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歴史教科書問題を.
考える . 

歴
史
教
科
書
を
ど
う
考
え
る
か

橋
爪
大
三
郎

歴
史
と
歴
史
教
科
書
に
、
人
び
と
の
関

心
が
集
ま
っ
て
い
る
。

順
番
に
考
え
て
い
く
た
め
、
問
題
を
整

理
し
よ
う
。

ま
ず
、
歴
史
と
は
な
に
か
。

つ
ぎ
に
、
歴
史
の
教
科
書
と
は
な
に
か
。

そ
し
て
、
歴
史
の
教
科
書
問
題
と
は
な

に
か
。

最
後
に
、
こ
の
問
題
を
こ
の
先
、

よ
う
に
考
え
て
い
け
ば
よ
い
の
か
。

ど
の

• 
そ
こ
で
ま
ず
、
歴
史
と
は
な
に
か
と
考

え
て
み
る
と
、
そ
れ
が
矛
盾
を
は
ら
ん
だ

も
の
だ
と
い
う
こ
と
に
気
づ
く
。

歴
史
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
過
去
に

は
、
過
去
の
こ
と
が
ら
を
H

語
る
H

こ
と
。

す
な
わ
ち
、
ス
ト
ー
リ
ー
に
ほ
か
な
ら
な

い
。
ス
ト
ー
リ
ー
で
あ
る
か
ら
に
は
、
始

ま
り
が
あ
り
、
展
開
が
あ
り
、
結
末
が
あ

る
。
そ
し
て
、
現
実
の
で
き
ご
と
を
と
一
一一口

葉
H

に
置
き
か
え
る
際
の
さ
ま
ざ
ま
な
制

約
に
ま
と
わ
れ
て
い
る
。
あ
る
過
去
を
語

る
と
し
て
も
、
そ
の
語
り
方
は
ひ
と
通
り

で
な
い
だ
ろ
う
。
ス
ト
ー
リ
ー
は
、
語
る

者
と
聞
く
者
と
の
あ
い
だ
に
、
そ
の
語
り

方
を
通
じ
て
、
共
通
の
意
味
の
場
を
う
み

だ
す
。
そ
し
て
、
過
去
を
共
有
す
る
「
わ

れ
わ
れ
」
と
い
う
実
体
を
つ
く
り
だ
す
。

歴
史
は
そ
の
よ
う
な
現
実
的
な
作
用
を
も

っ
「
物
宜
巴
な
の
で
あ
る
。

• 
そ
れ
で
は
、
歴
史
の
教
科
書
と
は
な
に

，刀

歴
史
の
教
科
書
は
、
当
た
り
前
だ
が
、

学
校
で
授
業
の
時
間
に
使
う
も
の
だ
。
教

室
で
は
、
「
教
科
書
に
書
い
て
あ
る
こ
と
が

起
こ
っ
た
こ
と
が
ら
に
つ
い
て
の
知
識
で

あ
る

D

け
れ
ど
も
そ
れ
に
劣
ら
ず
、
そ
れ

が
い
ま
、
ど
う
知
ら
れ
て
い
る
か
、
そ
れ

が
現
在
を
生
き
る
わ
れ
わ
れ
に
ど
う
い
う

意
味
を
も

っ
て
い
る
か
、
と
い
う
こ
と
が

大
切
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
歴
史
は
、
過

去
/
現
在
の
両
方
の
側
面
を
そ
な
え
て
い

る
。
そ
れ
は
い
わ
ば
、
現
在
と
い
う
メ
ガ

ネ
を
か
け
て
、
過
去
を
み
る
こ
と
に
ほ
か

な
ら
な
い
。
み
え
て
い
る
の
は
過
去

(
の

像
)
で
も
、
そ
れ
を
み
て
い
る
の
は
現
在

で
あ
る
。
現
在
の
あ
り
方
が
変
わ
れ
ば
、

そ
れ
に
つ
れ
て
歴
史
も
変
わ
る
。
実
際
、

歴
史
は
そ
の
時
代
に
あ
わ
せ
て
姿
を
変
え

て
き
た
し
、
こ
れ
か
ら
も
変
化
し
て
い
く

歴
史
で
、
教
科
書
だ
か
ら
正
し
い
」
と
い

う
前
提
で
も
の
ご
と
が
進
む
。
教
科
書
は
、

そ
う
や
っ
て
歴
史
を
統
一
し
、
共
通
の
歴

「
わ
れ
わ
れ
」
(
国
民
)
を
つ
く

史
を
も
つ

り
だ
す
。

歴
史
は
、
ス
ト
ー
