

と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
焼
畑
農
業
に
、
集
約
農
業
を
加
え
な
け
れ
ば
、
人
口
を
養
え
な

い
。
土
地
を
改
良
し
て
、

た
と
え
ば
大
規
模
な
段
々
畑
を
こ
し
ら
え
た
り
、
盛
り
土
、
灌
慨
農
業
は
、
支
配
者
が
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

社
会

の
組
織
化
を
は
か
る
支
配
者
が
生
ま
れ
た
に
ち
が
い
な

い
。

　
中
央
部

の
テ
ィ
カ
ル
で
は
、
後
期

の
初
め
の
チ

ュ
エ
ン
期
に
人
口
が
増
大
す
る
。
し
か
し
後
期
の
後
半

で
あ

る
カ
ワ
ッ
ク
期
で
は
、
人
口
の
停
滞
、
ま
た
は
衰
退
が
お
こ
る
。
公
共
物
が
建
設
さ
れ
、
擬
似
ア
ー
チ
を
も
つ

墓
が
建
設
さ
れ
る
。
輩
翠
や
貝
殻
、
赤

エ
イ
の
骨
な
ど
の
贅
沢
品
や
儀
式
装
具
が
埋
葬
さ
れ

て
お
り
、
貴
族
層

が
出
現
し
た
に
ち
が
い
な
い
。
墓
に
埋
葬
さ
れ
た
成
人
男
子
の
体
格
は
、
墓
以
外
か
ら
見
つ
か

っ
た
骨
よ
り
大

き
く
す
ぐ
れ
て
お
り
、
世
襲

の
支
配
者
層
が
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
パ
シ
オ
ン
川

の
ア
ル
タ
ル
・
デ

・
サ
ク
リ
フ
ィ
シ
オ
ス
で
は
、
人
口
が
増
大
し
、
儀
式
建
築
が
洗
練
さ
れ
て

く
る
。

　
北
西
地
域

の
パ
レ
ン
ケ
や
ト
ゥ
リ
ニ
ダ
ー
ド
で
は
、
チ
カ
ネ
ル
土
器
は
か
な
り
大
き
な

マ
ウ
ン
ド
建
造
物
と

関
係
し
て
い
る
。

　

ユ
カ
タ
ン
北
部

の
コ
ム
チ

ェ
ン
で
は
、
三
千
人
か
ら
五
千
人
の
人
口
を
擁
す
る
町
が
紀
元
前
四
〇
〇
年
頃
に

出
現
し
た
ら
し
い
。
中
心
部
は
五

つ
の
大
き
な
基
壇
が
八
〇
メ
ー
ト
ル
×

一
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
広
場
を
囲
ん
で
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い
る
。
二
つ
の
基
壇
は
細
長
く
高

い
も
の
で
、
三
つ
は
広
く
低
い
も
の
で
あ
る
。
サ
ク
ベ
と

い
わ
れ
る
連
絡
道

路
も
あ

っ
た
。

　

ツ
ビ
ル
チ
ャ
ル
ト
ゥ
ン
で
は
、
テ
ィ
カ
ル
と
似

て
、

コ
ム
チ

ェ
ン
期

(紀
元
前
二
五
〇
年
～
紀
元
前

一
〇
〇
年
)

に
文
化
的
に
ピ
ー
ク
に
達
し
た
よ
う
で
あ
る
。

コ
ム
チ

ェ
ン
の
土
器
は
チ
カ
ネ

ル
と
関
係
が
あ
る
が
、
異
な
る
。

次

の
シ
ュ
ク
ル
ム
期

(紀
元
前

一
〇
〇
年
～
紀
元
後
二
五
〇
年
)
に
は
人

口
は
減
少
し
、
公
共
物

の
建
造
が
停
止

す
る
。
そ
の
他
の
遺
跡
で
は
停
滞
は
明
ら
か
で
は
な

い
。

　
リ
オ
ベ
ッ
ク
地
域
で
は
、
パ
ク
ル
ウ
ム
初
期

(紀
元
前
三
〇
〇
年
～
紀
元
前
五
〇
年
)
に
人

口
が
増
大
し
た
が
、

大
建
築
は
な
い
。
後
期

(紀
元
前
五
〇
年
～
紀
元
後
二
五
〇
年
)
に
な

っ
て
は
じ
め
て
大
建
築
が
建
て
ら
れ
る
よ

う
に
な
る
。

　

