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一

　

本
書
は
、
中
国
の
著
名
な
作
家
・
韋
君
宜
に
関
す
る
、
日
本
で
唯
一

の
専
著
で
あ
る
。
韋
君
宜
は
、
人
民
文
学
出
版
社
社
長
を
勤
め
、
六
〇

歳
を
す
ぎ
て
か
ら
自
分
の
経
験
を
書
い
た
。
彼
女
は
、
自
分
の
記
憶
の

な
か
の
中
国
革
命
（
文
化
大
革
命
を
含
む
）
に
つ
い
て
思
索
し
、
中
国
人

が
同
じ
誤
り
を
繰
り
返
さ
な
い
た
め
に
著
述
し
た
。
本
書
は
そ
ん
な
彼

女
の
著
作
一
二
冊
を
分
析
し
て
、「
中
国
革
命
の
﹁
真
実
﹂
を
再
構
築

し
よ
う
と
す
る
」（
著
者
ま
え
が
き
）
も
の
で
あ
る
。

　

本
書
の
前
半
は
韋
君
宜
の
回
想
録
『
思
痛
録
』
の
翻
訳
、
後
半
は

一
九
三
〇
年
代
か
ら
文
革
時
期
ま
で
の
韋
君
宜
に
関
す
る
楠
原
氏
の
論

考
か
ら
成
る
。
読
み
進
む
う
ち
に
、
こ
の
二
部
構
成
が
じ
つ
は
有
機
的

に
関
連
し
合
っ
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
い
た
。
そ
れ
は
、
韋
君
宜
の
文

学
に
寄
り
添
お
う
と
す
る
楠
原
氏
が
お
の
ず
と
到
達
し
た
、
一
種
の
新

中
国
知
識
人
を
研
究
す
る
方
法
に
つ
い
て
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し
い
ス
タ
イ
ル
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

第
一
に
、
韋
君
宜
の
回
想
録
の
訳
文
が
極
め
て
禁
欲
的
で
あ
る
点
。
こ

れ
は
、
情
緒
的
に
流
れ
た
り
飾
っ
た
り
し
な
い
、
事
実
を
忠
実
に
描
写
し

よ
う
と
す
る
韋
君
宜
の
態
度
を
体
現
・
尊
重
し
た
訳
文
な
の
で
あ
ろ
う
。

　

第
二
に
、
人
物
・
事
項
に
関
す
る
細
か
い
訳
注
。『
思
痛
録
』
で
は
、

中
国
の
文
学
芸
術
界
の
中
心
に
い
た
多
く
の
人
々
を
実
名
で
と
り
あ
げ

て
お
り
、
楠
原
氏
は
一
々
注
釈
を
徹
底
さ
せ
て
い
る
。
巻
末
の
人
名
索

引
に
よ
っ
て
、
韋
君
宜
に
よ
る
、
彼
ら
と
同
時
空
の
情
報
と
、
楠
原
氏

に
よ
る
客
観
的
な
情
報
と
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

第
三
に
、
テ
キ
ス
ト
の
相
違
に
関
す
る
異
様
に
詳
し
い
校
勘
。
訳
文

を
読
ん
で
い
る
と
き
は
、
な
ぜ
こ
れ
ほ
ど
詳
し
く
テ
キ
ス
ト
の
相
違
が

記
述
さ
れ
る
の
か
、
い
ぶ
か
し
く
思
っ
た
。
し
か
し
、
論
考
を
読
む
に

至
っ
て
、
北
京
版
と
香
港
版
の
相
違
を
議
論
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
韋

楠
原
俊
代
著

韋
君
宜
研
究

記
憶
の
な
か
の
中
国
革
命
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君
宜
の
思
索
の
跡
が
示
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
北
京
の
政
界
や
文
学
界

で
何
が
問
題
視
さ
れ
つ
づ
け
て
い
る
か
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
く
。
つ

