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近
年
、
六
朝
貴
族
制
論
や
六
朝
思
想
の
研
究
は
、
六
朝
文
学
研
究
に

比
べ
て
低
迷
し
て
い
る
。
儒
・
仏
・
道
の
「
三
教
交
渉
」
と
い
う
時
代

的
特
性
が
強
調
さ
れ
た
結
果
、
近
年
の
六
朝
思
想
に
関
す
る
研
究
は
、

道
教
や
仏
教
を
主
題
と
す
る
個
別
的
研
究
ば
か
り
が
目
に
つ
く
。
も
ち

ろ
ん
、
六
朝
時
代
に
は
、
漢
代
の
よ
う
な
儒
教
一
尊
の
気
風
は
な
い
が
、

四
学
三
教
に
通
底
し
て
そ
れ
を
貫
く
も
の
は
儒
教
で
あ
る
。

　

こ
こ
に
紹
介
す
る
和
久
希
『
六
朝
言
語
思
想
史
研
究
』
は
、
そ
う
し

た
研
究
情
況
に
、
根
源
的
な
再
考
を
促
す
意
欲
作
で
あ
る
。「
序
論
」

に
お
い
て
、
和
久
は
、
時
代
状
況
と
研
究
史
を
整
理
し
た
う
え
で
、
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
「
本
書
で
は
、
六
朝
時
代
に
あ
っ
て
は
儒
教
が
衰
退
し
た
た
め
に
他
思

想
が
前
景
化
し
た
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
六
朝
時
代
の
儒
教
が
道
仏
あ

る
い
は
老
荘
、
文
学
と
い
っ
た
文
化
的
諸
価
値
を
積
極
的
に
含
み
込
み

か
た
ち
あ
る
も
の
を
超
え
る

渡
邉　

義
浩･

Book Review
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な
が
ら
、
そ
れ
ら
の
複
合
体
で
あ
り
、
か
つ
有
機
的
な
運
動
体
と
し
て

不
定
形
に
展
開
し
た
、と
い
う
思
想
史
的
仮
説
を
提
起
す
る
。」（
二
〇
頁
）

　

こ
の
よ
う
に
、
本
書
は
、
あ
く
ま
で
も
正
統
思
想
と
し
て
の
儒
教
を

中
心
に
位
置
づ
け
な
が
ら
、
複
雑
に
交
錯
す
る
六
朝
の
諸
思
想
・
諸
文

化
を
横
断
的
に
叙
述
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
本
書
の
基
軸
を
な

す
主
題
は
、「
言
語
」で
あ
る
。
本
書
は
、こ
れ
を「
人
文
」す
な
わ
ち「
人
」

に
お
け
る
合
理
的
秩
序
（
文
）
と
し
て
把
握
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
本

書
の
探
究
は
、
形
而
上
的
至
高
（
言
語
を
超
え
る
も
の
）
と
合
理
的
精
神

と
し
て
の
「
言
語
」
と
い
う
問
題
系
に
止
ま
ら
ず
、当
時
隆
盛
し
た
「
文

（
文
章
）」
お
よ
び
文
章
論
を
再
構
成
し
よ
う
と
す
る
取
り
組
み
を
含
ん

で
い
る
。「
人
文
」
と
し
て
の
「
言
語
」
を
主
題
に
採
用
す
る
こ
と
に

よ
り
、
本
書
は
、
既
存
の
学
問
領
域
に
対
し
て
柔
軟
な
立
場
を
堅
持
し

つ
つ
、
当
時
の
知
的
世
界
へ
の
根
源
的
な
探
究
を
可
能
と
し
て
い
る
の

和
久
希
著

六
朝
言
語
思
想
史
研
究

　



25　　かたちあるものを超える

で
あ
る
。

･･

そ
の
探
究
は
、「
序
論
」
に
引
き
続
き
、
具
体
的
に
は
、「
建
安
期
の

学
問
思
潮
」・「
魏
晋
期
の
形
而
上
学
」・「
東
晋
期
の
仏
教
受
容
」・「
斉

梁
期
の
文
学
思
想
」
の
課
題
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
三
章
か
ら
な
る
本