ベ
リ
ー
ズ
の
ク

エ
リ

ョ
で
は
、
千
人
を
越
す
人
が
い
た
と
思
わ
れ
て
い
る
。
広
場
の
中
心

に
は
浅
い
く
ぼ
み

が
あ
り
、
そ
こ
に
は
十
人
を
越
す
若

い
男
の
殺
さ
れ
た
死
体
が
投
げ
込
ま
れ
て
い
た
。
副
葬
品
と
し
て
は
、
土

器
の
ほ
か
、
彫
刻
を
施
さ
れ
た
骨
も
見

つ
か

っ
た
。

　

コ
ル
ハ
で
は
、
石
斧
や
手
斧
な
ど
の
石
器
の
道
具
が
こ
し
ら
え
ら
れ
て
い
た
。
六
平
方
キ

ロ
の
な
か
に
千
余

り
の
建
物
が
あ
り
、
そ
の
う
ち
八
九
が
石
器
工
房
だ
と
み
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
少
な
く
と
も
三
二
は
形
成

期
後
期
に
活
動
が
あ

っ
た
場
所
で
あ
る
。
毎
年
、
手
斧
は
三
千
ほ
ど
作
ら
れ
た
と
推
定
さ
れ

て
い
る
。
半
径
四

〇
キ

ロ
の
範
囲
に
そ
れ
ら
の
道
具
は
流
通
し
て
い
た
が
、

一
六
〇
キ

ロ
も
離
れ
た
と
こ
ろ
に
ま
で
も
た
ら
さ
れ

て
い
る
。
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大
建
築
や
防
御
壁
、
水
路
な
ど
は
、
古
典
期
に
発
達
し
た
と
考
え
ら
れ
て
き
た
が
、
す
で
に
そ
れ
は
形
成
期

後
期
に
は
始
ま

っ
て
い
た
。
た
と
え
ば

ベ
リ
ー
ズ
北
部

の
半
島

の
沿
岸
に
あ
る
セ
ロ
ス
と
い
う
遺
跡
で
は
、

一

二
〇
〇
メ
ー
ト
ル
に
も
及
ぶ
水
路
が
建
設
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
紀
元
前
二
〇
〇
年
か
ら
五
〇
年

の
間
に
造
ら

れ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
が
、
幅
は
広

い
と
こ
ろ
で
六
メ
ー
ト
ル
、
深
さ
は
ニ
メ
ー
ト

ル
も
あ
る
。

ユ
カ

タ
ン
半
島
北
西
部
カ
ン
ペ
チ

ェ
州

の
エ
ッ
ナ
と
い
う
遺
跡
で
は
、

一
ニ
キ

ロ
メ
ー
ト
ル
に
も
及
ぶ
大
規
模
な
水

路
が
建
設
さ
れ
て
い
る
。
南
で
は
チ
ャ
ン
ポ
ト
ン
川
に
結
ば
れ
、
北
で
は
濠
に
囲
ま
れ
た
複
合

体
と
結
び
つ
い

て
い
る
。

　
ラ

マ
ナ
イ
の
巨
大
な
建
物
N
10
i
43
は
三
〇
メ
ー
ト
ル
以
上
の
高
さ
の
ピ
ラ
ミ

ッ
ド
で
、
三
つ
の
小
さ
な
神

殿
が
頂
上
に
の
っ
て
い
る
。
テ
ィ
カ
ル
で
も

「失
わ
れ
た
世
界
」
と
名
づ
け
ら
れ
た
区
域
で
は
、
巨
大
な
ピ
ラ

ミ
ッ
ド
が
建

て
ら
れ
て
い
る
。
ベ
カ
ン
で
は
円
周
が

一
九
〇
〇
メ
ー
ト
ル
に
も
達
す
る
防
御
濠

が
造
ら
れ
た
。

こ
れ
ら
の
建
造
物
は
、
そ
れ
を
造
る
た
め
の
支
配
階
級
の
出
現
な
く
し
て
は
で
き
な
い
ほ
ど
巨
大
な
も
の
で
あ

る
。

　
さ
ら
に
、
こ
れ
ま
で
見

つ
か
っ
て
い
る
な
か
で
も

っ
と
も
規
模
が
大
き
い
と
さ
れ
て
い
る

エ
ル
・
ミ
ラ
ド
ー

ル
も
、
形
成
期
後
期

(紀
元
前

一
五
〇
年
～
紀
元
後

一
五
〇
年
)
に
栄
え
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
中
心
部

の

一
〇
〇

〇
メ
ー
ト
ル
×
八
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
範
囲

の
な
か
に
建
物
が
密
集
し
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
も
際
立

つ
の
が
、

エ
ル
・
テ
ィ
グ
レ
と
モ
ノ
ス
と
呼
ば
れ
る
巨
大
な
建
物
で
あ
る
。

エ
ル
・
テ
ィ
グ
レ
の
高
さ
は
五
五
メ
!
ト
ル

で
、
そ
れ
を
建

て
る
た
め
に
は
二
五
万
立
方
メ
ー
ト
ル
の
土
が
必
要
だ

っ
た
と
計
算
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
頂
上
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に
た
つ
三

