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)

 
花
田
清
輝

の
戦
後
が

「楕

円
幻
想
」
を

お
さ
め
る

『
復
興
期

の
精
神
』

か
ら

は
じ
ま

っ
た
こ
と
は
よ
く
し
ら
れ

て
い
る
。
転
形
期

に

「
颯
爽
と
円
を
描
く
」

こ
と

の
無
意
味
を
指
摘
し

つ
つ
、
花

田
は
楕
円
を
称

揚
し
た
わ
け
だ
が
、
そ

の

真
意
は
も

っ
と
先

の
所
に
あ

っ
た
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。
 
「
楕
円
幻
想
」

に
感

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2
)

心
し
た
本
多
秋
五
ら

の
も

と
め
に
応
じ

て

『
近
代
文
学
』
創
刊
号
に
花
田
が

か

い
た
も

の
は

「
変
形
諏
」

で
あ

っ
て
、

つ
ま
り
彼
は
固
定

し
た
図
形
そ
の
も

の

を
否
定

し
た
の
で
あ
る
。

 
図
形

に
よ

っ
て
で
あ
れ
何

で
あ
れ
空
間
を
分
割
す
る
こ
と

の
無
意
味
を
、
花

田
は
生
涯
と
き

つ
づ
け
た
と
い
え
る
か
も
し
れ
な

い
。
 
「
テ

レ
ザ

パ
ン
ザ

の
手

紙
」

で
か
た
ら
れ
た

「沙
漠

へ
の
愛
着
」
は
、
晩
年

の

「
草
原

に
つ
い
て
」

の

モ
ン
ゴ

ル
の
草
原

へ
の

一
ふ
し
の
歌

に
ま
で

つ
ら
な
り
、
無
限
定
な
ひ
ろ
が
り

へ
の
偏
愛

は
彼

の
中

の
か
わ
ら
ぬ
主
題

で
あ

る
か
に
み
え
る
。

 
し
た
が

っ
て
、
花

田
が

「
活
字
文
化
」

よ
り
も

「
視
聴
覚

文
化
」
を
、
と
故

意

に
主
張

し
ぬ
い
た
点
も
、
た
だ
芸
術
運
動

の
た

め
の
戦
術
的
提
言
と
し
て
だ

け

で
な
く
、
分
節
的

な
記
号
化

へ
の
対

立
と
し
て
と
ら
え

て
お

い
た
方
が
よ
い

だ

ろ
う
。
彼

に
と

っ
て
の
視
聴
覚
文
化
と
は
、

た
と
え
ぽ

「
い
つ
も

そ
の
他
大

勢

の

一
人
で
あ
る
と
い
う
自
覚

の
上
に
立

っ
て
」
う
た

い
お
ど
る
シ

ョ
ウ

・
ガ

!

