
紹
介

岡
村
秀
典
著

『
夏
王
朝
王
権
誕
生
の
考
古
学
』

　
俗
に
「
中
国
四
千
年
の
歴
史
し
と
い
う
。
本
書

は
、
そ
の
は
じ
ま
り
の
部
分
、
お
お
む
ね
紀
元
前

二
千
年
紀
前
半
代
と
さ
れ
る
、
伝
説
上
の
中
国
最

初
の
王
朝
「
夏
」
に
ま
つ
わ
る
考
古
学
と
文
献
史

学
の
成
果
を
軸
に
据
え
、
中
国
に
お
け
る
国
家
形

成
を
論
じ
た
書
物
で
あ
る
。
テ
ー
マ
は
堅
い
が
、

専
門
外
の
読
者
に
も
理
解
で
き
る
よ
う
平
易
な
文

章
で
著
さ
れ
た
普
及
書
と
い
え
る
。

　
甲
骨
文
と
考
古
資
料
の
双
方
で
裏
付
け
ら
れ
て

い
る
股
（
商
）
王
朝
に
対
し
て
、
先
行
す
る
夏
王

朝
の
探
索
は
、
現
代
の
申
国
に
あ
っ
て
は
、
国
の

ル
ー
ツ
を
さ
ぐ
る
国
家
的
な
重
点
課
題
と
し
て
取

り
組
ま
れ
て
お
り
、
近
年
飛
躍
的
に
成
果
が
蓄
積

さ
れ
て
き
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
日
本
も
含

め
た
中
国
外
の
研
究
者
は
、
王
朝
問
題
に
慎
重
で

積
極
的
発
醤
を
圓
避
し
て
い
る
。
そ
の
実
状
を
ふ

ま
え
て
岡
村
氏
は
、
新
石
器
時
代
か
ら
青
銅
器
時

代
へ
、
農
耕
社
会
か
ら
都
帯
の
成
立
へ
と
い
っ
た
、

人
類
史
に
共
通
の
普
遍
性
を
も
っ
た
課
題
と
し
て
、

事
象
の
評
価
や
背
景
を
広
い
視
野
か
ら
研
究
で
き

る
の
で
は
な
い
か
、
と
説
く
（
「
プ
ロ
ロ
ー
グ

中
国
の
ル
ー
ツ
を
求
め
て
扁
）
。

　
以
下
、
そ
の
実
践
を
果
た
す
本
書
前
半
は
、
文

献
史
か
ら
み
た
夏
王
朝
問
題
の
検
証
で
、
お
も
に

古
典
籍
に
み
ら
れ
る
夏
王
朝
の
伝
承
を
、
そ
れ
が

記
さ
れ
た
戦
国
時
代
か
ら
漢
代
と
い
う
時
代
背
景

を
ふ
ま
え
て
整
理
す
る
（
「
第
一
章
伝
説
の
時

代
」
、
「
第
二
章
　
夏
王
朝
は
実
在
し
た
か
－
伝
説

と
史
実
の
は
ざ
ま
」
）
。
結
果
、
千
年
以
上
を
経
て

記
載
さ
れ
た
こ
れ
ら
古
典
籍
が
決
定
的
な
資
料
足

り
得
な
い
と
い
う
、
順
当
な
結
論
が
下
さ
れ
る
わ

け
で
あ
る
が
、
こ
の
種
の
考
証
の
難
解
な
専
門
書

や
原
典
を
容
易
に
読
み
こ
な
せ
な
い
門
外
漢
に
と

っ
て
は
、
非
常
に
あ
り
が
た
い
部
分
で
あ
る
。

　
後
半
が
、
考
古
学
か
ら
み
た
夏
王
朝
と
い
う
本

題
に
入
り
、
ま
ず
中
国
考
古
学
誕
生
以
来
の
探
索

史
が
概
観
さ
れ
る
（
「
第
一
二
章
　
考
古
学
か
ら
の

探
索
」
）
。
そ
の
後
、
夏
の
王
都
と
目
さ
れ
る
河
南

省
二
里
頭
遺
跡
の
宮
殿
遺
構
を
は
じ
め
と
し
た
発

掘
調
査
成
果
、
同
遺
跡
を
指
標
と
す
る
一
一
墨
頭
文

化
の
時
期
の
環
境
・
生
業
・
生
活
の
側
面
が
紹
介