つ
の
神
殿
は
、
三
角
形
に
配
置
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
エ
ル
・
テ
ィ
グ

レ
の
南

に
あ
る
建
物
三
四

(テ
ィ
グ
レ
の
神
殿
)
の
壁
面
に
は
、
ニ
メ
ー
ト
ル
を
越
え
る
巨
大
な
ジ
ャ
ガ
ー
と
人
間

の
混
清
し
た
仮
面
が
見

つ
か

っ
た
。
黒
と
赤
、
そ
れ
に
ク
リ
ー
ム
色
の
色
が
残

っ
て
お
り
、
美
し
く
彩
色
さ
れ
て
い
た
。
赤
と
黒
の
色

は
形
成
期
後
期
に
最
初
に
現
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
以
後
、
東
と
西
を
表
わ
す
色
、
ひ
い
て
は
誕
生
、

生
成
と
、
死
、
暗
黒
を
あ
ら
わ
す
象
徴
と
し
て
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
は
し
り
が
形
成
期
後
期
に
み
ら

れ
る
の
で
あ
る
。
ジ
ャ
ガ
ー
と
人
間
の
混
澹
し
た
大
仮
面
は
、
オ
ル
メ
カ
の
影
響
に
ち
が
い
な
い
。
同
種
の
仮

面
は
、
ワ
シ
ャ
ク
ト
ゥ
ン
や
テ
ィ
カ
ル
と
い
っ
た
中
心
部
ば
か
り
か
、
ベ
リ
ー
ズ

の
セ
ロ
ス
や
ラ
マ
ナ
イ
で
も

見

つ
か

つ
て
い
る
。

　

エ
ル
・
テ
ィ
グ
レ
の
南
に
あ
る
モ
ノ
ス
は
、
高
さ
四
〇
メ
ー
ト
ル
も
あ
る
巨
大
な
複
合
体

で
あ
る
。

エ
ル

・

テ
ィ
グ
レ
や
モ
ノ
ス
な
ど
の
た
く
さ
ん
の
建
物
や
広
場
が
あ
る
場
所
は
、
そ
れ
を
仕
切
る
壁

で
囲
ま
れ
て
い
た
。

遺
跡

の
南
と
東
側
に
は
全
長

一
二
七
〇
メ
ー
ト
ル
、
高
さ
四
～
六
メ
ー
ト
ル
の
壁
が
あ
り
、
北
と
西
側
は
幅
五

～
六
メ
ー
ト
ル
、
深
さ
二

・
五
メ
ー
ト
ル
の
溝
と
急
斜
面
に
な

っ
て
い
た
。
防
御
シ
ス
テ
ム
の
完
備
し
た
遺
跡

と
い
っ
て
よ
く
、
高
度
な
政
治
的
集
団
が
そ
の
頃
す
で
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
中
央
ア
ク

ロ
ポ
リ
ス
の
西
端
は
、
貴
族
層

の
住
ま

い
だ

っ
た
ら
し
く
、
中
庭
を
囲
む
建
物
の
そ
れ
ぞ
れ

の
部
屋
は
、
き
れ

い
に
形
を
整
え
ら
れ
た
切
り
石
で
こ
し
ら
え
ら
れ
、
し
っ
く
い
が
塗
ら
れ
、
赤
の
色
が
施
さ
れ
た
美
し
い
も
の

で
あ

っ
た
。

　
こ
れ
ま
で
細
長

い
建
物
は
宮
殿
で
、
貴
族
層
の
住
ま

い
と
み
ら
れ
、
そ
れ
ら
は
古
典
期
後
期

に
な

っ
て
増
え
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始
め
た
と
考
え
ら
れ
て
き
た
が
、
そ
う
し
た
建
物
が
、
す
で
に
エ
ル
・
ミ
ラ
ド
ー
ル
で
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

ベ
リ
ー
ズ
の
ノ
ブ
ム
ル
で
も
、
同
じ
よ
う
な
建
物
が
、
少
な
く
と
も
三
つ
確
認
さ
れ
て
お
り
、
貴
族
層
が
す
で

に
存
在
し
て
い
た
と
み
て
も
、
も
は
や
問
題
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

