
近
代
に
確
立
さ
れ
た 

日
本
の
歴
史
認
識
を 

今
問
い
な
お
す

　

李
先
生
が
担
当
し
て
い
る
の
は
「
日

本
・
ア
ジ
ア
関
係
史
」
と
「
東
ア
ジ
ア
社

会
文
化
論
Ⅱ
」。

「
私
の
授
業
や
ゼ
ミ
で
は
、『
東
ア
ジ
ア
の

中
の
韓
国
・
朝
鮮
』と
い
う
視
点
を
も
ち
、

韓
国
・
朝
鮮
の
地
域
を
中
心
に
し
て
東
ア

ジ
ア
諸
地
域
社
会
を
勉
強
し
ま
す
。「
日

本
・
ア
ジ
ア
関
係
史
」は
タ
テ
の
時
間
軸
。

「
東
ア
ジ
ア
社
会
文
化
論
Ⅱ
」
は
、
い
わ

ば
ヨ
コ
軸
で
す
。
日
本
と
の
関
係
、宗
教
、

文
化
、
朝
鮮
半
島
の
分
断
な
ど
い
く
つ
か

の
キ
ー
ワ
ー
ド
が
あ
り
ま
す
が
、
社
会
学

的
な
さ
ま
ざ
ま
な
観
点
か
ら
、
東
ア
ジ
ア

に
お
け
る
関
係
性
に
つ
い
て
考
え
て
い
き

ま
す
」

　

若
者
に
と
っ
て
、
歴
史
を
、
そ
れ
も
近

代
史
を
学
ぶ
こ
と
が
と
て
も
大
事
だ
と

お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
李
先
生
。
そ
れ
は
な

ぜ
な
の
か
、
と
い
う
と
？

「
今
の
学
問
の
中
身
と
い
う
の
は
、
ほ
と

ん
ど
が
近
代
に
お
い
て
確
立
さ
れ
て
い
ま

す
。
た
と
え
ば
、
日
本
の
明
治
か
ら
戦
前

ま
で
に
ま
と
め
ら
れ
た
古
代
の
歴
史
と
い

う
の
は
、
全
部
が
故
意
に
作
ら
れ
た
も
の

と
は
言
え
な
い
け
れ
ど
、
じ
つ
は
そ
の
時

代
の
政
治
に
都
合
の
い
い
も
の
に
な
っ
て

い
る
の
で
す
」

　

中
世
に
は
た
し
か
に
豊
臣
秀
吉
に
よ
る

「
文
禄
・
慶
長
の
役
」
出
兵
と
い
う
侵
略

行
為
は
あ
っ
た
が
、
江
戸
時
代
に
は
い
る

と
、
幕
府
と
朝
鮮
と
の
間
に
は
「
朝
鮮
通

信
史
」
に
よ
る
対
等
な
外
交
関
係
が
あ
っ

た
の
だ
。

「
と
こ
ろ
が
こ
う
し
た
事
実
は
朝
鮮
を
植

民
地
に
す
る
の
に
都
合
が
悪
い
の
で
意
識

し
て
隠
さ
れ
ま
し
た
。
古
代
に
朝
鮮
を
日

本
が
支
配
し
て
い
た
こ
と
に
す
る
。
だ
か

ら
近
代
だ
け
で
な
く
、
近
世
、
江
戸
時
代

の
史
実
か
ら
も
学
ぶ
意
義
が
あ
り
ま
す
。

今
で
は
歴
史
研
究
自
体
も
相
当
進
ん
で
い

ま
す
の
で
」

　

１
９
４
５
年
の
日
本
の
敗
戦
以
降
、
少

し
ず
つ
歴
史
の
見
直
し
は
さ
れ
て
き
た

が
、
じ
つ
は
戦
後
の
教
科
書
で
も
長
い
間

ず
っ
と
、「
大
昔
、
朝
鮮
は
日
本
の
隷
属

だ
っ
た
」
と
記
述
さ
れ
て
い
た
の
だ
と
い

う
。
20
世
紀
後
半
か
ら
、
や
っ
と
本
格
的

に
雪
解
け
が
は
じ
ま
る
。

　