ル
の
イ
メ
ー
ジ

な
の
で
あ

っ
て
、
そ
れ
は
訓
練
と
規

律

に

よ

る

「
画

一
主

義
」

の

一
形
態

に
他
な
ら
な

い
。
画

一
主
義

へ
の
い
か
に
も
知
識
人
ぶ

っ
た
軽

蔑
を
、
「
隠
居
」

の
姿
勢
だ
と
し
て
軽
蔑

し
た
花

田
は
、
だ
か
ら

ま
た
同
時

に
、

大
衆

の
中

に
あ
れ

こ
れ

の

「
個
性
」
を
み

つ
け
て
ひ
ろ

い
あ

つ
め
る
態

の

「
大

衆
主
義
」
、
「
萌
芽
」
や

「
予
備
軍
」
を
大
衆

の
中

か
ら
認
定
す

る

方

法

を
、

「酢

豆
腐
」

の
そ
れ
と
し
て

つ
ね
に
冷

笑
し
た
の
で
あ

っ
た
。

 
と
す
れ
ば
、
彼
が
さ
な
が
ら
に
と
ら
え
よ
う
と
し
た
大
衆

は
、
連
続
体
を
な

し
て
画

一
的

で
あ

る
の
で
な
く
て
は
な
ら
ず
、

い
わ
ぽ

「
自

然

数
」

で

な

く

「実

数
」

の
集
合

で
あ

る
わ
け
で
あ
る
。
音
楽

や
舞
踊

に
対

し
て
、
言
語

の
テ

キ

ス
ト
、

こ
と
に
文
字

な
い
し
活
字

の
そ
れ
は
、

非
連
続

の
自

然
数
的
記
号
列

を
な
し
て
い
る
故

に
、

一
見

「
自
然
」
な

よ
み
と
り
が
ー

よ
み
と
り
の

「
言

語
化
」

へ
の
慣
性
法
則
に
よ

っ
て
1

可
能
と

お
も
え
る
の
だ
が
、
そ
こ
か
ら

は

「
近
代
的
」
に
客

観
化

さ
れ

た

「
常
識

の
よ
み
」
、
す

な
わ
ち
受
動
的
な
「
画

一
主
義
」
が
そ
れ
こ
そ
み
ち
び

か
れ

か
ね
な

い
。
花
田
が

「
近
代

の
超
克
」

の

た
め
に
、
別

の
い
い
方
を
す
れ
ば

「
大
衆

の

エ
ネ
ル
ギ
1
」
を
そ

の
ま
ま
階

級

の
そ
れ
と
し

て
開
示
さ
せ
る
た
め
に
、
視
聴
覚
文
化
を
、

ま
た

「
前
近
代

の
可

能
性
」

を
提
起

し
た
所
以
で
あ

る
o
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と
こ
ろ
で
、
近
代
社
会

で
の
文
字
テ

キ
ス
ト
は
、 
「
黙
読
」
と

い
う
身
体
習

慣

と
、
対
象
と
し
て
の
活
字
印
刷

と
の
セ

ッ
ト
で
な
り
た

っ
て

い
る
。
黙
読

の

確
立

に
よ
る
書
冊

の
膨
大
化

は
、
逆

に
黙
一磁
を
強
制

・
加
速
も
す
る
の
だ
が
、

そ

の
た
め
に
は
書
冊
紙
面
は

「
単
な
る
」
文
字
記
号
列
で
あ
る
べ
き

こ
と

に
も

な

る
。
そ
こ
で
は
、
直
線
と
円
弧

の
く
み
あ

わ
せ
に
可
能
な
か
ぎ

り
ち
か
づ
け

ら
れ
た
文
字
が
、
お

お
き
さ
を
規
格
づ
け
ら
れ

て
直
線
状
に
な
ら
べ
ら
れ
る
。

「
活
字
」
と
は
、

こ
の
意
味

で
、
文
字

一
般

に
対
し
て

「
自
然
数
的
」

で
あ

る

わ
け
だ
が
、
同
時

に
そ

の
線
状
配
置
自
体
が
紙
面

を
分
割

h
占
有

し
て
い
る

の

で
も
あ
る
。
新
聞

の

・
雑
誌

の
…
…

「
紙
面
」
と

い
う
と
き
、
意
識
さ
れ
て

い

る
も

の
は
活
字
列

で
あ

っ
て
、
古
態

の
写
本

な
ど

で
の
よ
う

な

「
料
紙
」

の
色

や
材
質
等

々
は
も
は
や
問
題

に
さ
れ
な
い
。
言
語
的
に
二
重
分
節
さ
れ
た
対
象

世
界
は
、
文
字
そ
し

て
活
字
を
通
じ
て
、
さ

ら
に
排
他
的

な
自
己
完
結

の

「
テ

キ

ス
ト
」
と
な
る
。
聖
刻
文
字
と
し
て
の

エ
ク
ツ
チ

ュ
ー

ル
の
支
配
は
、
こ

の

よ
う
に
し
て

「
方
法
的
」
な
支
配
で
あ

る
。

 

こ

の
支
配
は
、
無
論
こ
の
か
ぎ
り
の
も

の
で
は
あ
る
。

テ
キ
ス
ト

の
記
号
体

系

を

一
方
向
的
な
線
状

の
も

の
と
し
て
で
な
し
に
、
「
乱
数
表
」
(
こ
れ
自
体

は

自

然
数

の
秩
序
だ
)
と
し
て
よ
み
こ
む

こ
と

で
も
、
批

判
が

ま
ず

可

能

と

な

る
。
主
題
系
を
み
い
だ

し
て
ゆ
く

「
よ
み
」
。
ー

花

田
の
方
法
は
、
な

か

ば

そ
れ
で
あ
り
、
か

つ
ま
た
実
数
的
テ
キ
ス
ト

の
対
置
に
よ

っ
て
、
所
与

の
テ
キ

ス
ト
の
構
造
そ

の
も

の
を
変
形
せ
し
め
る
も

の
で
も
あ

っ
た
。

 

