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�
夏
王
朝

�
�

王
権
誕
生
の
考
古
学
�
と
い
う
書
名
を
拝
見
し
た

と
き
は
�
い
さ
さ
か
驚
い
た
�
私
に
は
�
夏
王
朝
�
の
実
在
を
�
考

古
学
�
に
よ
�
て
証
明
す
る
�
と
読
み
取
れ
た
か
ら
で
あ
る
�
こ
れ

ま
で
日
本
人
の
歴
史
学
者
�
考
古
学
者
が
専
門
書
や
学
術
論
文
の
題

目
で
�
夏
王
朝
�
の
語
句
を
肯
定
的
に
使
用
す
る
こ
と
は
ま
ず
な

か
�
た
�
実
証
性
が
な
い
か
ら
と
の
理
由
で
む
し
ろ
そ
の
使
用
を
避

け
て
き
た
の
で
あ
る
�
し
か
し
本
書
の
プ
ロ
ロ
�
グ
を
読
み
進
め
て

い
く
と
�
私
の
第
一
印
象
と
は
す
こ
し
違
�
た
内
容
の
本
で
あ
る
こ

と
が
わ
か
�
て
く
る
�

　

本
書
の
関
心
は
�
中
国
史
上
最
初
の
王
朝
が
ど
の
よ
う
に
形
成
さ

れ
�
ど
の
よ
う
な
様
相
で
あ
�
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ

る
�
こ
の
課
題
を
解
決
す
る
鍵
は
�
中
原
地
域
に
ひ
ろ
が
る
二
里
頭

文
化
に
あ
り
�
本
書
の
後
半
は
こ
の
文
化
の
考
古
学
的
分
析
に
あ
て

ら
れ
て
い
る
�

　

第
三
章
に
詳
し
い
が
�
本
場
中
国
に
お
け
る
考
古
学
研
究
は
草
創

期
以
来
�
夏
王
朝
の
実
在
証
明
が
最
重
要
課
題
で
あ
�
た
�
そ
の
目

標
達
成
の
た
め
�
土
器
の
形
態
分
類
に
よ
る
細
か
な
編
年
体
系
を
確

立
し
�
二
里
頭
文
化
は
夏
王
朝
の
遺
産
で
あ
る
と
い
う
認
識
を
得

た
�
そ
し
て
現
在
は
王
朝
開
始
の
暦
年
代
の
確
定
と
二
里
頭
遺
跡
以

外
の
王
都
の
発
見
に
精
力
が
そ
そ
が
れ
て
い
る
と
い
う
�
し
か
し
著

者
は
�
つ
ぎ
な
る
課
題
は
具
体
的
な
時
代
相
の
解
明
に
あ
る
こ
と
を

強
調
す
る
�
こ
の
こ
と
が
本
書
の
主
要
な
部
分
と
な
�
て
い
る
�
こ

▼

一

▲

う
し
て
み
る
と
�
夏
王
朝

�
�

王
権
誕
生
の
考
古
学
�
と
い
う
書
名

は
�
こ
れ
ま
で
と
は
違
�
た
視
点
�
方
法
で
王
朝
の
実
態
と
形
成
過

程
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
本
書
の
内
容
を
む
し
ろ
如
実
に
表
現
し

て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
て
く
る
�

　

さ
て
�
本
書
の
構
成
を
大
ま
か
に
分
類
す
る
と
二
つ
の
内
容
に
ま

と
め
ら
れ
る
�
前
半
は
夏
王
朝
に
関
す
る
文
献
史
料
の
検
討
�
後
半

は
二
里
頭
文
化
を
中
心
と
す
る
考
古
学
的
分
析
で
あ
る
�
各
章
の
要

約
は
終
章
に
お
い
て
著
者
自
身
が
お
こ
な
�
て
お
り
�
も
と
よ
り
そ

れ
に
及
ぶ
べ
く
も
な
い
が
�
本
書
の
説
明
上
�
評
者
な
り
に
注
目
す

る
部
分
を
以
下
に
ま
と
め
て
み
た
い
�

　

