
書

評
・
紹

介

中
園
史
に
お
け
る
革
命
と
宗
教

鈴

木

中

正

著

昭
和
五
十
年

四

月

東

京

東

京

大
挙
出
版
曾

A
5
剣

本

文

三

三
四
頁
索
引

=
ニ
頁
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戦
後
の
わ
が
閣
の
中
薗
史
研
究
の
主
要
な
課
題
の

一
つ
は
、
戦
前
衆
の
停

滞
論
の
批
判

・
克
服
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
故
に
、
歴
史
推
進
の
原

動
力
た
る
民
衆
運
動
の
研
究
が
、
中
闘
史
に
於
い
て
も
、
脚
光
を
浴
る
よ
う

に
・
な
り
、
多
く
の
と
の
方
面
の
研
究
が
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ

る
。
中
で
も
、
明
清
時
代
の
抗
租

・
抗
糧
闘
争
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
質
量

と
も
に
、
他
を
医
す
る
観
が
あ
っ
た
。
(
抗
租

・
抗
糧
闘
争
の
諸
研
究
に
つ

い
て
は
、
岩
波
講
座
『
世
界
歴
史
中
世
六
』
所
牧
の
森
正
夫
「
明
清
時
代

の
土
地
制
度
」
参
照
)

ζ

れ
ら
抗
租

・
抗
糧
闘
手
の
研
究
が
、
秀
れ
た
成
果

を
牧
め
得
た
の
は
、
そ
の
問
題
意
識
が
、
進
行
中
の
中
園
の
土
地
革
命
や
我

が
閣
の
農
地
改
革
と
い
っ
た
、
現
賓
の
す
ぐ
れ
て
貧
践
的
な
課
題
と
直
結
し

て
立
て
ら
れ
て
い
た
か
ら
に
外
な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
五
十
年
代
の

後
宇
か
ら
六
十
年
代
に
か
け
て
の
中
園
及
び
わ
が
閣
の
現
貸
の
餐
化
に
伴
な

い
、
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
も
、
当
初
の
新
鮮
さ
を
喪
な
い
、
次
第
に
希
薄

化
し
て
し
ま
っ
た
事
は
否
め
な
い
。
そ
し
て
、
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
略
戦
争

・
文
化
大

革
命

・
大
事
闘
争
等
の
、
六
十
年
代
後
半
か
ら
七
十
年
代
に
か
け
て
の
現
賓

の
動
き
の
中
で
、
従
来
の
抗
租

・
抗
糧
闘
争
と
い
っ
た
経
済
闘
争
一
黙
張
り

の
民
衆
運
動
史
の
研
究
は
、
根
本
的
な
再
後
討
を
迫
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ

う
。
し
か
し
な
が
ら
、
現
在
の
と
ζ

ろ
、
こ
れ
ら
の
再
検
討
の
作
業
も
、
新

し
い
方
向
性
の
模
索
も
、
ほ
と
ん
ど
進
ん
で
い
な
い
紋
態
で
あ
る
。
多
少
新

し
い
動
き
と
し
て
は
、
文
革
や
大
事
問
手
等
の
衝
撃
の
中
か
ら
、
従
来
、
全

く
看
過
さ
れ
て
い
た
意
識
制
変
革
の
側
面
へ
の
関
心
が
、
幾
分
高
ま
り
、
そ
れ

と
の
関
わ
り
か
ら
、

「
宗
教
叛
観
」
等
が
若
干
注
目
さ
れ
て
き
つ
つ
あ
る
く

ら
い
の
と
と
ろ
で
あ
ろ
う
。

ζ

の
よ
う
な
時
期
に
、
本
書
の
如
き

「
宗
教
叛
鋭
」
の
尊
書
が
出
現
し
た

と
と
は
、
誠
に
時
宜
に
遍
い
、
今
後
の
中
園
民
衆
運
動
史
研
究
に
貢
献
す
る

と
と
と
ろ
が
少
く
な
い
で
あ
ろ
う
。

本
書
の
著
者
の
鈴
木
氏
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
戟
前
か
ら
宗
教
結
祉
の
研