エ
ル
・
テ
ィ
グ

レ
や
モ
ノ
ス
な
ど
が
あ
る
地
域
か
ら
ニ
キ

ロ
ほ
ど
東
に
は
、

エ
ル

・
ミ
ラ
ド
ー
ル
で
最
大
、

お
そ
ら
く

マ
ヤ
地
域
で
も
最
大
と
思
わ
れ
る
ダ

ン
タ
と
呼
ば
れ
て
い
る
建
造
物
が
あ
る
。
四
五
メ
ー
ト
ル
ほ
ど

の
高
さ
で
、
南
北
の
長
さ
は
三
〇
〇
メ
ー
ト
ル
も
あ
る
。

エ
ル

・
テ
ィ
グ
レ
か
ら
、
あ
る
年

の
夏
至

の
日
に
眺

め
る
と
、
木
星
、
水
星
、
火
星
、
土
星
の
す
べ
て
が
、
ダ

ン
タ
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
の
上
か
ら
出
る
よ
う
に
み
え
た

と
い
う
。
紀
元
前
か
ら
天
体
の
動
き
に
あ
わ
せ
て
構
造
物
の
配
置
を
考
え
て
い
た
ら
し
い
の
で
あ
る
。

　
こ
の
中
心
部
か
ら
は
い
く

つ
か
の
サ
ク
ベ
と
呼
ぼ
れ
る
道
が
の
び
て
い
る
。
こ
の
巨
大
な
都
市
と
そ
れ
を
支

え
る
町
村
と
を
結
ん
で
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

一
つ
は
二

一
キ

ロ
南
西
の
テ
ィ
ン
タ
ル
に
つ
な

が

っ
て
い
る
し
、

ニ
キ
ロ
南
東
の
ナ
ク
ベ
と
も

つ
な
が
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
周
辺
の
都
市
か
ら
農
産
物
を
は
じ
め
、
さ
ま
ざ
ま

な
品
が
こ
の
巨
大
都
市
に
流
れ
込
ん
だ
に
ち
が
い
な
い
。
海
の
貝
殻
や
火
山
性
の
石
や
灰
な
ど
が
確
認
さ
れ
て

い
る
。
周
辺
に
は
バ
ホ
と
呼
ば
れ
る
湿
地
が
あ
り
、
お
そ
ら
く
そ
れ
を
利
用
し
た
盛
り
土

(チ
ナ
ン
パ
)
農
業

が
行
な
わ
れ
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。

　
構
造
物
の
配
置
、
規
模
、
芸
術
と
そ
の
図
像
、
天
体

へ
の
関
心
な
ど
、

マ
ヤ
文
明
の
絶
頂

と
い
わ
れ
る
古
典

期
に
み
ら
れ
る
特
徴
が
、
す
で
に
形
成
期
後
期
に
す
べ
て
出
現
し
て
い
る
。
た
だ
欠
け
て
い
る
の
は
、
文
字
だ

け
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
文
字
も
形
成
期
後
期
後
半
に
は
ぽ
つ
ぽ
つ
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
セ
ロ
ス
で
見

つ
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か

っ
た
印
章
に
は
点
と
数
に
よ
る
表
記
ら
し
い
も
の
が
刻
ま
れ
て
い
る
し
、
そ
れ
と
同
時
代

の

一
〇
〇
年
頃
と

み
ら
れ
て
い
る
ポ
モ
ナ
の
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
耳
飾
り
や
、

ハ
ッ
ツ
カ
ブ

・
ケ
エ
ル
出
土
の
儀
式
用

の
斧
を
は

じ
め
形
成
期
後
期
の
作
と
み
ら
れ
る
文
字
を
刻
ん
だ
工
芸
品
が
多
く
見
つ
か

っ
て
い
る
。

一
九
八
五
年
に
発
掘

さ
れ
た
ベ
リ
ー
ズ
の
キ
ッ
チ
パ
ン
ハ
の
遺
跡
か
ら
見
つ
か

っ
た
骨
に
は
、
少
な
く
と
も
八
つ
の
文
字
が
刻
ま
れ

て
い
た
。
こ
れ
は
紀
元
前

一
〇
〇
年
か
ら
紀
元
後

一
五
〇
年

の
形
成
期
後
期

の
も
の
と
さ
れ
る
。
ハ
ウ
バ
ー
グ

の
石
碑
と
い
わ
れ
る
も
の
に
は
文
字
が
二
八
も
刻
ま
れ
て
い
る
し
、
エ
ル

・
ボ
ル
ト
ゥ
ン
の
記
念
碑

一
号
や
エ

ル

・
ト
ラ
ピ
チ

ェ
の
記
念
.碑
な
ど
の
石
に
も
文
字
が
み
ら
れ
る
。
な

い
の
は

マ
ヤ
の
長
期
暦

と
い
う
日
付
表
記

だ
け
と
い
っ
て
も
よ
い
。
そ
れ
が
現
わ
れ
る
の
は
、
二
九
二
年
で
あ
り
、
そ
れ
を
期
し
て
古
典
期
と
称
し
て
い

