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以
前
、
本
書
の
著
者
で
あ
る
陸
偉
榮
氏
が
訪

ね
て
こ
ら
れ
、中
国
語
で
執
筆
さ
れ
た
論
文「
豊

子
愷
与と

竹
久
夢
二
」
を
示
さ
れ
た
。
豊
子
愷
は

『
子
愷
漫
画
』
で
知
ら
れ
る
中
国
漫
画
の
鼻
祖

で
あ
り
、
竹
久
夢
二
は
い
わ
ゆ
る
「
夢
二
式
美

人
画
」
で
有
名
な
画
家
で
あ
る
。

　

論
文
に
は
、
ほ
ぼ
同
じ
構
図
の
子
愷
と
夢
二

の
画
が
図
版
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
た
。
子
愷

が
夢
二
の
画
を
参
考
に
し
た
と
い
う
。
こ
れ
に

は
驚
い
た
。
中
国
漫
画
の
鼻
祖
の
漫
画
は
、
実

は
大
衆
的
人
気
を
誇
っ
た
日
本
の
画
家
の
ス
タ

イ
ル
を
学
ん
だ
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
の
だ
か

ら
。
さ
ら
に
は
、子
愷
が
参
考
に
し
た
の
は「
お

葉
」
で
有
名
な
夢
二
の
美
人
画
で
は
な
く
、
早

期
、
つ
ま
り
「
社
会
主
義
時
代
」
の
画
で
あ
っ

た
と
い
う
。
夢
二
と
い
え
ば
美
人
画
ば
か
り
を

思
い
浮
か
べ
て
し
ま
う
現
状
で
は
、
子
愷
の
漫

画
と
夢
二
の
画
を
結
び
つ
け
て
考
え
よ
う
と
す

る
こ
と
自
体
な
か
な
か
で
き
は
し
な
い
。
そ
ん

な
中
、
貴
重
な
成
果
を
あ
げ
ら
れ
た
と
感
服
し

た
も
の
だ
。

　

こ
の
成
果
は
、
丹
念
な
資
料
の
調
査
お
よ
び

操
作
に
基
づ
い
て
い
る
。
ま
ず
、
子
愷
の
随
筆

を
は
じ
め
と
す
る
文
献
を
精
査
し
、
子
愷
が
夢

二
の
画
集
を
購
入
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た

上
で
、『
子
愷
漫
画
』
な
ど
に
収
め
ら
れ
た
子

愷
の
漫
画
と
、
子
愷
が
購
入
し
た
画
集
に
見
え

る
夢
二
の
画
を
一
つ
一
つ
照
合
す
る
と
い
う
丁

寧
な
作
業
が
あ
っ
た
。
陸
氏
は
、
子
愷
の
資
料

を
主
に
上
海
図
書
館
で
、
夢
二
の
資
料
を
主
に

国
会
図
書
館
で
捜
集
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
が
、

こ
う
い
っ
た
中
日
を
叉
に
か
け
た
調
査
を
実
行

で
き
る
行
動
力
も
見
習
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。

　

そ
ん
な
成
果
を
拝
見
し
て
か
ら
七
年
後
、
本

書
に
接
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
間
に
、
陸

氏
は
、早
稲
田
大
学
博
士
後
期
課
程
を
修
了
し
、

博
士（
文
学
）の
学
位
を
取
得
さ
れ
た
。
本
書
は
、

こ
の
学
位
請
求
論
文
を
も
と
に
、加
筆
訂
正
し
、

再
構
成
し
た
も
の
と
い
う
。
も
ち
ろ
ん
、「
豊

子
愷
与
竹
久
夢
二
」
も
日
本
語
に
な
り
、
盛
り

込
ま
れ
て
い
る
。ま
ず
は
目
次
を
掲
げ
て
お
く
。

２
０
世
紀
日
中
美
術
交
流
研
究　

序
説

第
Ⅰ
部　

民
国
期
の
画
家
に
み
る
日
本
と
の
交

流

第
１
章　

陳
師
曾
と
大
村
西
崖―

―

近
代
文

人
画
を
め
ぐ
っ
て

第
２
章　

早
期
の
洋
画―

―

日
本
に
お
け
る

李
叔
同
の
活
動

第
３
章　

１
９
２
０
年
代
以
降
の
洋
画―

―

関
紫
蘭
に
お
け
る
日
本
画
壇
の
影

響
と
洋
画
の
完
成
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第
Ⅱ
部　

日
中
戦
争
時
下
の
画
家
た
ち

第
１
章　

淪
陥
区
北
京
の
画
家

第
２
章　

淪
陥
区
上
海
の
画
家

第
３
章　

国
統
区
重
慶
の
画
家

第
Ⅲ
部　

豊
子
愷
様
式
の
創
生
か
ら
完
成
へ

第
１
章　

竹
久
夢
二
か
ら
の
影
響―

―

夢
二

の
発
見
と
独
自
様
式
の
完
成

第
２
章　

抗
戦
時
期
の
豊
子
愷―

―

作
品
集

『
戦
時
相
』
の
成
立

第
Ⅳ
部　

装
幀
に
み
る
日
本
美
術
の
受
容

第
１
章　

魯
迅
と
近
代
中
国
の
装
幀

第
２
章　

陶
元
慶
の
出
現

第
３
章　
「
図
案
家
」
陳
之
佛

第
４
章　

銭
君
匋
に
つ
い
て

第
Ⅴ
部　

展
望
と
課
題

　