究
に
本
格
的
に
取
り
組
ま
れ
、
験
後
に
は
、
嘉
慶
白
蓮
教
の

「
飢
」
研
究
の
尊

書
『
清
朝
中
期
史
研
究
』
(
一
九
五
二
)
を
出
さ
れ
る
な
ど
、
中
園
宗
教

「
飯

田凡
」
史
研
究
に
表
力
さ
れ
て
と
ら
れ
た
開
拓
者
の
一
人
で
あ
る
。
氏
は
、

『
清
朝
中
期
史
研
究
』
以
後
、
一
時
、
「
と
の
分
野
か
ら
遠
ざ
か
」
ら
れ
、
十

八
・
九
世
紀
の
チ
ベ
ッ
ト
を
め
ぐ
る
中
印
関
係
史
等
の
研
究
に
従
事
さ
れ
て

お
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
久
々
に
カ
ン
パ
ッ
ク
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
と
の

氏
の
カ
ン
バ
ッ
ク
を
促
進
し
た
の
は
、
「
事
国
闘
争
」
で
あ
っ
た
と
い
う
。

氏
は
、
昭
和
四
十
五

・
六
年
の
問
、
勤
務
先
の
愛
知
大
事
の
文
皐
部
長
と
な

ら
れ
、
「
言
語
を
絶
す
る
苦
境
に
坤
吟
」
さ
れ
た
が
、
「
度
重
な
る
連
絡
数
十

時
間
の
吊
し
上
げ
圏
交
の
中
で
」
の

「
事
生
た
ち
の
狂
信
的
態
度
」
に
、
と

れ
と
そ
、
「
生
き
た
白
蓮
教
で
は
・
な
い
か
」
と
「
不
園
思
い
賞
」
ら
れ
、
「
翠

園
闘
争
が
峠
を
越
し
た
L

後、

「受
難
の
時
代
の
経
験
が
-
な
ん
と
か
叛
猟

・
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革
命
の
研
究
K
生
か
さ
れ
な
い
か
と
考
」

え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
モ
し

て
、
そ
れ
が
、
「
宗
数
叛
蹴
と
易
姓
革
命
|
元

・
明
鼎
革
の
場
合
」
等
と
し

て
結
貸
し
、
そ
れ
ら
に
従
来
の
研
究
成
果
を
要
約

・
補
足
し
た
も
の
を
加
え

て、

本
市
街
が
出
来
あ
が
っ
た
と
い
う
。

そ
う
い
う
成
立
の
事
情
か
ら

し
で

も
、
本
書
は
、

ま
さ
に
、

大
翠
闘
争

の
「
輝
か
し
い
」

成
果
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
故
に
、

今
後
、
本
書
の

恩
恵
を
蒙
る
ζ

と
の
少
く
な
い
我
々
説
者
は、

著
者
の
み
な
ら
ず
、
著
者
を

し
て
と

の
よ
う
な
書
物
を
著
わ
し
め
た
愛
知
大
事
の

「
革
命
の
闘
士
を
自

認
」
し
た
皐
生
諸
君
の
功
績
を
も
、
忘
れ
る
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
。
も

っ
と

も
、
と
の
よ
う
な
-
評
僚
は
、
著
者
に
と
っ
て
不
満
か
も
し
れ
な
い
が
、
事
貨

で
あ
る
か
ら
し
か
た
が
な
い
。
例
え
ば
、
文
章

一
つ
と
っ

て
も
、

本
書
の
、

従
来
の
業
績
を
要
約
し
た
部
分
は
か
な
り
卒
板
で
あ
る
が
、
大
皐
闘
争
を

経
た
後
に
醤
か
れ
た
と
思
わ
れ
る
部
分
に
は
、

「革
命
は
既
存
の
能
力
と
秩

序
に
針
す
る
念
怒
の
激
情
に
支
え
ら
れ
た
破
猿
か
ら
出
援
す
る
。
」
(
七
五
頁
)

と
か
、
「
戟
土
の
性

エ
ネ
ル
ギ
ー
を
戦
闘

エ
ネ
ル
ギ
ー
に
将
換
さ
せ
る
」
(
二

五
四
頁
)
、
「
革
命
動
組
の
時
期
に
は
老
人
の
権
威
に
支
え
ら
れ
た
秩
序
は
動

指
し
、

青
年

の
活
動
が
歴
史
を
造
る
の
に

一
役
を
演
ん
じ
た
。
」
(
一
二ハ

O

頁
)
な
ど
と
い
う
迫
力
あ
る
叙
述
が
満
ち
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
問
題