だ
が
、
近
代

の
活

字
テ
キ

ス
ト
的
方
法

の
権
能

の
要
点
は
、
そ
れ
が
共
時
態

の
支
配

に
と
ど
ま
ら
ぬ
所

に
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
過
去

の
す
べ
て

の

エ
ク

リ
チ

ュ
ー
ル
と
同
様
に
、
未
来
に
む
け
て
統
制

の
碑
文

を
き
ざ
む
面
も
な
お
あ

る
が
、
む
し
ろ

一
般
的
に
は

(
未
来

へ
の
告
示
を
禁
欲

的
に
ソ
フ
ィ
ス
テ

ィ
ケ

ー
ト
す

る
分
だ
け
、

よ
り
貧
埜

に
)
過
去
を
記
号
化
す

る
。
 
「
史
料
」
と
い
う

形
で
、
ま
ず
文
書
が
、

つ
い
で
遺
物
や
伝
承
が

「
発
見
」
さ
れ
る
。 

「
発
見
」

と
は
活
字

テ
キ
ス
ト

へ
の
移
転
登
記
に
他

な
ら
ず
ー

「
学
問
」
的

「
業
績
」
1

過
去
に

つ
い
て
の
記
号
列
が
う
ち
だ
さ
れ

る
時
、
 
「
歴
史

」
な
る
テ
キ

ス
ト
が

つ
む
ぎ
だ
さ
れ
は
じ
め
る
の
で
あ

る
。
だ
と
す
れ
ぽ
、
 
「
歴
史
」

は
近
代

の
文

字

テ
キ
ス
ト
の
遡
及
態

で
あ
る
、
と
い
い
か
え
る

こ
と
も

で
き

る
。

だ
か
ら
ま

た
、
近
代

の
人
間
に
と

っ
て

の

「歴
史
」
は
諸
イ
デ

オ

ロ
ギ
ー
に
対
応

し
て
分

岐

し
た
形

で
様

々
で
あ
り
、
同
時

に

「
歴
史
」

の
定
在

そ
の
も

の
は
、
う

た
が

わ
れ
ず

に
共
有
さ
れ
て

い
る
わ
け
で
あ

る
。

 
自
己
が
う
み
だ
し
た

「
歴
史
」

の

コ
ン
テ
キ

ス
ト
に
よ

っ
て
規
定

さ
れ

て
い

る
テ
キ
ス
ト
と
し
て
の
近
代
の
活
字
文
化
。
1

こ
の
構
図

に
対

し
て
は
、
循

環
的
な

・
な
い
し

「
自
同
律
」
的
な
も

の

へ
の
不
快
感
が

つ
ね

に
生
じ
う

る
。

過
去

(
と
あ
わ
よ
く
ば
現
在
と
)
を
さ
な
が
ら
に
と
ら
え

る
た
め
の
、

ま
ず
は

変
形

の
こ
こ
ろ
み
が
、
さ
ら
に
は
テ
キ
ス
ト
そ

の
も

の
の
批
判
が
、
「
歴
史
学
」

の
テ
キ

ス
ト
体
系

に
即
し

つ
つ
次

々
に
提
起
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

い

わ

ゆ

る

「
社
会
史

」
も

ま
た
、
こ
の
連
鎖

の
中

に
位
置
づ
け
る
こ
と
が

で
き
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*

 
公
認

の

「史

料
」
と
し
て
の
文
字

テ
キ
ス
ト

の
支
配

に
異
を
た

て
た

の
は
、

こ
の
国
で
は
た
と
え
ば
柳

田
国
男

で
あ
る
。 

「文
字

に
上
せ
ら
れ

ぬ
」
習
俗
や

口
承
、
す
な
わ
ち

「
文
献
」

な
ら
ざ

る
も

の
の
収
集

と
整
序
が
、
そ

の
仕
事

で

あ

っ
た
。
と
い
う

こ
と
は
、
柳

田
の
顕
著
な
業
績
が

各
種

の

『
習
俗
語
彙
』

で

あ

っ
た
点
に
し
め
さ
れ
る
よ
う

に
、
非
文
献
史

料