リ
ー
で
あ
る
か
ら
、

い
ろ
い
ろ
に
語
り
う
る
も
の
で
あ
る
。
そ

れ
を
、
教
科
書
が
ひ
と
通
り
に
決
め
て
し

ま
う
の
で
は
、
歴
史
の
多
様
性
が
切
り
捨

て
ら
れ
て
し
ま
う
よ
う
に
思
え
る
か
も
し

れ
な
い
。
け
れ
ど
も
、
歴
史
は
も
う
い
っ

ぽ
う
で
、
あ
る
範
囲
の
人
び
と
が
過
去
を

共
有
し
よ
う
と
す
る
努
力
の
こ
と
で
あ
る
。

ほ
か
の
誰
と
も
分
か
ち
あ
え
な
い
歴
史
は
、

歴
史
と
は
一言
え
な
い
。
歴
史
を
共
有
す
る

努
力
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
学
校
教
育
に
歴

史
の
授
業
や
教
科
書
が
あ
っ
て
よ
い
。

国
民
国
家
は
、
印
刷
術
や
マ
ス
メ
デ
ィ

ア
や
学
校
教
育
が
つ
く
り
出
し
た
「
想
像

の
共
同
体
」
に
す
ぎ
な
い
と
、
よ
く
指
摘

さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
な
る
ほ
ど
、
そ

は
し
づ
め
だ
い
ざ
ぶ
ろ
う
/
車
京
工
業
大
学
教
授
(
社
会
学
)

だ
ろ
、っ
。

こ
の
よ
う
に
し
て
実
は
、
歴
史
の
あ
り

方
を
考
え
る
と
、
現
在
に
つ
い
て
い
ろ
い

ろ
な
こ
と
が
わ
か
っ
て
く
る
。
過
去
の
こ

と
が
よ
く
み
え
な
い
の
は
、
現
在
と
い
う

メ
ガ
ネ
の
問
題
な
の
で
は
な
い
か
。
歴
史

は
、
現
在
を
映
し
出
す
鏡
で
あ
る
。
歴
史

が
教
え
る
よ
う
に
、
過
去
に
起
こ
っ
た
さ

ま
ざ
ま
な
こ
と
が
ら
が
現
在
を
か
た
ち
づ

く
っ
た
。
い
っ
ぽ
う
、
そ
の
歴
史
を
知
識

と
し
て
生
産
し
て
い
る
の
は
、
現
在
の
わ

れ
わ
れ
で
あ
る
。
歴
史
と
現
在
と
は
、
互

い
が
互
い
を
う
み
だ
す
関
係
に
な
っ
て
い

る。
も
う
ひ
と
つ
、
歴
史

(
ヒ
ス
ト
リ
ー
)

う
と
も
言
え
る
。
し
か
し
国
民
国
家
が
、

当
面
、
現
実
に
人
び
と
の
生
活
を
組
織
し

て
い
る
も
っ
と
も
強
力
な
団
体
で
あ
る
こ

と
に
、
変
わ
り
は
な
い
。
日
本
も
、
そ
う

し
た
国
民
国
家
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
わ
れ

わ
れ
が
、
ど
の
よ
う
に
そ
の
歴
史
を
構
成

す
る
か
は
、
と
び
き
り
現
実
的
な
問
題
で

あ
る
。

• 
日
本
が
国
民
国
家
で
あ
る
よ
う
に
、
韓

国
も
、
中
国
も
、
国
民
国
家
で
あ
る
。
ど

れ
も
あ
る
範
囲
の
人
び
と
を
組
織
し
た
団

体
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歴
史
を
も
っ
て

い
る
。
そ
し
て
、
歴
史
教
科
書
を
出
版
し

た
り
、
学
校
で
教
え
た
り
し
て
い
る
。

で
は
、
ど
ん
な
歴
史
を
ど
の
よ
う
に
教

え
て
も
、
ま
っ
た
く
そ
の
国
の
勝
手
で
、

ほ
か
の
国
は
口
を
出
す
べ
き
で
な
い
の
だ

ろ
、っ
か
。

国
民
国
家
は
、
ば
ら
ば
ら
に
存
在
す
る

わ
け
で
は
な
い
。
ど
の
国
の
歴
史
に
も
、
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ほ
か
の
国
ぐ
に
が
登
場
す
る
。
ま
し
て
、