さ
れ
る
（
「
第
四
章
王
権
の
誕
生
」
、
「
第
五
章

二
里
頭
文
化
の
生
活
扁
）
。
具
体
的
に
は
、
王
権
と

そ
れ
を
支
え
た
儀
礼
と
い
う
観
点
で
、
建
物
や
付

属
施
設
な
ど
の
遺
構
、
玉
器
・
土
器
・
青
銅
器
な

ど
の
出
土
遺
物
が
綿
密
に
検
証
さ
れ
て
い
る
。
そ

し
て
、
花
粉
分
析
や
動
・
植
物
の
遺
存
体
分
析
の

成
果
を
積
極
的
に
活
用
し
て
、
一
｝
里
頭
文
化
か
ら

一～

｢
岡
文
化
に
か
け
て
、
す
な
わ
ち
夏
王
朝
期
か

ら
そ
の
後
の
股
（
商
）
王
朝
期
に
か
け
て
の
環
境

や
生
業
の
変
化
を
復
元
し
、
さ
ら
に
は
、
食
器
の

皿
形
や
組
み
合
わ
せ
の
変
遷
か
ら
食
生
活
に
生
じ

た
変
化
に
も
言
及
す
る
。
王
権
の
成
立
が
、
社
会

の
ど
の
レ
ベ
ル
ま
で
影
響
を
及
ぼ
し
、
い
か
な
る

プ
ロ
セ
ス
で
進
行
し
て
い
っ
た
の
か
を
明
ら
か
に

す
る
に
は
、
王
の
あ
り
よ
う
と
と
も
に
庶
民
の
日

常
生
活
を
含
め
た
総
合
的
検
討
が
欠
か
せ
な
い
。

岡
村
氏
自
身
も
述
べ
る
よ
う
に
、
上
記
工
章
の
部

分
が
本
書
の
中
核
で
あ
る
と
と
も
に
、
事
項
羅
列

的
な
類
書
と
異
な
る
最
も
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
新
鮮
な

部
分
と
い
え
よ
う
。

　
最
後
に
、
二
里
頭
文
化
の
空
問
的
広
が
り
や
地

域
間
交
流
の
問
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
二
里
頭
を

中
心
と
す
る
放
射
形
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
想
定
さ

れ
た
の
ち
（
「
第
六
章
中
国
的
世
界
の
形
成
」
）
、

四
期
に
区
分
さ
れ
た
二
里
頭
文
化
の
う
ち
の
三
期

に
王
朝
が
成
立
し
た
こ
と
が
確
言
さ
れ
る
（
「
終

章
　
実
在
し
た
夏
王
朝
」
）
。
す
な
わ
ち
夏
王
朝
で
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あ
る
。
指
標
と
な
っ
た
二
里
頭
遺
跡
は
夏
王
朝
最

後
め
都
、
そ
の
六
キ
ロ
東
方
の
葺
師
城
遺
跡
は
、

発
掘
成
果
と
古
典
籍
の
考
証
か
ら
、
そ
れ
を
攻
略

し
た
股
湯
王
の
都
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
中
国
で

の
逓
説
で
あ
る
と
い
う
。
も
っ
と
も
、
確
か
ら
し

い
の
は
そ
れ
だ
け
で
、
夏
王
朝
の
ほ
と
ん
ど
の
部

分
は
伝
説
の
世
界
の
中
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
未

解
決
の
課
題
も
山
積
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
意
外
な
こ
と
に
、
二
里
頭
文
化
の
領
域
は
、
王