意
識
の
面
で
も
、
大
惨
闘
争
後
の
部
分
に

は
、
従
来
の
歴
史
家
の
問
題
意

識
の
限
界
を
は
る
か
に
越
え
、

「迷
宮
と
し
て
の
人
間
」
に
肉
迫
し
よ
う
と

い
う
無
塊
が
と
も
っ

て
い
る
。

ζ

の
よ
う
・
な
問
題
意
識
な
ど
も
、

著
者
が
、

大
翠
闘
争
と
い
う

「
苦
境
に
岬
吟
」
す
る
中
か
ら
、

獲
得
せ
ら
れ
た
の
で
は

・
な
か
ろ
う
か
。
第
九
章
の
「
張
献
忠
の
四
川
支
配
」
の
部
分
な
ど
は
、
そ
の

聞
の
事
情
を
窺
わ
し
め
る
よ
い
例
で
あ
ろ
う
。
そ
ζ

で
は
、

「
凡
そ
人
間
の

行
局
に
は、

動
機
や
目
的
と
の
関
連
に
お
い
て
、
意
味
あ
る
も
の
と
し
て

第
三
者
に
理
解
し
う
る
も
の
と
然
ら
古
る
も
の
と
が
あ
る
。

ζ

の
理
解
で
き

な
い
よ
う
な
行
動
は
不
断
に
我
々
の
身
辺
に
起
る
の
み
で
な
く

(
傍
黙

・

評
者
)
、
過
去
の
歴
史
の
中
に
も
無
数
に
存
在
す
る
が
、
中
園
史
に

お
け
る

そ
の
一
例
が
張
献
忠
の
四
川
支
配
に
外
な
ら
な
い
。

彼
の
四
川
支
配
に
闘
す

る
歴
史
記
述
の
ど
れ
も
が
、
ほ
と
ん
ど
信
ぜ
ら
れ
な
い
よ
う
な
殺
殺
と
鐙
行

の
記
録
に
み
た
さ
れ
て
い
て
、
な
ぜ
彼
が
そ
う
し
た
極
端
な
暴
力
政
治
を
行

っ
た
の
か
、
ま
た
何
故
人
民
が
そ
れ
を
許
容
し
服
従
し
た
の
か
は
、
お
そ
ら

く
中
園
史
上
最
も
理
解
困
難
な
疑
問
で
あ
ろ
う
。
」
(
一
三
九
頁
)
と
い
う
問

題
提
起
の
下
に
、
そ
の
「
疑
問
」
に
挑
戟
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
著
者
の

ζ

れ
に
対
す
る
解
答
は
、
陳
腐
で
賛
成
し
が
た
い
が
、
そ
の
問
題
意
識
は
大

い
に
興
味
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
従
来
、
こ
の
よ
う
な
問
題
は
、
歴
史
家
の

手
に
除
る
分
野
と
し
て
、
武
田
泰
淳

「
明
末
の
悪
魔
王

・
張
献
忠
の
殺
人
精

神
」
(
『
揚
子
江
の
ほ
と
り
』
)
な
ど
の
、
文
事
者
の
手
に
委
ね
ら
れ
て
い
た

の
で
あ
る
。
と
れ
に
対
し
て
、
著
者
は
、
敢
然
と
し
て
、

真
正
面
か
ら
挑
戦

さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
気
や
誠
に
社
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し