こ
れ
を
見
て
、「
豊
子
愷
与
竹
久
夢
二
」
は
、

単
に
豊
子
愷
の
画
風
を
講
じ
た
も
の
で
は
な

く
、「
中
国
の
近
代
美
術
と
日
本
」
を
論
じ
る

た
め
の
嚆
矢
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
以

下
、
各
章
の
内
容
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。

　

第
Ⅰ
部
第
１
章
で
は
、
近
代
に
お
い
て
、
過

去
の
も
の
と
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
文
人
画
の
価
値

を
訴
え
た
陳
師
曾
が
、
当
時
日
本
で
「
文
人
画

の
復
興
」
を
唱
え
て
い
た
大
村
西
崖
に
影
響
を

受
け
て
い
た
こ
と
を
、
両
者
の
交
友
を
辿
る
こ

と
に
よ
り
、
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

　

同
第
２
章
で
は
、
東
京
美
術
学
校
で
洋
画
を

学
ん
だ
李
叔
同
（
後
の
弘
一
法
師
）
が
黒
田
清

輝
か
ら
影
響
を
受
け
て
い
た
こ
と
を
慎
重
に
考

証
す
る
と
共
に
、
日
本
の
漢
学
者
と
の
交
流
を

資
料
か
ら
発
掘
し
、
そ
れ
が
李
叔
同
に
具
わ
っ

て
い
た
伝
統
文
化
の
素
養
に
よ
る
も
の
で
あ
る

こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

　

同
第
３
章
で
は
、
女
流
画
家
・
関
紫
蘭
が
日

本
留
学
派
の
陳
抱
一
ら
か
ら
洋
画
を
学
び
、
さ

ら
に
陳
抱
一
の
友
人
で
あ
る
有
島
生
馬
と
中
川

紀
元
を
通
じ
て
文
化
学
院
に
留
学
し
、「
日
本

洋
画
」
に
よ
っ
て
、
洋
画
の
精
髄
を
本
格
的
に

学
び
、
大
成
し
た
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。

　

第
Ⅱ
部
第
１
章
で
は
、
日
中
戦
争
時
期
、「
日

本
人
と
は
会
わ
な
か
っ
た
」
と
い
う
「
伝
説
」

を
有
す
る
斉
白
石
、
東
京
の
高
島
屋
で
開
い
た

個
展
を
「
強
迫
」
に
よ
る
も
の
と
し
た
蔣
兆
和

の
言
動
の
偽
り
を
資
料
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
し

て
い
る
。

　

同
第
２
章
で
は
、
日
本
軍
お
よ
び
日
本
の
傀

儡
で
あ
っ
た
汪
兆
銘
政
権
の
誘
い
を
拒
ん
だ
と
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さ
れ
る
劉
海
粟
が
、
実
は
日
本
の
軍
人
や
実
力

者
と
関
係
が
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
、
日
本
に
留

学
し
、
日
本
人
妻
を
連
れ
帰
っ
た
こ
と
だ
け
を

理
由
に
「
漢
奸
」
と
さ
れ
た
陳
抱
一
が
受
け
た

理
不
尽
な
扱
い
を
指
摘
し
て
い
る
。

　

同
第
３
章
で
は
、
抗
戦
を
煽
る
歴
史
画
や
、

勇
猛
な
「
馬
」「
鷹
」
な
ど
の
画
に
よ
っ
て
「
抗

日
」
に
誘
導
し
、「
一
貫
し
て
共
産
党
を
支
持
」

し
て
い
た
と
さ
れ
る
徐
悲
鴻
が
、
実
は
「
消
極

的
抗
日
」
の
国
民
党
主
催
の
展
覧
会
に
出
品
し

て
い
た
事
実
を
暴
露
し
て
い
る
。

　

第
Ⅲ
部
第
１
章
で
は
、
前
述
の
豊
子
愷
が
竹

久
夢
二
か
ら
受
け
た
影
響
を
論
じ
て
い
る
。

　

同
第
２
章
で
は
、
抗
日
戦
争
を
描
い
た
豊
子

愷
の
『
戦
時
相
』
が
、
同
時
期
に
見
ら
れ
る
敵

へ
の
怒
り
を
か
き
た
て
る
た
め
の
宣
伝
画
で
は

な
く
、
戦
争
そ
の
も
の
の
悲
惨
さ
を
示
し
、
そ

こ
に
生
き
る
人
々
へ
の
同
情
を
描
い
て
お
り
、

そ
れ
は
豊
子
愷
の
文
人
的
素
養
に
よ
る
も
の
で

あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

　