都
の
二
里
頭
を
中
心
と
す
る
半
径
一
〇
〇
キ
ロ
ほ

ど
に
す
ぎ
ず
、
夏
王
朝
は
勢
力
拡
大
に
積
極
的
で

な
か
っ
た
ら
し
い
。
広
大
な
中
国
大
陸
か
ら
み
て

い
か
に
も
狭
小
と
感
じ
る
の
だ
が
、
そ
れ
で
も
玉

朝
た
る
べ
き
条
件
を
備
え
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

そ
れ
は
何
か
？
。
「
礼
制
」
で
あ
る
。
有
力
者
の

権
益
維
持
装
置
と
し
て
の
宮
廷
儀
礼
す
な
わ
ち
礼

制
の
整
備
を
も
っ
て
、
王
朝
成
立
と
み
る
の
で
あ

る
。
そ
れ
は
、
考
古
学
的
に
は
礼
器
と
し
て
の
玉

器
の
体
系
や
飲
酒
儀
礼
に
用
い
る
銅
酒
器
、
儀
礼

空
間
た
る
富
殿
遺
構
な
ど
と
し
て
確
認
さ
れ
る
。

　
二
十
世
紀
の
清
朝
末
ま
で
、
歴
代
王
朝
に
連
綿

と
継
承
さ
れ
た
も
の
の
は
じ
ま
り
が
工
里
頭
三
期

に
あ
り
、
四
千
年
の
中
国
文
明
を
特
徴
づ
け
る
も

の
こ
そ
礼
制
で
あ
る
と
い
う
。
中
国
の
国
家
形
成

に
関
し
て
、
こ
の
よ
う
な
礼
制
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と

し
た
岡
村
氏
の
整
理
は
す
こ
ぶ
る
明
快
で
あ
る
。

中
国
考
古
学
の
該
博
な
知
識
と
あ
わ
せ
て
、
古
典

籍
の
内
容
に
も
精
通
し
た
氏
な
ら
で
は
の
成
果
と

い
え
よ
う
。

　
な
お
本
書
は
、
考
古
資
料
の
と
り
あ
つ
か
い
も

示
唆
的
な
視
点
が
多
く
、
対
象
地
域
を
越
え
て
大

い
に
刺
激
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
い
さ
さ
か
複
雑
だ

が
、
工
里
頭
文
化
・
二
里
岡
文
化
と
い
う
の
は
土

器
に
も
と
つ
く
区
分
で
あ
っ
て
、
夏
・
段
（
商
）

と
い
う
王
朝
の
交
代
と
｝
致
し
な
い
。
高
度
に
政

治
的
な
事
象
と
、
庶
民
の
日
常
生
活
を
反
映
す
る

土
器
の
変
化
と
が
、
レ
ベ
ル
が
異
な
っ
て
い
る
こ

と
の
反
映
な
の
だ
が
、
や
が
て
前
者
が
後
者
に
も

影
響
を
及
ぼ
し
て
変
化
さ
せ
て
い
く
過
程
を
、
本

書
は
非
常
に
具
体
的
に
示
し
て
い
る
。
土
器
研
究

に
熱
心
な
日
本
考
古
学
の
研
究
者
達
に
と
っ
て
、

参
照
に
値
す
る
事
例
だ
ろ
う
。
ま
た
、
国
家
の

ル
ー
ツ
と
い
う
点
で
い
え
ば
、
邪
馬
台
国
論
争
が

想
起
さ
れ
る
。
発
掘
成
果
が
新
聞
紙
上
を
飾
る
こ

と
も
多
い
の
だ
が
、
果
た
し
て
わ
た
し
た
ち
は
そ

れ
ら
を
人
類
史
の
普
遍
的
課
題
の
研
究
資
料
と
し

て
も
活
用
で
き
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
い
さ
さ
か

不
安
で
あ
る
。
そ
の
解
決
の
ヒ
ン
ト
を
本
書
に
探

す
と
い
う
の
も
、
有
効
な
活
用
法
と
思
わ
れ
る
。
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