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【歴
史
認
識
再
考
③
】

原
敬
か
ら
読
み
解
く
歴
史
認
識
の
あ
り
方

京
都
大
学
公
共
政
策
大
学
院
教
授

伊
藤
之
雄

史
学
が
描
く
歴
史
像

の
問
題
点
を
考

え
な
が
ら
、
中
国

・
韓
国
か
ら
提
起

さ
れ

て
い
る
歴
史
認
識
に

つ
い
て
も
、

関
連
す
る
部
分
で
考
察

し
た

い
。

日
本
近
代
史
像

の
揺
ら
ぎ

近
年
、
日
本

は
中
国

・
韓
国
か
ら
日
本
近
代
史

の
歴

史
認
識

の
問
題

に

つ
い
て
、
批
判
を
浴
び
て
い
る
。
戦

後

の
日
本

の
歴
史
学

も
、
太
平
洋
戦
争
等

へ
の
反
省
と

し
て
、

日
本

の
近
代
や
政
府

の
指
導
者
た
ち
を
否
定
的

に
描
く
こ
と
が
普
通
で
あ

っ
た
。
他
方
、
そ
れ
ら

の
批

判
に
刺
激
さ
れ
、
日
本

の
近
代
に
批
判
的
な
戦
後
歴
史

学

の
日
本
像

を

「自
虐
史
観
」
と
名
づ
け

て
反
発
を
あ

ら
わ
に
す
る
人

々
も
増
え
て
き
た
。

戦
後
七
〇
年
近
く
経

っ
た
現
在
、
新
出

の
史
料
に
よ

り
新

た
な
史
実
が
わ
か
り
、
加
え
て
欧
米

の
近
代

の
歴

史
と
比
較
し
、

日
本
近
代

の
歴
史
を
客
観
的

に
と
ら
え

ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。

こ
の
た
め
、
以
上
の
い
ず
れ

の
と
ら
え
方

に
も
疑
問
を
持

つ
人

々
も
多
く
な

っ
て
き

た
。

こ
の
よ
う
な
中
で
、
ど

の
よ
う
な
歴
史
像
を
持

つ

べ
き
な

の
で
あ
ろ
う
か
。

私
は
現
在
、
新
発
見
の

「
原
敬
関
係
文
書
」
等
を
使

っ
て
執
筆
し
て
き
た
原
敬

の
伝
記
を
ほ
ぼ
完
成
さ
せ

つ

つ
あ
る
の
で
、

こ
こ
で
は
原
敬
像
に
絞

っ
て
戦
後

の
歴

に
お

い
て
は
、

し
、
植

民
地
統
治
を
含
め
、

行

っ
た
人
物
と
し
て
、

願
望
を
込
め
て
、

と
こ
ろ
が
太
平
洋
戦
争

の
敗
戦
後
、

地

の
制
度
が
将
来
的

に
内
地
日
本
と
同
様
に
な

る
よ
う

に
す
る
と

い
う
政
策

を
進
め
、
朝
鮮

の
制
度
や
文
化
を

破
壊
し
よ
う
と
し
た
人
物
だ

っ
た
、
五

・
四
運
動
な
ど

第

一
次
世
界
大
戦
後

の
中
国

の
ナ

シ

ョ
ナ
リ
ズ

ム
に
も

十
分
に
理
解
を
示
さ
な

い
人
物
だ

っ
た
、
と
論

じ
ら
れ

る
よ
う
に
も
な

っ
た
。

ま
た
首
相
時
代
に
、
東
京

・
大
阪
な
ど
都
市
部

で
普

通
選
挙
運
動
が
高
ま

っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
有
権
者

資
格

の
制
限
を
直
接
国
税
十
円
以
上

の
納
付
か
ら
三
円

以
上

の
納
付
に
引
き
下
げ
た
に
と
ど
ま

っ
た
、
と

い
う

点

で
も
批
判
的

に
見
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
さ
ら

に
、

原