前
半
は
第
一
章
�
第
二
章
に
あ
た
る
が
�
夏
王
朝
の
開
祖
禹
に
関

す
る
文
献
史
料
と
夏
王
朝
の
王
統
譜
�
王
都
の
記
載
を
中
心
に
検
討

す
る
�
前
半
部
分
で
は
関
連
史
料
を
網
羅
し
�
そ
の
内
容
を
文
献

学
�
歴
史
学
�
地
理
学
�
考
古
学
な
ど
の
研
究
成
果
を
取
り
入
れ
て
�

多
角
的
な
視
野
か
ら
吟
味
す
る
こ
と
に
力
点
が
お
か
れ
て
い
る
�
と

く
に
近
年
の
出
土
文
字
史
料
と
の
比
較
か
ら
�
古
典
に
記
載
さ
れ
た

史
料
の
内
容
が
い
つ
ま
で
さ
か
の
ぼ
れ
る
の
か
を
考
証
し
�
そ
の
説

ク
リ
�
ク
す
る
と
次
の
段
に
ジ
�
ン
プ
し
ま
す
�

岡
村
秀
典
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夏
王
朝―
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王
権
誕
生
の
考
古
学
�
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話
�
伝
承
な
ど
の
成
立
年
代
を
確
認
し
て
い
く
と
こ
ろ
に
は
新
味
が

あ
る
�
そ
し
て
禹
が
登
場
し
て
く
る
堯
・
舜
の
事
績
�
夏
の
王
都
や

王
統
譜
の
記
載
は
�
現
在
の
と
こ
ろ
戦
国
期
に
成
立
し
た
史
料
し
か

な
く
�
禹
に
つ
い
て
は
す
く
な
く
と
も
西
周
中
期
ま
で
に
さ
か
の
ぼ

り
得
る
も
の
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
�

　

禹
や
夏
王
朝
に
関
す
る
史
料
の
大
部
分
は
戦
国
期
に
記
さ
れ
た
も

の
で
あ
り
�
そ
の
内
容
が
果
た
し
て
史
実
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
の

は
非
常
に
難
し
い
�
そ
れ
は
古
典
が
成
立
し
た
戦
国
期
に
は
�
列
国

が
自
ら
の
王
の
正
当
性
を
証
明
す
る
た
め
に
�
禹
な
い
し
夏
王
朝
の

伝
承
を
適
宜
利
用
し
た
と
い
う
背
景
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
�
そ
の
目

で
史
料
を
読
み
解
く
と
�
禹
の
伝
承
や
夏
王
都
の
分
布
が
か
な
り
広

範
囲
に
ひ
ろ
が
�
て
い
る
理
由
も
説
明
で
き
る
と
い
う
�

　

こ
れ
ま
で
考
古
学
で
は
発
掘
し
た
遺
跡
と
文
献
の
記
載
を
結
び
つ

け
よ
う
と
努
力
し
て
き
た
が
�
文
献
研
究
に
よ
り
復
原
さ
れ
た
夏
の

ひ
ろ
が
り
と
二
里
頭
文
化
遺
跡
の
分
布
範
囲
と
が
必
ず
し
も
一
致
し

て
い
な
か
�
た
�
上
述
の
よ
う
な
文
献
史
料
の
成
立
背
景
を
考
え
る

と
�
文
献
史
料
と
考
古
学
的
成
果
と
の
突
き
合
わ
せ
が
非
常
に
難
し

い
こ
と
を
改
め
て
実
感
す
る
�

　

第
三
章
以
降
は
考
古
学
的
検
討
で
あ
る
�
考
古
学
史
�
王
権
の
実

態
�
環
境
・
生
業
・
食
生
活
の
復
原
�
二
里
頭
文
化
の
ひ
ろ
が
り
に

言
及
す
る
�

　

第
三
章
で
は
甲
骨
文
字
の
発
見
後
�
中
国
に
お
い
て
近
代
考
古
学

が
成
立
し
�
殷
墟
遺
跡

�

鄭
州
商
城

�

二
里
頭
遺
跡
と
発
掘
さ
れ
�

殷
�
商
��
夏
の
王
都
が
確
認
さ
れ
る
�
そ
し
て
偃
師
商
城
の
発
見

に
よ
り
二
里
頭
遺
跡
が
夏
�
偃
師
商
城
が
殷
の
都
で
あ
る
こ
と
が
確

実
と
な
り
�
夏
と
殷
の
交
代
時
期
と
場
所
と
が
か
な
り
限
定
で
き
る

よ
う
に
な
�
た
こ
と
を
の
べ
る
�

　