そ
う
い
え
ば
「
従
軍
慰
安
婦
」
問
題
で

も
、
そ
の
事
実
自
体
は
日
本
戦
時
期
の
こ

と
な
の
に
、
戦
後
に
な
っ
て
も
50
年
以
上

葬
ら
れ
た
ま
ま
だ
っ
た
の
は
、
ど
う
し
て

な
の
だ
ろ
う
か
。

「
総
じ
て
い
う
と
、
国
民
国
家
と
し
て
近

代
化
に
必
死
だ
っ
た
と
き
に
は
、
相
対
化

す
る
作
業
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う

サ
ッ
カ
ー
の
日
韓
共
同
開
催
、韓
流
ブ
ー
ム
の
な
か
で
の
韓
国
へ
の
熱
い

憧
れ
。戦
争
の
時
代
に
起
き
た
さ
ま
ざ
ま
な
悲
劇
は
　
年
以
上
た
っ
て
、

や
っ
と
少
し
ず
つ
思
い
が
け
な
い
流
れ
で
、雪
解
け
が
は
じ
ま
っ
た
。

民
衆
の
暮
ら
し
を
追
い
か
け
な
が
ら
国
境
を
越
え
て
、歴
史
と
社
会
を

縦
横
に
つ
な
ぐ
李
先
生
は
学
生
た
ち
を
見
守
り
続
け
る
優
し
い
お
母
さ

ん
役
。

60

ア
ジ
ア
の
な
か
の
日
本
。

新
し
い
世
代
の
若
者
こ
そ
が

お
互
い
に
理
解
を
深
め
て

真
に
対
等
な
関
係
を
つ
く
っ
て
い
く

李  熒 娘 教 授

総 合 政 策 学 部



ね
。
21
世
紀
に
な
っ
て
か
ら
は
、
２
０
０

２
年
の
サ
ッ
カ
ー
の
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ

が
、
日
韓
の
共
同
開
催
と
い
う
形
に
な
り

ま
し
た
が
、
あ
れ
か
ら
江
戸
時
代
の
日
朝

関
係
を
日
本
と
韓
国
の
研
究
者
が
一
緒
に

研
究
す
る
と
い
う
気
運
が
、
一
気
に
高

ま
っ
た
の
で
す
」

博
士
論
文
は
お
米
の
関
係
史
。 

民
衆
の
生
活
に
こ
そ 

い
ち
ば
ん
関
心
を
も
っ
て

　

韓
国
で
は
社
会
学
を
勉
強
し
て
い
た
李

先
生
が
、来
日
さ
れ
た
の
は
１
９
８
１
年
。

一
橋
大
学
に
留
学
し
、
84
年
に
は
日
本
で

出
産
も
さ
れ
、
子
育
て
し
な
が
ら
の
学
生

生
活
を
送
る
。

「
最
初
は
博
士
論
文
を
書
い
た
ら
帰
ろ
う

と
思
っ
て
い
た
の
に
、
こ
う
し
て
日
本
で

教
え
る
よ
う
に
な
っ
て
、
今
年
で
ち
ょ
う

ど
人
生
の
半
分
が
日
本
、
と
い
う
こ
と
に

な
り
ま
し
た
」と
感
慨
深
げ
に
振
り
返
る
。

　

総
合
政
策
学
部
の
講
義
で
は
16
世
紀
か

ら
現
代
ま
で
を
担
っ
て
い
る
が
、
も
と
も

と
の
ご
自
分
の
研
究
分
野
は
朝
鮮
の
被
植

民
地
時
代
。
博
士
論
文
の
テ
ー
マ
は
、
侵

略
の
時
代
に
お
け
る
朝
鮮
の
お
米
の
研

究
、
と
い
う
異
色
な
も
の
。

「
当
時
、
朝
鮮
で
生
産
さ
れ
た
お
米
の
半

分
は
、
日
本
に
も
っ
て
き
て
い
ま
す
。
も

ち
ろ
ん
日
本
の
市
場
の
た
め
で
あ
り
、
消

費
の
た
め
で
す
。
朝
鮮
の
お
米
の
生
産
と

流
通
過
程
を
か
き
乱
し
て
い
た
わ
け
で

す
。
侵
略
と
い
う
の
は
政
治
的
な
面
だ
け

で
は
な
く
、経
済
面
で
も
行
わ
れ
て
い
て
、

そ
れ
が
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
、
研
究
し

た
か
っ
た
の
で
す
」
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植
民
地
時
代
の
日

朝
関
係
の
米
の
調
査

を
し
て
い
く
と
、
朝

鮮
の
米
を
市
場
に
出

す
こ
と
に
よ
っ
て
日

本
の
米
の
生
産
と
流

通
も
か
き
乱
さ
れ
て

い
た
こ
と
も
わ
か
っ

て
き
た
。
そ
れ
こ
そ

が
植
民
地
の
矛
盾
。

日
本
の
生
産
者
に
も

影
響
を
与
え
て
し
ま

う
。

「
私
が
一
番
関
心
を

も
つ
の
は
、
民
衆
は

ど
う
生
活
し
て
い
た

か
、
と
い
う
こ
と
な

の
で
す
。
た
と
え
ば

中
国
の
東
北
地
域
の

水
田
は
、
朝
鮮
人
の

耕
作
で
行
わ
れ
て
い

た
。
お
米
の
生
産
地

の
北
限
を
拡
大
し
た

の
は
朝
鮮
人
だ
っ
た

わ
け
で
す
。
こ
う
し

た
事
実
か
ら
あ
ら
た

め
て
地
域
を
見
る
と
さ
ら
に
興
味
が
わ
い

て
き
ま
す
」

　

