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本
書
は
古
代
か
ら
近
代
ま
で
、
ほ
ぼ
二
千
年
近
く
に
わ
た
っ
て
朝

鮮
半
島
で
作
ら
れ
た
漢
詩
の
中
か
ら
、
百
八
十
四
首
を
精
選
し
て
、

訳
注
、
解
説
を
施
し
た
も
の
で
あ
る
。
全
体
は
時
代
に
よ
っ
て
、
第

一
章
「
古
朝
鮮
時
代
か
ら
後
三
国
時
代
ま
で
」（
～
九
三
六
）、
第
二

章
「
高
麗
時
代
」（
九
一
八
～
一
三
九
二
）、
第
三
章
「
朝
鮮
時
代
前

期
」（
一
三
九
二
～
一
五
〇
五
）、
第
四
章
「
朝
鮮
時
代
中
期
」（
一
五
〇

五
～
一
七
二
〇
）、
第
五
章
「
朝
鮮
時
代
後
期
以
後
」（
一
七
二
一
～
一

九
二
〇
）
に
分
か
れ
、
各
章
の
冒
頭
で
、
そ
の
時
代
の
歴
史
と
詩
風

を
簡
単
に
述
べ
る
。
最
初
の
詩
は
、
後
漢
の
蔡
邕
の
著
と
さ
れ
る

『
琴
操
』
に
見
え
る
「
箜
篌
引
」（
公
無
渡
河
）、
最
後
は
日
本
植
民

地
時
代
、
柳
寅
植
の
「
此
夜
寒
」。
選
詩
は
、
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な

漢
詩
を
主
と
し
な
が
ら
も
、
朝
鮮
語
で
作
ら
れ
た
歌
謡
や
時
調
（
主

に
朝
鮮
王
朝
時
代
に
作
ら
れ
た
朝
鮮
語
の
短
詩
）
な
ど
を
漢
詩
に
書
き
換

え
た
も
の
、
さ
ら
に
韻
を
踏
ま
ず
、
同
じ
字
を
重
複
し
て
使
う
な
ど

の
特
徴
を
も
つ
朝
鮮
王
朝
後
期
の
独
自
の
漢
詩
に
も
及
ん
で
い
る
。

こ
れ
に
よ
っ
て
読
者
は
、
朝
鮮
漢
詩
の
歴
史
を
概
観
し
、
そ
の
代
表

作
を
鑑
賞
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　

各
詩
の
部
分
の
構
成
は
、
作
者
略
伝
、
題
意
、
本
文
と
そ
の
訓
読
、

出
処
、
現
代
語
訳
、
語
釈
の
順
で
、
さ
ら
に
必
要
に
よ
っ
て
補
説
が

加
わ
る
。
作
者
名
は
日
本
漢
字
音
の
ほ
か
、
北
朝
鮮
と
韓
国
の
ハ
ン

グ
ル
表
記
の
違
い
を
反
映
し
た
二
通
り
の
発
音
を
片
仮
名
で
記
す
な

ど
、
随
所
に
現
代
的
な
配
慮
が
見
ら
れ
る
が
、
本
書
の
最
大
の
特
徴

は
、
註
釈
の
精
密
さ
に
あ
る
。

　

編
著
者
の
下
定
、
豊
福
両
氏
は
中
国
古
典
文
学
の
専
家
で
あ
る
か

ら
、
中
国
と
同
じ
原
則
で
作
ら
れ
た
漢
詩
の
出
典
調
べ
な
ど
は
お
手

の
物
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
本
書
で
は
語
彙
の
意
味
、
出
典
に
と
ど
ま

ら
ず
、
そ
の
詩
が
中
国
の
ど
の
よ
う
な
系
統
に
属
す
る
の
か
に
ま
で
、

考
察
が
及
ん
で
い
る
。
た
と
え
ば
崔
承
老
の
「
代
人
寄
遠
」（014

、

本
書
の
詩
題
番
号
、
以
下
同
じ
）
の
「
題
意
」
で
は
、
こ
の
詩
が
中
国

下
定
雅
弘
・
豊
福
健
二
編
著

『
朝
鮮
漢
詩
古
今
名
作
選
』金　

 　
　

 

文　

 

京　
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書
　
　
　
評

の
閨
怨
詩
の
中
で
も
、
出
征
し
た
夫
を
思
う
妻
の
悲
哀
を
歌
っ
た
、

唐
の
張
籍
に
始
ま
る
「
征
婦
怨
」
の
系
譜
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
こ

と
が
指
摘
さ
れ
、「
補
説
」
に
お
い
て
さ
ら
に
詳
し
く
両
者
の
関
係

が
説
明
さ
れ
る
と
共
に
、
閨
怨
詩
に
つ
い
て
も
最
後
の
「
小
辞
典
」

で
説
明
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
読
者
は
、
高
麗
時
代
の
こ
の

詩
が
、
中
国
の
詩
か
ら
ど
の
よ
う
な
影
響
を
受
け
て
作
ら
れ
た
の
か

を
具
体
的
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
考
察
は
全
書

に
及
ん
で
い
る
。

　

ま
た
出
典
も
個
々
の
語
彙
に
と
ど
ま
ら
ず
、
同
じ
詩
の
中
の
二
つ

の
語
彙
を
同
時
に
使
っ
た
中
国
の
先
例
に
ま
で
し
ば
し
ば
指
摘
は
及

ぶ
。
た
と
え
ば
林
悌
「
浿
江
歌
」（092

）
の
第
二
句
「
江
上
垂
柳
政

断
腸
」
に
つ
い
て
、「
垂
楊
」
と
「
断
腸
」
の
取
り
合
わ
せ
の
先
例

と
し
て
李
白
の
「
採
蓮
曲
」
を
、
第
四
句
「
為
君
裁
作
舞
衣
裳
」
の

「
舞
衣
裳
」
に
つ
い
て
、
宋
の
郭
祥
正
の
「
聞
砧
」
を
、
さ
ら
に

「
舞
衣
裳
」
と
「
垂
楊
」
を
同
時
に
使
っ
た
例
と
し
て
蘇
軾
の
詞

「
定
風
波
」
を
挙
げ
、
浿
江
（
平
壌
を
流
れ
る
大
同
江
の
古
名
）
を
歌

っ
た
こ
の
詩
が
、
中
国
の
先
例
と
発
想
を
共
有
し
つ
つ
、
一
部
そ
れ

を
反
転
さ
せ
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
、
こ
の
詩
の
背
景
を
解
説
し
て