ま
り
楠
原
氏
は
「
記
憶
の
中
の
中
国
革
命
」
と
言
い
な
が
ら
、
じ
つ
は

記
憶
に
よ
っ
て
歴
史
を
記
録
す
る
だ
け
で
な
く
、
歴
史
を
記
録
す
る
行

為
そ
の
も
の
の
現
在
的
問
題
を
論
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

第
四
に
、『
思
痛
録
』
が
記
述
の
禁
忌
を
乗
り
越
え
て
い
る
事
柄
を

的
確
に
お
さ
え
て
、
論
考
で
そ
れ
を
詳
細
に
議
論
し
て
い
る
こ
と
。
例

え
ば
、『
思
痛
録
』
は
延
安
で
の
搶
救
運
動
（
整
風
）
を
詳
し
く
書
い

て
い
る
が
、
こ
れ
は
一
九
九
〇
年
代
ま
で
禁
忌
だ
っ
た
。
論
考
で
は
、

こ
の
問
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
を
『
聞
一
多
全
集
』
の

注
釈
な
ど
か
ら
掘
り
起
こ
し
つ
つ
、
そ
の
流
れ
に
『
思
痛
録
』
を
置
く

と
と
も
に
、韋
君
宜
の
別
の
小
説『
露
沙
的
路
』も
取
り
上
げ
て
論
じ
る
。

　

第
五
に
、『
思
痛
録
』
へ
の
注
釈
作
業
か
ら
文
学
社
会
史
的
な
研
究

に
進
ん
で
い
る
点
。
政
治
の
動
き
の
な
か
で
、『
人
民
文
学
』
や
『
文

芸
学
習
』
な
ど
の
雑
誌
の
転
変
、
そ
れ
に
関
わ
っ
た
人
々
の
動
向
が
浮

き
彫
り
に
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
文
学
史
や
文
壇
史
と
は
異
な
る
記
述
方

法
で
あ
る
。

　

要
す
る
に
本
書
で
楠
原
氏
は
、
韋
君
宜
と
い
う
一
作
家
に
寄
り
添
い

な
が
ら
、
一
般
的
な
評
伝
と
い
う
か
た
ち
を
超
え
て
、
独
自
な
記
述
方

法
を
見
い
だ
し
つ
つ
、
現
代
中
国
の
文
学
・
書
く
こ
と
と
政
治
の
関
係

を
明
ら
か
に
し
て
い
る
と
言
え
る
。

　

二

　

以
下
は
私
の
感
想
。
韋
君
宜
は
、
北
京
の
高
級
知
識
分
子
の
個
別
の

事
情
ま
で
、
じ
つ
に
詳
細
に
記
録
し
て
い
る
。
私
た
ち
は
、
楠
原
氏
の

方
法
に
な
ら
い
、
こ
の
記
録
か
ら
入
っ
て
、
彼
ら
個
人
の
経
験
世
界
を

認
識
し
て
い
く
こ
と
が
可
能
だ
ろ
う（

１
）。

　

例
え
ば
、
第
九
章
で
言
及
さ
れ
る
許
覚
民
で
あ
る
。
韋
君
宜
に
よ

れ
ば
、
彼
は
造
反
派
に
尋
問
さ
れ
て
「
あ
っ
さ
り
と
﹁
反
党
す
る
た
め

だ
！
﹂
と
答
え
る
の
を
、私
は
聞
い
た
」
と
書
い
て
い
る
（
一
九
三
頁
）。

こ
の
記
述
は
、
許
覚
民
が
気
骨
の
持
ち
主
だ
っ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る

の
だ
ろ
う
が
、
彼
は
そ
の
後
、
韋
君
宜
よ
り
長
期
に
わ
た
っ
て
幹
部
学

校
で
改
造
を
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
（
四
六
〇
頁
）。
こ
の
二
つ

の
事
情
は
関
連
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
は
、
許
覚
民
に
つ

い
て
の
今
後
の
認
識
を
進
め
る
端
緒
と
な
る
。

　

