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「
日
本
史
も
日
本
人
も
嫌
い
。」
子
ど
も
に
そ
う
言
わ
れ
た
ら
、
あ

な
た
は
何
と
答
え
る
だ
ろ
う
か
。

　
「
日
本
」
と
は
、「
日
本
人
」
と
は
何
か
。
こ
の
問
い
は
、
ま
す
ま

す
強
ま
る
グ
ロ
ー
バ
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
狭
間

で
、今
切
実
な
も
の
と
な
っ
て
き
て
い
る
。『
日
本
の
対
外
関
係
』は
、

日
本
が
ど
の
よ
う
な
歴
史
的
環
境
の
も
と
で
歩
ん
で
き
た
の
か
を
明

ら
か
に
し
、
そ
の
「
内
」
と
「
外
」
の
狭
間
に
光
を
あ
て
る
こ
と
で

こ
の
問
題
を
捉
え
直
し
て
い
く
、
新
シ
リ
ー
ズ
で
あ
る
。
本
書
は
そ

の
第
六
巻
に
あ
た
り
、
一
七
世
紀
末
か
ら
一
九
世
紀
前
半
を
対
象
と

し
て
い
る
。

　

本
書
の
構
成
と
概
要
は
次
の
通
り
で
あ
る
（
カ
ッ
コ
内
は
著
者
）。

通
史　

近
世
的
世
界
の
成
熟
（
荒
野
泰
典
）

Ⅰ　

歴
史
的
展
開

一　
「
華
夷
変
態
」
後
の
国
際
社
会
（
岩
井
茂
樹
）

二　

砂
糖
を
め
ぐ
る
世
界
史
と
地
域
史
（
真
栄
平
房
昭
）

三　

ジ
ェ
ン
ダ
ー
か
ら
見
る
近
世
日
本
の
対
外
関
係
（
松
井
洋
子
）

四　

世
界
の
な
か
の
近
世
文
化
（
海
原
亮
）

五　

露
米
会
社
と
イ
ギ
リ
ス
東
イ
ン
ド
会
社
（
木
村
直
樹
）

Ⅱ　

対
外
関
係
の
諸
相

一　
「
三
国
」
か
ら
「
五
大
陸
」
へ
（
三
好
唯
義
）

二　

日
本
型
華
夷
意
識
と
民
衆
（
池
内
敏
）

三　

長
崎
と
広
州
（
原
田
博
二
）

四　

琉
球
館
と
倭
館
（
渡
辺
美
季
）

五　

通
訳
と
「
四
つ
の
口
」（
松
方
冬
子
）

六　

蘭
学
に
お
け
る
中
央
と
地
方
（
青
木
歳
幸
）

七　

テ
ィ
ツ
ィ
ン
グ
往
復
書
簡
集
の
世
界
（
鳥
井
裕
美
子
）

八　

異
国
・
異
域
情
報
と
日
常
世
界
（
杉
本
史
子
）

九　
「
夷
酋
列
像
」
を
よ
む
（
谷
本
晃
久
）

十　

世
界
の
な
か
の
日
本
銅
（
島
田
竜
登
）

　

本
シ
リ
ー
ズ
は
い
ず
れ
も
冒
頭
に
大
ま
か
な
見
通
し
を
示
す
「
通

史
」
が
お
か
れ
、対
外
関
係
の
流
れ
を
時
系
列
に
沿
っ
て
述
べ
た
「
Ⅰ

歴
史
的
展
開
」
と
、
個
別
の
テ
ー
マ
に
絞
っ
て
論
じ
た
「
Ⅱ
対
外
関

係
の
諸
相
」
の
二
部
構
成
を
と
っ
て
い
る
。

書　

評

荒
野
泰
典
・
石
井
正
敏
・
村
井
章
介　
編

『
日
本
の
対
外
関
係
六　

近
世
的
世
界
の
成
熟
』

（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
〇
年
）

矢
森
小
映
子
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「
通
史
」（
荒
野
）
で
は
、
ま
ず
本
書
の
表
題
と
時
期
区
分
を
め
ぐ

る
定
義
が
示
さ
れ
る
。
東
ア
ジ
ア
な
ど
の
「
世
界
」
が
相
対
的
に
自

立
性
を
保
ち
つ
つ
、
成
長
し
つ
つ
あ
る
「
世
界
シ
ス
テ
ム
」
と
ゆ
る

や
か
な
関
係
を
も
ち
な
が
ら
地
球
的
世
界
に
併
存
し
て
い
る
時
代
を

「
近
世
」
と
呼
ぶ
。
こ
の
「
世
界
」
と
は
「
自
分
が
属
し
て
い
る
既

知
の
地
域
」
か
ら
「
相
互
作
用
に
よ
っ
て
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
す

