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【本領域の目的】 

本領域研究の目的は、①精密な自然科学的年代
測定や古環境復元によって、メソアメリカとアン
デスの高精度の編年を確立し環境史を解明する、
②高精度の編年をもとにメソアメリカ文明とアン
デス文明の詳細な社会変動に関する通時的比較研
究を行う、③植民地時代から現代まで、メソアメ
リカとアンデスの文明が中南米の先住民文化に及
ぼした影響を検証することである。

【本領域の内容】
本領域研究は、精密な編年をもとにメソアメリ

カ文明とアンデス文明という、一次文明の詳細な
社会変動に関する基礎的な通時的データを収集し
て比較研究し、環境変動、王権、農耕・牧畜、人
口変動、戦争、経済、イデオロギー等の諸側面か
ら実証的かつ多面的に検証する。グアテマラとペ
ルーでの航空レーザー測量によって、マヤ文明の
セイバル遺跡の都市全体と周辺地域及びナスカ台
地と周辺地域の遺構の空間分布を広範に調査する。
さらに両文明のデータから、いつ、なぜ、どのよ
うに都市や社会が変動し、広域を支配する政治体
制が発達したのかを比較する。
実証的な比較文明論の研究の基盤となるのが、

高精度の編年と環境史復元である。「環太平洋の環
境文明史」の自然科学研究において世界標準の年
代目盛を作成する上で明らかとなったのは、湖沼
の年縞堆積物は蓄積性の誤差をもつという難点で
あり、また北半球で作成した年代目盛もアンデス
地域のような南半球の低緯度では未だにデータの
蓄積が少なく 10 数年のズレを伴うことである。
本領域研究では、統計的な誤差がない年輪年代法
でこのズレを修正する。本領域研究は、古代文明
の詳細な社会変動を解明するだけでなく、古代文
明に関する情報が、植民地時代から現在までの中
南米の先住民文化に及ぼす影響も考察する。先住
民と非先住民の双方が、自分たちの過去や文明を
どのように評価しながら、先住民文化を描いてき
たかを探る。こうして後世の人間が資源として活
用する古代アメリカ文明という視点を提示し、文
明の終焉という概念に再考を促す。

【期待される成果と意義】
本領域研究は、従来の世界史研究で軽視されて

きた中米メソアメリカと南米アンデスという、古
代アメリカの二大文明について、考古学、歴史学、
文化人類学等の異なる分野の人文科学と自然科学
の多様な研究者が連携して新たな視点や手法によ
る共同研究を推進する。つまり古代アメリカ各地

の地域・時代毎の特性や詳細な社会変動を通時的
に比較研究して、古代アメリカの比較文明論の新
たな展開を目指す我が国初の実証的な文理融合の
通史研究であり、世界的にも斬新な研究となるこ
とが期待される。
アメリカ大陸の考古学研究は地域毎に細分化さ

れており、世界的にみてもメソアメリカとアンデ
スの比較文明研究はほとんど全く行われていない。
さらに諸外国においても、考古学、歴史学、文化
人類学の研究は専門化・細分化されて各研究分野
の研究者間の交流がほとんどないために、スペイ
ン人の侵略以前の先スペイン期から現代までの先
住民の研究が通時的に論じられることは少ない。
本研究の学術的な特色・独創的な点としては、

（1）従来はメソアメリカ文明とアンデス文明が
個別に研究されてきたのに対して、本研究は旧大
陸の文明の影響を受けずに発達した一次文明とし
ての両文明の特性や社会変動を実証的かつ多面的
に比較する、（2）北半球で確立した世界標準の年
代目盛と南半球の低緯度の誤差を年輪年代法で修
正することによって、古代アメリカの自然史・文
明史の年代観を刷新する、（3）研究対象とする時
代を先スペイン期に限定するのではなく、後世の
人々が能動的に古代文明に向き合い、それを自分
たちのものとして再解釈する過程に着目する、と
いう３点が挙げられる。
アメリカ大陸のメソアメリカ文明とアンデス文

明を正しく理解することにより、旧大陸のいわゆ
る「四大文明」に基づき形成されてきた一般的な
文明観を大幅に修正できる。本研究は、世界の諸
文明の共通性と多様性を再認識し、バランスの取
れた｢真の世界史｣の構築に大きく貢献する。

【キーワード】
古代アメリカ：コロンブス以前にアメリカ大陸の
先住民が築き上げた文明・文化の総称。
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【Purpose of the Research Project】 

The objectives of our project are: 1) to conduct 
high-resolution reconstructions of environmental 
changes and establish refined chronological 
frameworks in Mesoamerican and Andes, 2) to 
make a diachronic comparison of societal 
changes of Mesoamerican and Andean 
civilizations based on a refined chronology, and 
3) to investigate how both Mesoamerican and
Andean civilizations have affected indigenous
cultures in Latin American countries from the
Colonial period to the present.

【Content of the Research Project】 
Our project conducts a diachronic comparison 

of societal changes of Mesoamerican and 
Andean civilizations based on a refined 
chronology by examining empirical data related 
to environmental changes, kingship, agriculture, 
demographic changes, warfare, economic 
organization as well as ideology. We carry out 
LiDAR survey around the site of Ceibal, 
Guatemala, and Nasca, Peru, to provide a 
complete view of how the archaeological 
remains such as monumental architecture, 
roads, residential settlement, and agricultural 
terrace, were distributed over the landscape. 
We compare Mesoamerican and Andean 
civilizations to investigate when, why, how 
cities and complex societies rose and fell 
through time. 

Our project provides refined chronological 
frameworks based on precise varve counting, 
high-precision C-14 dating, and dendrochronology. We 
reveal the interrelationship between environmental 
changes and the rise and fall of Mesoamerican 
and Andean civilizations. Our project studies 
not only Pre-Colombian civilizations but also 
how ancient American civilizations have 
shaped indigenous cultures in Latin America 
from the Colonial period to the present. We 
examine how both indigenous and 
non-indigenous populations have viewed 
indigenous cultures by assessing ancient 
American civilizations and their own past. Thus, 
we present a new perspective on how people 
have used ancient American civilizations as
cultural resources and reconsider the concept 
of the demise of civilizations.  

【Expected Research Achievements and 
Scientific Significance】 

Our project carries out an innovative study on 
Mesoamerican and Andean civilizations by 
means of a collaboration between a variety of 
human and social scientists, including 
archaeology, history and cultural anthropology, 
and natural scientists. We conduct diachronic 
comparative studies in several regions of the 
ancient America, introducing a new perspective 
and methodology to the studies of ancient 
American civilizations. Virtually no comparative 
studies on Mesoamerican and Andean 
archaeology have been carried out in Japan and 
the rest of the world. Moreover, there is a 
particularly conspicuous lacuna in empirical 
studies dealing with the history of the Americas 
from the pre-Colombian times to the present.  

Our project aims to fill that gap and compares 
Mesoamerican and Andean civilizations based 
on empirical archaeological and ecological data. 
We also establish new refined chronological 
frameworks for the ancient America.  Furthermore, we 
study not only Pre-Colombian history but also 
how people have reinterpreted their past and 
ancient American civilizations.  

The results of this innovative project will 
have important contributions to reconstruct not 
only non-western centric but also the more 
balanced history of mankind and lead to a better 
understanding of variability and important patterns 
among civilizations all over the world. 

【Key Words】 
Ancient America: American indigenous 
civilizations and cultures before Columbus. 

【Term of Project】   FY2014-2018 

【Budget Allocation】561,300 Thousand Yen 