許
覚
民
と
い
う
人
は
、
本
書
で
言
及
さ
れ
て
い
な
い
が
、
北
京
大
学

の
右
派
学
生
と
し
て
批
判
さ
れ
た
林
昭
の
お
じ
で
あ
っ
た
。
林
昭
は
、

反
右
派
で
批
判
さ
れ
た
の
ち
、
一
九
六
〇
年
に
地
下
出
版
物
『
星
火
』

の
事
件
に
関
わ
っ
て
逮
捕
さ
れ
、
六
八
年
に
銃
殺
さ
れ
た（

２
）。
許
覚
民

は
、
二
〇
〇
〇
年
に
『
林
昭
、
不
再
被
遺
忘
』（
長
江
文
芸
出
版
社
）
を
、

二
〇
〇
六
年
に
『
走
近
林
昭
』（
香
港
明
報
出
版
）
を
編
ん
で
い
る
。
同

じ
頃
の
胡
傑
監
督
の
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
『
寻
找
林
昭
的
灵
魂
』
で
は
、
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許
覚
民
本
人
が
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
登
場
す
る
。
韋
君
宜
の
言
及
は
、
許

覚
民
の
歴
史
へ
の
態
度
を
認
識
す
る
端
緒
と
な
る
。

　

禁
忌
を
超
え
よ
う
と
す
る
韋
君
宜
で
は
あ
る
が
、
大
飢
饉
に
つ
い
て

の
言
及
は
多
く
な
い
。
王
兵
監
督
の
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
で
有
名
な
和

鳳
鳴
の
回
想
録
『
経
歴
―
―
我
的
一
九
五
七
』（
二
〇
〇
一
年
）
と
は
対

照
的
だ
。
お
そ
ら
く
、
韋
君
宜
の
い
た
北
京
で
は
そ
れ
ほ
ど
情
報
が
多

く
な
か
っ
た
の
と
、
自
分
の
経
験
を
書
く
と
い
う
姿
勢
が
起
因
し
て
い

る
の
だ
ろ
う
。

　

そ
の
一
方
で
、
自
分
の
経
験
を
書
く
と
い
う
こ
と
は
、「
老
革
命
家
」

あ
る
い
は
高
級
知
識
人
の
立
ち
位
置
か
ら
書
く
と
い
う
こ
と
に
も
な

る
。
例
え
ば
、
彼
女
は
反
革
命
鎮
圧
運
動
に
つ
い
て
、「
四
川
か
ら
、

六
万
の
反
革
命
を
殺
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
の
電
報
が
来
た
…
…

彼
ら
が
こ
の
返
電
を
受
け
た
時
に
は
、
六
万
人
は
も
う
﹁
始
末
﹂
さ

れ
た
後
だ
っ
た
。
彼
（
陸
定
一
）
が
簡
単
に
付
け
加
え
た
こ
の
言
葉
に
、

私
は
た
い
へ
ん
大
き
な
衝
撃
を
受
け
た
。
こ
の
言
葉
を
通
し
て
私
は
感

じ
た
―
―
あ
あ
！　

こ
の
六
万
人
の
生
命
は
、
党
に
と
っ
て
は
、
歯
の

隙
間
に
は
さ
ま
っ
た
食
べ
滓
か
、
骨
の
く
ず
の
よ
う
な
も
の
な
の
だ
！

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
こ
と
は
若
い
時
か
ら
革
命
に
身
を
投
じ
て
き
た
わ

れ
わ
れ
青
年
と
は
確
か
に
関
わ
り
の
な
い
こ
と
だ
っ
た
の
で
、
衝
撃
は

ま
だ
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
は
な
か
っ
た
」
と
あ
る
（
六
八
頁
）。「
大
き
な

衝
撃
を
受
け
た
」
と
い
い
、「
衝
撃
は
ま
だ
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
は
な
か
っ

た
」
と
い
う
。「
関
わ
り
が
な
い
」、
自
分
は
「
始
末
」
さ
れ
る
側
で
は

な
い
。

　