の

「
史
料
」
化

に
力

を
そ
そ

い
だ

こ
と
で
あ

っ
て
、

こ
の
か
ぎ

り
で
は
、
テ
キ

ス
ト
の
増
補

を
こ
こ
ろ
み
た

こ
と
で
も

あ
る
。

 
し
か
し
ま
た
、
そ

の
も

の
と
し

て
は
分
割
さ
れ
ず
に
無
限
定
な
「
民
俗
」
の
ひ

ろ
が
り

へ
の
鍬

い
れ
は
、
柳

田
を
乱
数

の
解
析

へ
も

み
ち
び

い
て
い
る
。
 
「
如

一49一



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
(3
ゾ

何

に
も
真
実

に
似
た
も

の
」

と
し
て
、
彼
は

「嘘
」

を
も
検
討

の
素
材
と
し
た

が
、

こ
れ
は

い
わ
ば
、
あ

れ
こ
れ

の
文
書

の
真
偽
判
定
か
ら
は
じ

ま
る
「史

料
」

へ
の
よ
み
に
対

し
て
、
よ
み

の
変
形

を
お
こ
な
う

こ
と

で
も
あ

っ
た
。
 
「
嘘
」

に

こ
め
ら
れ

た
想
像
力

の
分

析
は
、
 
「
文
学
」

に
あ

っ
て
は
テ
キ

ス
ト

へ
の
常

識
的
な
よ
み
に
他
な
ら
な

い
が
、
柳

田
の
方
法
は
、
 
「
経
世
済
民
」

の
実
学
た

る
民
俗
学

に
対
す
る
文
学
、
と

い
う
テ
キ

ス
ト

の
分
割
ー

近
代

の

「
知
」

の

コ
ン
テ
キ
ス
ト
ー

を
こ
え
る
方
向

に
あ

っ
た
、

と
も

い
え
る

の
で
あ

る
。
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)

 
社
会
史

の
方
法
を
同
様
に
か
ん
が
え
る
こ
と
も

で
き
る
。
網
野
善
彦
は
し
ば

し
ば

「
偽
文
書
」
を
論
じ
る
が
、 

「
歴
史
学
に
と

っ
て
も
古
文
書
学
に
と

っ
て

も

…
…
捨

て
て
か
え
り
み
ら
れ
な

か

っ
た
」
そ
れ

に
、
た
と
え
ば

「中
世

か
ら

近

世

へ
の
激
し

い
転
換
期
に
当

っ
て
、
み
ず
か
ら

の
生
業
と
か

つ
て
の
特
権
を

保
持

し
よ
う
と
す
る
、

各
種

の
職
人
た
ち
の
切
な

る
願

い
」

を

よ

む
。

そ

の

際

、
偽
文
書
は

「
偽
」
で
あ

る
こ
と

を
網
野
に
よ

っ
て
こ
ぼ
ま
れ
て
い
る
わ
け

で
、
こ
れ
は
二
重

の
意
味
を
も

っ
て
い
る
。

 

ひ
と

つ
は
、

こ
こ
で
は
テ
キ
ス
ト
ー1
史
料
と
し
て
の
よ
み
の
変

形
が

お
こ
な

わ
れ
、

し
た
が

っ
て
記
号
列
が
線
状

で
な

い
多
義
性

を
お
び
る
、
と
い
う

こ
と

だ
。

い
い
か
え
れ
ぽ
、

テ
キ
ス
ト

の
刻
印
な
い
し
浮
彫

の
記
号

に

対

し

て
、

「
地
」

の
部
分
が
、
(
活
字
文
書

の
紙
面
と
は
ち
が

っ
て
)
「
無
化
」

さ
れ
た
も

の
で
な
く
、

よ
ま
れ
る
よ
う

に
な

る
の
で
あ

る
。
 
「
偽
文
書
」
テ
キ

ス
ト
が
、

「
偽
11
文
書
」

テ
キ

ス
ト
と
し
て
、 

「
偽
」
で
あ

る
こ
と

の
意
味
論
分
析

に
さ

ら
さ
れ
う

る
こ
と
に
な
る
、
と
い

っ
て
も

よ
い
。

 