論
に
お
い
て
展
開
さ
れ
る
。
論
評
に
先
立
ち
、
ま
ず
は
目
次
を
掲
げ
て

お
こ
う
。

　

序　

論

　

第
一
章　

大
道
の
中
─
─
徐
幹
『
中
論
』
の
思
想
史
的
位
置

　

第
二
章　

経
国
の
大
業
─
─
曹
丕
文
章
経
国
論
考

　

第･

三
章　

建
安
文
質
論
考
─
─
阮
瑀
・
応
瑒
の
「
文
質
論
」
と
そ

の
周
辺

　
　
　
　

＊　
　
　

＊　
　
　

＊

　

第
四
章　

王
弼
形
而
上
学
再
考

　

第
五
章　

言
尽
意
・
言
不
尽
意
論
考

　

第
六
章　

言
外
の
恍
惚
の
前
に
─
─
阮
籍
の
三
玄
論

　
　
　
　

＊　
　
　

＊　
　
　

＊

　

第
七
章　

言
語
と
沈
黙
を
超
え
て
─
─
王
坦
之
「
廃
荘
論
」
考

　

第
八
章　

形
而
上
へ
の
突
破
─
─
孫
綽
小
考

　

第
九
章　

逍
遙
の
彼
方
へ
─
─
支
遁
形
而
上
学
考

　
　
　
　

＊　
　
　

＊　
　
　

＊

　

第
一
〇
章　

辞
人
の
位
置
─
─
沈
約
『
宋
書
』
謝
霊
運
伝
論
考

　

第
一
一
章　

経
典
の
枝
條
─
─
『
文
心
雕
龍
』
の
立
文
思
想

　

第
一
二
章　

隠
─
─
『
文
心
雕
龍
』
の
言
語
思
想

　

序
論
は
、
六
朝
思
想
の
展
開
と
研
究
史
の
概
要
と
が
、
本
書
の
関
心

に
沿
い
な
が
ら
手
際
よ
く
ま
と
め
ら
れ
る
。
あ
え
て
結
論
を
設
け
て
い

な
い
、
本
書
全
体
の
縮
図
を
な
す
。

　

第
一
章
は
、
建
安
七
子
の
一
人
、
徐
幹
の
思
想
に
、
曹
魏
の
新
た
な

時
代
思
潮
を
見
出
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
と
く
に
『
中
論
』
に
見

え
る
「
大
道
の
中
」
と
い
う
語
に
着
目
す
る
こ
と
で
、徐
幹
の
思
想
が
、

魏
晋
思
想
の
先
駆
を
な
す
一
面
を
持
っ
て
い
た
と
指
摘
す
る
。

　

第
二
章
は
、曹
丕
が「
一
家
の
言
を
成
す
」と
称
揚
し
た
徐
幹『
中
論
』

を
参
照
し
な
が
ら
、
曹
丕
に
よ
る
文
章
経
国
論
の
内
実
を
明
ら
か
に
す

る
。
そ
し
て
、曹
丕
の
実
際
の
文
章
制
作
そ
の
も
の
が
、「
経
国
の
大
業
」

（
曹
丕
『
典
論
』
論
文
篇
）
の
実
践
で
あ
り
、
世
界
像
の
全
体
を
示
す
も

の
と
し
て
、国
家
的
意
義
を
持
つ
営
為
で
あ
っ
た
こ
と
に
も
論
及
す
る
。

　

第
三
章
は
、
建
安
七
子
の
阮
瑀
・
応
瑒
に
よ
る
「
文
質
論
」
を
思
想

的
な
背
景
か
ら
検
討
す
る
。
と
り
わ
け
、応
瑒
「
文
質
論
」
の
行
論
が
、

新
し
い「
文
」の
確
立
を
志
向
し
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
れ
が
曹
魏

の
国
家
観
に
沿
い
つ
つ
、
建
安
文
学
の
盛
行
の
思
想
的
な
基
底
に
あ
っ

た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
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「
建
安
期
の
学
問
思
潮
」
理
解
の
方
向
性
は
、
取
り
立
て
て
新
奇
な

