
116 

批

評

・

紹

介

韓

園

科

皐

技

術

史

全

相

運

著

昭
和
五
十
三
年
十
一
月
東
京

麗
書
林

A
5
刑

囚

O
二
頁

木
書
の
著
者
も
い
う
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
日
本
語
で
讃
む
こ
と
の
で
き
る
韓

園
の
科
皐
史
は
、
洪
以
獲
の
「
朝
鮮
科
翠
史
」

一
本
の
み
で
あ
っ
た
。
一
九
四

四
年
の
刊
行
で
あ
る
。
第
二
次
大
戦
の
末
期
、
よ
く
も
こ
の
本
が
出
た
も
の
と

思
わ
れ
る
。
そ
し
て
同
替
の
結
論
に
お
い
て
洪
氏
は
「
結
論
は
今
の
所
で
は
何

と
も
云
へ
な
い
・
・
:
こ
れ
か
ら
つ
き
つ
め
て
各
分
野
が
明
ら
さ
ま
に
研
究
さ
れ

て
か
ら
論
ず
べ
き
で
あ
る
」
と
記
し
て
い
る
。
け
れ
ど
も
斡
図
科
摩
史
の
一
般

的
通
史
と
し
て
、
こ
れ
は
貴
重
な
勢
作
で
あ

っ
た
。

た
だ
個
別
的
な
研
究
は
わ
ず
か
な
が
ら
あ
っ
た
。
本
書
の
著
者
も
ふ
れ
る
よ

う
に
、
和
田
雄
治
の
天
文
、
気
象
閥
係
の
論
文
が
あ
る
。
ま
た
第
二
次
大
戦
後

に
は
田
村
専
之
助
が
、
李
朝
の
多
く
の
気
象
観
測
の
デ
ー
タ
を
整
理
し
て
研
究

し
た
。
そ
の
ほ
か
イ
ギ
リ
ス
の
王
立
ア
ジ
ア
協
舎
の
韓
園
.
フ
ラ
ン
チ
の
な
か
に

は
、
天
文
、
兵
器
、
瞥
皐
な
ど
に
関
す
る
若
干
の
論
文
が
あ
る
。
け
れ
ど
も
韓

閣
の
濁
立
以
後
、
新
し
く
夜
見
さ
れ
紹
介
さ
れ
た
り
し
た
新
史
料
を
駆
使
し
て

の
、
ま
と
ま
っ
た
通
史
は
な
か
な
か
現
わ
れ
な
か
っ
た
。
そ
し
て
今
日
、
よ
う

や
く
全
相
逮
氏
の
本
書
が
刊
行
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

著
者
全
相
運
氏
は
ソ
ウ
ル
大
摩
の
出
身
だ
が
、
ニ

ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
立
大
泉
、

'" F司

ハ
ー
バ
ー
ド
大
同
学
燕
京
研
究
所
な
ど
で
科
皐
史
の
研
究
を
す
す
め
、
ま
た
京
大

の
人
文
科
患
研
究
所
で
も
科
用
事
ん
の
研
究
に
熱
心
で
あ
っ
た
。
そ
の
成
果
は
す

で
に
い
く
つ
か
の
著
書
と
な
っ
た
が
、
こ
と
に
一
九
七
四
年
、

M
I
T
プ
レ
ス

か
ら
英
文
で
刊
行
さ
れ
た
「
韓
園
科
皐
技
術
史
」
は
、
最
初
の
欧
文
の
科
皐
史

書
と
し
て
皐
界
の
注
目
を
あ
び
た
。
本
書
は
そ
の
日
本
語
版
で
あ
る
が
、

M
I

T
版
に
さ
ら
に
改
訂
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
全
氏
は
七
七
年
に
は
京
大
で

翠
位
を
受
け
た
。
人
文
研
に
し
ば
し
ば
来
ら
れ
た
こ
と
な
ど
も
あ
っ
て
、
評
者

に
と
っ
て
も
親
し
い
皐
友
の
ひ
と
り
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
も
こ
の
書
の
上
梓

を
こ
こ
ろ
か
ら
よ
ろ
こ
び
た
い
。

ま
ず
内
容
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。
序
章
で
著
者
は
韓
図
の
科
同
学
技
術
の
進
歩

