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ド
イ
ツ
現
代
史
研
究
か
ら

　
　
　
　
こ
れ
か
ら
の
日
本
の
高
校
歴
史
教
育
を
展
望
す
る
　
　
　

　
　
―
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
、
歴
史
修
正
主
義
を
乗
り
越
え
る
処
方
箋

―
川
島
啓
一

　
筆
者
は
、
二
〇
二
◯
年
九
月
に
開
催
さ
れ
た
ド
イ
ツ
現
代
史
学
会
第
四
三
回
大
会

の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
Ⅱ
「
ド
イ
ツ
現
代
史
研
究
か
ら
歴
史
総
合
へ
―
史
料
か
ら
考
え

る
歴
史
教
育
の
模
索
―
」
に
お
い
て
、
西
山
・
小
野
寺
両
氏
の
報
告
に
対
し
て
、

高
校
教
員
の
立
場
か
ら
コ
メ
ン
ト
を
行
っ
た
。
本
稿
は
そ
の
記
録
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
両
報
告
か
ら
の
引
用
は
当
日
の
レ
ジ
ュ
メ
に
基
づ
い
て
お
り
、
本
特
集
に
掲

載
さ
れ
る
論
考
と
対
応
し
て
い
な
い
場
合
が
あ
る
こ
と
を
、ご
了
承
い
た
だ
き
た
い
。

　
　
　
　
１　

西
山
報
告
に
つ
い
て

　　
「（
一
）
概
説
の
活
況
？
：
記
憶
（
映
画
・
博
物
館
）
を
題
材
・
出
発
点
と
す
る
も

の
、
あ
る
い
は
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
視
点
を
重
視
し
た
各
国
史

の
刊
行
」
が
「
読
み
手
に
対
し
て
多
様
な
観
点
を
提
示
、興
味
を
喚
起
す
る
一
方
で
、

概
説
と
し
て
の
規
範
性
、
新
た
な
「
正
解
」
と
さ
れ
る
可
能
（
危
険
）
性
」
を
招
く

の
で
は
な
い
か
と
い
う
指
摘
に
つ
い
て
、
概
説
書
は
高
校
教
員
が
授
業
作
成
の
た
め

の
基
礎
資
料
と
す
る
た
め
、
と
て
も
有
用
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
上
記
指
摘
の

通
り
、
そ
の
「
規
範
性
」
が
「
新
た
な
「
正
解
」」
と
さ
れ
る
」
事
態
を
生
み
出
し

て
い
る
と
私
も
考
え
て
い
る
。
よ
っ
て
、
高
校
教
員
は
、
そ
の
「
規
範
性
」
を
十
分

に
自
覚
し
た
う
え
で
、
授
業
を
作
成
す
る
必
要
が
あ
る
。

そ
の
際
に
留
意
す
べ
き
こ
と
は
、
高
校
教
員
が
高
校
生
に
対
し
て
「
新
た
な
「
正

解
」」
の
大
量
暗
記
を
課
す
危
険
性
が
あ
る
点
で
あ
る
。
か
つ
て
、小
川
幸
司
は
「
苦

役
へ
の
道
は
世
界
史
教
師
の
善
意
で
し
き
つ
め
ら
れ
て
い
る）

1
（

」
と
指
摘
し
、
高
校
歴

史
教
育
に
お
い
て
歴
史
用
語
の
単
な
る
暗
記
、
分
類
を
主
と
す
る
授
業
が
跋
扈
し
て

い
る
こ
と
を
戒
め
た
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
授
業
が
、
高
校
生
か
ら
歴
史
の
意
味
を