し
か
し
こ
こ
で
著
者
は
こ
れ
ま
で
の
自
身
の
研
究
に
も
と
づ
き
�

二
里
頭
文
化
と
二
里
岡
文
化
は
土
器
の
器
種
組
成
に
若
干
の
違
い
が

み
ら
れ
る
も
の
の
�
基
本
的
に
連
続
的
な
変
化
を
し
め
し
て
お
り
土

器
の
形
態
だ
け
か
ら
王
朝
の
交
代
を
確
定
す
る
の
は
難
し
い
と
主
張

す
る
�
さ
ら
に
放
射
性
炭
素
�
Ｃ
１
４
�
年
代
測
定
法
の
成
果
を
整

理
し
�
土
器
編
年
と
Ｃ
１
４
年
代
法
の
デ
�
タ
に
は
矛
盾
が
あ
る
こ

と
を
指
摘
す
る
�
土
器
の
形
態
的
分
類
や
系
統
的
分
類
だ
け
で
は
研

究
に
限
界
が
あ
る
こ
と
を
し
め
し
て
お
り
�
第
四
章
以
降
に
展
開
す

る
研
究
の
意
義
が
よ
く
理
解
で
き
る
�

　

つ
づ
く
三
章
は
著
者
に
よ
る
新
し
い
試
み
で
あ
り
�
王
朝
の
時
代

相
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
研
究
方
針
が
貫
か
れ
て
い
る
�

　

第
四
章
以
下
で
は
�
二
里
頭
文
化
の
遺
構
・
遺
物
を
さ
ま
ざ
ま
な

角
度
か
ら
分
析
す
る
�
重
要
な
の
は
儀
礼
に
か
か
わ
る
遺
構
・
遺
物

と
�
日
常
生
活
の
痕
跡
と
を
区
別
し
た
う
え
で
分
析
し
て
い
る
こ
と

で
あ
る
�
こ
の
こ
と
が
章
立
て
に
も
表
れ
て
い
る
�

　

第
四
章
で
は
王
権
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
�
こ
れ
ま
で
二
里
頭

遺
跡
で
発
見
さ
れ
た
大
型
建
物
遺
構
は
儀
礼
を
お
こ
な
う
宮
殿
で
あ

り
�
墓
か
ら
出
土
す
る
青
銅
器
や
玉
器
は
儀
礼
に
お
い
て
使
用
さ
れ

た
道
具
で
あ
る
と
す
る
�
宮
殿
�
青
銅
器
�
玉
器
は
王
都
で
あ
る
二

里
頭
遺
跡
に
の
み
存
在
し
�
そ
れ
ら
を
副
葬
す
る
墓
は
規
模
が
大
き

い
こ
と
か
ら
�
そ
の
被
葬
者
は
儀
礼
に
か
か
わ
る
支
配
層
で
あ
る
と

評
価
す
る
�
青
銅
器
は
祖
先
祭
祀
に
用
い
る
酒
器
�
玉
器
は
所
有
者

の
身
分
を
し
め
す
瑞
玉
と
解
釈
し
�
こ
れ
ら
は
古
典
の
記
載
�
青
銅

器
の
銘
文
に
み
ら
れ
る
礼
制
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
り
�
こ
の
礼
制

の
成
立
こ
そ
ま
さ
に
王
権
の
誕
生
を
し
め
す
も
の
で
あ
ろ
う
と
結
論

す
る
�

　

こ
れ
ま
で
二
里
頭
遺
跡
の
宮
殿
や
青
銅
器
・
玉
器
は
国
家
成
立
の

指
標
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
に
過
ぎ
な
か
�
た
�
こ
の
章
で
は
そ

う
し
た
儀
礼
用
具
の
形
態
や
出
土
状
況
を
吟
味
し
�
古
典
の
礼
に
関

す
る
記
載
と
比
較
し
た
う
え
で
礼
制
の
成
立
を
の
べ
る
�
こ
の
こ
と

に
よ
�
て
二
里
頭
文
化
は
以
後
�
礼
制
を
中
心
と
し
た
支
配
体
制
を

▼

二

▲

『東方』282 号より

解明されはじめた中国初期王朝の実態

今井 晃樹



◀

◀

◀

▶

▶

◀

トップページにもどる▶

▲東方書店

固
持
し
て
き
た
中
国
王
朝
の
最
初
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
可
能
に