て
、
著
者
を
し
て
、
と

の
よ
う
な
問
題
意
識
を
抱
し

め
た
の
は
、
さ
き
の

引
用
文
の
傍
黙
の
部
分
な
ど
か
ら
も
窺
え
る
よ
う
に
、
著
者
を
「
地
獄
の
責

苦
の
中
に
お
」
き
、
「
革
命
の
異
常
性

・
非
日
常
性
を
身
を
も

っ
て
鐙
験
」

さ
せ
た
「
大
事
紛
争
」
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

本
書
の
内
容
を
、
一
身
、
紹
介
す
る
の
は
、
限
ら
れ
た
紙
数
の
中
で
は
、

と
う
て
い
困
難
で
あ
る
か
ら
、
せ
め
て
、
目
次
で
も
掲
げ
て
、
本
書
全
陸
を

窺
っ
て
も
ら
お
う
。

ま
え
が
き

第

一

章

新

・
後
漢
革
命
と
赤
眉
軍

第

二

章

漢

・
貌
革
命
と
貰
巾
軍
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第
三
章

唱
'
目
晶

東
菅
北
宋
の
間
の
宗
教
叛
観
と
王
朝
革
命

東
菅
末
の
道
教
叛
観

北
貌
大
乗
教
の
叛
観

惰
・
唐
革
命
と
宗
教
叛
観

唐
末
黄
出
来
の
観
と
北
宋
中
期
王
則
の
飽

宋
代
に
お
け
る
併
教
結
社
の
接
大
と
そ
の
性
格

元
・
明
革
命
と
白
蓮
数

明
代
の
白
蓮
救
叛
観

天
啓
二
年
の
白
蓮
鋭

李
白
成
・
張
献
忠
の
叛
鋭

張
献
忠
の
四
川
支
配

清
嘉
慶
朝
白
蓮
教
観

そ
の
政
治
的
・
祉
合
国
的
背
景

宗
教
叛
観
の
諸
側
面

3

卒
定
の
軍
事
、過
程

第
十
一
章
清
代
宗
教
叛
観
の
性
格

ー
清
代
宗
数
結
社
概
説

2

宗
教
叛
飢
と
武
力
源

3

禰
勧
信
仰
と
劫
観
念

第
十
二
章
太
卒
天
園

ー
そ
の
政
治
的
・
祉
禽
的
背
景

宗

教

戟
士
、
戟
術
、
戦
況

味
方
と
敵

人
民
支
配
と
打
先
鋒

a-

第
四
章

第
五
章

第
六
章

第
七
章

第
八
章

第
九
章

第
十
章

唱

i
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第
十
三
章
結
論
|
王
朝
革
命
の
モ
デ
ル

第
十
四
章
附
設
|
辛
亥
革
命

第
十
五
章
辛
亥
以
後
の
課
題

参
考
文
献
索
引

以
上
の
目
次
に
よ
っ
て
も
窺
え
る
よ
う
に
、
本
書
は
「
赤
眉
の
観
」
か
ら

太
卒
天
闘
・
辛
亥
革
命
に
至
る
、
「
宗
教
叛
観
」
と
王
朝
革
命
と
の
、
「
事
問

的
」
な
最
初
の
「
通
史
」
で
あ
る
。
そ
れ
放
に
、
本
書
は
、
今
後
、
中
園
民

衆
運
動
史
、
特
に
宗
教
「
叙
飢
」
史
を
士
心
す
事
生
や
若
手
研
究
者
を
抑
盆
す

る
と
こ
ろ
が
大
き
い
で
あ
ろ
う
。

た
だ
、
通
史
と
し
て
は
、
取
捨
選
樺
よ
ろ
し
き
を
得
ず
、
構
成
も
不
統
一

で
、
通
読
が
困
難
な
の
は
残
念
で
あ
る
。
例
え
ば
、
「
清
嘉
慶
白
蓮
教
観
」

の
次
に
、
「
清
代
宗
教
結
社
概
説
」
が
き
た
り
す
る
鼎
舶
な
ど
は
、
も
う
少
し

構
成
上
の
工
夫
が
ほ
し
か
っ
た
。
ま
た
、
辛
亥
革
命
を
附
す
る
く
ら
い
な

ら
、
本
書
の
性
質
上
、
義
和
園
に
つ
い
て
も
、
一
章
く
ら
い
設
け
る
必
要
が

あ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
他
、
参
考
文
献
な
ど
も
、
た
と
え
、
「
既
出
の
研
究

業
績
よ
り
も
原
史
料
に
で
き
る
だ
け
多
く
嘗
る
と
と
に
主
力
が
そ
そ
が
れ

た
」
に
し
て
も
、
今
後
本
書
が
、
専
門
外
の
人
々
に
よ
っ
て
庚
く
利
用
さ
れ

る
と
と
を
考
え
る
と
、
も
う
少
し
留
意
し
て
ほ
し
か
っ
た
。
著
者
は
、
歌
文

の
文
献
に
つ
い
て
は
、
最
新
の
も
の
ま
で
か
な
り
詳
細
に
目
を
通
し
て
お
ら

れ
る
よ
う
で
、
教
え
ら
れ
る
と
と
ろ
が
多
い
が
、
中
園
人
や
日
本
人
の
業

績
は
、
そ
れ
と
比
べ
る
と
や
や
な
お
さ
り
に
し
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
見
え
る