こ
の
方
法
は
、
す
ぐ
想
定

し
う

る
よ
う
に
、
テ
キ
ス
ト
そ

の
も

の
が
刻
印

・

浮
彫

の
性
質

を
も

つ
法
規
範

に

つ
い
て
、

こ
と
に
有
効

に
適
用
さ
れ
る
。
笠
松

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(5
)

宏

至

の

一
連

の
、

い
わ
ば
中

世
法
社
会
学

の
仕
事
が

こ
れ

を
し
め
し
て
い
る
。

た
と
え
ぽ
「
徳
政
」
は
、
そ
こ
で
は
特
殊
中
世
的

な
因
果
関
係

の
み
で
な
く
、
取

引

に
か
か
わ
る
ふ
る
い
観
念

の
露

頭
と
し
て
意
味
づ
け
ら
れ
た

の
で
あ

っ
た
。

 
テ
キ

ス
ト
の
よ
み
の
こ
う
し
た
変
形
は
、
近
代

の
文
字

テ
キ
ス
ト
の

一
義
的

解
読
に
な
れ
た
立
場

か
ら
は
、 

「時
間

を
空
間

に
転
位
さ
せ
る
」
非
歴
史
主
義

と
み
な
さ
れ
る
。
鹿
野
政
直
は
、 
「
時
間
」

へ
の
不
信
、
未
来
が

み
え
ぬ
状
況

の
反
映
と
し
て
、
 
「
エ
コ
ロ
ジ
ー
的
空
間
」
・
「
コ
ミ

ュ
ー

ン
的
空
間
」

に
む
か

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
(6
)