な
�
た
�
こ
う
し
た
試
み
は
は
じ
め
て
で
あ
り
�
こ
の
時
代
の
研
究

に
ひ
と
つ
の
方
向
性
を
提
供
し
た
と
い
え
る
�

　

つ
づ
く
第
五
章
は
日
常
生
活
に
か
か
わ
る
部
分
で
あ
る
�
こ
れ
ま

で
正
当
に
評
価
さ
れ
て
こ
な
か
�
た
動
植
物
遺
存
体
に
注
目
す
る
�

植
物
か
ら
は
当
時
の
自
然
環
境
�
農
業
の
実
態
を
復
原
す
る
�
動
物

骨
か
ら
は
�
当
時
飼
育
さ
れ
て
い
た
家
畜
の
種
類
や
そ
の
調
理
法
に

も
言
及
す
る
�
土
器
か
ら
は
�
主
食
の
調
理
法
や
食
卓
の
食
器
の
あ

り
か
た
を
復
原
す
る
�

　

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
こ
と
は
�
単
に
そ
れ
ぞ
れ
の
状
況
を
復
原
す

る
だ
け
で
は
な
く
�
二
里
頭
文
化
に
前
後
す
る
龍
山
文
化
か
ら
二
里

岡
文
化
へ
の
変
化
を
と
ら
え
そ
の
意
味
を
解
釈
し
て
い
る
こ
と
で
あ

る
�
た
と
え
ば
二
里
頭
文
化
と
二
里
岡
文
化
で
は
食
器
の
組
み
合
わ

せ
や
煮
炊
き
具
の
形
に
違
い
が
あ
る
�
こ
れ
は
食
習
慣
の
違
い
を
反

映
し
て
い
る
�
一
方
�
土
器
に
お
け
る
酒
器
は
二
里
頭
文
化
か
ら
二

里
岡
文
化
に
そ
の
ま
ま
引
き
継
が
れ
て
い
る
�
こ
れ
は
食
習
慣
の
こ

と
な
る
集
団
が
儀
礼
の
方
法
だ
け
を
採
用
し
た
結
果
で
あ
る
�
王
朝

の
交
代
を
議
論
す
る
な
ら
ば
�
形
態
の
変
化
や
組
み
合
わ
せ
の
違
い

の
意
味
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
十
二
分
に
し
め
し
て
い
る
�

　

第
六
章
で
は
二
里
頭
文
化
と
周
辺
地
域
と
の
交
流
の
様
相
を
描
き

出
す
�
こ
こ
で
も
日
常
生
活
の
土
器
と
儀
礼
に
か
か
わ
る
酒
器
・
玉

器
な
ど
を
分
け
て
分
析
す
る
�
二
里
頭
遺
跡
で
の
出
土
例
と
酷
似
す

る
酒
器
や
玉
器
が
遼
寧
省
や
四
川
省
�
香
港
あ
た
り
ま
で
分
布
す
る

こ
と
に
つ
い
て
�
従
来
は
二
里
頭
文
化
の
影
響
力
の
強
さ
�
人
の
移

住
と
い
�
た
評
価
が
な
さ
れ
て
き
た
�
し
か
し
実
態
は
二
里
頭
遺
跡

で
成
立
し
た
儀
礼
セ
�
ト
の
一
部
が
出
土
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
た

め
�
そ
の
現
象
は
二
里
頭
文
化
を
に
な
う
人
の
移
住
で
は
な
く
�
在

地
の
支
配
者
層
が
儀
礼
の
一
部
を
選
択
的
に
受
容
し
た
結
果
で
あ
る

と
結
論
す
る
�
文
化
の
拡
散
は
�
遺
物
の
類
似
の
み
に
よ
�
て
議
論

す
べ
き
で
な
く
�
そ
の
用
途
�
使
用
さ
れ
る
背
景
を
考
慮
し
た
う
え

で
評
価
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
わ
か
る
�

　