の
は
、
い
さ
さ
か
「
撰
夷
主
義
者
」
の
き
ら
い
が
あ
る
評
者
の
ヒ
ガ
目
で
あ

ろ
う
か
。
特
に
、
熊
徳
基
「
中
園
農
民
戟
争
興
宗
教
及
其
相
関
問
題
」
(
歴

史
論
叢
一
)
、
小
島
五
百
治
「
農
民
戦
争
に
於
け
る
宗
教
|
結
社
宗
教
等

l
」

(
『
中
薗
文
化
叢
書
六
宗
教
』
)
、
小
林
一
美
「
抗
租
・
抗
糧
闘
争
の
彼
方
l

-105ー
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下
層
生
活
者
の
想
い
と
政
治
的

・
宗
教
的
自
立
の
途

l
」
(
思
想

一
九
七

一一一

l
二
)
な
ど
を
踏
ま
え
ら
れ
た
ら
、
金
位
の
叙
述
に
、
も
う
少
し
深
み
が

加
わ
わ
っ
た

E
思
わ
れ
る
だ
け
に
、
と
れ
ら
を
参
照
さ
れ
な
か
っ
た
の
は
、

残
念
で
あ
る
。

ま
た
、
本
書
は
、
「
赤
眉
の
飢
」
か
ら
太
卒
天
園

・
辛
亥
革
命
ま
で

叙
述

さ
れ
、
「
巨
視
的
な
流
れ
を
つ
か
も
う
」
と
意
図
さ
れ
て

い
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
歴
史
の
大
き
な
流
れ
は
、
ほ
と
ん
ど
、
把
め
な
い
。
と
れ
は
、
本
書

の
+
刀
法
自
同
胞
に
問
題
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
本
書
で
は
、
「
出
来
る

だ
け
原
史
料
に
嘗
り
」
、
「
多
く
の
事
例
を
積
み
重
ね
」「
個

々
の
ケ
l
ス
で

は
見
落
し
易
い
黙
」
を

「
浮
び
上
」
ら
せ
る
と
い
う
方
法
が
と
ら
れ
て
い

る
。
し
か
し
、
と
の
方
法
で
は
、
歴
史
を
超
え
た
各
時
代
の

「
宗
数
叛
飢
」

や
王
朝
革
命
に
共
通
す
る
共
通
性
は
把
握
出
来
る
が
、
歴
史
的
な
後
化
は
、

ほ
と
ん
ど
把
揮
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
勿
論
、
許
者
も
、
と
の
よ
う
な
方
法

が
、
各
時
代
の

「
個
々
の
ケ
l
ス
で
は
見
落
し
易
い
黙
」
を

「
浮
び
上
が
ら

せ
る
」
の
に
、
一
定
の
効
力
を
門
技
術
す
る
事
を
否
定
は
し
な
い
。
本
書
の
、

宗
教
汲
と
民
間
武
力
紙
と
の
二
派
の
存
在
の
指
摘
-な
ど
は
、
と
の
よ
う
な
方

法
に
負
う
と
と
ろ
が
大
き
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
と
の
よ
う
な
方

法
に
よ
る
本
書
の
論
理
を
絡
め
て
み
る
と
、

結
局
、
次
の
よ
う
な
循
環
史
観

に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
即
ち
、
王
朝
末
の
権
力
階
級
の
腐
敗
堕
落
と

失
政
自
然
災
害
に
よ
り
、

無
残
に
生
活
を
破
接
さ
れ
た
「
人
民
」
は
、

宗
教

波
や
民
間
の
武
力
振
と
絡
ん
で
「
叛
飢
」
を
起
す
。
と
の
際
、
宗
教
波
と
武

力
源
と
の
反
目
か
ら
、
計
劃
が
挫
折
す
る
こ
と
が
多
い
と
い
う。

そ
れ
は
と

も
か
く
、
と
う
し
て
「
人
民
」

は
「
奴
鋭
」
を
起
す
が
、
彼
ら
は
破
壊
を
自

己
運
動
化
し、

無
限
に
つ
づ
け
よ
う
と
す
る
傾
向
が
強
い
。
そ
と
で
、
「
破

援
を
建
設
に
、
混
観
を
秩
序
に
材
料
換
す
る
革
命
牧
拾
者
が
現
わ
れ
」
「
革
命
」

を
牧
拾
し
て
新
王
朝
を
樹
立
し、

烈
し
い
リ
ゴ
リ
ズ
ム
に
よ

っ
て
、
民
生
の

安
定
に
努
力
す
る
が、

「
革
命
」
の
リ
ゴ
リ
ズ
ム
は
永
久
化
出
来
ず
「
革
命

指
導
者
L

の
次
の
代
あ
た
り
か
ら
消
磨
に
向
い
、

次
第
に、

腐
敗
墜
落
し

て
、
ま
た
、
王
朝
末
を
迎
え
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ

の

穫
の
循
環
史
観
は
、
前
近
代
な
ら
と
も
か
く
、
二
十
世
紀
も
後
牟
の
現
在
、

歴
史
事
と
し
て
は
通
用
し
な
い
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
本
書
で
は
、
「
出
来
る
だ
け
原
史
料
に
嘗
」
る
と
い
う
方
針
が
堅