べ
て
の
事
物
や
過
程
を
ふ
く
む
全
体
」
ま
で
の
広
い
意
味
を
も
つ
。

そ
の
「
世
界
」
の
中
で
も
、
例
え
ば
東
ア
ジ
ア
で
は
中
国
王
朝
と
の

「
縦
の
関
係
」（
冊
封
関
係
）
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
華
夷
秩

序
」
を
設
定
し
競
合
し
つ
つ
併
存
す
る
周
辺
諸
国
相
互
の
「
横
の
関

係
」も
存
在
し
て
い
る
。
対
象
と
す
る
時
期
は
、清
の
展
海
令
に
よ
っ

て
中
国
本
土
か
ら
長
崎
に
貿
易
船
が
大
挙
し
て
押
し
寄
せ
た
貞
享
二

（
一
六
八
五
）
年
か
ら
天
保
一
三
（
一
八
四
二
）
年
の
薪
水
給
与
令

ま
で
で
あ
る
。
こ
の
期
間
の
動
向
が
、日
中
互
市
シ
ス
テ
ム
の
確
立
、

新
井
白
石
に
よ
る
日
朝
・
日
琉
関
係
の
手
直
し
、
享
保
改
革
に
始
ま

る
中
国
・
朝
鮮
文
化
の
受
容
と
そ
の
血
肉
化
が
も
た
ら
す
近
世
文
化

の
成
熟
、
日
本
市
場
圏
の
中
国
市
場
圏
か
ら
の
自
立
、
外
圧
と
海
防
、

と
い
う
観
点
か
ら
叙
述
さ
れ
る
。

　

Ⅰ
部
の
岩
井
論
文
で
は
「
華
夷
変
態
」
後
の
国
際
社
会
の
動
向
を
、

清
の
「
海
禁
」
か
ら
「
互
市
」
へ
の
転
換
と
し
て
捉
え
、「
華
夷
混

合
」
の
社
会
が
発
展
す
る
こ
と
へ
の
警
戒
心
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘

す
る
。
真
栄
平
論
文
は
砂
糖
の
生
産
・
流
通
・
消
費
と
そ
れ
を
め
ぐ

る
支
配
構
造
な
ど
の
視
角
か
ら
、
世
界
史
を
織
り
な
す
地
域
史
を
考

察
し
た
。
松
井
論
文
は
近
世
日
本
の
対
外
関
係
を
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
い

う
視
角
か
ら
捉
え
、
長
崎
に
お
け
る
男
女
関
係
や
混
血
児
の
扱
い
か

ら
具
体
的
に
検
討
し
た
。
海
原
論
文
は
、
海
外
交
易
の
拠
点
機
能
を

併
せ
も
ち
、
き
わ
め
て
国
際
色
豊
か
な
環
境
に
あ
っ
た
大
坂
を
舞
台

に
、「
異
国
」
の
文
化
・
学
問
が
浸
透
す
る
さ
ま
を
描
き
出
す
。
木

村
論
文
は
、
一
八
世
紀
末
か
ら
一
九
世
紀
初
頭
に
お
け
る
ロ
シ
ア
・

イ
ギ
リ
ス
の
日
本
接
近
の
意
図
を
、
露
米
会
社
・
イ
ギ
リ
ス
東
イ
ン

ド
会
社
・
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
と
い
う
特
権
的
諸
会
社
と
そ
れ

を
取
り
巻
く
情
勢
か
ら
解
き
明
か
し
た
。

　