の
あ
と
を
大
き
な
流
れ
と
し
て
概
観
し
、
そ
れ
に
過
去
の
研
究
史
を
つ
け
加
え

る
。
韓
園
も
ま
た
日
本
と
同
じ
よ
う
に
中
園
文
化
の
影
響
を
つ
よ
く
受
け
て
い

た
。
た
だ
そ
れ
が
日
本
と
異
な

っ
て
、
技
術
の
面
で
の
影
響
が
よ
り
強
か
っ
た

こ
と
は
注
意
さ
れ
よ
う
。
日
本
の
場
合
は
現
貸
の
技
術
よ
り
は
、
自
然
哲
接
的

側
面
や
本
革
、
暦
法
な
ど
に
お
い
て
、
ほ
ぼ
中
園
科
皐
を
そ
の
ま
ま
輸
入
し
て

い
た
。
し
か
し
韓
園
の
場
合
、
中
園
農
書
に
よ
る
農
業
指
導
が
李
朝
の
こ
ろ
ま

で
は
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
韓
園
の
地
理
的
位
置
や
、
風
土
に
原

因
す
る
と
こ
ろ
が
あ
ろ
う
。

序
章
に
つ
い
で
第
一
章
は
天
文
準
。
宇
宙
観
に
は
じ
ま
っ
て
、
地
球
団
穂
説
、

天
文
圏
、
天
文
墓
、
各
種
の
時
計
、
観
測
機
器
な
ど
か
ら
、
天
鰻
観
測
の
賞
状

に
ま
で
及
ん
で
い
る
。
も
ち
ろ
ん
暦
法
、
時
刻
制
に
も
一
節
が
き
か
れ
、
天
文

回
目
干
の
全
分
野
に
わ
た
っ
て
い
る
。
第
二
章
は
気
象
皐
で
、
測
雨
器
と
水
宙
開
の
愛

明
が
特
筆
さ
れ
る
。
第
三
掌
は
物
理
皐
と
物
理
技
術
。
各
種
の
機
械
装
置
、
印

刷
術
、
火
様
、
造
船
、
土
木
技
術
が
論
じ
ら
れ
る
。
第
四
章
は
化
摩
、
化
皐
技

術
、
製
薬
皐
。
金
属
工
塾
、
金
属
製
錬
、
合
金
、
煉
丹
術
、
製
紙
、
火
薬
、
ガ
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ラ
ス
と
そ
の
範
囲
は
ひ
ろ
い
。
つ
い
で
第
五
章
は
地
理
皐
と
地
圃
。
地
理
皐
、

地
理
志
、
地
図
の
製
作
、
世
界
地
図
の
俸
来
な
ど
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
韓
園
の
文
化
は
、
都
接
す
る
こ
圏
、
す
な
わ
ち
中
園
と
日
本
に
深

い
関
係
を
も
っ
て
い
る
。
韓
園
自
鐙
か
ら
生
れ
て
き
た
自
震
の
文
化
を
主
軸
と

し
つ
つ
、
そ
の
周
遊
に
は
中
園
や
日
本
と
の
交
流
、
ま
た
刺
激
か
ら
生
れ
た
文

化
が
存
在
す
る
。
そ
こ
で
歴
史
を
書
く
と
き
の
史
料
と
し
て
は
、
こ
れ
ら
鄭
接

二
園
の
そ
れ
を
併
せ
参
照
す
る
要
が
あ
る
。
そ
れ
は
か
な
り
に
手
閃
の
か
か
る

仕
事
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
著
者
は
よ
く
こ
の
雨
者
の
史
料
を
用
い
、
そ
れ
と
韓

園
側
の
史
料
と
を
関
連
さ
せ
て
ゆ
く
。
そ
の
手
ぎ
わ
は
な
か
な
か
み
ご
と
で
あ

る
。
し
か
も
韓
関
側
の
史
料
に
は
、
こ
れ
ま
で
紹
介
さ
れ
て
い
な
い
新
史
料
も

き
わ
め
て
多
く
、
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
わ
た
し
ど
も
日
本
の
讃
者
に
は
、
ま
こ

と
に
新
鮮
で
知
的
刺
激
を
輿
え
ら
れ
る
も
の
が
多
い
。
そ
の
黙
で
も
著
者
の
努

を
多
と
せ
ね
ば
な
る
ま
い
。

第
一
章
、
天
文
皐
で
は
、

金
錫
文
の
三
大
丸
空
浮
説
と
洪
大
容
の
地
鶴
設
が

や
は
り
興
味
を
ひ
く
。
日
本
の
地
動
設
は
オ
ラ
ン
ダ
の
テ
キ
ス
ト
に
よ
り
直
輸

入
さ
れ
た
。
し
か
し
李
朝
の
そ
れ
は
、
中
園
経
由
の
わ
ず
か
な
知
識
を
抜
大
し

て
い
ア
た
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
こ
と
に
国
を
完
全
図
形
と
み
る
考
え
が