持
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
黙
、
著
者
の
皐
聞
に
似
到
す
る
誠
貸
さ
に
頭
が
下
が

る
。
今
後
、
本
書
は
、
中
園
宗
教
叛
飢
史
研
究
の
た
め
の
恰
好
の
史
料
の
手

引
の
役
割
を
果
す
と
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
も
っ
と
も
本
警

に
於
い

て

は、

史
料
に
劃
す
る
誠
賓
さ
が
嵩
じ
て
、
史
料
至
上
主
義
的
な
傾
向
が
窺
わ

れ
る
の
は
、

大
い
に
問
題
で
あ
ろ
う
。
中
閣
の
史
料
は
、
す
で
に
、
増
井
経

夫
氏
な
ど
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
(
「
清
代
史
料
の
下
に
う
ず

く
ま
る
も
の
」
、
『
中
園
の
歴
史
と
民
衆
』
所
牧
)
、
極
め
て
単
一

的
で
あ
り
、

と
れ
を
利
用
す
る
研
究
者
が
よ
ほ
ど
ζ

の
史
料
の
限
界
を
自
究
し
、
批
判
的

な
態
度
を
堅
持
し
な
い
か
ぎ
り
、
史
料
に
呪
縛
さ
れ
て
し
ま
う
危
険
性
が
あ

る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
本
書
の
如
き
は
、
そ
の
誠
貸
さ
の
故
に
、
か
え
っ

て
ま
る
ご
と
、
史
料
に
呪
縛
さ
れ
て
し
ま

っ
て
い
る
と
言
え
る
。
先
週
の
本

書
の
循
環
史
観
念
ど
は
、
ま
さ
に
、
そ
の
好
例
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
史
料

の
上
で
は
、
各
王
朝
の
末
期
毎
に
、
あ
の
よ
う
な
記
述
が
繰
り
返
え
さ
れ
て

い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
鵜
呑
み

に
す

べ
き
で

は
な
く

く
、
そ
の
同
質
の
よ
う
に
見
え
る
記
述
の
裏
に
秘
め
ら
れ
て
い
る
質
的
な
媛

化
を
探
り
出
す
ζ

と
と
そ
、
歴
史
家
の
仕
事
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
本
書
で

は
、
豊
富
な
史
料
を
引
用
し
て
、
各
王
朝
末
期
の

「
人
民
」

の
悲
惨
さ
を
強

調
す
る
。
た
し
か
に
、
そ
の
よ
う
左
悲
惨
さ
は
、
現
貧
に
存
在
し
た
で
あ
ろ
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ぅ
。
し
か
し
、
王
朝
末
の
「
人
民
」
の
ζ

の
よ
う
な
悲
惨
さ
だ
け
を
強
調
す

る
の
は
、
片
手
落
ち
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
、
悲
惨
さ
と
紙
一

重

で
あ
ろ
う
と
も
、
「
叛
飢
」
に
参
加
し
た
人
々
な
ど
の
中
に
は
、
「
ど
ん
ど
ん

食
え
、
ど
ん
ど
ん
着
ろ
。
大
門
を
開
い
て
悶
王
李
白
成
を
迎
え
よ
う
。
閲
王

が
く
れ
ば
、
税
も
納
め
な
く
て
も
よ
い
じ
(
小
野
和
子
謬
)
と
か
、
「
洪
楊

が
来
る
と
聞
い
て
、
韓
中
が
像
快
に
な
る
。
太
平
軍
を
手
引
き
し
て
、

大
量

め
を
い
け
ど
ろ
う
。
」
(
西
川
喜
久
子
誇
)
な
ど
と
い
う
、
歓
喜
と
解
放
感
と

が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、

ζ

の
黙
も
無
視
す
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
。

そ
う
で
な
い
と
、
本
書
の
よ
う
に
、
王
朝
末
期
の
混
観
を
牧
拾
し
、
「
卒
和
」

と
「
秩
序
」
を
も
た
ら
し
た
者
は
、
そ
の
「
卒
和
」
や
「
秩
序
」
の
質
の
如

何
は
問
わ
れ
ず
、
無
前
提
に
讃
美
さ
れ
る
と
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
朱
元
磁