の
率

い
る
政
友
会

は
、
党
勢
を
拡
張
す
る
た
め
に
、

自
党

の
地
盤
に
有
利
に
鉄
道
を
引
く

「我
田
引
鉄
」
策

等
を
行

っ
た
と
ま

で
論

じ
ら
れ
る
よ
う

に
な

っ
た
。

原
敬
の
描
か
れ
方
の
変
化

原
敬
は
、
太
平
洋
戦
争
の
敗
戦
前

日
本
に
立
憲
政
治
や
政
党
政
治
を
形
成

列
強
と
協
調
的
な
外
交
を

軍
部
の
力
を
抑
制
し
よ
う
と
の

評
価
さ
れ
て
い
た
。

原
は
朝
鮮
植
民

原
敬
の
実
像

原
敬
は
安
政
三

(
一
八
五
六
)
年

二
月
九
日
、
現
在

の
盛
岡
市
に
、
南
部
藩
家
老
加
判
と

い
う
上
級
武
士

の

家
に
生
ま
れ
た
。
維
新
後
に
苦
学
を
し
な
が
ら
西
欧
知

識
を
身

に

つ
け
た
。

原
は
、
司
法
省
法
学
校
を
中
退
す
る
ま

で
の
二
年
半

と
、
中
江
兆
民
の
塾

で
の
半
年

で
、

フ
ラ
ン
ス
語
講
読

や
ヴ

オ
ル
テ
ー
ル
、

モ
ン
テ
ス
キ

ュ
ー
、

ル
ソ
ー
な
ど

の
フ
ラ

ン
ス
啓
蒙
思
想
を
学
ん
だ
。
二
十
三
歳

で
新

聞

記
者
と
な

っ
た
原

は
、

二
十
六
歳
ま
で
の
問
に
、

フ
ラ

ン
ス
語
を
通
し
た
欧
米

理
解
と
、

日
本

の
現
状

へ
の
考

察
と
を
合
わ
せ
、
政
治
や
人
間
に
対
す
る
考
え
方

の
原

型
を
形
成
し
た
。

原

の
考
え
方

の
特
色

は
第

一
に
、

「公
利
」
と

い
う
、

中
江
兆
民
も
使
用

し
た
用
語
に
代
表
さ
れ
る
理
想
を
基

本
と
し
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
原
の
出
身
地

の
南

部
藩
が
戊
辰
戦
争

で
薩
長
に
痛
め

つ
け
ら
れ
た
怨
念
等

を
超
越

し
、
国
家

(公
共
)

の
利
益

の
た
め
に
働

こ
う

と
す
る
意
識
で
あ

る
。
原
に
と

っ
て
藩
閥
政
府
も
自

由

民
権
派
も
、
「
公
利
」
を
目
指
し
て
動
か
な

い
場
合

に
は

批
判

の
対
象
で
あ

っ
た
。

第
二
に
、
原
は

「自
由
民
権
」
は
支
持
し
た
が
、
欧

米
や
日
本

の
実
情
を
深
く
考
察

せ
ず
、
す
ぐ
に
欧
米
と

同
じ

こ
と
が
日
本

で
で
き
る
と
主
張
す
る
よ
う
な
多

く

の
民
権

派
を
、
軽
薄

で
あ
る
と
し
て
批
判
し
た
こ
と
で

あ
る
。

ま
た
、
藩
閥
政
府

の
近
代
化
政
策
に
も

一
定

の
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評
価

を
し
た
。

第

三
に
、
原
は
イ
ギ
リ

ス
風
の
立
憲
君
主
制
を
遠

い

将
来

の
理
想

と
し
た
こ
と

で
あ
る
。
ま
た
全
国
的
な
鉄

道
網

の
整
備
を
、
産
業
振
興
と
と
も
に
、
知
識
や
情
報

の
広
が
り
と

い
う
意
味

で
も
、
近
代
化
の
核
と

し
て
重

視
し
た
。

第

四
に
、
帝
国
主
義

の
時
代

で
あ
る
が
、
外
交
を
軍

事
力

の
面
か
ら

の
み
と
ら
え
る
の
で
な
く
、
最
終
的

に

は
国
際
社
会

(列
強
)