う
か
が
わ
れ
る
の
も
興
味
を
ひ
こ
う
。
日
本
で
の
地
動
設
は
、
新
設
と
し
て
た

や
す
く
受
容
さ
れ
た
。
天
動
か
地
動
か
は
べ
つ
に
世
界
観
を
ゆ
る
が
す
も
の
で

は
な
か
っ
た
か
ら
。
李
朝
で
の
地
軸
特
設
も
ま
た
同
じ
タ
イ
プ
で
あ
っ
た
ろ
う
。

天
文
闘
に
つ
い
て
も
多
く
の
李
朝
の
史
料
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ

る
と
基
本
は
中
園
の
天
文
園
で
あ
る
。
ま
た
一
八

O
七
年
に
は
、
湯
若
笠
系
の

西
洋
の
天
文
皐
に
よ
る
も
の
が
作
ら
れ
、
そ
れ
以
後
も
多
く
が
作
成
さ
れ
た
と

あ
る
。
こ
う
し
た
経
過
は
日
本
の
場
合
と
よ
く
似
て
い
る
。
し
か
し
中
園
に
赴

い
て
直
接
に
西
洋
の
宣
教
師
か
ら
数
え
を
受
け
た
と
い
う
例
な
ど
は
、
ま
た
韓

園
の
濁
特
の
も
の
で
あ
ろ
う
。

慶
州
の
勝
星
妥
は
古
く
か
ら
有
名
な
天
文
重
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
天
文
豪

が
日
常
観
測
用
の
も
の
な
の
か
、
特
別
の
時
の
み
に
使
用
す
る
も
の
な
の
か
は

ま
だ
定
設
は
な
い
。
著
者
も
こ
れ
に
つ
い
て
恨
重
で
あ
る
。
が
重
要
な
の
は
李

朝
の
関
儀
肇
に
つ
い
て
の
記
述
で
あ
る
。
こ
れ
は
十
五
世
紀
の
東
ア
ジ
ア
で
は

最
大
の
も
の
で
あ
っ
た
。
洪
氏
も
こ
の
設
立
を
も
っ
て
「
朝
鮮
天
文
皐
史
上
の

黄
金
時
代
」
と
記
し
て
い
る
。
け
れ
ど
も
わ
た
し
ど
も
の
心
を
痛
ま
せ
る
の

は
、
こ
の
大
天
文
蔓
が
、
壬
辰
倭
航
、
す
な
わ
ち
文
様
慶
長
の
侵
略
に
よ
っ

て
、
破
擁
さ
れ
、
復
奮
不
可
能
に
お
ち
い
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
壬
辰
了
酉
の
修

は
こ
れ
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
こ
れ
以
外
の
章
の
と
こ
ろ
に
も
、
し
ば
し
ば
韓
閣

の
設
備
の
い
く
つ
か
が
、
こ
の
倭
蹴
に
よ
っ
て
破
却
さ
れ
た
こ
と
が
-
記
さ
れ

る
。
著
者
の
記
述
は
客
観
的
に
淡
々
と
し
て
い
る
け
れ
ど
、
日
本
の
讃
者
は
心

打
た
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
ろ
う
。
な
お
地
描
開
設
の
洪
大
容
が
私
設
の
天
文
肇
を
も