の
基
本
原
則
は
コ
冗
末
に
豪
・
張
が
貧
・
弱
を
侮
っ
た
の
に
懲
り
て
、
立
法

た
す

多
く
は
貧
を
右
け
富
を
抑
え
た
」
(
明
史
、
七
七
、
食
貨
志
)
と
と
ろ
に
あ

り
、
そ
ζ

に
、
「
人
民
に
削
到
す
る
彼
の
同
情
と
理
解
の
程
を
汲
み
と
る
と
と

が
で
き
る
。
」
(
八
八
頁
)
な
ど
と
い
う
王
朝
創
始
者
H
救
世
主
論
に
陥
い
ら

ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
大
程
、
「
明
史
」
の
食
貨
志
の
記
事
・
な
ど
を
丸

ご
と
信
ん
じ
て
、
朱
元
噂
の
基
本
原
則
を
説
く
の
は
、
明
肌
暴
す
ぎ
る
。
と
こ

で
は
、
史
料
が
、
ど
の
よ
う
・
な
目
的
で
、
ど
の
よ
う
・
な
階
級
に
よ
っ
て
書
か

れ
、
ど
の
よ
う
な
限
界
を
も
っ
て
い
る
の
か
が
、
全
く
考
慮
さ
れ
て
い
な
い

の
で
あ
る
。

先
述
し
た
よ
う
に
、
戦
後
の
わ
が
園
の
中
園
民
衆
運
動
史
研
究
に
於
い

て
、
最
も
誇
る
べ
き
業
績
は
、
明
清
時
代
の
抗
租
・
抗
糧
と
い
う
生
活
者
た

ち
の
経
済
闘
争
の
研
究
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
本
書
は
、
『
中
飽
史
に
お

け
る
革
命
と
宗
教
』
と
い
う
題
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

ζ

れ
ら
抗
租

・
抗
極
闘

争
が
、
そ
の
視
野
に
、
ほ
と
ん
と
入
っ
て
い
な
い
。
因
み
に
、
評
者
が
気
が

つ
い
た
範
閣
で
は
、
本
書
に
は
、
「
佃
戸
の
叛
観
」
(
一
五
五
頁
)
、
「
抗
租
抗

栂
等
の
事
件
」
(
一
一
一
-
一
一
ニ
頁
)
と
、
二
ヶ
所
、
抗
租
抗
糧
に
ふ
れ
た
部
分
が

あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
本
書
は
、
「
宗
教
叛
観
」
と
王
朝
革
命
を
中
心
と
し
て

と
り
あ
つ
か
っ
て
い
る
か
ら
、
必
ず
し
も
、
抗
租
・
抗
糧
闘
争
に
は
詳
し
く

言
及
す
る
必
要
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
、
「
革
命
」

を
論
ず
る
以
上
、
民
衆
運
動
全
佳
を
、
常
に
そ
の
視
野
に
入
れ
て
お
か
ね
ば

な
ら
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
今
後
、
宗
数
「
柘
概
観
」
史
研
究
が
、
中
闘

の
民
衆
運
動
史
研
究
の
中
で
、
一
人
前
の
役
割
を
捻
い
得
る
か
ど
う
か
は
、

ま
さ
に
、
こ
の
黙
に
か
か
わ
っ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
も
っ
と
も
、
そ
と
ま

で
開
拓
者
で
あ
る
著
者
に
求
め
る
の
は
い
さ
さ
か
酷
で
あ
り
、
そ
れ
は
、

我
々
後
事
の
捻
う
べ
き
課
題
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い

。

(

相

田

洋

)
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月
東
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書
庖

A
5
版
四
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四
頁

七
世
紀
に
成
立
し
た
ア
ラ
ブ
・
イ
ス
ラ
ム
圏
家
は
、
カ
リ
フ
位
制
の
指
向

す
る
統
一
化
の
側
面
と
、
イ
ラ
ン
や
イ
ラ
ク
、
あ
る
い
は
エ
ジ
プ
ト
な
ど
の

歴
史
社
合
自
に
箇
有
な
地
域
性
の
側
面
と
を
合
せ
も
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て