う
社
会
史

の
視
座

は
あ

る
、
と
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

た
し
か
に
、

よ
み

な

お
し

で
あ
る
か
ぎ

り
で
、
網
野

の
論
に
あ

ら
わ
れ
て
く
る
も

の
は
、

た
と
え

ば

「
人
間
」
と

い
う
超
時
間
的
概
念
で
あ
る
か
の
よ
う

に
も
み
え
る
。

そ
れ
は

ま
た
、
過
去

の
よ
み
か
え
し

で
あ
る
故
に
、

よ
り
ふ
る

い
過
去

ヘ
ー

ち

ょ
う

ど
折

口
信
夫

の

「
古
代
」
観
念

の
ご
と
き
原
点

へ
遡
及
す
る
よ
う
で
も
あ
る
。

 
し

か
し

こ
こ
で
、
網
野

の
偽
文
書
論

の
も
う

ひ
と

つ
の
意
味

を
参

照
す

る
必

要
も
あ
る
。
 
「
偽
」

で
あ

る
こ
と
を
こ
ば
む
、
と
は

「
偽
11
文
書
」

と
し
て
テ

キ

ス
ト
を
よ
む

こ
と
で
、
 
「
真
」
な
ら
ざ

る
文
書
と
し
て
捨
象
す

る

こ
と
に
対

立
す
る

こ
と
だ
け
を
意
味
し
な

い
。

よ
む
こ
と
を
通
じ
て
、 

「
真
偽
」

の
二
項

対
立
が
消
滅
す
る
こ
と
も
ま

た
あ
る
わ
け
で
あ

る
。
た
と
え
て
い
う
な
ら
ぽ
、

こ
の
時

の
よ
み
は
、
 
「
嘘
」

の
現
場
で
の
聴
取

で
あ

っ
て
、
 
「
真
偽
」

は
問
題

の
外

に
あ
る
。

 
刻

々
提
出
さ
れ
る
命
題
が
真
偽

の
判
断

に
か
け
ら
れ
ぬ
未

明

こ

そ

が

「
日

常
」

の
真

相
で
あ

る
と
す
る
な
ら
ぽ
、
あ

る
い
は
判
断

の
不
能

に
も
か
か
わ
ら

ず
連
続
す
る
時
間
と
し
て
日
常
が
存
在
す

る
と
す
れ
ば
、
網
野

は
当
該
文
書

の

日
常
態

に
む
き
あ

っ
て
い
る

の
だ
、
と
い
う

こ
と
が
で
き
る
。

テ
キ

ス
ト
と
し

て

よ
む

こ
と
自
体

へ
の
く

み
か
え

の
様

相
が

そ
こ
に
は
あ
り
、
そ
れ
は
必
然
的

に

(
超
時
間
的
に
で
な
く
)
脱
時
間
的
に
な
る
し
か
な

い
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
*

 
テ
キ

ス
ト

の
構
造

と
し
て
、
近
代
は

「
歴
史
的
」

に
自
己
を
規
定

し
た
。

し
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た
が

っ
て
、
近
代

の

「
日
常
」

は

っ
ね

に

「
歴
史
」
と

の
対
比
に

さ

ら

さ

れ

る
。
 
「
幻
滅
」
が

お
も
な
日
常
感
覚

に
な
る

の
は
そ
の
た

め

だ

ろ

う
。
i

「
行
き
着
く
と
こ
ろ
は
ど

こ
で
も

い
い
さ
。
仕
事

が

あ

っ
て
、
/

夢

が

あ

っ

て
、
そ
れ
に
大
き
く
も
小
さ
く
も
な
い
幻
滅

の
あ
る
と
こ
ろ
だ
」
と
北
村
太
郎

が
う
た

っ
た
よ
う

に
。

 
す
な
わ
ち
、

歴
史

は
鹿
野

の
い
う
所

と
は
ち
が

っ
て
、
状
況
論
的
に
今

み
え

に
く

い
の
で
は
な
く
、
常
態

と
し
て
疎
遠
な
の
で
あ
る
。
そ
し

て
、
疎

遠
で
あ

る
に
も

か
か
わ
ら
ず
規
定
性
を
も

つ

「
歴
史
」

へ
の
不
快
感
が
、 

「
歴
史
学
」

や

「史

観
」

を
か
た
ち
つ
く

っ
て
き
た
。
実
数
的
無
限

の
過
去
を
、
有
限

の
自

然
数
集
合
に
、

生
起

し
た

「
事
実
」
と
因
果

の
総
ヵ

タ
ロ
グ

に
清
算
す
る
方
向

で
で
あ

る
。
連
続
体
と
し
て

の
日
常
が
検
討

の
枠

外
に
お
か
れ
て
き

た
の
は
当

然

で
あ

っ
た
。
柳

田
の
民
俗
学
や
、
あ

え
て
明
記
す
る
が
、
平
泉
澄

の
精
神
史

は
、
そ

の
補
完

と
し
て
、
テ
キ

ス
ト
の
別

な
よ
み
を
し
め
し
て
き
た
と
い
え
る
。

 