余
す
と
こ
ろ
が
な
い
。
こ
の
よ
う
な
指
摘
も
随
所
に
見
ら
れ
る
が
、

こ
れ
ら
は
中
国
古
典
詩
に
つ
い
て
の
幅
広
い
知
識
な
く
し
て
は
不
可

能
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
註
釈
、
解
説
の
細
密
さ
は
、
時
に
評
者
な
ど
か
ら
見

れ
ば
不
必
要
で
は
な
い
か
と
思
え
る
ほ
ど
で
あ
る
。
た
と
え
ば
沈
光

世
「
落
花
巌
」（122

）
は
百
済
亡
国
の
悲
哀
を
歌
う
が
、
そ
の
「
山

河
不
改
乾
坤
老
」
に
つ
い
て
、
文
天
祥
が
捕
虜
と
な
っ
て
北
京
に
幽

閉
さ
れ
た
時
の
詩
の
「
夢
裏
乾
坤
老
い
、
孤
臣
雪
に
氈
を
咽
す
」
を

挙
げ
る
の
は
よ
い
と
し
て
、
さ
ら
に
「
雪
咽
氈
」
の
出
典
と
し
て

『
漢
書
』「
蘇
武
伝
」
ま
で
引
く
の
は
、
こ
の
詩
の
理
解
に
は
直
接

関
係
し
な
い
。
あ
る
い
は
権
韠
「
読
杜
詩
偶
感
」（118

）
の
「
神
飆

習
習
生
陰
壑
」
の
「
習
習
」（『
詩
経
』「
谷
風
」）
に
つ
い
て
、「
毛

伝
」
が
「
和
舒
の
貌
」（
朱
子
『
詩
集
伝
』
も
同
じ
）
と
す
る
の
に
対

し
、
こ
こ
で
は
そ
う
で
な
い
と
し
て
、
南
宋
の
厳
燦
『
詩
緝
』
の

「
銭
氏
曰
く
、
習
習
は
連
続
し
て
絶
え
ざ
る
貌
」
を
引
き
、
さ
ら
に

銭
氏
と
は
銭
文
子
の
こ
と
で
あ
る
と
、
わ
ざ
わ
ざ
『
詩
緝
』
研
究
の

専
家
に
問
い
合
わ
せ
て
補
記
し
て
い
る
。
そ
こ
ま
で
や
る
か
、
と
つ

い
言
い
た
く
な
る
が
、
こ
れ
ま
た
註
釈
に
か
け
る
情
熱
故
の
過
剰
で
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あ
り
、
本
詩
と
は
関
係
な
い
と
は
い
え
、
そ
こ
か
ら
貴
重
な
知
見
を

得
る
こ
と
が
で
き
る
。
周
到
に
し
て
緻
密
な
註
釈
と
言
う
べ
き
で
あ

ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
書
く
と
、
い
か
に
も
専
門
家
向
け
の
難
し
い
註
釈
の

よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
実
は
そ
う
で
な
い
。
註
釈
中

の
引
用
文
は
す
べ
て
訓
読
に
よ
り
、
し
か
も
現
代
語
訳
が
附
さ
れ
、

一
般
読
者
に
も
理
解
で
き
る
よ
う
配
慮
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
註
釈

は
中
国
詩
の
用
例
な
ど
に
と
ど
ま
ら
な
い
。「
福
霊
寺
」（076

）
の

「
至
今
福
地
似
天
台
」
に
つ
い
て
、「
至
今
」
は
現
代
朝
鮮
語
で

「
今
」
の
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
の
指
摘
な
ど
、
朝
鮮
の
漢
詩

で
あ
る
こ
と
へ
の
目
配
り
も
な
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
「
海
歌
」

（007

）
に
つ
い
て
韓
国
の
三
陟
市
に
あ
る
同
詩
の
詩
碑
、「
睡
起
」

（070

）
に
つ
い
て
も
ソ
ウ
ル
の
詩
碑
に
つ
い
て
触
れ
、「
三
蔵
」

（043

）
で
は
、
こ
の
詩
と
同
じ
題
材
を
扱
う
韓
国
映
画
「
霜
花

店
」（
二
〇
〇
八
）
に
言
及
、
平
壌
の
名
所
を
詠
ん
だ
李
穡
「
浮
碧

楼
」（057

）
で
は
、「
麟
馬
去
不
返
」
の
句
に
因
ん
で
、
高
句
麗
の

始
祖
、
東
明
王
ゆ
か
り
の
麒
麟
窟
が
平
壌
の
近
く
で
二
〇
一
二
年
に

発
見
さ
れ
た
と
い
う
北
朝
鮮
の
報
道
を
引
用
し
て
お
り
、
南
北
朝
鮮

の
現
代
の
情
報
に
も
注
意
が
払
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
、
各
詩
の

底
本
に
つ
い
て
は
、『
東
文
選
』
ま
た
近
年
韓
国
で
影
印
出
版
さ
れ

た
『
韓
国
文
集
叢
刊
』
な
ど
に
拠
っ
て
い
る
が
、
金
時
習
「
山
行
即

事
」（074

）
で
は
、
駒
沢
大
学
所
蔵
の
金
時
習
『
梅
月
堂
詩
集
』
写

本
な
ど
、
日
本
に
現
存
す
る
朝
鮮
本
を
参
照
し
た
例
が
あ
り
、
ま
た

成
三
問
「
臨
刑
詩
」（062

）
に
つ
い
て
の
評
者
の
論
考
を
含
め
、
作

者
や
作
品
に
つ
い
て
近
年
日
本
で
発
表
さ
れ
た
研
究
論
文
も
丁
寧
に

拾
っ
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

　