っ
て
い
た
こ
と
は
特
筆
さ
れ
る
。
そ
の
プ
ラ
ン
は
北
京
を
モ
デ
ル
と
し
た
と
は

い
え
、
理
論
と
観
測
の
繭
者
を
粂
ね
た
人
物
と
し
て
、
洪
大
容
は
記
憶
さ
る
べ

き
天
文
皐
者
で
あ
っ
た
。
つ
い
で
の
日
時
計
の
各
種
の
タ
イ
プ
の
紹
介
も
ま
た

詳
細
で
あ
る
。
そ
し
て
上
述
の
そ
れ
ら
が
韓
圏
、
中
園
、
ま
た
西
洋
の
影
響
と

明
快
に
分
類
さ
れ
て
い
る
の
も
、
著
者
の
眼
の
行
き
届
い
て
い
る
こ
と
を
思
わ

せ
る
。
な
か
で
も
十
五
世
紀
牢
ば
に
、
公
衆
用
の
日
時
計
が
置
か
れ
た
と
の

「
世
宗
貫
録
」
か
ら
の
引
用
は
珍
し
い
。
市
民
に
時
刻
を
共
有
さ
せ
る
こ
の
方

法
が
、
李
朝
の
都
市
生
活
に
ど
ん
な
影
響
を
奥
え
た
か
、
注
目
さ
れ
る
こ
と
が

ら
で
あ
る
。

同
じ
こ
ろ
に
自
動
式
の
水
時
計
も
製
作
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
一
個
の
機
巧

で
あ
り
、
中
園
の
元
代
に
行
わ
れ
た
イ
ス
ラ
ム
系
技
術
の
流
れ
で
あ
る
。
ま
た

玉
漏
と
稽
さ
れ
た
天
象
時
計
。
こ
の
種
の
時
計
は
、
日
本
で
は
「
本
朝
価
額
文
献
肝
」
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に
み
え
る
「
蓋
天
十
二
時
銘
弁
序
」
な
ど
か
ら
推
定
さ
れ
る
、
借
日
宛
の
製
作

し
た
も
の
以
外
に
は
見
蛍
ら
な
い
。
た
だ
江
戸
時
代
の
末
期
に
は
か
ら
く
り
師

が
一
部
で
こ
れ
に
類
す
る
も
の
を
製
作
し
て
い
た
が
。
そ
こ
に
王
者
と
天
文
、

ま
た
時
計
が
結
び
つ
く
文
化
の
あ
り
方
と
、
そ
れ
が
ほ
と
ん
ど
無
関
係
な
文
化

の
相
還
が
見
出
さ
れ
よ
う
。
日
本
の
王
者
は
な
ぜ
そ
う
し
た
儀
務
を
求
め
な
か

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

そ
の
こ
と
は
十
七
世
紀
の
海
天
時
計
の
製
作
に
よ
っ
て
も
考
え
ら
れ
る
。
こ

れ
ら
の
製
作
は
十
五
世
紀
の
世
宗
が
、
明
に
天
文
儀
訴
の
研
究
の
た
め
に
、
二

人
が
仮
迭
さ
れ
た
こ
と
が
そ
の
端
緒
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
や
が
て
水
運
式

の
浬
天
時
計
か
ら
西
洋
式
の
機
構
を
用
い
た
時
計
の
製
作
と
な
っ
た
。
そ
の
製

作
の
歴
史
は
、
一
八
三

O
年
に
ま
で
も
い
く
つ
も
の
例
が
あ
る
。
そ
こ
に
天
文

を
も
っ
て
王
者
の
業
と
す
る
、
儒
皐
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
忠
貨
な
寅
践
者
で
あ

プ
た
李
朝
の
性
格
が
、
き
わ
め
て
よ
く
表
現
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き

よ
う
。
そ
れ
は
世
宗
の
時
代
に
朝
鮮
を
基
準
と
す
る
よ
う
に
、
中
園
暦
が
校
訂

改
正
さ
れ
た
事
貨
に
も
み
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
日
月
食
や
五
星
の
運
動
、
ま

た
答
星
な
ど
の
記
録
の
多
い
こ
と
も
、
そ
の
一
端
で
あ
っ
た
。
著
者
の
研
究
も

ま
た
こ
の
た
め
か
、
天
文
皐
に
最
も
力
結
が
置
か
れ
、
金
鐙
の
三
分
の
一
を
し

め
て
い
る
。

気
象
皐
が
濁
自
の
援
連
を
み
せ
た
こ
と
は
、
か
つ
て
和
田
雄
治
、
田
村
幕
之

助
ら
が
明
ら
か
に
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
世
宗
の
時
代
に
規
定
さ
れ
た
測
雨
器

は
、
雨
量
の
定
最
測
定
と
し
て
ま
こ
と
に
劃
期
的
で
あ
る
。
さ
ら
に
漢
江
に
量

水
標
を
設
置
し
た
こ
と
も
、
農
業
気
象
の
デ
ー
タ
を
確
貨
に
し
よ
う
と
い
う
新

し
い
思
考
で
あ
り
、
そ
れ
が
記
録
簿
の
作
成
に
ま
で
至
っ
た
の
は
、
自
然
現
象

の
微
量
的
把
援
と
い
う
黙
で
、
た
し
か
に
近
代
性
を
帯
び
た
も
の
で
あ
る
。
し

か
も
こ
の
記
録
は
壬
辰
の
飢
の
後
も
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
注
意
を
要
す
る
。