も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
本
書
は
、徐
幹『
中
論
』や
阮
瑀
・
応
瑒
の「
文

質
論
」
な
ど
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
あ
ま
り
注
目
さ
れ
な
か
っ
た
資

料
の
検
討
に
よ
り
、
従
来
の
思
想
史
解
釈
を
補
強
し
、
奥
行
き
を
与
え

る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。

　

第
四
章
は
、
王
弼
の
形
而
上
学
に
つ
い
て
、
堀
池
信
夫
や
ル
ド
ル
フ
・

ワ
ー
グ
ナ
ー
の
王
弼
解
釈
を
援
用
し
な
が
ら
再
考
を
試
み
る
。
こ
こ
で

は
、
概
念
的
把
握
（
称
）
と
い
う
観
点
か
ら
、
王
弼
に
お
け
る
「
道
」

と
「
無
」
と
が
、必
ず
し
も
同
一
と
は
見
な
せ
な
い
こ
と
を
論
証
す
る
。

　

第
五
章
は
、魏
晋
期
の
「
言
尽
意
」・「
言
不
尽
意
」
問
題
を
取
り
上
げ
、

何
晏
・
欧
陽
建
・
王
弼
の
行
論
を
検
証
す
る
。
注
目
す
べ
き
は
、
と
き

に
「
言
不
尽
意
」
の
立
場
に
属
す
る
と
さ
れ
て
き
た
王
弼
に
つ
い
て
、

そ
の
行
論
が
、語
る
こ
と
（
言
語
）
と
示
す
こ
と（
卦
象
）
を
方
法
と
し
て
、

「
尽
意
」
を
模
索
す
る
も
の
で
あ
っ
た
、
と
導
出
し
た
点
に
あ
る
。
た

だ
し
、
王
弼
の
行
論
そ
れ
自
体
は
、
語
り
得
な
い
も
の
を
語
ろ
う
と
す

る
た
め
、
そ
の
理
解
に
は
、
登
り
つ
め
た
論
理
的
階
梯
を
忘
却
す
る
こ

と
が
要
請
さ
れ
る
、
と
い
う
。

　

第
六
章
は
、
阮
籍
が
『
老
子
』・『
荘
子
』・『
周
易
』
の
「
三
玄
」
す

べ
て
に
、「
論
」
を
著
し
た
こ
と
に
着
目
し
つ
つ
、
阮
籍
の
思
弁
的
構

想
は
、
形
而
上
的
至
高
の
直
観
的
な
体
得
を
前
提
に
し
て
お
り
、
そ
れ

ゆ
え
論
理
と
し
て
は
不
徹
底
な
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
、
と
指
摘
す
る
。
本

書
で
は
、
こ
う
し
た
論
理
的
な
途
絶
に
つ
い
て
、
直
接
経
験
の
純
粋
性
・

超
絶
性
を
保
全
す
る
も
の
と
み
る
。

　
「
魏
晋
期
の
形
而
上
学
」
を
扱
う
こ
れ
ら
三
章
は
、
抽
象
的
な
テ
ー

マ
を
扱
い
な
が
ら
、
い
ず
れ
も
明
晰
度
の
高
い
論
考
と
な
っ
て
い
る
。

と
く
に
、
王
弼
の
言
語
思
想
の
解
釈
は
、
鋭
敏
な
論
理
に
よ
っ
て
そ
の

思
索
を
あ
と
づ
け
て
お
り
、
本
書
の
白
眉
で
あ
る
。

　

第
七
章
は
、
東
晋
期
の
清
談
亡
国
論
で
あ
る
王
坦
之
の
「
廃
荘
論
」

を
取
り
上
げ
、
そ
の
行
論
が
、
実
際
に
は
批
判
対
象
で
あ
る
『
荘
子
』

を
含
め
た
「
三
玄
」、そ
し
て
王
弼
・
郭
象
ら
の
清
談
を
踏
襲
し
て
い
た
、

と
論
じ
る
。
さ
ら
に
王
坦
之
が
、
仏
教
の
影
響
を
受
け
つ
つ
、
言
語
／

沈
黙
の
相
対
的
対
立
を
超
え
る
地
平
を
開
示
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と