Ⅱ
部
の
三
好
論
文
は
、
日
本
人
固
有
の
三
国
世
界
観
か
ら
五
大
陸

へ
の
世
界
地
理
認
識
の
変
遷
を
、
近
世
に
描
か
れ
た
世
界
図
資
料
か

ら
探
っ
て
い
く
。池
内
論
文
は「
日
本
型
華
夷
意
識
」の
核
を
な
す「
武

威
」
に
つ
い
て
、
武
士
と
民
衆
の
距
離
感
を
検
討
し
、
朝
鮮
漂
流
日

記
の
分
析
か
ら
「
文
化
的
共
通
性
の
欠
如
」
が
民
衆
レ
ベ
ル
の
対
外

観
・
交
流
に
も
た
ら
し
た
影
響
を
指
摘
し
た
。
原
田
論
文
は
、
と
も

に
国
内
唯
一
の
貿
易
港
で
あ
っ
た
長
崎
と
広
州
を
、
都
市
構
造
と
貿

易
の
仕
組
み
、
さ
ら
に
背
景
に
あ
っ
た
思
想
・
意
識
な
ど
か
ら
比
較

し
、
そ
の
共
通
点
と
相
違
点
を
明
ら
か
に
し
た
。
渡
辺
論
文
は
福
州

の
琉
球
館
と
釜
山
の
倭
館
に
つ
い
て
、
そ
の
性
質
や
役
割
を
比
較
し

た
上
で
そ
れ
ぞ
れ
の
独
自
性
を
考
察
す
る
。
松
方
論
文
は
「
四
つ
の

口
」に
お
け
る
通
訳
の
あ
り
方
を
比
較
し
、近
代
に
お
け
る「
日
本
語
」



－  176  －

荒
野
泰
典
・
石
井
正
敏
・
村
井
章
介　
編
『
日
本
の
対
外
関
係
六　

近
世
的
世
界
の
成
熟
』（
矢
森
）

－  177  －

の
創
出
ま
で
を
展
望
し
た
。
青
木
論
文
は
、「
中
央
と
地
方
」
と
い

う
視
角
か
ら
蘭
学
史
を
叙
述
し
、
蘭
学
が
地
域
に
結
び
つ
き
な
が
ら

興
隆
す
る
さ
ま
を
生
き
生
き
と
描
き
出
す
。
鳥
井
論
文
は
、
オ
ラ
ン

ダ
商
館
長
を
勤
め
た
テ
ィ
ツ
ィ
ン
グ
と
長
崎
通
詞
・
蘭
学
者
・
出
島

商
館
員
ら
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
往
復
書
簡
集
の
内
容
を
紹
介
し
、
そ

の
史
料
的
価
値
を
指
摘
し
た
。
杉
本
論
文
は
、「
外
」
か
ら
の
情
報

を
も
た
ら
し
、
イ
メ
ー
ジ
を
形
づ
く
る
「
近
世
的
公
開
メ
デ
ィ
ア
」

と
い
う
新
た
な
方
法
論
を
提
示
す
る
。
谷
本
論
文
は
、
ア
イ
ヌ
首
長

像
「
夷
酋
列
像
」
に
つ
い
て
、
像
主
の
一
人
で
あ
る
イ
コ
リ
カ
ヤ
ニ

の
生
産
活
動
に
注
目
し
、
当
該
地
域
社
会
史
か
ら
「
夷
酋
列
像
」
を

読
み
な
お
し
て
そ
の
意
義
を
論
じ
た
。
島
田
論
文
は
、
オ
ラ
ン
ダ
東

イ
ン
ド
会
社
の
日
本
銅
貿
易
を
中
心
に
、
日
本
銅
の
国
際
的
な
流
通

構
造
を
概
観
し
て
い
る
。

　

本
書
の
第
一
の
面
白
さ
は
、
ゆ
る
や
か
に
結
び
つ
き
併
存
し
て
い

る
い
く
つ
か
の
「
世
界
」、
と
い
う
地
球
的
規
模
の
視
野
で
描
き
出

す
手
法
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
「
通
史
」（
荒
野
）
に
お
い
て
、
ケ
ン

ペ
ル
に
始
ま
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
日
本
・
ア
ジ
ア
観
の
変
容
と
そ
の

背
景
へ
の
言
及
が
随
所
に
挿
入
さ
れ
て
い
る
の
も
、
我
々
読
者
の
視

野
を
広
げ
る
仕
掛
け
の
一
つ
に
な
っ
て
い
る
。
海
舶
互
市
新
例
（
岩

井
論
文
）、
明
治
維
新
に
お
け
る
薩
摩
藩
の
活
躍
（
真
栄
平
論
文
）、

ロ
シ
ア
と
イ
ギ
リ
ス
の
来
航
（
木
村
論
文
）、
銅
輸
出
（
島
田
論
文
）

と
い
っ
た
、
日
本
史
の
教
科
書
に
も
出
て
く
る
、
よ
く
知
っ
た
つ
も

り
の
事
柄
が
、
地
域
・
日
本
・
世
界
の
連
動
性
の
中
で
生
き
生
き
と

描
き
直
さ
れ
、
読
者
で
あ
る
私
た
ち
は
、
い
く
つ
か
の
「
世
界
」
が

ゆ
る
や
か
に
結
び
つ
き
な
が
ら
併
存
す
る
「
近
世
的
世
界
」
の
あ
り

よ
う
を
確
か
に
実
感
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

ま
た
そ
の
視
角
は
「
外
」
の
み
な
ら
ず
「
内
」
に
も
向
け
ら
れ
て

い
る
。
対
象
の
内
容
・
実
態
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
れ
を
は
ぐ
く
み
発