朝
鮮
の
漢
詩
が
日
本
で
紹
介
さ
れ
た
歴
史
は
古
い
。
基
本
文
献
で

あ
る
徐
居
正
『
東
文
選
』（
一
四
七
八
）、
金
宗
直
等
『
東
文
粹
』（
一

四
八
八
）
は
す
で
に
江
戸
時
代
に
渡
来
し
て
お
り
、『
東
文
選
』
は

大
正
年
間
の
活
字
本
（
朝
鮮
古
書
刊
行
会
）
も
あ
る
。
ま
た
青
山
好
恵
、

大
橋
新
太
郎
編
『
朝
鮮
名
家
詩
選
』（
博
文
館　

明
治
二
十
七
年
）
な

ど
の
選
集
も
あ
る
が
、
こ
れ
ら
に
は
む
ろ
ん
註
釈
は
な
い
。
本
書
の

よ
う
に
、
各
時
代
に
わ
た
る
こ
れ
だ
け
の
多
く
の
詩
に
つ
い
て
、
専

門
の
研
究
に
も
堪
え
、
か
つ
一
般
読
者
に
も
読
み
や
す
い
訳
注
を
と

も
な
う
選
集
は
、
お
そ
ら
く
韓
国
、
北
朝
鮮
で
も
類
書
が
な
い
で
あ

ろ
う
。
ま
さ
に
空
前
の
壮
挙
と
言
っ
て
も
決
し
て
過
言
で
は
な
い
。
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評

お
二
人
の
編
著
者
の
労
は
、
大
い
に
多
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

た
だ
し
こ
の
訳
注
の
周
到
緻
密
さ
に
比
べ
て
、
い
さ
さ
か
物
足
り

な
く
感
じ
る
の
は
、
全
体
の
解
説
の
短
さ
で
あ
る
。
本
書
に
は
冒
頭

の
序
文
に
当
た
る
「
は
じ
め
に
」
に
継
い
で
、「
朝
鮮
漢
詩
に
つ
い

て
」
と
題
す
る
総
説
が
あ
る
が
、
わ
ず
か
三
頁
、
し
か
も
そ
の
半
分

弱
は
近
体
詩
の
体
裁
の
説
明
で
あ
り
、
朝
鮮
漢
詩
に
つ
い
て
は
、
わ

ず
か
二
頁
に
満
た
な
い
中
で
、
そ
れ
が
中
国
の
漢
詩
と
比
べ
て
も

「
質
的
に
は
遜
色
」
が
な
く
、「
朝
鮮
の
漢
詩
人
た
ち
の
中
に
は
、

押
韻
な
ど
の
技
巧
的
な
方
面
に
お
い
て
は
中
国
の
漢
詩
は
目
標
で
は

な
く
、
凌
駕
す
べ
き
対
象
」
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
思
想
、
感
情

面
で
は
「
独
特
の
味
わ
い
が
突
出
し
て
お
り
」、「
民
族
特
有
の
思
考

形
態
や
感
受
性
を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
」
が
、「
形
式
上
は
中

国
の
模
倣
に
過
ぎ
ず
、
新
た
な
形
式
を
生
み
出
す
こ
と
は
な
か
っ

た
」
な
ど
の
点
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
特
に
「
押
韻
な

ど
」
云
々
の
箇
所
は
、
具
体
的
な
説
明
が
ほ
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
れ
に
は
紙
幅
の
制
約
と
い
う
出
版
上
の
理
由
、
ま
た
編
著
者
に
は

訳
注
を
読
め
ば
自
ず
と
わ
か
る
は
ず
と
い
う
自
負
も
あ
る
か
も
し
れ

な
い
。
し
か
し
そ
れ
で
も
、
こ
れ
だ
け
の
詳
細
な
註
釈
が
あ
れ
ば
、

そ
れ
に
見
合
う
全
体
の
解
説
が
欲
し
い
と
思
う
の
は
、
あ
な
が
ち
評

者
の
み
の
望
蜀
の
嘆
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
将
来
、
註
釈
作
成

過
程
で
得
た
知
見
を
も
と
に
、
朝
鮮
漢
詩
全
般
に
対
す
る
解
説
が
別

途
発
表
さ
れ
る
こ
と
を
切
に
望
み
た
い
。
そ
の
実
現
を
お
二
人
の
編

著
者
に
促
す
意
味
を
も
こ
め
て
、
こ
こ
で
は
本
書
の
時
代
的
意
義
に

つ
い
て
、
評
者
の
考
え
を
述
べ
て
み
た
い
。

　

今
更
述
べ
る
ま
で
も
な
く
、
漢
詩
は
い
わ
ゆ
る
漢
字
文
化
圏
に
お

け
る
重
要
な
文
化
遺
産
で
あ
る
。
中
国
は
も
と
よ
り
、
圏
内
の
ベ
ト

ナ
ム
、
朝
鮮
半
島
、
日
本
に
お
い
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
で
作
ら
れ

た
漢
詩
は
、
そ
の
国
の
文
学
に
お
い
て
、
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
、
質

量
と
も
に
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
存
在
で
あ
ろ
う
。
ま
た
漢
詩
は
圏
内
の

交
流
の
場
に
お
い
て
も
重
要
な
手
段
で
あ
っ
た
。
江
戸
時
代
に
日
本

に
来
た
朝
鮮
通
信
使
と
日
本
の
文
人
、
ま
た
北
京
で
出
会
っ
た
ベ
ト

ナ
ム
と
朝
鮮
の
使
節
の
間
で
は
、
必
ず
と
言
っ
て
よ
い
ほ
ど
漢
詩
の

応
酬
が
行
わ
れ
た
。
漢
詩
、
漢
文
は
東
ア
ジ
ア
の
共
通
言
語
で
あ
っ

た
と
言
っ
て
よ
い
。
た
だ
し
そ
れ
に
は
二
つ
の
但
し
書
き
が
必
要
で

あ
る
。

　