第
一
五
章
で
韋
君
宜
は
、
文
革
後
の
冤
罪
事
件
へ
の
対
応
を
書
い
て

い
る
。
彼
女
は
工
作
組
の
一
員
と
し
て
農
村
に
入
り
、
死
者
の
出
た
事

件
に
つ
い
て
調
査
し
た
。「
農
民
が
な
ぜ
追
い
つ
め
ら
れ
て
自
殺
し
た

か
に
つ
い
て
も
、
県
委
書
記
の
責
任
だ
と
は
書
け
な
か
っ
た
。
地
主
で

な
い
人
が
誤
っ
て
地
主
と
認
定
さ
れ
、
殴
り
殺
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て

も
出
身
成
分
認
定
の
誤
り
の
冤
罪
事
件
と
し
か
書
け
な
か
っ
た
…
…
む

だ
死
に
し
た
人
の
命
の
こ
と
を
、
そ
れ
以
上
追
求
す
る
方
法
も
な
け
れ

ば
、
そ
の
権
限
も
な
い
。
…
…
一
人
の
記
者
（
自
分
）
が
こ
の
よ
う
に

追
求
す
る
こ
と
は
、
す
な
わ
ち
局
面
を
混
乱
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で

あ
り
、
有
罪
だ
…
…
（
追
求
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
）
考
え
れ
ば
考
え
る

ほ
ど
理
に
か
な
っ
て
い
る
と
思
っ
た
が
、
そ
れ
と
同
時
に
私
は
ま
す
ま

す
眠
れ
な
く
な
っ
た
」（
三
〇
三
頁
）。
こ
の
章
は
、
冤
罪
事
件
の
清
算

の
具
体
例
を
記
録
し
て
い
て
興
味
深
い
の
だ
が
、
韋
君
宜
は
文
革
で
批

判
さ
れ
な
が
ら
も
復
活
し
、
紀
律
検
査
委
員
と
と
も
に
農
村
の
党
書
記

や
公
安
局
長
を
調
査
す
る
立
場
な
の
で
あ
る
。

　
『
思
痛
録
』
香
港
版
の
序
文
に
こ
う
あ
る
。「
か
つ
て
党
の
た
め
に
自

分
を
犠
牲
に
し
た
私
心
の
な
い
人
が
、
ど
れ
ほ
ど
無
実
の
罪
を
着
せ
ら

れ
て
亡
く
な
っ
た
こ
と
か
、
右
派
に
認
定
さ
れ
た
こ
と
か
」。「
そ
の
意

味
は
、
正
し
い
の
は
や
は
り
党
だ
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
」。
こ
う
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書
い
て
お
り
な
が
ら
、
結
論
的
に
は
「
こ
れ
ま
で
の
指
導
者
は
そ
ん
な

に
よ
く
な
か
っ
た
が
、
後
の
指
導
者
は
や
は
り
よ
い
、
彼
ら
は
結
局
の

と
こ
ろ
祖
国
と
人
民
の
た
め
に
力
を
尽
く
し
て
い
る
。
少
し
ぐ
ら
い
間

違
え
て
も
、
わ
れ
わ
れ
は
耐
え
て
許
そ
う
」。
こ
こ
で
い
う
「
こ
れ
ま

で
の
指
導
者
」
と
は
毛
沢
東
で
あ
り
、「
後
の
指
導
者
」
と
は
鄧
小
平
・

胡
耀
邦
な
の
で
あ
ろ
う
。「
少
し
ぐ
ら
い
間
違
え
て
も
」
と
は
、
党
に

よ
る
冤
罪
を
認
め
な
が
ら
も
、
正
し
い
の
は
党
だ
と
堅
持
す
る
こ
と
を

い
っ
て
い
る
。
冤
罪
の
清
算
に
多
少
の
非
情
や
間
違
い
が
あ
っ
た
と
し

て
も
、
許
す
べ
き
だ
。
自
分
が
農
村
で
の
冤
罪
調
査
で
、
正
当
な
責
任

追
及
を
す
べ
き
で
は
な
い
と
悟
っ
た
の
と
同
じ
よ
う
に
、
こ
れ
か
ら
中

国
は
よ
く
な
る
の
だ
か
ら
許
そ
う
。

　
「
老
革
命
家
」
と
し
て
共
産
党
を
信
じ
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
彼
女