展
さ
せ
た
も
の
（
荒
野
氏
は
そ
れ
を
「
土
壌
」
と
呼
ん
で
い
る
）
は

何
だ
っ
た
の
か
、
と
い
う
点
も
追
究
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
特
に
関
わ

る
の
が
海
原
論
文
・
杉
本
論
文
で
あ
り
、そ
の
中
で「
土
壌
」は「
世
界
」

と
結
び
つ
け
ら
れ
、
世
界
史
的
な
連
動
性
の
中
で
新
た
な
意
味
を
浮

か
び
上
が
ら
せ
る
。
大
坂
に
お
け
る
人
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
や
書
籍
の

流
通
と
い
う
「
土
壌
」
を
明
ら
か
に
し
、「
異
国
」
の
学
問
や
文
化

の
受
容
と
絡
め
て
「
世
界
」
の
中
に
位
置
づ
け
る
海
原
論
文
は
、「
天

下
の
台
所
」
と
い
っ
た
教
科
書
的
な
大
坂
イ
メ
ー
ジ
を
鮮
や
か
に
覆

す
だ
ろ
う
。

　

第
二
に
注
目
し
た
い
の
は
、「
比
較
」
と
い
う
手
法
が
取
り
入
れ

ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
例
え
ば
原
田
論
文
で
は
長
崎
と
広
州
が
、

渡
辺
論
文
で
は
琉
球
館
と
倭
館
が
、
松
方
論
文
で
は
「
四
つ
の
口
」

の
通
訳
の
あ
り
方
が
比
較
さ
れ
る
。真
栄
平
論
文
に
お
い
て
も
奄
美
・

琉
球
に
お
け
る
砂
糖
収
奪
の
世
界
史
的
意
味
が
、
カ
リ
ブ
海
諸
島
の

奴
隷
制
・
ジ
ャ
ワ
の
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
と
の
比
較
の
中
で
明
ら
か

に
さ
れ
て
い
る
。
比
較
に
よ
る
類
似
性
と
相
違
性
の
探
求
が
歴
史
研
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究
の
有
効
な
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、

一
方
で
論
者
の
設
定
し
た
比
較
対
照
軸
に
よ
っ
て
結
論
が
誘
導
さ
れ

て
し
ま
う
な
ど
危
険
性
も
は
ら
ん
で
い
る︶

1
︵

。
し
か
し
「
四
つ
の
口
」

に
お
け
る
通
訳
を
比
較
す
る
松
方
論
文
が
、
あ
え
て
清
朝
の
乾
隆
帝

の
事
例
か
ら
論
を
起
こ
し
て
「
通
訳
」「
言
語
」
そ
の
も
の
へ
の
議

論
か
ら
始
め
て
い
る
点
や
、
琉
球
館
と
倭
館
を
比
較
す
る
渡
辺
論
文

が
最
後
に
改
め
て
近
世
東
ア
ジ
ア
の
国
際
関
係
の
中
に
位
置
づ
け
て

い
る
点
な
ど
は
、
皮
相
な
比
較
に
と
ど
ま
ら
な
い
比
較
史
の
豊
か
な

可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　

近
年
は
「
東
ア
ジ
ア
」
を
視
座
と
す
る
比
較
史
も
活
発
だ
が︶

2
︵

、
荒

野
氏
の
構
想
す
る
「
世
界
史
的
な
比
較
史
」（「
通
史
」）
が
こ
れ
ら

と
ど
の
よ
う
に
切
り
結
び
、
展
開
し
て
い
く
か
期
待
さ
れ
る
。
た
だ

そ
の
た
め
に
も
「
世
界
史
的
な
比
較
史
」
に
つ
い
て
、
そ
の
手
法
や

展
望
に
も
う
少
し
説
明
が
ほ
し
か
っ
た
。

　