一
つ
は
、
漢
詩
が
原
則
と
し
て
す
べ
て
中
国
の
詩
律
に
も
と
づ
い



中
国
文
学
報
　
第
九
十
三
册

─ 142─

て
作
ら
れ
、
相
互
に
理
解
、
鑑
賞
が
可
能
と
言
っ
て
も
、
そ
れ
は
あ

く
ま
で
書
か
れ
た
字
を
見
て
の
こ
と
で
あ
り
、
音
声
言
語
と
し
て
は

ま
っ
た
く
相
互
理
解
が
不
可
能
で
あ
っ
た
点
で
あ
る
。
ベ
ト
ナ
ム
、

朝
鮮
、
日
本
の
漢
字
音
は
、
と
も
に
中
国
に
起
源
が
あ
る
と
は
言
え
、

耳
で
聞
い
て
は
わ
か
ら
な
い
ほ
ど
相
互
に
変
化
を
遂
げ
て
い
る
。
た

だ
し
こ
れ
だ
け
な
ら
中
国
の
方
言
差
と
同
じ
問
題
で
あ
る
。
そ
の
う

え
日
本
で
は
古
く
か
ら
漢
詩
は
訓
読
さ
れ
、
朝
鮮
で
も
朝
鮮
漢
字
音

に
よ
る
直
読
な
が
ら
、
そ
れ
に
朝
鮮
語
の
助
辞
な
ど
を
加
え
る
懸
吐

方
式
（
吐
は
助
辞
の
こ
と
）
で
読
ま
れ
た
。
訓
読
と
懸
吐
は
、
と
も
に

漢
詩
の
読
み
方
に
自
国
語
の
要
素
を
持
ち
込
ん
だ
も
の
で
、
外
国
人

に
は
ま
っ
た
く
理
解
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
朝
鮮
通
信
使
と
日
本

の
文
人
が
漢
詩
の
応
酬
を
す
る
場
合
、
相
手
の
作
っ
た
詩
を
、
日
本

側
は
訓
読
し
、
朝
鮮
側
は
懸
吐
方
式
で
読
む
こ
と
に
な
る
。
字
面
の

意
味
は
同
じ
で
も
、
そ
れ
を
ど
う
読
む
か
に
よ
っ
て
、
詩
の
情
感
な

ど
の
鑑
賞
に
は
微
妙
な
差
異
が
生
じ
ざ
る
を
え
な
い
。
訓
読
の
リ
ズ

ム
と
懸
吐
の
リ
ズ
ム
は
異
な
り
、
さ
ら
に
中
国
語
の
リ
ズ
ム
と
は
両

者
共
に
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
こ
の
点
は
漢
文
に
お
い
て
も
同
じ

で
あ
る
が
、
漢
詩
は
韻
律
を
も
つ
ゆ
え
に
、
そ
の
差
は
漢
文
よ
り
大

き
い
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
漢
詩
、
漢
文
は
共
通
言
語
と
言
っ
て
も
、

そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
書
記
言
語
と
し
て
で
あ
っ
て
、
音
声
言
語
と
し

て
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
点
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ラ
テ
ン
語
な
ど
と
の

顕
著
な
相
違
で
あ
る
。

　

も
う
一
つ
は
、
こ
れ
も
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
が
、
漢
詩
の
規

則
は
す
べ
て
、
ま
た
そ
の
手
本
も
お
お
む
ね
中
国
に
あ
っ
た
こ
と
で

あ
る
。
ベ
ト
ナ
ム
、
朝
鮮
、
日
本
の
人
々
が
漢
詩
を
学
ぶ
場
合
、
も

と
よ
り
自
国
の
先
人
の
作
品
が
教
材
と
な
る
こ
と
も
あ
っ
た
で
あ
ろ

う
が
、
圧
倒
的
に
多
い
の
は
、
唐
詩
、
宋
詩
な
ど
中
国
の
作
品
で
あ

っ
た
。
ま
た
実
作
に
当
た
っ
て
も
、
題
材
が
自
国
の
も
の
で
あ
っ
た

と
し
て
も
、
典
故
な
ど
で
参
照
さ
れ
る
の
は
、
や
は
り
ま
ず
中
国
の

作
品
で
あ
っ
た
ろ
う
。
た
と
え
自
国
の
先
人
の
作
品
を
参
照
し
た
と

し
て
も
、
そ
の
先
人
が
手
本
と
し
た
の
は
、
や
は
り
中
国
の
作
品
で

あ
る
か
ら
、
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
本
書
に
お
い
て
中
国

詩
の
出
典
、
用
例
が
詳
細
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
が
、
何
よ
り
の
証

拠
で
あ
ろ
う
。
日
本
漢
詩
の
場
合
も
、
事
情
は
お
お
む
ね
同
じ
と
考

え
ら
れ
る
。
再
び
朝
鮮
通
信
使
と
日
本
の
文
人
の
漢
詩
応
酬
を
例
と

す
る
な
ら
ば
、
両
者
は
物
理
的
に
は
対
面
し
て
詩
を
作
っ
て
い
る
が
、
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そ
こ
に
は
中
国
と
い
う
見
え
な
い
審
判
が
実
は
い
て
、
双
方
と
も
に

心
の
目
は
そ
の
不
在
の
審
判
の
方
を
向
い
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な

る
。

　

こ
の
こ
と
は
現
代
に
至
る
ま
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
方
面
に
大
き
な
影

響
を
あ
た
え
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
朝
鮮
、
日
本
、
そ
し
て
お
そ

ら
く
ベ
ト
ナ
ム
で
も
、
い
や
し
く
も
漢
詩
を
作
る
よ
う
な
人
な
ら
、

中
国
の
詩
の
歴
史
、
有
名
詩
人
と
そ
の
作
品
に
つ
い
て
は
、
中
国
人

に
引
け
を
取
ら
ぬ
ほ
ど
熟
知
し
て
い
た
は
ず
だ
が
、
自
国
の
漢
詩
の

歴
史
や
作
品
に
つ
い
て
の
知
識
は
そ
れ
に
劣
り
、
中
国
と
自
国
以
外

の
漢
詩
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
劣
る
と
い
う
状
況
が
あ
る
。
朝
鮮
通

信
使
と
日
本
の
文
人
は
、
詩
の
応
酬
の
ほ
か
、
し
ば
し
ば
詩
論
を
闘

わ
せ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
話
題
に
な
っ
た
の
は
お
互
い
の
国
の
詩
に

つ
い
て
よ
り
も
、
た
と
え
ば
明
の
古
文
辞
派
の
評
価
な
ど
の
問
題
で

あ
っ
た
。
江
戸
の
文
人
は
朝
鮮
の
漢
詩
に
つ
い
て
多
少
と
も
関
心
と

知
識
を
も
っ
て
い
た
が
、
朝
鮮
側
は
日
本
の
漢
詩
な
ど
は
歯
牙
に
も

か
け
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
現
代
の
日
本
で
、
中
国
の

漢
詩
に
比
べ
れ
ば
、
朝
鮮
の
漢
詩
は
ほ
と
ん
ど
紹
介
さ
れ
て
い
な
い

と
い
う
事
実
に
連
続
し
て
お
り
、
そ
こ
に
本
書
の
存
在
意
義
が
あ
る

と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
韓
国
や
北
朝
鮮
で
本
書
に
対
応
す
る
『
日
本