第
Ⅳ
部
第
１
章
で
は
、
日
本
に
留
学
し
た
魯

迅
が
、
日
本
の
書
籍
装
幀
に
触
れ
、
参
考
に
し

た
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。
魯
迅
の『
壁
下
訳
叢
』

装
幀
が
日
本
の
『
先
駆
芸
術
叢
書
』
の
も
の
を

そ
の
ま
ま
取
り
入
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
発

見
し
、
実
例
を
あ
げ
て
い
る
点
が
圧
巻
。

　

同
第
２
章
で
は
、
魯
迅
と
深
く
関
わ
り
、
魯

迅
の
勧
め
で
書
籍
装
幀
を
手
が
け
る
よ
う
に

な
っ
た
陶
元
慶
の
図
案
が
、日
本
の
雑
誌『
白
樺
』

な
ど
の
「
日
本
ス
タ
イ
ル
」
か
ら
影
響
を
受
け

て
い
る
こ
と
を
具
体
的
事
例
に
よ
っ
て
検
証
し

て
い
る
。

　

同
第
３
章
で
は
、
東
京
美
術
学
校
で
図
案
を

専
攻
し
た
陳
之
佛
が
、
そ
の
成
果
を
中
国
の
書

籍
装
幀
に
お
い
て
実
践
し
た
こ
と
を
、
事
例
を

あ
げ
て
紹
介
し
て
い
る
。
陳
之
佛
『
図
案
法
Ａ

Ｂ
Ｃ
』
の
一
部
図
案
は
、東
京
美
術
学
校
教
授
・

島
田
佳
矣
『
工
芸
図
案
法
講
義
』
か
ら
流
用
し

て
い
る
と
の
指
摘
は
注
目
。

　

同
第
４
章
で
は
、
書
画
篆
刻
家
と
し
て
有
名

な
銭
君
匋
の
書
籍
装
幀
家
と
し
て
の
一
面
に
照

明
を
あ
て
、
魯
迅
、
陶
元
慶
を
通
し
て
、
日
本

の
影
響
を
色
濃
く
受
け
て
い
た
こ
と
を
論
じ
て

い
る
。
ま
た
、
銭
君
匋
、
陶
元
慶
ら
は
、
魯
迅

の
提
唱
し
た
「
拿
来
主
義
」
に
よ
っ
て
装
幀
家

と
し
て
育
ま
れ
た
と
す
る
。

　

全
編
を
通
読
し
、
こ
れ
ま
で
漠
然
と
し
て
い

た
中
国
の
近
代
美
術
に
与
え
た
日
本
の
影
響
に

つ
い
て
、
ほ
ぼ
初
め
て
具
体
的
に
論
じ
た
力
作

で
あ
る
と
思
っ
た
。
同
時
に
、
執
筆
に
は
大

き
な
困
難
を
伴
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
も
思
っ

た
。陸
氏
も
序
説
の
中
で
述
べ
て
お
ら
れ
る
が
、

中
国
で
は
、
政
治
的
に
も
文
化
的
に
も
、
外
国

か
ら
の
影
響
を
論
ず
る
こ
と
を
「
タ
ブ
ー
視
」

し
て
き
た
か
ら
だ
。
と
り
わ
け
、
抗
日
戦
争
の

敵
国
で
あ
っ
た
日
本
か
ら
の
影
響
と
な
る
と
な

お
さ
ら
で
あ
る
。

　

だ
が
、
研
究
と
は
、
真
実
の
追
究
で
あ
り
、

陸
氏
も
研
究
者
と
し
て
、
そ
れ
を
実
行
し
た
に

過
ぎ
な
い
。
陸
氏
を
こ
の
研
究
に
駆
り
立
て
る

原
動
力
は
、
日
本
留
学
の
経
験
で
あ
ろ
う
。
留

学
と
は
、
そ
の
国
に
何
か
を
求
め
て
い
る
者
が

行
う
の
で
は
な
い
か
。
留
学
経
験
者
は
そ
れ
を

自
覚
す
る
が
ゆ
え
に
、
先
達
、
つ
ま
り
自
分
よ

り
以
前
に
留
学
し
た
者
が
求
め
る
と
こ
ろ
を
も

理
解
し
得
る
の
で
あ
る
。

　

陸
氏
は
「
あ
と
が
き
」
で
、
本
書
が
「
日
中

関
係
の
良
化
に
寄
与
で
き
た
ら
、幸
い
で
あ
る
」

と
記
し
て
、
結
ん
で
い
る
。
真
実
の
追
究
は
、

よ
り
よ
い
未
来
を
も
も
た
ら
す
は
ず
だ
。
本
書

が
今
、
出
さ
れ
た
意
義
は
大
き
い
。

(

ま
つ
む
ら
・
し
げ
き　

大
妻
女
子
大
学
）