大
き
い
課
題
意
識
を
共
有
し
つ
つ
様
々
な
切
り
口
か
ら
自
由
に
論

じ
ら
れ
て
い
る
点
が
本
書
の
魅
力
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
論
考
は
「
通

史
」
に
お
い
て
そ
の
位
置
づ
け
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
、
読
者
は
全

体
を
把
握
し
や
す
く
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
ゆ
え
に
、
通
史
・

Ⅰ
部
・
Ⅱ
部
を
含
め
た
各
論
考
の
議
論
が
有
機
的
に
結
び
つ
い
て
い

な
い
印
象
も
受
け
る
。

　

そ
れ
を
最
も
強
く
感
じ
た
の
は
、
意
識
・
情
報
・
文
化
の
広
が
り

に
関
す
る
議
論
で
あ
る
。
池
内
論
文
は
「
日
本
型
華
夷
意
識
」
に
つ

い
て
、
無
条
件
で
日
本
人
一
般
に
広
が
り
を
も
つ
こ
と
は
想
定
さ
れ

て
い
な
い
と
し
、
武
士
と
民
衆
の
「
武
威
」
と
の
距
離
感
を
分
析
し

て
「
文
化
的
共
通
性
の
欠
如
」
と
い
う
大
き
な
論
点
を
提
示
す
る
。

荒
野
氏
は
「
通
史
」
に
お
い
て
こ
れ
を
批
判
し
、「
こ
の
時
期
に
お

い
て
、
お
よ
そ
、
あ
る
意
識
を
あ
る
階
層
の
占
有
と
断
定
す
る
こ
と

自
体
が
非
歴
史
的
で
あ
る
こ
と
は
、
杉
本
史
子
の
「
近
世
的
公
開
メ

デ
ィ
ア
」
の
議
論
が
端
的
に
示
し
て
い
る
」
と
述
べ
る
。
し
か
し
杉

本
論
文
の
言
う
「
近
世
的
公
開
メ
デ
ィ
ア
」
が
も
た
ら
す
の
は
「
情

報
」
や
「
イ
メ
ー
ジ
」
で
あ
り
、
果
た
し
て
「
意
識
」
と
同
列
に
論

じ
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
荒
野
氏
は
文
化
の
「
土
壌
」
に
つ

い
て
も
杉
本
論
文
・
海
原
論
文
を
例
に
「
階
層
を
越
え
て
共
有
さ
れ

た
」
点
を
強
調
す
る
が
、
海
原
論
文
も
「
身
分
を
横
断
し
た
交
流
」

や
イ
メ
ー
ジ
の
流
布
を
生
き
生
き
と
描
く
一
方
で
、
都
市
文
人
の
中

国
趣
味
が
「
決
し
て
庶
民
に
開
か
れ
て
は
い
な
か
っ
た
」
こ
と
も
指

摘
し
て
い
る
。
こ
の
点
は
、
三
好
論
文
で
「
伝
統
的
世
界
観
」
が
変

容
し
つ
つ
幕
末
ま
で
存
続
し
た
と
し
な
が
ら
も
「
十
八
世
紀
の
知
識

人
に
と
っ
て
は
、
三
国
世
界
は
も
は
や
否
定
さ
れ
」
て
い
た
と
述
べ

て
い
る
点
に
も
通
じ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
身
分
や
階
層
、
さ
ら
に

は
地
域
を
越
え
て
共
有
さ
れ
た
も
の
と
共
有
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
が

あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
で
は
そ
の
差
は
ど
こ
に
あ
り
、
そ
れ
が
ど

の
よ
う
な
影
響
を
も
た
ら
し
た
の
か
。近
世
に
お
け
る
意
識
や
文
化
・

情
報
の
問
題
は
、
そ
こ
か
ら
丁
寧
に
見
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
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荒
野
泰
典
・
石
井
正
敏
・
村
井
章
介　
編
『
日
本
の
対
外
関
係
六　

近
世
的
世
界
の
成
熟
』（
矢
森
）

な
い
だ
ろ
う
か
。

　

本
書
は
最
前
線
で
活
躍
す
る
研
究
者
ら
に
よ
っ
て
執
筆
さ
れ
、
現

在
に
お
け
る
到
達
点
が
示
さ
れ
る
と
と
も
に
、
新
た
な
課
題
や
論
点

も
数
多
く
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。
例
え
ば
松
井
論
文
は
ジ
ェ
ン
ダ
ー