李
先
生
は
そ
う
し
て
や
が
て
「
在
外
朝

鮮
人
の
問
題
」へ
と
研
究
を
深
め
て
い
く
。

　

在
外
朝
鮮
人
と
は
、
在
日
朝
鮮
人
だ
け

で
な
く
、
在
中
国
、
そ
し
て
在
ロ
シ
ア
の

人
々
も
含
ま
れ
る
。
ど
の
移
動
も
か
つ
て

の
日
本
の
植
民
地
時
代
が
も
た
ら
し
た
も

の
。
特
に
ロ
シ
ア
で
は
戦
前
の
ス
タ
ー
リ

ン
時
代
の
37
年
、
沿
海
州
の
朝
鮮
人
の

人
々
が
日
本
の
ス
パ
イ
に
な
る
か
ら
と
、

中
央
ア
ジ
ア
に
強
制
移
住
さ
せ
ら
れ
た
。

現
在
の
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
、
カ
ザ
フ
ス
タ

ン
に
住
む
朝
鮮
人
は
み
な
そ
う
し
た
歴
史

に
翻
弄
さ
れ
た
の
だ
と
い
う
。

「
沿
海
州
の
人
々
は
、
も
と
も
と
植
民
地

政
策
に
よ
っ
て
朝
鮮
か
ら
移
動
さ
せ
ら

れ
、
さ
ら
に
シ
ベ
リ
ア
鉄
道
に
乗
っ
て
故

郷
か
ら
は
る
か
遠
く
に
追
わ
れ
た
。
近
代

の
デ※

ィ
ア
ス
ポ
ラ
の
象
徴
的
な
も
の
な
の

で
す
。
歴
史
は
多
面
的
に
学
ば
な
け
れ
ば

み
え
て
こ
な
い
と
、
つ
く
づ
く
感
じ
て
い

ま
す
」

※
「
離
散
」
を
意
味
す
る
ギ
リ
シ
ャ
語
。

も
と
は
パ
レ
ス
チ
ナ
以
外
の
地
に
住
む
ユ

ダ
ヤ
人
を
指
す
が
、
政
治
的
、
宗
教
的
な

理
由
で
故
郷
を
追
わ
れ
た
他
の
民
族
に
も

つ
か
わ
れ
る
。

新
し
い
時
代
の
到
来
。 

学
生
た
ち
は
お
互
い
に 

す
ぐ
仲
良
く
な
れ
る
。

　

李
ゼ
ミ
に
入
り
た
い
と
い
う
学
生
は
、

や
は
り
韓
国
に
興
味
の
あ
る
学
生
が
多
い

ら
し
い
。

　

朝
鮮
半
島
を
軸
に
研
究
す
る
の
は
い
い

け
れ
ど
、
で
き
れ
ば
東
ア
ジ
ア
へ
の
興
味
も

広
げ
て
ほ
し
い
と
李
先
生
は
思
っ
て
い
る
。

「
戦
前
は
、
福
沢
諭
吉
が
言
っ
て
い
た
よ

う
に
、
日
本
は
脱
亜
入
欧
を
掲
げ
て
い
た

で
し
ょ
う
？
そ
し
て
戦
後
は
脱
亜
入
米
。

日
本
は
こ
れ
ま
で
、
決
し
て
「
在
亜
」
を

し
て
い
な
い
の
で
す
。
ア
ジ
ア
に
い
な
が

ら
、
ア
ジ
ア
に
い
な
い
。
欧
米
に
追
い
つ

け
、追
い
越
す
こ
と
だ
け
を
夢
見
て
き
て
、

ア
ジ
ア
に
対
し
て
は
優
越
感
を
も
ち
、
差

別
や
軽
蔑
の
意
識
を
も
っ
て
い
た
。
今
は

あ
る
程
度
、
ゆ
る
く
な
っ
て
は
き
て
い
ま

す
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
、
日
本
の
も
と
も

と
の
潜
在
能
力
を
発
揮
で
き
な
い
と
思
い

30人ほどのゼミはとても家庭的な雰囲気。短期も含めて留学体験者も多い。



ま
す
。
ア
ジ
ア
と
の
関
係
を
変
え
て
い
け

る
の
は
、
ま
さ
に
こ
れ
か
ら
で
す
か
ら
」

　

と
く
に
李
先
生
の
世
代
ま
で
は
、
戦
前

の
露
骨
な
差
別
の
体
験
を
も
つ
親
に
育
て

ら
れ
て
き
た
世
代
、
日
本
と
の
関
係
を
対

等
に
す
る
の
は
、
お
互
い
に
無
理
だ
っ
た

の
だ
。

　