の
承
認
を
得
ら
れ
る
か
ど
う

か

慎
重
に
判
断
し
て
行
う

べ
き
、
と
現
代

に
も
通
じ
る
主

張
を
し
た

こ
と
で
あ
る
。

そ

の
後
、
原
は
外
交
官
、
大
阪
毎
日
新
聞
社

の
社
長
、

政
党
政
治
家

と
し
て
逓
相

・
内
相

(
三
度
)
等

の
経
験

を
積
み
な
が
ら
、
右

の
価
値
観
を
深
め
て
い

っ
た
。

こ

の
間
、

一
九
〇
八
年
か
ら
翌
年
に
か
け

て
半
年
間

の
欧

米
周
遊
旅
行
に
よ

っ
て
、
原
は
世
界
の
流
れ
を
見
通
す

確
固
と
し
た
国
際
認
識
を
持

つ
よ
う
に
な

っ
た
。

一
九

一
八
年

(大

正
七
)
年
九
月
二
九

日
、
六
十
二

歳

の
原
は
、
衆
議
院

の
多
数
党

で
あ
る
政
友
会
を
背
景

に
、
日
本

で
初
め

て
の
本
格
的
政
党
内
閣
を
組
織
、
軍

や
宮
中
ま

で
も
首
相
と
内
閣
が
統
制
す

る
イ
ギ
リ

ス
風

の
立
憲
君
主
制
を
確
立
し
た
。
原

の
功
績

は
、
第

一
に
、

第

一
次
世
界
大
戦
後
に
国
際
環
境
が
大
き
く
変
動
す

る

状
況
を
見
き
わ
め
、

日
本
外
交
を
あ
る
べ
き
姿
に
し
た

こ
と
だ
。

原
は
、
米

・
英
諸
国
、
と
り
わ
け
米
国
と

の
国
際
協

調

の
外
交
を
確
立
し
、
前
内
閣
下

で
日
本
陸
軍
が
推
進

し
た

シ
ベ
リ
ア
出
兵
も
、
強
力
な
指
導
力
で
撤
兵
さ

せ

て
い

っ
た
。

ま
た
中
国
の
国
内
が
分
裂

し
て

い
る
状
況

に
対
し
て
も
、
そ
れ
を
利
用
し
て
日
本
が
利
益
を
得
よ

う
と
図
る
の
で
は
な
く
、
中
国

の
南
方
派

・
北
方
派

の

統

一
を
促
進
す

る
政
策
を
取
ろ
う
と
し
た
。

原

の
功
績

は
第

二
に
、
米
価
高
騰

に
よ

っ
て
起
き
た

米
騒
動
後

の
社
会
秩
序
を
安
定
さ
せ
、
全
国

の
鉄
道
網

形
成
を
推
進
し
、
そ

の
計
画
を
拡
充
し
、
さ
ら

に
米

国

と

の
経
済
交
流
を
深
め
よ
う
と
し
た
こ
と
で
あ

る
。

不
幸

に
し
て
原
は
首
相
在
職
約
三
年

ニ
カ
月
で
暗
殺

さ
れ
る
。
そ

の
よ
う
な
凶
変
が
な
か

っ
た
ら
、

日
本

の

経
済

・
外
交
や
国
内
政
治
は
、
実
際
に
展
開
し
た
よ
り

も
も

っ
と
安
定

し
た
も
の
に
な
り
、
太
平
洋
戦
争

へ
の

道
は
な

か

っ
た
可
能
性
も
あ
る
。
原

の
伝
記
を
書
く
た

め
研
究
を
進
め
る
中
で
、
私
は
こ
の
よ
う
に
確
信
す
る

よ
う
に
な

っ
た
。

ま
た
原
が
党
利
党
略

の
た
め
に

「我

田
引
鉄
」
的

に

鉄
道

を
建
設
し
た
と

の
見
方
は
、

一
九
六
〇
年
代

の
高

度
経
済
成
長
期

の
日
本

に
お

い
て
、
自
由
民
主
党
が
始

め
た
鉄
道

・
道
路
政
策

に
批
判
的
な
研
究
者
や
ジ

ャ
ー

ナ
リ

ス
ト
が
、
戦
後
日
本

の
像
を
原
に
投
影
し
て
描

い

た
誤

っ
た
像
で
あ
る
。
原
は
日
本
全
体

の
発
展

の
た
め
、

経
済
状
況
を
考
慮
し
な
が
ら
、
合
理
的
な
鉄
道
政
策

を

推
進
し
た
。
さ
ら
に
原
は
、
人

々
が
鉄
道
を
生

か
す
べ

く
、
自
立
心
を
持

っ
て
地
元

の
産
業
を
発
展
さ

せ
る
こ

と
を
求

め
た
。

こ
の
よ
う
な
原
は
、

日
本
が
生
ん
だ
最
も
偉
大
な
政

党
政
治
家

で
、
世
界
史
的
に
も
イ
ギ
リ

ス
の
チ
ャ
ー
チ

ル
首
相

(保
守
党
)
、
米
国

の
ケ
ネ
デ

ィ
大
統
領

(民
主

党
)
ら
に
肩
を
並

べ
ら
れ
る
政
治
家
と
い
え
よ
う
。

戦
後
日
本

の
近
代
史
像

の
問
題

問
題
は
、
現
在

の
価
値
観
を
も

っ
て
あ
ま
り
に
も
性

急
に
日
本
近
代
の
歴
史
や
人
物
を
断
罪
し
よ
う
と
す
る

こ
と

で
あ
る
。

そ

の

一
つ
は
、
政
党
内
閣
制
や
普
通
選
挙
と
い
う
現

在

の
日
本
や
世
界

で
通
例
行
わ
れ

て
い
る
こ
と
や
、
そ

れ
を
是
と
す
る
価
値
を
過
去
に
投
影
し
、
そ

の
実
現
を

主
張
し
た
人

々
を
評
価

し
、
反
対
し
た
人

々
を
批
判
す

る
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
、
第

二
次
世
界
大
戦
後

の
発

展
途
上
国
に
お
い
て
、

こ
れ
ら

の
民
主
的
な
制
度
を
実

施

し
て
も
う
ま
く
い
か
ず
、
国
政
が
混
乱
し
機
能
し
な

く
な

っ
た
例
を
、
私
た
ち
は
数
多
く
知

っ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
民
・王
的
な
制
度
を
背
景
と
し
た
国
家
を
作