漢
詩
古
今
名
作
選
』
の
よ
う
な
書
物
が
出
た
と
い
う
話
は
、
今
も
っ

て
聞
い
た
こ
と
が
な
い
。

　

見
え
ざ
る
審
判
が
中
国
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
を
別
の
面
か
ら
述

べ
る
な
ら
、
日
本
も
朝
鮮
も
自
国
の
漢
詩
が
中
国
で
知
ら
れ
、
認
め

ら
れ
る
こ
と
に
熱
心
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
で
は
、

朝
鮮
と
日
本
と
の
間
に
は
、
実
は
大
き
な
差
が
あ
っ
た
。
地
理
的
に

近
く
、
政
治
的
に
も
密
接
な
関
係
に
あ
っ
た
朝
鮮
の
漢
詩
は
、
古
く

か
ら
中
国
で
は
知
ら
れ
て
い
た
。
そ
も
そ
も
本
書
冒
頭
の
「
箜
篌

引
」
か
ら
し
て
、『
琴
操
』
に
見
え
る
よ
う
に
、
作
ら
れ
た
場
所
が

朝
鮮
と
い
う
だ
け
で
、
中
国
の
詩
と
し
て
も
よ
い
も
の
で
あ
っ
た
。

ま
た
徐
敬
徳
の
『
徐
花
潭
集
』
は
、
存
目
な
が
ら
『
四
庫
全
書
』
に

採
ら
れ
た
唯
一
の
外
国
人
の
別
集
で
あ
り
（『
四
庫
全
書
総
目
』
巻
一

七
八
「
別
集
類
存
目
五
」）、
本
書
に
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
許
蘭
雪
軒
な

ど
の
女
流
詩
人
の
作
品
は
、
明
末
に
大
い
に
喧
伝
さ
れ
た
。
一
方
の

日
本
で
は
、
最
古
の
漢
詩
集
で
あ
る
『
懐
風
藻
』
は
、
中
国
に
日
本

の
漢
詩
を
伝
え
る
た
め
に
編
ま
れ
た
と
い
う
説
が
あ
り
、
ま
た
延
長

四
年
（
九
二
六
）
に
中
国
に
渡
っ
た
興
福
寺
の
僧
、
寬
建
は
、
菅
原
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道
真
な
ど
の
詩
集
を
彼
地
に
広
め
る
た
め
持
参
し
た
と
い
う
（『
扶

桑
略
記
』
巻
二
四
）。
そ
の
後
、
同
様
の
例
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
少
な

く
と
も
俞
樾
の
『
東
瀛
詩
選
』（
一
八
八
三
）
が
出
る
以
前
、
日
本
の

漢
詩
が
朝
鮮
の
漢
詩
以
上
に
中
国
に
知
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

朝
鮮
通
信
使
が
日
本
の
漢
詩
に
無
関
心
だ
っ
た
の
も
当
然
で
あ
ろ
う
。

と
は
言
っ
て
も
、
所
詮
は
ど
ん
ぐ
り
の
背
比
べ
で
、
朝
鮮
、
日
本
の

漢
詩
と
も
に
、
外
国
人
の
漢
詩
に
対
す
る
興
味
以
上
の
関
心
を
中
国

で
も
た
れ
、
何
ら
か
の
影
響
を
あ
た
え
た
こ
と
は
、
ま
っ
た
く
な
か

っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。

　

さ
ら
に
こ
の
こ
と
の
現
代
へ
の
影
響
を
も
う
一
つ
述
べ
よ
う
。
近

代
に
お
け
る
一
国
文
学
史
の
定
立
以
来
、
漢
詩
文
は
日
本
で
も
、
ま

た
北
朝
鮮
、
韓
国
で
も
自
国
文
学
か
ら
排
除
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

現
代
の
日
本
で
、
ほ
と
ん
ど
の
人
が
知
っ
て
い
る
和
歌
や
俳
句
を
挙

げ
る
こ
と
は
容
易
だ
が
、
漢
詩
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
ま
ず

李
白
「
静
夜
思
」
や
孟
浩
然
「
春
暁
」
な
ど
の
唐
詩
で
あ
っ
て
、
日

本
漢
詩
か
ら
こ
れ
に
匹
敵
す
る
作
品
を
見
出
す
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ

う
。
事
情
は
韓
国
で
も
同
じ
で
、
た
と
え
ば
本
書
に
も
収
め
る
鄭
夢

周
「
丹
心
歌
」（056

）
の
韓
国
語
の
時
調
の
方
は
多
く
の
人
が
暗
唱

で
き
る
が
、
そ
の
漢
詩
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
は
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な

い
。
こ
れ
は
む
ろ
ん
教
育
の
影
響
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
教
育
の

淵
源
は
、
前
近
代
か
ら
の
自
国
漢
詩
に
対
す
る
認
識
と
、
近
代
の
一

国
文
学
史
の
中
で
漢
詩
が
排
除
さ
れ
た
と
い
う
事
情
に
あ
る
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
近
年
、
こ
の
よ
う
な
状
況
に
も
大
き
な
変
化
が
訪
れ
つ
つ

あ
る
。
一
つ
に
は
、
東
ア
ジ
ア
の
相
互
交
流
と
い
う
視
点
へ
の
注
目

で
、
中
国
で
も
い
わ
ゆ
る
域
外
漢
学
と
い
う
観
点
で
は
あ
る
が
、
周

辺
諸
国
の
文
化
的
独
自
性
へ
の
関
心
は
高
ま
っ
て
い
る
。
む
ろ
ん
こ

れ
に
よ
っ
て
、
過
去
に
お
け
る
中
国
一
辺
倒
の
文
化
交
流
と
い
う
事

実
自
体
を
変
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
少
な
く
と
も
諸
地
域
の
特