を
切
り
口
に
長
崎
の
対
外
関
係
を
分
析
し
つ
つ
、「
日
本
人
」
と
「
異

国
人
」
を
選
別
す
る
「
住
宅
」
と
い
う
指
標
の
提
示
、
遊
女
の
実
態

に
関
す
る
通
説
の
訂
正
、
混
血
児
を
め
ぐ
る
「
家
」
の
問
題
な
ど
、

多
分
野
に
発
展
す
る
論
点
を
提
起
し
て
い
る
。
各
論
考
で
提
起
さ
れ

た
こ
れ
ら
の
論
点
が
広
く
共
有
さ
れ
、
さ
ら
に
議
論
が
進
展
し
て
い

く
こ
と
が
望
ま
れ
る
。

　

以
上
、
評
者
な
り
の
紹
介
と
私
見
を
述
べ
て
き
た
が
、
評
者
の
浅

学
ゆ
え
に
誤
読
や
的
外
れ
な
点
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
執
筆
者
の

御
海
容
を
お
願
い
す
る
と
と
も
に
、ご
教
示
を
賜
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

　
「
日
本
」「
日
本
人
」
と
は
何
か
、
と
い
う
本
シ
リ
ー
ズ
の
テ
ー
マ

は
、
こ
れ
ま
で
多
く
の
研
究
者
ら
に
よ
っ
て
問
わ
れ
続
け
て
き
た

テ
ー
マ
で
あ
り
、
一
方
で
き
わ
め
て
現
代
的
な
テ
ー
マ
で
も
あ
る
。

冒
頭
に
掲
げ
た
「
日
本
史
も
日
本
人
も
嫌
い
」
と
い
う
言
葉
は
、
実

は
本
シ
リ
ー
ズ
第
一
巻
『
東
ア
ジ
ア
世
界
の
成
立
』（
吉
川
弘
文
館
、

二
〇
一
〇
年
）
に
収
め
ら
れ
た
荒
野
氏
の
総
説
「
民
族
と
国
家
」
に

登
場
す
る
一
節
で
あ
り
、
ぜ
ひ
こ
ち
ら
も
一
読
さ
れ
る
こ
と
を
お
す

す
め
し
た
い
。「
日
本
史
も
日
本
人
も
嫌
い
」
と
思
い
こ
ん
で
い
る

子
ど
も
た
ち
に
、
研
究
者
は
今
何
が
で
き
る
の
か
、
と
い
う
荒
野
氏

の
問
い
か
け
を
、
私
た
ち
歴
史
学
研
究
を
志
す
者
は
真
摯
に
受
け
と

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
本
書
は
そ
の
た
め
の
「
地
道
で
粘

り
強
い
仕
事
」
の
結
集
で
あ
り
、
ぜ
ひ
学
部
生
の
方
に
も
広
く
手
に

と
っ
て
い
た
だ
き
た
い
。
本
書
を
通
じ
て
、
地
球
的
規
模
で
連
動
す

る
「
近
世
的
世
界
」
の
面
白
さ
を
実
感
す
る
と
と
も
に
、「
日
本
」「
日

本
人
」
と
は
何
か
、
そ
し
て
な
ぜ
歴
史
を
学
ぶ
の
か
、
と
い
う
問
題

を
も
う
一
度
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。

注　（１
）
比
較
史
の
有
効
性
と
問
題
点
に
つ
い
て
は
、
ユ
ル
ゲ
ン
・
コ
ッ
カ

「
比
較
史
の
か
な
た―

近
現
代
史
へ
の
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
ア

プ
ロ
ー
チ
」
史
学
会
編
『
歴
史
学
の
最
前
線
』（
東
京
大
学
出
版
会
、

二
〇
〇
四
年
）、
山
田
賢
「
東
ア
ジ
ア
「
近
世
化
」
の
比
較
史
的
検
討

―

中
国
大
陸
・
朝
鮮
半
島
・
日
本
列
島―

」
趙
景
達
・
須
田
努
編
『
比

較
史
的
に
み
た
近
世
日
本―

「
東
ア
ジ
ア
化
」
を
め
ぐ
っ
て―

』（
東

京
堂
出
版
、
二
〇
一
一
年
）
な
ど
参
照
。

（
２
）
前
掲
『
比
較
史
的
に
み
た
近
世
日
本
』
な
ど
。

（
一
橋
大
学
大
学
院
社
会
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
）