ま
た
十
八
世
紀
か
ら
は
終
日
観
測
が
は
じ
ま
っ
て
い
る
こ
と
、
測
雨
器
が
多
数

澄
存
し
て
い
る
こ
と
、
量
水
標
も
保
存
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
は
、
日
本
の
科

皐
史
上
の
遺
物
を
保
存
す
る
に
つ
い
て
の
、
よ
い
参
考
と
も
な
ろ
う
。
風
旗
を

立
て
て
風
向
を
観
測
す
る
こ
と
も
有
名
で
あ
っ
て
、
洪
氏
も
か
つ
て
こ
れ
に
ふ

れ
た
。
大
風
、
暴
風
の
風
量、

地
震
、
気
温
、
気
盤
、
極
光
観
測
記
録
な
ど
、

著
者
は
よ
く
文
献
か
ら
抄
出
し
て
い
る
。
な
か
で
も
「
中
宗
質
録
」
の
極
光
記

録
は
出
色
の
も
の
で
あ
る
。

第
三
章
の
物
理
翠
と
物
理
技
術
。
度
量
衡
の
歴
史
も
要
を
得
た
記
述
で
あ

る
。
つ
い
で
光
関
係
だ
が
こ
こ
で
い
わ
ゆ
る
施
銃
が
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の

は
珍
し
い
。
鏡
の
反
射
光
に
よ
っ
て
、
鋭
拍
円
の
文
様
が
映
し
出
さ
れ
る
鏡
は
、

最
近
中
園
で
の
愛
見
も
あ
っ
て
、

一
般
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し

日
本
や
中
閣
の
腿
鋭
は
単
に
鋳
造
し
た
文
様
が
映
じ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し

著
者
の
記
述
に
従
え
ば
、
韓
園
の
そ
れ
は
異
質
の
金
属
で
象
桜
し
た
文
様
が
映

じ
る
と
い
う
。
と
す
れ
ば
韓
園
に
は
日
本
や
中
園
と
は
異
っ
た
施
鋭
が
存
在
し

た
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
名
高
い
オ
ン
ド
ル
や
、
天
然
氷
庫
の
遺
存
が
紹
介

さ
れ
て
い
る
の
も
興
味
を
ひ
く
。

動
力
機
械
と
し
て
は
回
碑
運
動
の
利
用
か
ら
記
述
が
は
じ
ま
る
。
こ
こ
で
紡

鋒
車
の
こ
と
が
記
さ
れ
る
が
、
こ
の
記
述
は
や
や
誤
解
を
招
こ
う
。
紡
錘
車
は

糸
を
作
る
道
具
で
、

織
機
と
は
無
関
係
だ
か
ら
。
そ
し
て
こ
れ
以
下
、
織
機
、

陶
車
、
車
な
ど
の
記
述
は
、
そ
れ
ま
で
の
記
述
に
く
ら
べ
て
精
彩
を
飲
く
。
織

機
な
ど
は
技
術
史
上
で
は
重
要
な
文
化
指
標
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に

は
さ
ら
に
ふ
み
こ
ん
だ
絞
埼
か
望
ま
れ
よ
う
。
そ
れ
は
水
車
に
つ
い
て
も
同
様

で
、
「
西
欧
系
の
龍
骨
草
」
と
あ
る
の
は
意
味
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
恐
ら
く

「
奇
器
聞
読
」
(
主
徴
)
な
ど
に
み
え
る
そ
れ
か
と
も
思
わ
れ
る
が
、
園
設
の

も
の
は
ラ
メ
イ
リ
や
フ
ァ
レ
ン
テ
ィ
ウ
ス
の
「
機
械
書
」
に
も
と
づ
い
た
も
の
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で
、
多
分
に
空
想
的
の
も
の
に
と
ど
ま
る
こ
と
は
注
意
を
要
し
よ
う
。
ま
た
こ

こ
で
著
者
は
機
械
時
計
の
未
渓
遠
の
吠
況
を
読
き
、
韓
園
の
機
械
産
業
の
後
進

性
は
こ
こ
に
は
じ
ま
る
と
す
る
。
し
か
し
著
者
も
い
う
よ
う
に
、
日
本
の
和
時

計
の
製
作
は
、
決
し
て
そ
の
ま
ま
近
代
の
日
本
の
機
械
産
業
に
は
結
び
つ
い
て

い
な
い
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
も
そ
う
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
十
九
世
紀