性
へ
の
認
識
は
従
来
と
は
異
な
る
も
の
に
な
る
だ
ろ
う
。
も
う
一
つ

は
自
国
の
漢
詩
文
に
対
す
る
再
評
価
で
あ
る
。
現
に
日
本
の
国
文
学

科
や
日
本
文
学
科
、
ま
た
は
中
国
文
学
科
で
も
、
日
本
漢
学
、
漢
詩

文
に
つ
い
て
の
研
究
は
盛
ん
に
な
り
つ
つ
あ
る
よ
う
だ
。
韓
国
で
は

多
く
の
大
学
に
国
文
学
科
と
は
別
に
漢
文
学
科
が
あ
り
、
自
国
の
漢

詩
文
を
専
門
に
研
究
し
て
い
る
。
自
国
の
漢
詩
文
を
見
直
し
、
東
ア

ジ
ア
相
互
の
交
流
に
着
目
す
る
と
い
う
こ
の
二
つ
の
事
柄
の
論
理
的

帰
結
は
、
中
国
と
自
国
以
外
の
漢
詩
文
に
も
関
心
を
向
け
る
べ
き
だ
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と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
実
際
問
題
と
し
て
も
、
現
在
こ
の
分

野
で
は
複
数
の
大
型
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
検
索
が
可
能
で
あ
る
が
、
た
と

え
ば
江
戸
漢
詩
の
語
彙
用
例
を
、
中
国
文
献
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
調

べ
る
と
同
時
に
、
韓
国
古
典
翻
訳
院
が
無
料
で
公
開
し
て
い
る
「
韓

国
古
典
総
合D

B
」
で
、
朝
鮮
の
用
例
を
調
べ
て
み
る
と
、
意
外
な

事
実
に
気
づ
く
こ
と
が
あ
る
。
本
書
は
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
機
運
が

高
ま
り
つ
つ
あ
る
時
期
に
刊
行
さ
れ
た
、
き
わ
め
て
時
宜
に
か
な
っ

た
書
物
で
あ
る
。
一
般
読
者
、
朝
鮮
半
島
の
歴
史
や
文
化
に
関
心
を

も
つ
読
者
は
も
と
よ
り
、
日
本
漢
詩
文
、
中
国
古
典
文
学
の
研
究
者

に
も
本
書
を
是
非
読
ん
で
も
ら
い
た
い
と
、
評
者
が
願
う
所
以
で
あ

る
。

　

次
に
本
書
の
内
容
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。
先
に
本
書
の
註
釈
の
緻

密
さ
を
指
摘
し
た
が
、
こ
れ
だ
け
の
量
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
も
と
よ

り
多
少
の
瑕
疵
は
免
れ
な
い
。
誤
字
な
ど
は
置
い
て
、
こ
こ
で
は
押

韻
の
問
題
に
つ
い
て
私
見
を
述
べ
る
。
李
奎
報
「
続
将
進
酒
歌
」

（041

）
は
、
偶
数
句
末
字
の
「
遇
・
露
・
顧
・
兎
」
と
去
声
遇
韻

で
押
韻
し
た
後
、「
酒
雖
平
生
手
上
物
、
肯
争
一
来
霑
我
味
。
達
哉

達
哉
劉
伯
倫
，
載
酒
自
隨
長
醉
倒
。
諸
君
聽
此
莫
辭
飲
，
酒
不
到
劉

伶
墳
上
土
」
と
な
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
本
書
は
「
倫
・
飲
・
土
」
を

韻
字
と
す
る
が
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
お
か
し
い
。
や
は
り
偶
数
句
末

の
「
味
・
倒
・
土
」
を
韻
字
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
う
ち

「
味
」
は
、「
我
が
味
を
霑
す
」
は
意
味
を
な
さ
な
い
の
で
、「
肚
」

（
上
声
麌
韻
）
の
字
形
に
よ
る
誤
り
で
あ
ろ
う
。
次
の
「
倒
」（
上
声

浩
韻
）
は
、
中
国
の
韻
書
で
は
韻
部
が
異
な
る
が
、
朝
鮮
漢
字
音
は

do

（
도
）
で
あ
る
。
厳
密
に
い
え
ば
李
奎
報
が
生
き
た
高
麗
後
期
の

発
音
は
わ
か
ら
な
い
が
、
朝
鮮
王
朝
時
代
の
発
音
は
す
で
にdo

で

あ
っ
た
。
李
奎
報
に
は
、
ほ
か
に
も
遇
摂
と
效
摂
の
字
を
通
押
し
た

例
が
あ
り
（『
東
国
李
相
国
集
』
巻
八
「
朴
君
玄
球
家
賦
双
鷺
図
」
は

「
浦
・
鷺
・
羽
・
苦
・
遇
」
と
「
到
」
を
通
押
）、
さ
ら
に
遇
摂
と
流
摂

の
通
押
例
も
あ
る
（
同
上
巻
六
「
十
月
十
九
日
」
は
「
錮
・
雨
・
羽
・

樹
・
句
」
と
「
肘
」
を
通
押
）。
そ
こ
か
ら
考
え
る
と
第
一
句
「
寄
語

杯
中
藍
色
酒
」
の
「
酒
」
も
お
そ
ら
く
韻
字
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
こ

の
詩
は
、
遇
摂
、
效
摂
、
流
摂
上
去
声
通
押
の
一
韻
到
底
と
考
え
ら

れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
類
推
す
る
と
、
李
奎
報
を
は
じ
め
朝
鮮
の
漢

詩
人
は
、
中
国
の
韻
書
に
拠
り
な
が
ら
も
、
時
に
朝
鮮
漢
字
音
に
よ

っ
て
押
韻
す
る
場
合
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
え
る
。
断
言
す
る
こ
と
は
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で
き
な
い
が
、
李
奎
報
は
そ
の
こ
と
に
お
そ
ら
く
自
覚
的
で
あ
っ
た

ろ
う
。
こ
の
他
、
金
昌
協
「
山
民
」（154

）、
金
笠
「
惰
婦
」（167

）

の
寒
、
刪
韻
通
押
は
中
国
に
も
例
が
あ
る
が
、
こ
れ
も
あ
る
い
は
朝

鮮
漢
字
音
に
よ
っ
た
も
の
か
と
思
え
る
。

　

押
韻
と
平
仄
は
朝
鮮
、
日
本
の
漢
詩
人
に
と
っ
て
は
厄
介
な
問
題

で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
和
歌
や
俳
句
、
郷
歌
や
時
調
な
ど
固
有
語