戦
争
し
た
り
植
民
地
支
配
を
し
た
り
し
た

過
去
が
あ
れ
ば
、

歴
史
を
ど
う
記
述
す
る

か
は
敏
感
な
問
題
に
な
る
。

日
本
は
、

民
主
主
義
国
家
と
し
て
、

つ

ぎ
の
よ
う
な
原
則
に
よ
り
行
動
す
べ
き
だ

と
思
う
。

第
一
に
、
政
府

(国
家
権
力
)
が
、
教

科
書
の
編
集
に
関
与
し
、
な
い
と
い
う
原
則

を
貫
く
。

「
固
定
」

で、

戦
前
の
歴
史
教
科
書
は

政
府
が
皇
国
史
観
を
押
し
つ
け
る
た
め
の

も
の
だ

っ
た
。
現
在
の
「
検
定
」
は
、
あ

く
ま
で
も
間
違
い
を
チ
ェ

ッ
ク
す
る
の
が

コ
オ
ム
ソ
o

E
ト
ド
占
Hμ

教
科
書
を
編
集

・
出
版
す
る
主
体

は
政
府
と
関
係
な
い
民
間
企
業
で
あ
る
。

さ
ま
ざ
ま
な
教
科
書
が
出
版
さ
れ
る
の
は

よ
い
こ
と
な
の
だ
。
河
野
外
相
が
、
教
科

書
問
題
で
抗
議
を
受
け
て
、

外
国
に
も
配

慮
す
る
と
約
束
し
た
の
は
、

こ
の
原
則
を

危
う
く
す
る
こ
と
に
な
り
、
大
失
敗
、だ
っ

だ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
侵
略
や
戦
争
犯
罪
な

ど
、
国
家
の
犯
し
た
過
ち
や
そ
れ
を
支
持

し
た
国
民
の
過
ち
に
つ
い
て
、

よ
く
知
る

こ
と
は
大
切
だ
。

け
れ
ど
も
、

こ
れ
は
も
の
ご
と
の
半
面

で
あ
る
。
も
う
半
面
は
、

そ
う
や
っ
て
歴

史
に
学
ぼ
う
と
し
て
い
る
人
び
と
の
団
体

(た
と
え
ば
、

日
本
)
を
肯
定
す
る
こ
と
。

自
分
た
ち
に
誇
り
を
も
ち
、

よ
り
よ
い
未

来
を
作
り
だ
す
た
め
に
現
在
を
生
き
る
こ

と
も
大
切
だ
。

歴
史
に
は
こ
の
両
方
が
必
要
だ
し
、
バ

ラ
ン
ス
も
必
要
に
な
る
。
そ
し
て
、
ど
ち

ら
が
基
本
か
と
言
え
ば
、

そ
れ
は
後
者
な

の
だ
。
ひ
と
は
、

過
去
の
過
ち
か
ら
学
ぶ

こ
と
が
で
き
る
が
、

そ
れ
は
希
望
が
あ
る

希
望
と
は
な
に
か
と
言
え
ば
、

か
ら
だ
。

自
分
が
こ
の
団
体
に
所
属
す
る
の
は
い
い

こ
と
だ
、
と
思
え
る
こ
と
で
あ
る
。
さ
も

な
い
と
、

過
去
か
ら
学
ぶ
こ
と
が
で
き
な

い
ど
こ
ろ
か
、

そ
も
そ
も
歴
史
と
い
う
こ

た。
中
固
な
ど
外
国
政
府
が
、

民
王
主
義
の

原
則
を
理
解
せ
ず
、

教
科
書
問
題
を
な
ん

と
か
し
ろ
と
日
本
政
府
に
申
し
入
れ
て
き

て
も
、

な
に
も
約
束
し
て
は
い
け
な
い
。

政
府
が
歴
史

葬白
書本

自民
容 手
に王
タ義
ッの
チ原
で、則

ね
ば
り
強
く
、

き
な
い
こ
と
)
を
説
明
す
る
。
そ
し
て
外

国
政
府
こ
そ
、

特
定
の
歴
史
を
国
民
に
押

し
つ
け
る
政
策
を
と
っ
て
い
な
い
か
、
厳

し
く
批
判
す
る
目
を
も
っ
。

第
二
に
、

歴
史
と
歴
史
教
科
書
の
多
様

性
に
た
じ
ろ
が
ず
、

む
し
ろ
よ
い
こ
と
だ

と
受
け
止
め
る
。

自
由
に
出
版
で
き
る
は
ず
の
教
科
書
が
、

こ
れ
ま
で
型
に
は
ま
り
す
ぎ
て
い
た
口
学

習
指
導
要
領
の
せ
い
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、

も
っ
と
根
本
に
は
、
法
的
根
拠
の
あ
や
ふ

ゃ
な
政
府
の
行
政
指
導
で
も
や
す
や
す
と

受
け
入
れ
て
し
ま
う
国
民
の
体
質
が
あ

っ

た
。
英
語
圏
の
歴
史
教
科
書
を
み
る
と
、

と
が
成
り
立
た
ず