の
後
半
に
至
っ
て
、
後
進
園
と
み
な
し
て
い
た
ア
メ
リ
カ
の
時
計
産
業
の
調
査

圏
を
途
っ
た
ほ
ど
で
あ
る
。
そ
れ
は
パ

l
ツ
の
相
互
交
換
方
式
に
よ
る
、
量
産

方
式
が
ア
メ
リ
カ
で
成
立
し
た
こ
と
に
綱
愛
さ
れ
て
で
あ
っ
た
。

つ
い
で
印
刷
術
で
あ
る
。
印
刷
術
は
韓
閣
の
技
術
史
で
は
き
わ
め
て
プ
リ
リ

ア
ン
ト
な
ひ
と
つ
で
あ
る
。
成
倶
の
「
憾
祷
叢
話
」
は
以
前
か
ら
知
ら
れ
た
も

の
で
あ
る
が
、
+
内
庸
海
「
人
開
文
化
財
」
に
よ
る
刻
字
匠
か
ら
の
閲
き
と
り
な

ど
は
、
新
し
い
資
料
で
あ
り
、
現
代
ま
で
停
わ
る
俸
統
的
な
技
術
の
意
味
が
、

韓
園
で
も
認
識
さ
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

火
器
の
こ
と
は
王
立
ア
ジ
ア
協
曾
誌
に
も
か
つ
て
研
究
が
笈
表
さ
れ
た
こ
と

が
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
戒
垣
必
備
」
「
銃
筒
謄
録
」
な
ど
を
用
い
て
そ
の
設
達

史
が
述
べ
て
あ
る
。
こ
の
二
書
は
評
者
も
未
見
だ
が
、
中
園
の
「
武
備
士
山
」
な

ど
と
な
ら
ぶ
好
史
料
の
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
李
朝
の
火
砲
が
、
多
く
現
存
し
て

い
る
の
は
重
要
で
あ
る
。
こ
れ
ら
と
日
本
あ
る
い
は
中
園
の
古
砲
、
古
銃
と
の

封
比
研
究
が
今
後
は
由
主
ま
れ
よ
う
。
ま
た
十
五
世
紀
の
牢
ば
に
、
銭
製
火
砲
の

生
れ
た
こ
と
も
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
銃
筒
用
の
溜
丸
が
、
水
(
鋳
)

鍛
で
芯
を
つ
く
り
外
を
鈴
で
お
お
っ
た
と
あ
る
の
は
、
鈎
週
中
心
だ
っ
た
他
園

の
銃
丸
と
く
ら
べ
て
特
徴
的
で
あ
る
。

李
朝
の
船
で
は
李
舜
匡
の
名
と
と
も
に
、
組
船
は
有
名
で
あ
る
。
そ
こ
で
著

者
も
ま
た
勉
船
に
つ
い
て
考
詮
を
進
め
る
。
そ
の
造
船
技
術
が
沿
岸
防
衛
と
い

う
軍
事
目
的
に
集
中
さ
れ
た
の
は
、
日
本
や
中
園
と
異
っ
た
黙
で
あ
っ
た
。
そ

こ
か
ら
濁
自
の
多
く
の
蓋
板
で
お
お
っ
た
翁
船
が
現
わ
れ
る
。
そ
れ
は
や
が
て

全
鐙
を
銭
甲
で
カ
バ
ー
す
る
も
の
に
裂
展
し
た
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
海
防
上

の
必
要
に
せ
ま
ら
れ
て
の
創
案
で
は
あ
っ
た
が
、
と
も
か
く
か
な
り
の
重
量
で

あ
る
銭
甲
を
支
持
す
る
だ
け
の
船
鐙
が
造
ら
れ
た
こ
と
は
、
木
造
船
史
と
し
て

は
重
要
な
事
実
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
そ
れ
が
さ
ら
に
火
砲
を
積
み
兵
員
を
の
せ

る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
船
鐙
は
運
動
性
を
欽
く
も
の
と
な
っ
た
こ
と
は
や

む
を
得
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
た
だ
著
者
の
記
述
は
主
と
し
て
官
船
に
と
ど
ま