の
詩
に
は
、
元
来
押
韻
の
習
慣
が
な
い
う
え
、
中
国
語
に
通
じ
て
い

た
人
は
ほ
と
ん
ど
お
ら
ず
、
声
調
や
平
仄
の
実
態
は
わ
か
ら
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。
訓
読
す
れ
ば
押
韻
も
平
仄
も
有
名
無
実
に
な
っ
て
し

ま
う
が
、
日
本
で
は
、
狂
詩
の
よ
う
に
語
彙
や
語
法
が
す
っ
か
り
日

本
化
し
た
詩
で
も
、
押
韻
は
平
水
韻
が
用
い
ら
れ
、
平
仄
も
お
お
む

ね
整
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
い
わ
ば
ゲ
ー
ム
の
ル
ー
ル
の
よ
う
な
も
の

で
あ
っ
た
ろ
う
。
一
方
、
朝
鮮
の
懸
吐
方
式
で
は
、
朝
鮮
語
の
助
辞

が
入
る
と
は
言
え
、
詩
自
体
は
朝
鮮
漢
字
音
で
直
読
さ
れ
る
の
で
、

韻
字
は
朝
鮮
漢
字
音
で
感
得
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
が
一

部
で
は
あ
る
が
、
朝
鮮
漢
字
音
に
よ
る
押
韻
を
招
い
た
と
考
え
ら
れ

る
。
た
だ
し
押
韻
は
や
は
り
一
種
の
束
縛
と
感
じ
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
か
ら
朝
鮮
王
朝
後
期
に
は
、
本
書
に
も
収
め
ら
れ
た
金
笠
な
ど

の
無
韻
詩
（162

、163

、165

）
が
生
ま
れ
た
。
無
韻
詩
は
形
式
と
し

て
は
仏
教
の
偈
に
類
す
る
も
の
で
、
こ
れ
を
漢
詩
と
言
え
る
か
ど
う

か
は
、
む
ろ
ん
問
題
で
あ
る
。
換
言
す
る
と
、
漢
詩
に
と
っ
て
も
っ

と
も
重
要
な
要
素
で
あ
る
押
韻
に
つ
い
て
（
中
国
人
に
と
っ
て
は
、
た

と
え
ど
れ
ほ
ど
詩
的
表
現
に
富
ん
で
い
よ
う
と
も
、
押
韻
し
な
い
も
の
は
詩

で
は
な
い
）、
朝
鮮
漢
詩
は
中
国
の
規
則
に
必
ず
し
も
従
わ
ず
、
自
己

流
で
や
る
か
、
あ
る
い
は
押
韻
自
体
を
無
視
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
に

な
る
。
こ
の
他
、
や
は
り
朝
鮮
王
朝
後
期
に
は
、
科
詩
、
東
詩
と
よ

ば
れ
る
科
挙
用
の
独
自
の
構
成
を
も
つ
長
篇
詩
の
形
式
が
あ
り
、
そ

の
中
に
は
妓
楼
で
歌
わ
れ
る
ほ
ど
の
人
気
を
博
し
た
作
品
も
あ
っ
た

と
い
う
（
李
家
源
『
朝
鮮
文
学
史
』）。
要
す
る
に
、
本
書
の
「
朝
鮮
漢

詩
に
つ
い
て
」
が
、「
形
式
上
は
中
国
の
模
倣
に
過
ぎ
ず
、
新
た
な

形
式
を
生
み
出
す
こ
と
は
な
か
っ
た
」
と
述
べ
る
の
は
、
厳
密
に
言

え
ば
必
ず
し
も
正
し
く
な
い
こ
と
に
な
る
。

　

次
に
、
本
書
は
朝
鮮
漢
詩
に
つ
い
て
、「
独
特
の
味
わ
い
」
が
あ

り
、「
民
族
特
有
の
思
考
形
態
や
感
受
性
」
が
見
て
と
れ
る
と
述
べ

る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
の
説
明
が
や
や
具
体
性
を
欠
く
憾
み
が
あ

る
。
評
者
の
私
見
を
述
べ
る
な
ら
、
そ
れ
は
た
と
え
ば
金
笠
の
「
贈
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書
　
　
　
評

某
女
」（175

）
の
よ
う
な
詩
で
あ
ろ
う
。
詩
は
以
下
の
と
お
り
で
あ

る
。

　　

客
枕
蕭
条
夢
不
仁
、
満
天
霜
月
照
吾
隣
。
緑
竹
青
松
千
古
節
、
紅

桃
白
李
片
時
春
。
昭
君
玉
骨
胡
地
土
、
貴
妃
花
容
馬
嵬
塵
。
人
性
本

非
無
常
物
、
莫
惜
今
宵
解
汝
裙
。

　　
　

意
味
は
明
瞭
で
、
要
は
女
性
に
言
い
寄
る
詩
で
あ
る
。
本
書
は

第
一
句
に
つ
い
て
、「
不
仁
」
を
「
知
覚
が
な
く
な
り
手
足
が
し
び

れ
て
き
か
な
い
こ
と
」
と
解
し
、「
旅
先
で
一
人
寂
し
く
過
ご
す
夜

は
夢
も
ま
と
も
に
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
訳
す
が
、
一
人
枕
が

寂
し
く
、
よ
か
ら
ぬ
妄
想
を
夢
見
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
つ
い

で
第
二
句
の
訳
は
「
霜
の
よ
う
に
冴
え
わ
た
っ
た
月
の
光
が
空
い
っ

ぱ
い
に
広
が
っ
て
私
の
隣
に
い
る
美
人
の
顔
を
照
ら
す
」
と
な
っ
て

い
る
が
、
こ
れ
は
た
と
え
ば
杜
甫
「
月
夜
」
の
「
何
時
倚
虚
幌
、
雙

照
淚
痕
乾
」
を
逆
に
言
っ
た
も
の
で
、
誰
も
い
な
い
布
団
の
隣
を
月

が
照
ら
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
加
賀
千
代
女
の
作
と
さ
れ

る
「
起
き
て
見
つ
寝
て
見
つ
蚊
帳
の
広
さ
か
な
」
に
、
誰
か
が
「
お

千
代
さ
ん
な
ん
な
ら
お
れ
が
入
ろ
う
か
」
と
応
じ
た
と
い
う
の
と
同

工
異
曲
で
あ
る
。
こ
の
種
の
題
材
は
、
中
国
で
は
民
間
歌
謡
な
ら
と

も
か
く
、
漢
詩
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
ま
ず
な
い
で
あ
ろ
う
が
、