に
も
言
及
す
る
。

　

第
八
章
は
、孫
綽
の
思
想
が
老
荘
的
な
「
道
」
を
紐
帯
と
し
な
が
ら
、

儒
・
仏
・
道
の
三
教
を
融
和
的
に
捉
え
ん
と
し
た
こ
と
を
検
証
す
る
。

さ
ら
に
、「
遊
天
台
山
賦
」
に
つ
い
て
、
孫
綽
が
魏
晋
玄
学
や
仏
教
的

思
惟
を
踏
襲
し
な
が
ら
、
実
際
に
形
而
上
的
な
境
位
へ
の
突
破
を
志
向

し
て
い
た
こ
と
を
論
じ
る
。

　

第
九
章
は
、
支
遁
の
『
荘
子
』
逍
遙
遊
の
解
釈
と
般
若
思
想
の
解
釈

を
取
り
上
げ
る
。
支
遁
が
般
若
思
想
を
媒
介
に
、
魏
晋
玄
学
の
形
而
上

学
的
思
索
に
さ
ら
な
る
展
開
を
も
た
ら
し
た
こ
と
を
王
弼
・
郭
象
の
行

論
と
適
宜
対
比
さ
せ
な
が
ら
論
証
す
る
。
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「
東
晋
期
の
仏
教
受
容
」
を
対
象
と
す
る
三
章
も
ま
た
、
抽
象
度
の

高
い
精
緻
な
議
論
が
展
開
さ
れ
る
。
た
だ
、
本
書
は
、
そ
れ
を
そ
の
ま

ま
に
論
述
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
潜
在
す
る
玄
学
的
語
彙
を
丹
念

に
掘
り
起
こ
す
こ
と
に
よ
り
、
中
国
古
典
思
想
の
伝
統
か
ら
仏
教
的
理

念
へ
の
接
近
を
丁
寧
に
考
証
し
て
い
る
。

　

第
一
〇
章
は
、『
宋
書
』
謝
霊
運
伝
論
に
お
け
る
「
辞
人
」
の
評
価

に
着
目
す
る
。
沈
約
が
、
あ
ら
ゆ
る
「
文
章
」
を
『
詩
経
』
以
来
の
儒

教
的
正
統
性
の
内
部
に
位
置
づ
け
よ
う
と
し
た
こ
と
を
論
証
す
る
の
で

あ
る
。
そ
し
て
、
沈
約
に
よ
る
声
律
論
の
提
唱
に
つ
い
て
は
、
儒
教
的

正
統
性
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
「
文
」
の
構
築
を
企
図
す
る
も
の
と
位
置

づ
け
る
。

　

第
一
一
章
は
、『
文
心
雕
龍
』
に
お
け
る
「
経
典
の
枝
條
」
の
語
に

着
目
す
る
。
そ
れ
に
よ
り
劉
勰
が
、
あ
ら
ゆ
る
「
文
章
」
を
経
典
的
価

値
の
も
と
に
集
束
さ
せ
、
国
家
秩
序
の
資
源
と
み
て
い
た
こ
と
を
論
証

す
る
。
そ
の
う
え
で
、
経
典
が
文
彩
を
持
つ
よ
う
に
、
諸
々
の
「
文
章
」

に
も
文
彩
が
必
要
で
あ
り
、
そ
れ
を
劉
勰
が
五
行
説
に
基
づ
く
「
立
文

の
道
」
と
し
て
提
示
し
た
こ
と
に
も
論
及
す
る
。

　

第
一
二
章
は
、『
文
心
雕
龍
』に
見
え
る「
隠
」と
い
う
概
念
に
つ
い
て
、

単
な
る
含
蓄
や
余
韻
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
を
却
け
る
。
そ
し
て
、
劉

勰
の
行
論
が
、
象
数
易
の
「
互
体
」
と
い
う
卦
爻
操
作
を
参
照
し
な
が

ら
、
言
外
の
本
質
を
言
語
以
外
の
知
的
構
造
に
お
い
て
把
捉
す
る
可
能

性
を
見
て
い
た
こ
と
を
論
じ
る
の
で
あ
る
。

　
「
斉
梁
期
の
文
学
思
想
」
を
論
じ
る
三
章
は
、今
日
で
は
一
般
に
「
文

学
史
」
や
「
文
学
理
論
」
と
目
さ
れ
る
著
作
を
対
象
と
し
て
、
そ
の
基

層
に
儒
教
が
根
ざ
し
て
い
た
こ
と
を
明
確
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
う