り
、
民
間
船
に
及
ん
で
い
な
い
。
政
府
工
匠
の
ほ
か
、
日
本
の
よ
う
な
民
関
の

船
大
工
も
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
方
向
へ
の
展
開
が
望
ま
れ
る
。
と

同
時
に
洪
氏
の
引
く
朴
文
秀
の
勉
船
へ
の
批
判
も
、
技
術
の
進
歩
に
は
依
く
こ

と
の
で
き
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
は
造
船
技
術
の
停
滞
が
、
著
者
の
い
う

よ
う
に
工
匠
の
不
足
の
ほ
か
に
、
鎗
圏
政
策
も
そ
の
一
因
と
な
る
こ
と
は
、
日

本
の
例
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

化
同
学
技
術
の
章
で
は
ま
ず
金
属
工
甫
裂
が
論
じ
ら
れ
る
。
銀
製
錬
が
灰
吹
法
を

用
い
、
銅
は
床
吹
で
あ
る
こ
と
は
ほ
ぼ
日
本
に
ひ
と
し
い
。
そ
れ
は
十
六
世
紀

日
本
の
工
人
の
停
え
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
た
だ
こ
こ
で
紹
介
さ
れ
る
の
は

ま
だ
組
銅
の
段
階
で
あ
る
。
合
金
と
し
て
は
響
銅
が
注
目
さ
れ
る
が
、
記
述
は

衡
皐
で
あ
る
。
韓
圏
の
響
銅
は
サ
ハ
リ
と
い
わ
れ
、
径
の
リ
l
ド
と
し
て
今
も

重
要
視
さ
れ
る
と
こ
ろ
だ
が
。
ま
た
著
者
の
引
用
に
よ
る
と
、
最
近
は
各
種
の

金
属
皐
の
分
析
が
進
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
う
し
た
デ
ー
タ
が
培
え

て
ゆ
く
こ
と
は
、
金
属
技
術
史
の
褒
展
に
も
大
切
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
鍛
関
係

の
技
術
の
研
究
も
望
ま
れ
る
ひ
と
つ
で
あ
る
。
日
本
の
砂
鍛
製
錬
法
は
起
原
は

韓
園
に
あ
る
と
み
ら
れ
る
し
、
高
麗
時
代
か
ら
す
ぐ
れ
た
鍛
の
鋳
造
技
術
が
あ

っ
た
こ
と
は
、
遺
物
か
ら
も
想
定
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

醤
息
一
七
の
「
東
密
資
鑑
」
は
つ
と
に
有
名
で
あ
っ
た
が
、
著
者
は
加
え
て
錬
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丹
術
に
も
言
及
す
る
。
さ
ら
に
製
紙
技
術
。
十
五
世
紀
ご
ろ
か
ら
木
灰
の
代
り

に
販
灰
を
用
い
た
の
は
注
意
さ
れ
て
よ
い
。
し
か
し
紙
す
き
の
技
法
は
日
本
や

中
園
と
嬰
ら
な
い
。
火
醐
柴
原
料
の
硝
石
採
取
法
は
、
世
界
の
各
地
と
さ
ほ
ど
繁

る
と
こ
ろ
は
な
い
が
、
人
工
的
に
硝
土
を
培
養
す
る
方
法
は
行
わ
れ
な
か
っ
た

よ
う
で
あ
る
。

韓
圏
の
古
代
ガ
ラ
ス
は
、
人
面
を
作
り
だ
し
た
ガ
ラ
ス
玉
が
最
近
畿
見
さ
れ

る
な
ど
、
そ
の
ガ
ラ
ス
文
化
は
日
本
や
中
園
と
も
ち
が
う
濁
自
の
性
格
を
も
っ

て
い
る
こ
と
が
、
明
ら
か
に
な
っ
て
き
て
注
目
さ
れ
つ
つ
あ
る
現
状
で
あ
る
。

し
か
も
そ
れ
は
中
園
と
は
異
っ
た
レ
ベ
ル
で
の
、
オ
リ
エ
ン
ト
・
ガ
ラ
ス
の
影

響
が
み
ら
れ
る
と
い
う
黙
で
特
に
興
味
を
ひ
く
。
こ
の
貼
は
今
後
の
究
明
の
待

た
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

第
五
章
は
地
理
皐
と
地
因
。
こ
こ
で
は
韓
園
の
自
然
皐
と
し
て
特
徴
的
な
風

水
設
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
人
閲
と
自
然
の
関
係
を
濁
特
の
形
で
表
現

