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筆
者
の
専
門
は
中
国
の
南
北

朝
時
代
で
あ
る

南
北
朝
と
い

え
ば
日
本
史
を
思
い
浮
か
べ
る

方
が
多
い
と
思
わ
れ
る
が

中

国
史
に
も
南
北
朝
時
代
が
あ

る
今
か
ら
約
１
６
０
０
年
前


中
国
で
は
南
北
に
王
朝
が
分
か

れ

華
北
は
北
方
遊
牧
民
が
支

配
す
る
領
域
と
な

た

長
安

や
洛
陽
な
ど
伝
統
的
な
中
原
の

都
が
遊
牧
民
の
支
配
下
に
置
か

れ
た
の
は

中
国
史
上
初
で
あ

る


　
少
数
の
遊
牧
民
が
農
耕
社
会

を
支
配
す
る
よ
う
に
な
る
と


政
治
的
に
も
文
化
的
に
も
衝
突

や
変
化
が
生
じ
た

北
朝
最
初

の
王
朝
で
あ
る
北
魏
王
朝
は
３

８
６
年
に
建
国
さ
れ

３
９
８

年
に
華
北
を
統
一
す
る
と

そ

の
約
１
０
０
年
後
に
漢
化
政
策

を
実
施
す
る

こ
れ
は
遊
牧
民

的
な
文
化
や
制
度
を
一
気
に
漢

族
風
に
変
化
さ
せ
る
も
の
で
あ


た

ち
な
み
に
こ
の
時
実
施

さ
れ
た
均
田
制
は

隋
唐
王
朝

を
経
て

律
令
体
制
を
採
用
し

た
日
本
で
は
班
田
収
授
法
と
な

る

ま
た

平
城
京
の
都
城
プ

ラ
ン
も

そ
の
源
流
は
北
魏
の

洛
陽
城
に
あ
る
こ
の
よ
う
に


遊
牧
民
が
創
出
し
た
文
化
や
制

度
が
古
代
日
本
に
大
い
に
影
響

を
与
え
た
の
は

実
に
興
味
深

い
現
象
で
は
な
い
だ
ろ
う
か


　
こ
れ
ら
漢
化
政
策
の
一
つ

に

墓
誌
の
流
行
が
あ

た


墓
誌
と
は

身
分
の
高
い
故
人

を
称
揚
す
る
文
章
を
石
に
刻

み

墓
中
に
埋
め
る
も
の
で
あ

る

秦
漢
時
代
か
ら
存
在
し
た

が

大
流
行
す
る
の
は
北
魏
か

ら
で
あ
る

筆
者
は
北
魏
墓
誌

に
刻
ま
れ
た
漢
文
を
テ
キ
ス
ト

マ
イ
ニ
ン
グ
し

当
時
の
ジ


ン
ダ

︵
社
会
的
に
構
築
さ
れ

た
性
別
︶
史
を
明
ら
か
に
し
よ

う
と
試
み
て
い
る

ジ

ン
ダ


史
研
究
に
北
魏
墓
誌
を
用
い

る
利
点
は
主
に
二
つ
あ
る

一

つ
は
墓
誌
に
は
傑
出
し
た
業
績

の
な
い
人
物
の
も
の
も
含
ま
れ

る
た
め

文
献
史
料
と
比
べ
て

幅
広
い
属
性
の
人
物
の
デ

タ

を
集
め
る
こ
と
が
で
き
る
点
で

あ
る

も
う
一
つ
は
北
魏
の
特

殊
性
で
あ
る

北
魏
は
儒
教
文

化
を
受
け
継
ぐ
漢
族
と

こ
れ

と
異
な
る
ジ

ン
ダ

習
俗
を

も
つ
遊
牧
民
と
が
複
雑
に
融
合

し
た
王
朝
で
あ
り

ジ

ン
ダ


観
に
変
化
が
起
き
た
こ
と
が

見
込
ま
れ
る
か
ら
で
あ
る


　
北
魏
墓
誌
の
特
徴
語
を
抽
出

す
る
と

遊
牧
民
か
漢
族
か
に

か
か
わ
ら
ず

女
性
は
婦
徳
と

い

た
儒
教
倫
理
お
よ
び
本
人

の
美
貌
や
慎
み
深
い
性
格
に
偏


て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き

た

北
魏
の
遊
牧
民
の
女
性
と

い
え
ば

デ

ズ
ニ

ア
ニ
メ

に
も
な

た
ム

ラ
ン︵
木
蘭
︶

の
よ
う
に
従
軍
す
る
女
性
も
い

た
が

そ
の
よ
う
な
遊
牧
文
化

は
一
切
反
映
さ
れ
て
い
な
い


ま
た
男
性
の
描
写
は

王
朝
へ

貢
献
し
た
点
を
称
賛
す
る
語
句

が
顕
著
で
あ

た

こ
れ
は
漢

文
化
の
男
ら
し
さ
で
あ
る

例

え
ば

長
幼
の
序
を
重
ん
ず
る

儒
教
倫
理
と
は
真
逆
の

若
者

を
尊
敬
し
老
人
を
軽
蔑
す
る
風

潮
は
遊
牧
民
の
習
俗
と
し
て
知

ら
れ
て
い
る
が

こ
の
よ
う
な

遊
牧
文
化
を
反
映
し
た
価
値
観

は
墓
誌
に
は
み
ら
れ
な
い


　
北
魏
墓
誌
急
増
の
背
景
に

は

政
権
側
の
奨
励
が
あ

た

と
指
摘
さ
れ
て
い
る

こ
の
点

を
踏
ま
え
る
と

漢
文
化
に
お

い
て
規
範
的
と
さ
れ
る
ジ

ン

ダ

を
描
か
せ
る
こ
と
で

従

来
の
遊
牧
民
の
男
女
の
役
割
分

担
を
変
化
さ
せ
よ
う
と
し
た
と

考
え
ら
れ
る

い
わ
ば
一
種
の

文
化
大
革
命
で
あ
る


　
古
今
東
西

ジ

ン
ダ

の

役
割
分
担
は
い
つ
も
さ
ま
ざ
ま

に
構
築
さ
れ

正
当
化
さ
れ
て

い
る

筆
者
は
そ
の
形
成
過
程

を
明
確
化
す
る
こ
と
で

ジ


ン
ダ

の
虚
構
性
を
暴
い
て
ゆ

き
た
い
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