、

た
だ
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム

に
な
る
。

戦
後
民
主
主
義
に
は
、

国
家
や
政
府
に

反
対
す
る
の
が
市
民
だ
と
い
う
勘
違
い
が

あ
っ
た
の
で
、
後
者
が
あ
い
ま
い
に
な
っ

た
。
そ
こ
で
、

歴
史
を
学
べ
ば
学
ぶ
ほ
ど

誇
り
が
持
て
な
く
な
る

「
自
虐
史
観
」
だ

と
批
判
さ
れ
た
。
い
っ
ぽ
う
そ
の
反
動
で
、

事
実
認
識
を
ね
じ
ま
げ
て
ま
で
誇
り
を
持

と
う
と
す
れ
ば
、
「
皇
国
史
観
」

の
よ
、つ
に

な
っ
て
し
ま
う
。
ど
ん
な
事
実
に
も
目
を

つ
む
ら
ず
、

し
か
も
歴
史
に
誇
り
を
も
っ
。

こ
の
絶
妙
な
バ
ラ
ン
ス
を
う
み
出
す
努
力

が
、
歴
史
と
い
う
も
の
な
の
だ
。

• 
そ
れ
ぞ
れ
の
国
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
誇

り
が
あ
り
、
歴
史
が
あ
る
。

す
べ
て
の
国
ぐ
に
が
合
意
で
き
る
、
唯

一
の
歴
史
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
歴
史

は
、
人
び
と
の
認
識
や
価
値
観
が
多
様
で

あ
る
よ
う
に
、
多
様
で
あ
ら
ざ
る
を
え
な

ぶ
厚
く
て
、

資
料
批
判
や
そ
れ
に
も
と
づ

144 

く
ク
ラ
ス
討
論
も
で
き
る
よ
う
丁
寧
に
つ

く
っ
て
あ
る
。
多
様
な
歴
史
が
あ
り
う
る

と
受
け
入
れ
る
か
ら
こ
そ
、
論
争
が
可
能

に
な
り
、
論
争
が
可
能
だ
か
ら
こ
そ
、
強

靭
で
柔
軟
な
歴
史
の
ス
ト
ー
リ
ー
が
鍛
え

ら
れ
る
。

歴
史
の
専
門
家
は
、
じ
つ
は
、

歴
史
教

科
書
の
書
き
手
と
し
て
あ
ま
り
適
任
で
な

い
。
専
門
が
時
代
区
分
で
細
切
れ
に
な

っ

て
い
る
、
?
ぇ
、

ふ
つ
う
、
哲
学
や
思
想
や
、

表
現
者
と
し
て
の
訓
練
も
な
い

D

西
尾
幹

一
一
さ
ん
み
た
い
に
、

一
人
で
全
体
を
書
い

た
ほ
う
が
、

よ
い
も
の
が
で
き
る
。

第
三
に
、

歴
史
は
現
在
を
よ
り
よ
く
生

き
る
た
め
の
も
の
だ
と
、

は
っ
き
り
認
識

す
る
。

人
間
は
、
過
ち
を
犯
す
。

で
あ
る
団
体
(
た
と
え
ば、

人
間
の
集
団

国
民
国
家
)

も
、
過
ち
を
犯
す
。
過
去
を
知
ら
ず
、
歴

史
に
学
ば
な
け
れ
ば
、
同
じ
過
ち
を
犯
す

し五。
そ
こ
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
歴
史
の
な

か
み
が
く
い
違
い
、
矛
盾
し
た
と
し
て
も
、

あ
わ
て
な
く
て
よ
い
。

政
府
は
、
こ
の
問
題
に
深
入
り
し
な
い

の
が
正
し
い
。

そ
の
か
わ
り
に
、
ふ
つ
う
の
人
び
と
が
、

互
い
の
国
の
歴
史
に
つ
い
て
、
関
心
と
敬

意
を
も
つ
こ
と
で
あ
る
。
歴
史
を
め
ぐ
る

対
話
が
、
こ
う
し
て
始
ま
る
。
「
唯
一
の
正

し
い
歴
史
」
は
な
に
か
と
考
え
る
か
ら
喧

嘩
に
な
る
。
歴
史
は
多
様
で
あ
る
と
覚
悟

し
て
、
相
手
の
歴
史
か
ら
互
い
に
学
ぼ
う

と
す
る
ゆ
と
り
が
大
事
だ
。

こ
う
い
う
対
話
の
な
か
か
ら
、
ど
の
国

の
人
び
と
も
、
そ
れ
ぞ
れ
真
剣
に
歴
史
を

考
え
て
い
る
の
だ
と
い
う
信
頼
が
生
ま
れ

れ
ば
、
こ
の
問
題
は
解
決
し
た
よ
う
な
も

の
な
の
で
あ
る
。
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