最
後
に
全
体
的
な
感
想
を
記
し
て
お
き
た
い
�
こ
れ
ま
で
先
秦
時

代
の
考
古
学
で
は
常
に
文
献
記
載
と
考
古
学
的
事
実
と
の
関
係
が
問

題
に
な
�
て
き
た
�
と
く
に
夏
王
朝
に
関
し
て
は
史
料
が
す
く
な
く

不
明
な
点
が
多
い
た
め
�
王
都
の
場
所
や
王
統
譜
な
ど
地
域
や
時
代

が
特
定
で
き
る
史
料
が
選
択
的
に
利
用
さ
れ
て
き
た
感
が
あ
る
�
本

書
で
は
現
在
利
用
で
き
る
史
料
の
全
体
像
と
性
質
を
明
ら
か
に
し
た

と
い
う
意
味
で
大
き
な
成
果
を
も
た
ら
し
た
と
い
え
る
�
今
後
夏
王

朝
の
史
料
を
利
用
す
る
場
合
に
参
照
す
べ
き
研
究
で
あ
ろ
う
�

　

本
書
の
あ
と
が
き
に
あ
る
よ
う
に
�
著
者
は
物
の
形
態
や
変
化
の

背
景
に
あ
る
人
の
営
み
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
き
た
�
後
半
の

考
古
学
的
分
析
で
は
こ
の
よ
う
な
姿
勢
で
夏
王
朝
の
実
態
を
解
明
す

る
�

　

従
来
の
中
国
考
古
学
で
は
土
器
の
形
態
的
分
類
に
よ
る
編
年
と
系

譜
論
が
中
心
で
�
物
の
形
態
や
器
種
組
成
が
な
ぜ
変
化
す
る
の
か
�

ど
の
よ
う
な
変
化
が
王
朝
の
誕
生
�
交
代
を
し
め
す
の
か
を
追
究
す

る
こ
と
は
少
な
か
�
た
�
そ
し
て
考
古
学
的
文
化
の
区
分
か
ら
政
治

支
配
の
問
題
ま
で
を
土
器
に
よ
�
て
説
明
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
強

い
�

　

本
書
で
は
こ
の
よ
う
な
研
究
に
異
議
を
唱
え
�
ま
ず
日
常
生
活
用

具
と
し
て
の
土
器
と
�
儀
礼
や
支
配
層
身
分
に
か
か
わ
る
遺
物
と
を

明
確
に
区
別
す
る
�
前
者
か
ら
日
常
生
活
の
様
相
を
復
原
し
�
後
者

か
ら
王
権
の
実
態
を
究
明
す
る
�
支
配
や
王
権
を
語
る
に
ふ
さ
わ
し

い
資
料
を
選
択
し
�
分
布
や
出
土
状
況
を
吟
味
し
た
う
え
で
現
象
を

解
釈
す
る
�
最
後
に
日
常
生
活
か
ら
政
治
ま
で
を
総
合
し
て
歴
史
的

評
価
を
下
し
て
い
く
�
こ
う
し
た
手
続
き
は
非
常
に
重
要
で
あ
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
軽
視
さ
れ
て
き
た
�
こ
の
意

味
で
本
書
は
中
国
考
古
学
に
と
�
て
画
期
的
な
業
績
と
い
え
る
�
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こ
の
本
は
著
者
が
こ
れ
ま
で
お
こ
な
�
て
き
た
多
く
の
研
究
を
基

礎
と
し
て
成
り
立
�
て
い
る
�
そ
し
て
い
ま
ま
で
の
研
究
を
再
録
し

た
論
集
で
は
な
く
�
中
国
王
権
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
目

的
で
改
め
て
書
か
れ
た
研
究
書
で
あ
る
と
い
え
る
�
こ
こ
に
既
発
表

の
論
文
を
表
示
す
る
こ
と
は
さ
け
る
が
�
よ
り
理
解
を
深
め
る
な
ら

ば
�
そ
れ
ら
を
読
む
必
要
が
あ
ろ
う
�

　

本
の
装
丁
や
文
章
表
現
は
親
し
み
や
す
く
お
値
段
も
手
頃
で
あ
る

が
�
内
容
は
そ
れ
に
似
合
わ
ず
非
常
に
豊
富
で
あ
る
�
ぜ
ひ
�
熟
読

を
お
勧
め
す
る
一
書
で
あ
る
�
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