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歴
史
認
識
を
め
ぐ
る
問
題
は
、
と
き
に
政
治
的
対
立
を

激
化
さ
せ
る
要
因
と
な
る
。
21
世
紀
に
入
っ
て
も
、
植
民

地
統
治
や
戦
時
の
出
来
事
の
認
識
を
め
ぐ
っ
て
、
日
本
は

各
国
と
政
治
的
緊
張
・
緩
和
の
プ
ロ
セ
ス
を
繰
り
返
し
て

い
る
。
私
が
英
国
留
学
中
に
出
会
っ
た
東
ア
ジ
ア
諸
国
出

身
学
生
と
の
交
友
で
も
、
こ
の
問
題
は
デ
リ
ケ
ー
ト
な
ト

ピ
ッ
ク
で
あ
り
続
け
、
親
密
に
な
る
ほ
ど
こ
う
し
た
話
題

を
避
け
る
心
理
が
互
い
に
働
い
た
こ
と
を
告
白
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
か
よ
う
に
、「
歴
史
」
と
い
う
観
念
は
人

間
の
情
念
を
か
き
た
て
、
そ
の
思
考
と
行
為
に
影
を
落
と

す
の
で
あ
る
。

　

悲
観
的
側
面
ば
か
り
が
目
立
つ
昨
今
の
「
歴
史
」
の
観

念
だ
が
、20
世
紀
イ
ギ
リ
ス
の
哲
学
者
Ｒ
・
Ｇ
・
コ
リ
ン
グ

ウ
ッ
ド
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
は
楽
観
的
で
あ
る
。
若
き
日
に
彼

は
、「
歴
史
的
精
神
」の
最
も
顕
著
な
特
徴
を「
自
ら
が
拒

絶
す
る
異
質
な（
政
治
・
社
会
・
文
化
な
ど
の
）体
系
に
よ
っ

て
生
き
る
人
び
と
を
賞
賛
し
愛
す
る
こ
と
の
で
き
る
能

力
」
と
し
て
の
「
寛
容
」
に
見
出
し
て
い
た
。
彼
の
こ
の

「
歴
史
」
の
観
念
は
い
か
な
る
思
想
的
源
泉
に
発
し
て
い

る
の
か

―
こ
れ
が
私
の
博
士
論
文
の
関
心
で
あ
っ
た
。

　

哲
学
史
に
お
け
る
彼
へ
の
評
価
は
、
皮
肉
に
も
ま
さ
に

「
異
質
な
体
系
」
同
士
の
不
寛
容
の
産
物
と
い
え
な
く
も

な
い
。
20
世
紀
初
頭
の
イ
ギ
リ
ス
哲
学
は
、
ラ
ッ
セ
ル
や

ム
ア
ら
に
端
を
発
す
る
分
析
哲
学
が
、
19
世
紀
来
の
観
念

論
学
派
を
駆
逐
し
主
流
化
す
る
過
程
だ
と
い
う
の
が
、
20

世
紀
中
葉
以
降
の
通
説
的
理
解
で
あ
っ
た
。
こ
の
見
方
か

ら
す
れ
ば
コ
リ
ン
グ
ウ
ッ
ド
は
、
単
に
時
代
遅
れ
の
観
念

論
者
と
閑
却
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
。
こ
の
通
説
に
対
し
私

の
論
文
で
は
、
彼
の
思
想
形
成
期
の
「
実
在
論
・
観
念
論
」

両
派
の
間
の
論
争
に
注
目
し
、
彼
の
哲
学
が
、
そ
の
ど
ち

ら
の
追
従
で
も
な
く
、
両
者
の
立
場
の
克
服
を
目
指
し
て

構
築
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
。

　

人
間
の
思
想
や
行
為
は
そ
れ
が
置
か
れ
る
歴
史
的
文
脈

に
よ
っ
て
ま
っ
た
く
異
な
る
姿
を
見
せ
る
と
い
う
コ
リ
ン

グ
ウ
ッ
ド
の
歴
史
哲
学
は
、
現
代
の
政
治
哲
学
に
も
少
な

か
ら
ず
霊
感
を
与
え
続
け
て
い
る
。
人
間
の
政
治
的
営
み

に
お
け
る
「
歴
史
」
を
め
ぐ
る
対
立
を
「
寛
容
」
へ
と
転

化
す
る
た
め
に
、
彼
の
哲
学
が
い
か
な
る
含
意
を
持
ち
う

る
の
か

―
さ
ら
な
る
探
究
を
期
し
た
い
。
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