る
。
し
か
し
、
そ
の
日
を
刻
む
テ
ィ
カ
ル
の
石
碑
二
九
号
で
さ
え
、
お
そ
ら
く
そ
れ
よ
り
前

の
日
付
を
刻
む
石

碑
が
あ
る
こ
と
を
予
測
さ
せ
る
に
足
る
十
分
発
達
し
た
文
字

の
形
態
で
あ
る
。
石
碑
建
立

の
儀
式
は
紀
元
前
後

に
は
す

で
に
始
ま

っ
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、
エ
ル
・
ミ
ラ
ド
ー
ル
や
ク
エ
リ

ョ
の
遺
跡
で
は

、
彫
刻
は
施
さ
れ

て
は
い
な
い
が
、
そ
の
時
代
と
思
わ
れ
る
石
碑
や
祭
壇
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。
古
典
期
の
始
ま
り
を
二
五
〇
年

と
す
る
意
見
が
大
勢
を
占
め
て
き
た
が
、
文
字
が
現
わ
れ
た
時
期
を
古
典
期
と
す
る
な
ら
、
少
な
く
と
も

一
五

〇
年
頃
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
で
あ
ろ
う
し
、
実
際
に
は
そ
れ
以
上
前
に
さ
か
の
ぼ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

で
あ
ろ
う
。

　
形
成
期
後
期

の
後
半

(紀
元
前
五
〇
年
～
紀
元
後
二
五
〇
年
)
は
原
古
典
期
と
も

い
わ
れ
る
。
古
典
期

マ
ヤ
文

明
の
要
素
が
ほ
ぼ
現
わ
れ
た
時
期
で
あ
る
。
形
成
期
後
期

の
絶
頂
期
と
古
典
期
前
期
を

つ
な
ぐ
移
行
期
で
あ
り
、
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シ ャクトゥン.E-VII-sub

 

馴
建

築

様

式

、
土

器

の
装

飾

、

墓

の
副

葬

品

、

そ

の
他

の

点

か
ら

も

明

ら

か

な

よ

う

に
貴

族

層

の
出

現

が

顕

著

に

現

わ

れ

る
時

代

で
あ

る

。

　

多

色

の

し

っ
く

い
塗

り

の
大

仮

面

を

も

つ
神

殿

や

、

擬

似

ア

ー
チ

を

使

っ
た

墓

が

建

て
ら

れ

る

よ

う

に

な

る

。

神

殿

複

合

体

が

生

ま

れ

、

ま

た
多

色

土
器

が

つ
く

ら

れ

、

文

字

の
原

形

も

現

わ

れ
始

め

た

。

　

土

器

は

、
乳

房

型

の
四
脚

土
器

が
特

徴

的

で
あ

る

。

ウ

ス

ル
タ

ン

・
レ
ジ

ス
ト
ま

た

は
そ

れ

を

ま

ね

た

陽

画

(℃
o
ω三
く
①
g
ぎ
8
ユ
)

が

み

ら

れ

る

。

こ

れ

は

、

フ

ロ

ー

ラ

ル

・
パ

ー

ク
式

土

器

(
ホ
ル
ム
ル
ー
土
器
)
と

呼

ば

れ

て

お
り

、

サ

ル
バ
ド

ー

ル
か

ら

も

た

ら

さ

れ

た

と
考

え

ら

れ

て

い

る
。

オ

レ

ン
ジ

単
色

、

オ

レ

ン
ジ
生

地

に

赤

と

黒

の
多
色

土

器

(
一U(O
国
口
「一〇
)
も

み
ら

れ

る
。

　

ペ

テ

ン
と

ベ
リ

ー
ズ
境

界

に
あ

る

ホ

ル
ム

ル
や

ベ
リ

ー
ズ
渓

谷

、

コ

ロ
サ

ル
ーー

オ

レ

ン
ジ

ウ

ォ

ー

ク
地

区

で
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は

フ

ロ
ー

ラ

ル

・
パ

ー

ク
式

土

器

が

存

在

す

る

。

し
か



し
す

べ

て

の
遺

跡

で
存

在

す

る

わ

け

で
は

な

い
。

　