し
か
し
、
新
し
い
時
代
は
確
実
に
や
っ

て
き
て
い
る
。
そ
れ
は
こ
こ
数
年
の
韓
流

ブ
ー
ム
に
も
は
っ
き
り
と
感
じ
ら
れ
る
。

「
い
ろ
い
ろ
な
理
由
が
あ
る
け
れ
ど
、
こ

の
韓
流
の
う
ね
り
は
、
す
ご
い
流
れ
だ
と

思
い
ま
す
。
江
戸
時
代
に
は
、
朝
鮮
の
文

化
使
節
に
対
し
て
憧
れ
も
あ
っ
た
。
で
も

も
し
ペ
ヨ
ン
ジ
ュ
ン
が
、
30
年
前
の
日
本

に
来
て
も
ま
っ
た
く
だ
め
だ
っ
た
で
し
ょ

う
。
な
に
し
ろ
日
本
に
は
じ
め
て
来
た
と

き
、
大
学
に
は
朝
鮮
史
の
関
連
学
部
が
な

く
て
、
私
は
日
本
史
学
科
に
所
属
す
る
し

か
な
か
っ
た
の
で
す
。
今
は
ど
こ
の
大
学

で
も
、
韓
国
・
朝
鮮
に
関
す
る
学
科
は
当

た
り
前
に
あ
り
ま
す
か
ら
」

　

李
ゼ
ミ
で
は
、
隔
年
程
度
で
、
韓
国
の

大
学
と
の
合
同
学
習
が
あ
る
。
学
生
た
ち

が
一
緒
に
農
村
踏
査
を
や
っ
た
り
、
テ
ー

マ
を
決
め
て
、
お
互
い
に
相
手
の
国
の
言

葉
で
発
表
を
す
る
の
だ
。

　

な
の
で
、
韓
国
語
は
必
修
。

「
私
の
な
か
で
は
日
本
も
韓
国
も
同
じ
。

だ
か
ら
こ
そ
、今
の
若
者
を
、私
た
ち
の
世

代
が
育
て
て
い
か
な
け
れ
ば
、
と
思
っ
て

い
る
の
で
す
。
今
の
学
生
た
ち
は
お
互
い

に
す
ぐ
仲
良
く
な
れ
る
し
、
私
の
世
代
が

で
き
な
い
こ
と
を
き
っ
と
や
っ
て
く
れ
る
」

　

未
来
を
育
て
る
。
学
生
が
自
分
と
向
き

合
い
な
が
ら
成
長
し
て
い
く
過
程
を
、
李

先
生
は
そ
の
優
し
い
ま
な
ざ
し
で
ず
っ
と

見
守
っ
て
い
る
。

高
校
生
の
皆
さ
ん
へ

　

自
分
が
考
え
て
い
る
こ
と
を
自
分
で
言

葉
に
す
る
に
は
、
い
ろ
い
ろ
な
方
法
が
あ

る
で
し
ょ
う
。
勉
強
と
い
う
の
は
、
自
分

を
ど
う
見
つ
め
て
生
き
て
い
く
か
と
い
う

こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
が
、
私
は
歴

史
を
知
る
こ
と
が
、
自
分
を
育
て
る
こ
と

に
も
な
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

今
の
社
会
を
見
る
と
き
に
も
、
歴
史
の

な
か
で
日
本
が
ど
う
や
っ
て
き
た
か
、
過

去
が
わ
か
ら
な
い
と
明
日
の
こ
と
は
わ
か

ら
な
い
。

　

近
代
と
い
う
の
は
、
長
い
歴
史
の
タ
ー

ム
で
み
れ
ば
、
つ
い
昨
日
の
こ
と
で
す
。

し
か
も
私
が
教
え
て
い
る
授
業
の
中
身

は
、
日
本
と
ア
ジ
ア
の
関
係
と
い
う
、
歴

史
研
究
の
中
で
も
一
番
厳
し
い
課
題
の
ひ

と
つ
で
す
。
で
も
異
文
化
に
接
す
る
こ
と

は
、
自
分
の
国
や
自
分
を
見
つ
め
直
す

き
っ
か
け
に
も
な
り
ま
す
。

　

成
長
の
仕
方
は
、そ
れ
ぞ
れ
違
い
ま
す
。

ひ
と
り
ひ
と
り
が
自
分
の
テ
ー
マ
を
決
め

て
主
体
的
に
勉
強
し
て
い
く
な
か
で
、
社

会
の
な
か
で
自
立
し
て
い
け
る
よ
う
に
、

応
援
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

研究のよき相談相手でもあり、学生たちのお母さん役でもある李先生。