し
た
見
方
は
、
二
〇
世
紀
的
「
文
学
」
と
い
う
文
脈
を
免
れ
て
い
る
点
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に
お
い
て
、
と
り
わ
け
重
要
な
成
果
と
言
え
よ
う
。

　
「
序
論
」
で
提
起
し
た
思
想
史
的
仮
説
の
論
証
は
、
以
上
の
よ
う
に

果
た
さ
れ
る
。「
建
安
期
の
学
問
思
潮
」・「
魏
晋
期
の
形
而
上
学
」・「
東

晋
期
の
仏
教
受
容
」・「
斉
梁
期
の
文
学
思
想
」
は
、
い
ず
れ
も
六
朝
の

思
想
・
文
化
に
お
け
る
重
要
な
一
場
面
で
あ
る
が
、
本
書
の
「
人
文
」

と
し
て
の
「
言
語
」
を
基
軸
と
し
た
探
究
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
ら
は
、
や

は
り
深
底
に
潜
在
す
る
儒
教
的
エ
ー
ト
ス
を
無
視
し
て
は
成
り
立
た
な

い
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
近
代
以
降
ほ
と
ん
ど

顧
慮
さ
れ
ず
、
放
擲
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
っ
た
。
本
書
の
根
源
的
な
探
究

は
、
学
術
史
に
と
っ
て
ま
こ
と
に
意
義
深
い
も
の
と
言
え
る
。

　

も
ち
ろ
ん
本
書
に
も
課
題
は
あ
る
。
三
教
四
学
の
す
べ
て
に
言
及
し

て
い
な
い
た
め
に
、
た
と
え
ば
「
史
」
が
、
つ
と
に
六
朝
中
期
に
は
経

学
的
注
釈
態
度
か
ら
離
脱
し
、
独
自
の
史
学
的
方
法
論
を
確
立
し
た
こ

と
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
の
か
、
な
ど
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
さ

ら
な
る
研
究
の
進
展
を
心
待
ち
に
し
た
い
。

　

な
お
、
本
書
を
通
読
す
る
と
、
言
語
・
文
章
を
論
じ
な
が
ら
も
、
か

た
ち
あ
る
も
の
を
超
え
る
、
語
り
得
な
い
も
の
へ
の
欲
望
が
つ
ね
に
底

流
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
若
き
哲
学
者
と
し
て
の
和
久

の
特
徴
を
示
し
て
い
る
が
、
そ
の
特
徴
は
、
二
〇
世
紀
の
分
析
哲
学
に

親
和
的
で
あ
る
。
二
〇
世
紀
的
「
文
学
」
概
念
の
相
対
化
を
果
た
し
た

先
に
は
、
や
は
り
そ
の
哲
学
的
ス
タ
ン
ス
に
も
新
時
代
の
新
た
な
視
座

が
求
め
ら
れ
よ
う
。
今
後
の
探
究
に
お
い
て
、
独
自
の
哲
学
的
地
平
を

切
り
開
い
て
い
く
こ
と
を
期
待
す
る
も
の
で
あ
る
。

･･

青
山
学
院
大
学
の
大
上
正
美
先
生
の
研
究
室
で
、
無
愛
想
に
パ
ソ
コ

ン
を
い
じ
っ
て
い
た
学
部
生
の
こ
ろ
、
筑
波
大
学
の
堀
池
信
夫
先
生
の

研
究
室
で
、
院
生
と
し
て
議
論
し
て
い
た
こ
ろ
、
い
ろ
い
ろ
な
和
久
君

を
思
い
出
し
な
が
ら
、
本
書
を
読
ま
せ
て
い
た
だ
い
た
。

（
わ
た
な
べ
・
よ
し
ひ
ろ･･

早
稲
田
大
学
）