テ

ィ

カ

ル

に
も

フ

ロ
ー

ラ

ル

・
パ

ー
ク
式

土

器

は
存

在

す

る

。

し

か

し

人

が
流

入

し

た

と

い
え

る

ほ
ど

多

く

は
な

い
。

人

口
が

増

大

せ
ず

、

建
築

活

動

も
増

え

な

い
。
墓

と
神

殿

の
壁

画

に
、

イ

サ

パ
様

式

が

み

ら

れ

る

。

　

ワ

シ

ャ
ク

ト

ゥ

ン
で
は

フ

ロ
ー

ラ

ル

・
パ

ー

ク
式

土

器

は

テ

ィ
カ

ル
よ

り

少

な

い
。

ス
タ

ッ

コ
ー
製

の
壁

飾

り

が

み

ら

れ

る

国
-

自

1

ω
尋

と

い
わ

れ

る

建

物

は

、

四
角

形

で

、

四

つ

の
階

段

を

も

ち

、
壁

面

に

ス
タ

ッ

コ

ー
製

の
ジ

ャ
ガ

ー

11
人

間

が

つ
け

ら

れ

て

い
る

が

、

こ
れ

は

、
秋

分

と
春

分

を

測

る

天
文

学

的

に
配

置

を

考

え

た

建

物

だ

と

い
う

。

こ

の
種

の
建

物

は

、

テ

ィ
カ

ル
や

ナ

ア

チ

ト

ゥ

ン
、

ラ

・
ム

ニ

ェ
カ
な

ど

、

二
〇

以

上

の

遺

跡

で
確

認

さ

れ

て

い
る

。

　

パ

シ
オ

ン
川
流

域

で
も

フ

ロ
ー

ラ

ル

・
パ

ー

ク
式

土
器

は
あ

る

。

セ
イ

バ

ル
で

は

カ

ン
ト

ゥ

ツ

ェ
期

の
後

半

に
人

口
が
減

少

し

、
建

築

活

動

が
停

止

す

る

。
北

西

地

域

で

は
原

古

典

期

土
器

は
存

在

す

る

が
、

ま

れ

で
あ

る

。

リ

オ

ベ

ッ
ク

や

北
平

原

に

は
存

在

し
な

い
。
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マ
ヤ
地
域
の
外

　
紀
元
前

一
一
五
〇
年
か
ら
九
〇
〇
年
に
か
け

て
サ
ン
・
ロ
レ
ン
ソ
で
、
そ
れ
以
後
紀
元
前

四
〇
〇
年
頃
ま
で

ラ

・
ベ
ン
タ
を
中
心
に
、
い
わ
ゆ
る
オ
ル
メ
カ
文
明
が
栄
え
た
。
形
成
期
中
期
は
、
オ
ル
メ
カ
の
中
心
地
で
あ

る
タ
バ
ス
コ
、
ベ
ラ
ク
ル
ス
の
低
地
か
ら
テ
ワ
ン
テ
ペ
ッ
ク
地
峡
を
と
お
り
、
グ
ア
テ
マ
ラ
の
太
平
洋
岸
に
い

た
る
沿
岸
低
地
帯
が
高

い
文
化
を
ほ
こ
っ
て
い
た
。

マ
ヤ
地
域
に
も
人
が
住
み
つ
き
、
活
動
が
始
ま
る
の
で
あ
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る