る
こ
と
は
極
め
て
難
し
く
、
時
間
が
か
か
る
も
の
で
あ

る
。
近
代

日
本
に
お

い
て
も
、
当
時

の
日
本

の
国
民

の

成
熟
程
度
を
考
慮

し
な
が
ら
漸
進
的
に
民
主
化
し
て
い

く
手
法
が
、
最

も
手
堅
か

っ
た
。
そ

の
意
味
で
、
原
は

高

い
理
想
を
持
ち
、
日
本

の
現
状
を
十
分
に
理
解
し
た

上

で
、
着
実
に
政
党
政
治
を
形
成
し
て
い

っ
た
の
で
あ

る
。
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も
う

一
つ
は
、
歴
史
を
評
価
す
る
上

で
、
第

一
次
世

界
大
戦

の
終
了
ま

で
の
帝
国
主
義

の
時
代

の
列
強
中
心

の
国
際
社
会
や
、
国
際
法
な
ど
そ

の
当
時

の
規
範
を
、

十
分
に
考
慮

し
て
い
な

い
こ
と
で
あ
る
。
列
強
が

「未

開
」
国
や
地
域

に
植

民
地
を
拡
張
す
る
こ
と
自
体
は
、

国
際
的

に
承
認
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ

る
。
ま
た
、
戦

争
も
外
交

の

一
つ
の
手
段
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
な
国
際
社
会

で
は
、
自
国

の
安
全
を
確
保

す
る
た
め
、
自
国

の
安
全
を
脅
か
す
よ
う
な
列
強
が
、

自
国

の
近
隣

の
国
や
地
域
に
植
民
地
を
獲
得
す
る

こ
と

を
防

が
な
く
て
は
な
ら
な

い
。
そ

の
恐
れ
が
あ
る
場
合

に
は
、
前
も

っ
て
近
隣

の
国
や
地
域
を
、
独
立
を
保

っ

た
ま
ま
従
属
国
に
す
る
か
、
保
護
国
あ

る
い
は
植
民
地

に
せ
ざ

る
を
得
な

い
。
ま
た
、
近
隣

の
国
か
ら
侵
略
さ

れ
る

の
を
避
け
る
た
め
に
は
、
必
要
な
軍
事
力
を
持
ち
、

付
け
込
ま
れ
な

い
よ
う
に
自

国
の
治
安
を
確
保

し
な
く

て
は
な
ら
な

い
。

第

一
次
世
界
大
戦

に
至
る
ま
で
、
日
本

の
国
力
は
不

十
分
で
、
帝

国
主
義

の
時
代

の
国
際
社
会

の
規
範
を
変

え
る
提
案
が
で
き
る
よ
う
な
実
力
は
な
か

っ
た
。
中
国

へ
の
二
十

一
力
条
要
求
な
ど
、

日
本
は
列
強

の
ル
ー

ル

か
ら
逸
脱
す
る
こ
と
も
あ

っ
た
が
、
基
本
的

に
規
範
を

守
り
、
独
立
を
保
持

し
て
き
た
。
さ
ら

に
原
敬
は
国
際

連
盟
構
想
な
ど
の
ウ

ィ
ル
ソ

ン
主
義
を
支
持

し
、
第

二

次
世
界
大
戦
後

に
も

つ
な
が
る
新
し
い
国
際