は
、
し
か
し
、
と
言
う
か
、
だ
か
ら
こ
そ
右
派
と
さ
れ
た
冤
罪
に
対
し

て
発
憤
す
る
。
党
の
多
少
の
間
違
い
は
許
す
と
言
い
つ
つ
、
冤
罪
を
放

置
す
る
こ
と
に
眠
れ
な
く
な
る
よ
う
な
煩
悶
が
起
こ
る
。
こ
の
煩
悶
と

「
書
く
こ
と
」は
結
び
つ
い
て
い
る
。党
の
犯
し
た
過
ち
を
隠
匿
す
れ
ば
、

ま
た
同
じ
過
ち
を
犯
す
か
も
し
れ
な
い
、
だ
か
ら
「
真
実
」
を
記
述
し

た
い
、
と
彼
女
は
考
え
て
い
る
。

　

こ
の
韋
君
宜
の
態
度
に
、
一
種
の
歯
切
れ
の
悪
さ
を
感
じ
る
の
は
、

私
だ
け
で
は
な
い
よ
う
だ
。
同
じ
『
思
痛
録
』
を
分
析
し
た
福
岡
愛
子

氏
は
「
逡
巡
」
と
い
う
語
を
使
っ
て
い
る（

３
）。
と
は
い
え
、だ
か
ら
こ
そ
、

こ
の
煩
悶
・
逡
巡
に
韋
君
宜
の
記
録
し
た
歴
史
の
「
真
実
」
が
窺
え
る

と
も
言
え
よ
う
。『
思
痛
録
』
の
序
文
を
分
析
し
て
、
楠
原
氏
は
こ
う

ま
と
め
る
。「﹁
共
産
主
義
﹂
の
理
想
へ
の
信
念
を
も
ち
、
共
産
主
義
を

堅
持
す
べ
し
と
言
う
の
で
は
な
く
、
共
産
主
義
は
駄
目
だ
と
言
っ
て
い

る
の
で
も
決
し
て
な
い
が
、
し
か
し
、
共
産
主
義
が
よ
い
の
か
ど
う
か

を
も
含
め
て
、
自
由
と
民
主
を
実
現
し
う
る
ど
の
よ
う
な
思
想
・
政
体

が
あ
り
う
る
の
か
、
後
世
の
人
々
に
大
本
の
と
こ
ろ
か
ら
考
え
て
も
ら

い
た
い
と
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」（
三
六
七
頁
）。
本
書

が
考
察
の
軸
と
し
た
テ
キ
ス
ト
の
差
異
の
問
題
も
、
お
そ
ら
く
こ
の
問

題
に
関
わ
っ
て
く
る
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

【
注
】

（
1
）
最
近
、
彼
ら
の
反
右
派
運
動
に
お
け
る
檔
案
が
出
版
さ
れ
た
の
で
、

個
別
に
参
考
で
き
る
。
宋
永
毅
主
編
『
千
名
中
国
右
派
処
理
結
論
和
個
人
檔

案
』
国
史
出
版
社
、
二
〇
一
五
年
。
そ
の
二
四
六
頁
に
み
え
る
、
中
央
宣
伝

部
が
党
中
央
に
報
告
し
た
右
派
処
理
の
リ
ス
ト
に
載
る
人
々
の
多
く
が
、
本

書
に
登
場
す
る
。

（
2
）
土
屋
昌
明
・〈
中
国
六
〇
年
代
と
世
界
〉
研
究
会
編
『
文
化
大
革
命
を

問
い
直
す
』
ア
ジ
ア
遊
学
、
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
六
年
一
一
月
を
参
照
。

（
3
）
福
岡
愛
子
『
文
化
大
革
命
の
記
憶
と
忘
却
』
新
曜
社
、
二
〇
〇
八
年
、

第
六
章
、
二
五
二
頁
。

（
つ
ち
や
・
ま
さ
あ
き　

専
修
大
学
）