が

、

マ
ヤ

は
辺

境

に
す

ぎ

な

か

っ
た

と

い

っ

て
よ

い
。

マ
ヤ
が

栄

え

る

よ

う

に
な

っ
た

の
は

、

そ

う

し

た
高

文

化

地

域

か
ら

い
ろ

い
ろ

な

も

の
を

と

り

い
れ

た

か

ら

と

み

る

こ
と

が

で
き

る

。

そ

の
流

れ

を

た

ど

る

と

、

オ

ル
メ

カ

(紀

元
前

一
二
〇
〇
年

～
前

七
〇
〇
年
)
↓

汎

オ

ル
メ

カ

(
前
七
〇
〇
年

～
前

二
〇
〇
年
)
↓

イ

サ

パ

(前

二

〇

〇
年

～
紀

元
後
二
〇
〇
年
)
↓

マ
ヤ

と

い
う

道

筋

を

想

定

で
き

る

。

イ

サ

パ

期

の
後

期

に

は

、
イ

サ

パ

よ
り

カ

ミ

ナ

ル

フ

ユ
の

ミ

ラ

フ

ロ

レ

ス
と

よ

ば

れ

る

時

代

の
影

響

の
ほ

う

が

大

き

く

、

イ

サ

パ

と

い
う

よ
り

ミ

ラ

フ

ロ

レ

ス
と

い

っ
た

ほ
う

が

適

切

か

も

し
れ

な

い
が

、

こ

こ

で

い
う

イ

サ

パ

と

は

イ

サ

パ

だ

け

で

は

な

く

、

カ

ミ

ナ

ル

フ

ユ
を

含

む

太

平

洋

岸

一
帯

の
高

度

な

文

化

を

代

表

し
た

も

の
を

さ

す

こ
と

に
す

る

。

イ

サ

パ

の
前

は
汎

オ

ル
メ

カ
ま

た

は
後

オ

ル
メ

ヵ
期

と

も

い
う

時

代

で
あ

り

、

メ

キ

シ

コ
高

原

の
チ

ャ

ル
カ

ツ

ィ

ン
ゴ

、

オ

シ

ュ
ト

テ

ィ

ト

ラ

ン
な

ど

、

チ

ア

パ

ス
の

シ

ョ
ク

や

ピ

ヒ

ヒ

ア
パ

ン
な

ど

、

サ

ル
バ

ド

ー

ル

の
チ

ャ

ル
チ

ュ
ア

パ
な

ど

に

オ

ル
メ

カ
的

な

浅

浮

き

彫

り

を

主

特

徴

と

す

る

芸

術

様

式

が

栄

え

た

。

こ

の

こ
ろ

は

オ

ル
メ

カ
中

心
地

は
む

し
ろ

受

け

手

に
な

っ
て

し
ま

っ
た

。

　

紀

元

前

五

〇

〇

年

少

し
前

に
は

、

オ

ア

バ
カ

の
サ

ン

・
ホ

セ

・
モ
ゴ

テ

、
続

い

て
、

モ

ン
テ

・
ア

ル
バ

ン
に

、

暦

や

文

字

が

現

わ

れ

た

。

踊

る
人

と

名

づ

け

ら

れ

た

不

思

議

な

動

き

を
表

現

し

た
様

式

は
沿

岸

地

帯

に
も

現

わ

れ

る
。

こ
れ

は

最

近

で
は

、

征

服

さ

れ

た

人

を
表

わ

し

て

い
る

と
考

え

ら

れ

る

よ

う

に
な

っ
た

。

　

紀

元
前

後

あ

い

つ

い
で
線

と
棒

に
よ

る
暦

が
現

わ

れ

た

。

チ

ア

パ

・
デ

・
コ
ル

ソ

の
石

碑

二

(紀

元
前
三
六

年
)
、

ト

ゥ

レ

ス

・
サ

ポ

テ

ス

の
石

碑

C

(
紀
元
前
三

二
年
)
、

エ

ル

・
バ

ウ

ル

の
石

碑

一

(三

七
年
)
、

ア

バ

ッ

フ

・
タ

カ

リ

ッ
ク

の
石

碑

五

(
一
二
六
年
)
、

ラ

・
モ

ハ
ー

ラ

の
石

碑

一

(
一
四
三
年
/

一
五
六
年
)
、

ト

ゥ

シ

ュ
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ト
ラ
の
小
像

(
一
六
二
年
)
な
ど
に
、

の
ち

の
マ
ヤ
長

期
暦
の
先
駆
け
と
な
る
暦
が
現
わ
れ
た
。
文
字
も
沿
岸

地
帯
に
広
く
み
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。

　

イ
サ
パ
や
カ
ミ
ナ
ル
フ
ユ
の
石
彫
類

に
み
ら
れ
る
長

鼻

の
神
や
、
上
か
ら
見
下
ろ
す
身
体
を
も
た
な

い
頭
、

石
碑

の
上
部
で
羽
を
広
げ
た
大
神
話
鳥

、
U
型
モ
チ
ー

フ
、
渦
巻
模
様
、
石
碑
と
祭
壇
の
組

み
合
わ
せ
、
浅
浮

き
彫
り
の
技
法
、
帯
に
飾
ら
れ
た
頭
や
三
つ
の
下
げ
飾

り
な
ど
が

マ
ヤ
の
芸
術
の
な
か
に
受
け
継
が
れ
た
。

　
そ
れ
ら
が

マ
ヤ
低
地
に
伝
わ

っ
た
道

の

一
つ
は
、
ベ

リ
ー
ズ
経
由
で
あ

っ
た
。
そ
れ
は
、
サ

ル
バ
ド
ー
ル
と

ベ
リ
ー
ズ
の
フ
ロ
ー
ラ
ル

・
パ
ー
ク
式

土
器
と
呼
ば
れ

る
乳
房
形
の
四
脚
土
器
や
多
色
土
器
、
Z
型

の
器
壁

の

皿
な
ど
の
比
較
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
パ
シ
オ
ン
川
を

伝

っ
た
西

の
経
路
も
考
え
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
だ

け
で
は
な
い
。
北
か
ら
の
流
れ
も
あ

っ
た
こ
と
は
、
ロ

ル
ト
ゥ
ン
洞
窟
に
み
ら
れ
る
文
字
か
ら
も
否
定
で
き
な
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第三章　文明の勃興