し
た
思
考
と
し
て
、

重
要
な
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
も
っ
と
詳
し
い

論
が
室
ま
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
以
下
地
園
、
地
誌
の
重
要
な
も
の

に
つ
い
て
解
説
さ
れ
、
イ
ス
ラ
ム
、
西
欧
の
影
響
も
併
せ
て
考
慮
さ
れ
て
い
る
。

以
上
、
全
相
運
氏
の
力
作
の
内
容
を
概
観
し
つ
つ
、
そ
の
二
、
三
に
つ
い
て

の
批
評
、
あ
る
い
は
今
後
へ
の
期
待
を
記
し
て
き
た
。
か
つ
て
の
洪
氏
の
著
、

そ
し
て
今
は
全
氏
の
者
、
輸
園
の
科
皐
技
術
は
、
こ
こ
に
ふ
た
つ
の
通
史
を
得

た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
わ
た
し
に
と
っ
て
多
く
の
未
知
の
史
料
が
展
開
さ
れ
提

示
さ
れ
て
ゆ
く
の
は
、
ち
か
ご
ろ
少
な
い
新
鮮
な
世
界
で
あ
っ
た
。

だ
が
通
史
を
書
く
こ
と
は
、
ま
こ
と
に
困
難
な
作
業
で
あ
る
。
評
者
も
青
年

の
こ
ろ
「
日
本
科
展
史
L

を
書
い
た
。
多
く
の
史
料
と
過
去
の
研
究
史
を
、
か

な
り
強
引
に
ま
と
め
て
し
ま
う
こ
と
は
、
青
年
時
の
ひ
と
つ
の
気
負
い
で
あ
っ

た
の
か
も
し
れ
ぬ
。
そ
れ
に
く
ら
べ
る
と
、
金
氏
の
こ
れ
は
、
史
料
は
韓
園
か

ら
中
園
、
日
本
に
及
ば
ね
ば
な
ら
ぬ
だ
け
で
も
ひ
ろ
い
視
野
を
必
要
と
す
る
。

そ
れ
を
全
氏
は
よ
く
ま
と
め
ら
れ
た
。
し
か
も
韓
園
|
朝
鮮
の
文
化
の
創
造
性

と
濁
自
性
を
主
張
す
る
に
も
、
そ
の
態
度
は
淡
々
と
し
て
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
チ
ッ

ク
な
匂
い
を
感
じ
さ
せ
な
い
。
そ
し
て
こ
の
全
氏
の
努
作
を
ス
タ
ー
ト
と
し

て
、
韓
園
文
化
と
日
本
、
ま
た
中
園
、
さ
て
は
北
方
ユ
ー
ラ
シ
ア
、
オ
リ
エ
ン

ト
と
、
科
撃
と
技
術
に
わ
た
る
相
互
の
交
流
の
歴
史
が
拓
か
れ
て
ゆ
く
こ
と
こ

そ

、

評

者

の

期

待

し

た

い

と

こ

ろ

で

あ

る

。
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O
五
年
、
テ
ィ
ム
l
ル
が
中
園
遠
征
の
途
上
オ
ト
ラ

ル
で
波
し
て
か
ら
、

十
六
世
紀
の
初
頭
、
シ
ャ

l
・
イ
ス
マ

l
イ
l
ル
が
イ
ラ
ン
の
地
に
サ
フ
ァ
ヴ

ィ
l
朝
を
建
設
す
る
ま
で
の

一
世
紀
ー
す
な
わ
ち
十
五
世
紀
は
、
イ
ラ
ン
史

上
で
こ
れ
ま
で

。
混
沌
の
時
代
e

(

肘

.
0
.
切
『

o
d
z
o
)
、
φ

空
白
の
時
代
e

(

明
.

〉
与
問
。
る
な
ど
と
呼
ば
れ
て
き
た
。
こ
れ
は
、
勿
論
こ
の
時
代
イ
ラ
ン
を
中
心

と
す
る
東
方
イ
ス
ラ
ム
世
界
が
政
治
的
に
極
度
に
混
組
、
分
裂
し
た
吠
態
に
あ

っ
た
た
め
の
呼
稀
で
あ
る
。
と
同
時
に
、
こ
れ
は
こ
の
時
代
の
難
解
な
史
料
、

複
雑
な
政
治
史
に
業
を
煮
や
し
た
東
洋
皐
者
た
ち
の
皮
肉
を
込
め
た
命
名
で
も

あ
っ
た
。