秩
序
形
成

へ
の
理
解
も
示
し
た
。

第
二
次
世
界
大
戦
後
、
帝
国
主
義
時
代

の
規
範
は
明

確
に
否
定
さ
れ
た
。

そ
の
こ
と
自
体

は
望
ま
し
い
流

れ

で
あ
る
。
ま
た
、
植

民
地
支
配

の
よ
う
な
行
動

は
再
び

起

こ
し
て
は
な
ら
な

い
、
と
強
く
自
覚
す

べ
き
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
、
国
際
社
会

の
規
範
を
学
び
、
そ
の
枠
内

で
自
国
の
安
全
保
障

の
た
め
に
尽
力
し
て
き
た
近
代

日

本

の
行
動
を
、
現
在

の
価
値
観
か
ら
安
易
に
批
判
す
べ

き

で
は
な

い
。
現
代

の
我

々
も
ま
た
多
く

の
制
約

の
中

で
生
き
て
お
り
、
未
来

に
対
し
て
ど

の
よ
う
な
責
任
を

持

て
る
の
か
、
と

い
う
不
安
を
持

つ
こ
と
を
妨
げ
る
こ

と
に
す
ら
な
る
。

な
お
、
近
代

に
お

い
て
独
立
を
維
持

で
き
ず
植
民
地

化
さ
れ
た
国
や
地
域

の
人

々
は
、
自
分
た
ち
は
他
国

の

植
民
地
化
を
進
め
な
か

っ
た

の
で
正
当
性
は
自
分
た
ち

に
あ
る
と
主
張

し
て
、
植
民
地
化
し
た
国
を
批
判
す
る

だ
け
で
終
わ
る
べ
き
で
は
な

い
。

こ
の
よ
う
な
繰
り
返

し
は
、
相
互
の
嫌
悪
感
を
強
め
る
だ
け
だ
か
ら

で
あ

る
。

自
国
の
安
全
保
障

の
た
め
と
は
い
え
、
植

民
地
化
し

た
国

の
人
々
は
、
自

国
が
植
民
地
化
さ
れ
た
ら
と

の
観

点

で
、
植
民
地
化
さ
れ
た
国

の
痛
み
を
理
解
す

べ
き
だ

ろ
う
。
ま
た
植
民
地
化
さ
れ
た
国

の
人

々
は
、
帝
国
主

義

の
時
代
に
自
国

の
独
立
を
保

つ
た
め
に
は
、
現
実

に

ど

の
よ
う
な
手
段
が
あ

っ
た

の
か
を
考
え
る
べ
き

で
あ

ろ
う
。

そ
の
上

で
、
お
互

い
に
帝
国
主
義

の
時
代
を
脱

却
す
る
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
か

っ
た

の
か
、
ま
た
国
際

平
和
を
維
持
す

る
に
は
何
が
必
要
な

の
か
を
考
え
る
べ

き

だ

ろ
う

。

〈編
集
委
員
会
注
〉

本
号

『
公
共
空
間

二
〇

=
二
秋
号
』
に
お
い
て
は
、
新

た
な
試
み
と
し
て
、
伊
藤
之
雄
先
生
に
特
集

2

「歴
史

認
識
再
考
」

の

一
環
と
し
て
の
教
授
論
文

の
執
筆
を
お

願
い
し
た
。
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