い
。
最
近

の
エ
ル

・
ミ
ラ
ド
ー
ル
や
ナ
ク
ベ
の
発
掘
か
ら
、
イ
サ
パ
よ
り
前
に
、
す
で
に
、
イ

サ
パ
を
越
え
る

ほ
ど

の
規
模
で
、
ペ
テ
ン
北
部
地
方
で
、
活
動
が
始
ま

っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か

っ
た
。
そ
れ
ら

の
衰
退
と
ペ
テ

ン
中
央
部

の
テ
ィ
カ
ル
や
ワ
シ
ャ
ク
ト
ゥ
ン
の
勃
興
が
重
な
る
の
で
あ
る
。

　
外
部
か
ら

の
影
響
を
受
け
入
れ
る
だ
け

の
成
熟
し
た
社
会
に
マ
ヤ
自
身
が
な

っ
て
い
た
こ
と
が
は

っ
き
り
し

て
き
た
の
で
あ
る
。
神
殿
と
し
て
機
能
し
た
と
思
わ
れ
る
建
物
が
、
形
成
期
後
期
ま
で
に
は
す

で
に
建
て
ら
れ

て
い
る
し
、
の
ち
に
建
築
に
用

い
ら
れ
た

マ
ヤ
式

の
擬
似
ア
ー
チ
も
墓
に
用

い
ら
れ
た
。
古
い
ピ
ラ
ミ

ッ
ド
の

上
に
新
し
い
の
を
建

て
か
え
て
い
く
う
ち
に
技
術
を
向
上
さ
せ
、
洗
練
さ
せ
て
い
っ
た
。
そ
う
し
た
建
築
を
指

揮
す
る
神
官
階
級
が
形
成
期
後
期
に
は
出
現
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
力
の
集
中
化
に
宗
教

の
果
た

し
た
役
割
も
大
き
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
す
で
に
オ
ル
メ
カ
時
代
に
、
個
人
の
強
調
と
と
も
に
神

々
が
石
彫
類

に
現
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
塩
や
黒
曜
右

、
ひ
き
日
用
の
固
い
石
な
ど
の
必
需
品
が
欠
け
て
い
た
た
め
、
交
易

を
支
配
す
る
人

々
が
富
を
得
、
力
を
得
た
と
思
わ
れ
る
。
人
口
増
大
に
と
も
な
い
、
水
の
支
配

、
管
理
や
土
地

を
求
め
て
争

い
が
お
こ
っ
た
り
、
農
業
の
集
約
化
や
技
術
が
向
上
し
、
専
門
化
、
階
層
化
が

一
層
す
す
ん
だ
も

の
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ら
が
文
明
を
お
こ
す
力
に
な

っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
こ
う
し
た
自
律
的

に
成
熟
し
た
社

会
に
外
部
か
ら
の
影
響
が
作
用
し
、
大
文
明
が
勃
興
し
た
に
ち
が
い
な
い
。
サ
ル
バ
ド
ー
ル
で
、
二
〇
〇
年
頃

火
山
の
大
爆
発
が
あ

っ
た
こ
と
も
見
逃
せ
な

い
。
文
化
の
先
進
地
帯
で
あ
る
沿
岸
低
地
帯
か
ら
た
え
ず
進
ん
だ

も
の
を
受
け
入
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
が
、
火
山
の
大
爆
発
は
か
な
り
急
激
な
変
化
を

マ
ヤ
地
域
に
も
た
ら
し

た
に
ち
が

い
な

い
。
乳
房
形

の
四
つ
の
脚
の
つ
い
た
土
器
や
多
色
土
器
は
サ
ル
バ
ド
ー
ル
の
人

々
に
よ

っ
て
も
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た
ら
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
し
、
文
字
も
そ
の
経
路
を

つ
た

っ
て
き
た
可
能
性
は
大
き

い
。

　
形
成
期
は
、
長

い
間
、
古
典
期
の
準
備
期
間
と
み
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
形
成
期
は
、
む
し
ろ

一
つ
の
ピ
ー

ク
を
む
か
え
た
時
代
で
あ
り
、
そ
の
後
期
ま
た
は
原
古
典
期
は
、
文
明
の

一
つ
の
波
が
去
り
、
新
し
い
波
が
お

し
よ
せ
始
め
た
時
期
と
い
う
ほ
う
が
適
切
で
あ
ろ
う
。
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