『
万
葉
集
』
と
同
時
代
の
新
羅
の
郷
歌
に
は
、「
夜
家
に
帰
る
と
、

布
団
の
中
に
足
が
四
本
あ
る
、
二
本
は
妻
の
だ
が
、
あ
と
の
二
本
は

誰
の
だ
ろ
う
」（「
処
容
歌
」）
と
い
う
よ
う
な
も
の
も
あ
っ
た
。
エ
ロ

テ
ィ
シ
ズ
ム
の
中
に
、
ど
こ
と
な
く
と
ぼ
け
た
ユ
ー
モ
ア
が
あ
る
、

こ
れ
が
つ
ま
り
「
独
特
の
味
わ
い
」
の
一
端
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。

　

最
後
に
、
実
学
派
の
代
表
的
学
者
と
し
て
知
ら
れ
る
丁
若
鏞
の

「
海
南
吏
」（143

）
に
つ
い
て
、
個
人
的
な
感
想
も
ま
じ
え
て
若
干

の
補
足
を
試
み
た
い
。
こ
の
詩
は
本
書
の
註
が
述
べ
る
ご
と
く
、
杜

甫
の
「
三
吏
三
別
」
に
倣
い
、
民
衆
の
苦
し
み
を
歌
う
政
治
批
判
詩

で
あ
る
。
そ
の
第
五
、
六
句
、
海
南
か
ら
重
税
を
逃
れ
て
来
た
客
に

つ
い
て
、「
若
非
値
豺
狼
、
定
是
遭
羌
胡
」
と
あ
る
「
羌
胡
」
に
つ

い
て
、
本
書
は
、
古
代
中
国
西
北
部
の
少
数
民
族
の
総
称
で
、
こ
こ

で
は
当
時
朝
鮮
に
侵
入
し
て
来
た
女
真
族
な
ど
が
「
オ
ラ
ン
ケ
」

（
モ
ン
ゴ
ル
語
の
ウ
リ
ャ
ン
カ
イ
〈
兀
良
哈
〉
に
由
来
す
る
）
と
し
て
恐

れ
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
背
景
に
あ
る
と
説
明
す
る
が
、
こ
れ
だ
け
で
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は
十
分
で
な
い
。
海
南
郡
は
朝
鮮
半
島
の
西
南
端
の
海
辺
に
位
置
し
、

女
真
族
と
は
あ
ま
り
関
係
が
な
さ
そ
う
で
あ
る
。

　

海
南
郡
は
全
羅
道
（
現
在
は
全
羅
南
道
）
に
属
す
る
が
、
か
つ
て
こ

こ
に
水
軍
基
地
の
全
羅
右
水
営
が
置
か
れ
て
い
た
（
左
水
営
は
現
在

の
麗
水
市
）。
こ
の
右
水
営
と
対
岸
の
珍
島
に
は
、
旧
暦
の
八
月
十
五

日
の
中
秋
節
の
夜
に
、
婦
女
だ
け
が
輪
に
な
っ
て
踊
る
カ
ン
ガ
ン
ス

ウ
オ
ル
レ
（
강
강
수
월
래
）
と
い
う
有
名
な
民
俗
行
事
が
あ
る
。
こ

の
カ
ン
ガ
ン
ス
ウ
オ
ル
レ
は
、
当
て
字
で
あ
ろ
う
が
、
漢
字
で
「
強

羌
水
越
来
」
と
表
記
さ
れ
、
そ
れ
に
因
む
伝
承
も
あ
る
。
珍
島
に
は

高
麗
末
期
、
モ
ン
ゴ
ル
軍
に
抵
抗
し
た
三
別
抄
が
築
い
た
城
跡
が
あ

り
、
ま
た
珍
島
と
右
水
営
の
間
の
海
峡
で
は
、
豊
臣
秀
吉
の
侵
略
の

際
、
名
将
李
舜
臣
率
い
る
朝
鮮
水
軍
と
日
本
軍
と
の
間
で
海
戦
が
あ

り
、
右
水
営
に
は
戦
勝
を
記
念
す
る
当
時
の
石
碑
が
今
に
残
る
。
伝

承
は
そ
れ
ら
の
歴
史
的
事
件
に
因
む
も
の
だ
が
、
む
ろ
ん
事
実
で
は

な
い
だ
ろ
う
。
丁
若
鏞
は
当
時
、
海
南
郡
の
東
隣
の
康
津
郡
に
流
罪

に
な
っ
て
い
た
の
で
、
海
南
の
こ
の
有
名
な
民
俗
行
事
を
知
っ
て
い

て
、「
羌
胡
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
た
に
違
い
な
い
。
ま
た
十
一
、

十
二
句
に
「
橋
司
万
斛
船
、
正
月
離
王
都
」
と
あ
る
「
橋
司
」
は
、

註
に
あ
る
よ
う
に
舟
橋
司
の
こ
と
だ
が
、
そ
の
説
明
は
不
正
確
で
あ

る
。
舟
橋
司
は
、
漢
城
（
ソ
ウ
ル
）
の
南
を
流
れ
る
漢
江
に
、
国
王

の
行
幸
の
際
、
船
橋
を
架
設
す
る
た
め
の
役
所
で
、
南
方
か
ら
海
路

で
運
ば
れ
る
税
糧
が
、
そ
の
費
用
に
充
て
ら
れ
た
。

　

評
者
が
こ
れ
ら
の
事
実
を
知
っ
て
い
る
の
は
、
こ
の
海
南
郡
の
右

水
営
が
父
の
出
身
地
だ
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
丁
若
鏞
の
こ
の
詩
は
、

本
書
に
よ
っ
て
初
め
て
知
っ
た
。
私
事
に
わ
た
る
こ
と
で
は
あ
る
が
、

父
祖
の
地
に
因
む
詩
を
知
り
得
た
こ
と
に
対
し
、
こ
の
場
を
借
り
て
、

お
二
人
の
編
著
者
に
感
謝
の
言
葉
を
述
べ
る
こ
と
を
お
許
し
い
た
だ

き
た
い
。

 

（
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
九
年
二
月
、
三
六
四
頁
）