こ
の
よ
う

に
か
ん
が
え

て
く
る
な
ら
ぽ
、

い
わ
ゆ
る
社
会
史
も
ま
た
、
さ
し

あ
た
り
は
日
常

分
析

の

一
形
態

で
あ
る
。

そ
の
特
性
が
、
従
前

の
類
型

の
よ
う

に
国
家
や
村
落

へ
の
幻
想

に
依
拠
す
る
こ
と
が

で
き
ず
、
大
衆

の
幻
滅
を
場
と

す

る
他
な

い
点

に
あ
る
と
す

る
な
ら
ば
、
病
気

や
刑
罰
や
差
別
i

こ
れ
ら
は

ま
さ
し
く

「
幻
滅
」
的
日
常

で
あ

る
ー

へ
の
注
視

か
ら
テ
キ

ス
ト
の
よ
み
か

え
を
す
す
め
る
手
法
も

ま
た
自
然

で
あ
る
。

 
大
衆

の
幻
滅
と
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
ほ
と
ん
ど
零
記
号

の

「
幻
想
」

で
あ

る
。

テ
キ
ス
ト

の
よ
み

の
変
形

に
と
ど
ま
ら
ず
、
社
会
史
が
テ
キ

ス
ト
ー1
史
料

の
構

造
に
も

か
か
わ
り
う
る
点
は
、

そ
の
よ
う
な

「窮
迫
」

か
ら
み
ち
び
か
れ

て

い
る
。
 
「
民
衆
史
」

へ
の
解
消
を
も
と

め
る
批
判
に
対
立

せ
ざ
る
を
え
な
い

の
も
、 
「
民
衆
史

」
が
文
字
テ

キ
ス
ト

の
記
号
列

へ
の
力
点

の
お
き
方

に
だ
け

特
異
点
を
も

つ

「
歴
史
学
」

の

一
種

で
あ

る
以
上
、
差
異
は
明
確

な

の

で

あ

る
α

の
み
な
ら
ず
、
ブ

ハ
ー
リ

ン
の

「史
的
唯
物
論
1ー
マ
ル
ク

ス

主

義

社

会

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(7
)

学
」
と
社
会
史

の
照
応

を
と
く
論
者

(
高
橋
昌
明
)
を
反
面
教
師

と
し
て
い
え

ば
、

そ
れ
は
社
会

「史

」
で
あ

る
こ
と
自
体
に
問
題
を

ふ
く
ん

で
い
る
、
と
も

い
い
う

る
。
網
野
は

「社
会
構
成
史
的
次
元
」
に
み
ず

か
ら

の
見
地
と
し
て

の

「
民
族
史
的
次
元
」
を
対
置

し

つ
つ
、
後
者
を

「
習
俗

の
次
元
」
と
も

(中
井

 
(8
)

信
彦

に
よ

っ
て
)

い
い
か
え
る
が
、
と
す
れ
ぽ
前
者
は

「
歴
史

の
次
元
」
な
い

し
近
代

の
テ
キ

ス
ト

の
遡
及
態

に
置
換

で
き
る
こ
と
に
な
る
か
ら
だ
。

 

網
野

の
主
著

の
題
名

『
日
本
中
世

の
非
農
業
民
と
天
皇
』
は
、

こ
う
し
て
み

る
な
ら
ば
、
日
常

11
幻
滅

を
て
ら

し
だ
す
た
め
の
、
も
う

ひ
と

つ
の
日
常

の
テ

キ

ス
ト
ー

近
代

の
テ
キ

ス
ト
と

こ
と
な
る
テ
キ
ス
ト
の
た
め

の
枠
を
し
め
し

て
い
る
、
と

か
ん
が
え
ら
れ

る
。
 
「
天
皇

の
名

の
下
の
ゼ
ネ
ス
ト
」
と

い
う
挑

発

を
し
な
が

ら
、

一
九
七
四
年
九
月

に
花

田
は
没
し
た
が
、
そ

の
お
な
じ
月
に

『蒙
古

襲
来
』

で

一
般
読
老

の
前

に
あ

ら
わ
れ
た
網
野

は
、
 
「
天
皇

の
下

の
日

常

」
を
か
ん
が
え

つ
づ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

注
1
 
以

下
花
田
清
輝

に
つ
い
て
は
、

『復
興
期
の
精
神
』
・
『近
代

の
超
克
』

・
『東
洋

 

的

回
帰
』
・
『冒
険
と
日
和
見
』
等
参
照
。

 
2
 
本
多
秋
五

『物
語
戦
後
文
学
史
』

 
3
 

『不
幸
な
る
芸
術

』

 
4
 

こ
こ
で
は
、

『日
本
中
世

の
非
農
業
民
と
天
皇
』
に
限
定

し
て
の
べ
る
。

 
5
 

『
日
本
中
世
法
史
論
』
・
『徳
政
令
』
等
参
照
。

 
6
 
「歴
史
意
識
の
現
在
ー

社
会
史
を
め
ぐ

っ
て
」
(
『歴
史
学
研
究
』
五
三
二
号
)

 
7
 
「社
会
史
の
位
置
と
意
義
に
つ
い
て
ー

戦
後
歴
史
学
の
新
た
な
る
前
進

の
た

 

 
め
に
」
(
『歴
史
学
研
究
』
五

二
〇
号
)

 

8
 

『歴
史
学
的
方
法

の
基
準
』

(
一
九

八
五

・
二
に
別
に
か
い
た
も

の
に
、
若

干
の
加
筆
訂
正
を
お

こ
な

っ
た
。)
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