学
ぶ
機
会
や
歴
史
と
対
話
す
る
機
会
を
奪
っ
て
い
る
こ
と
を
戒
め
た
。
ま
た
、
小
川

は
大
著『
世
界
史
と
の
対
話　
７
０
時
間
の
歴
史
批
評）

2
（

』を
著
し
、歴
史
学
習
の「
苦

役
」を
乗
り
越
え
、歴
史
と
深
く
対
話
す
る
実
践
を
世
に
問
う
た
。
こ
の
優
れ
た「
宝

箱
」
を
こ
れ
か
ら
の
高
校
歴
史
教
育
―
「
歴
史
総
合
」「
日
本
史
探
究
」「
世
界
探

究
」
―
に
お
い
て
、
ど
れ
ほ
ど
実
践
で
き
る
か
、
正
念
場
で
あ
ろ
う
。

高
校
教
員
は
、
新
た
な
「
正
解
」
の
大
量
暗
記
を
課
す
こ
と
に
な
ら
な
い
よ
う

に
常
に
注
意
し
、授
業
内
容
を
精
選
し
、焦
点
化
す
る
必
要
が
あ
る
。こ
れ
に
つ
い
て
、

勝
山
元
照
は
「「
歴
史
教
育
の
転
換
」
に
あ
た
り
課
題
は
山
積
し
て
い
る
。
第
一
に
、

内
容
精
選
へ
の
教
師
の
自
覚
と
省
察
が
問
わ
れ
て
い
る
。
新
教
科
書
の
記
載
事
項
に

つ
い
て
、「
網
羅
的
扱
い
」
が
行
わ
れ
な
い
か
と
の
懸
念
を
抱
く
。
網
羅
主
義
は
、

た
と
え
探
究
的
事
項
で
あ
っ
て
も
、
暗
記
主
義
と
は
別
の
意
味
で
生
徒
の
多
忙
化
と

思
考
停
止
を
招
き
、「
転
換
」
を
破
綻
に
追
い
込
む）

3
（

」
と
警
鐘
を
な
ら
す
。
至
言
と

言
え
よ
う
。

「（
二
）史
料
の
不
在
？
：
概
説
系
文
献
に
お
け
る
史
料（
文
書・図
像
）の
少
な
さ
」

お
よ
び
「
高
校
歴
史
教
科
書
に
お
け
る
史
料
の
豊
富
な
掲
載
（
ド
イ
ツ
史
：
ヴ
ェ
ル

ナ
ー
『
ド
イ
ツ
建
国
宣
言
』（
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
宮
殿
）、
第
二
次
世
界
大
戦
敗
北
時
の

ベ
ル
リ
ン
国
会
議
事
堂
に
ソ
連
国
旗
を
掲
げ
る
赤
軍
兵
士
、
な
ど
）」
を
取
り
上
げ
、

「
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
史
料
の
ほ
と
ん
ど
は
本
文
記
述
の
確
認
の
た
め
で
あ
り
、
史

料
自
体
の
批
判
的
読
解
、
分
析
、
考
察
を
目
的
と
す
る
も
の
は
ま
れ
」
だ
と
い
う
指

摘
に
つ
い
て
、
私
も
同
意
す
る
。
一
方
、
近
年
教
科
書
に
は
、
史
料
自
体
の
批
判
的

読
解
を
特
集
ペ
ー
ジ
と
し
て
い
く
つ
か
組
み
込
ん
だ
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
か
ら
の
高
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校
歴
史
教
育
で
は
、
歴
史
的
思
考
（
力
）
を
育
成
す
る
た
め
に
も
史
料
自
体
の
批
判

的
読
解
が
こ
れ
ま
で
以
上
に
求
め
ら
れ
る
。

「（
三
）史
料
集
の
存
在
：（
高
校
）大
学
教
育
レ
ベ
ル
で
い
え
ば
、『
世
界
史
史
料
』

（
全
一
二
巻
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
六‒

一
三
年
）
と
い
う
浩
瀚
な
史
料
集
の
存
在
」

の
指
摘
に
つ
い
て
、高
校
歴
史
教
育
に
お
い
て
も
、こ
の『
世
界
史
史
料
』と
い
う「
宝

箱
」
の
ど
の
史
料
を
ど
の
程
度
、
教
材
化
し
て
実
践
可
能
か
、
こ
れ
か
ら
が
正
念
場

と
な
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、こ
の
教
材
化
は
、簡
単
に
で
き
る
こ
と
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
は
高
校
教
員
に
と
っ
て
難
し
く
、
時
間
の
か
か
る
作
業
と
な
る
か

ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
こ
れ
ま
で
に
『
世
界
史
史
料
』
が
教
材
化
さ
れ
実
践
さ

れ
て
き
た
事
例
を
参
照
し
て
ゆ
く
の
が
よ
い）

4
（

。『
世
界
史
史
料
』
に
は
、
一
次
史
料

が
掲
載
さ
れ
て
い
る
た
め
、
特
に
そ
の
解
説
が
充
実
し
て
い
る
。
高
校
で
歴
史
を
担

当
す
る
教
員
は
皆
、
歴
史
学
を
専
攻
し
て
教
壇
に
立
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
よ

っ
て
、
こ
の
充
実
し
た
解
説
を
手
掛
か
り
に
、
教
室
で
の
実
践
へ
結
び
付
け
て
ゆ
く

の
が
良
い
だ
ろ
う
。
こ
れ
か
ら
の
高
校
歴
史
教
育
で
は
、
こ
の
『
世
界
史
史
料
』
と

い
う
「
宝
箱
」
を
新
た
に
始
ま
る
「
歴
史
総
合
」「
世
界
史
探
究
」「
日
本
史
探
究
」

の
授
業
で
ど
れ
ほ
ど
教
材
化
で
き
る
か
、
こ
れ
か
ら
の
高
校
歴
史
教
育
を
大
き
く
左

右
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

ま
た
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
史
」
に
資
料
に
つ
い
て
は
、
次
の
二
冊
の
「
宝
箱
」
の
教

材
化
が
喫
緊
の
課
題
で
あ
る
。
三
成
美
保
・
姫
岡
と
し
子
・
小
浜
正
子
編
『
歴
史
を

読
み
替
え
る　
ジ
ェ
ン
ダ
ー
か
ら
見
た
世
界
史
』（
大
月
書
店
、
二
◯
一
四
年
）、
久

留
島
典
子
・
長
野
ひ
ろ
子
・
長
志
珠
絵
編
『
歴
史
を
読
み
替
え
る　
ジ
ェ
ン
ダ
ー
か

ら
見
た
日
本
史
』（
大
月
書
店
、
二
〇
一
五
年
）
で
あ
る
。
こ
れ
ら
「
宝
箱
」
は
、

高
校
歴
史
教
育
で
十
分
に
教
材
化
し
、
実
践
す
る
こ
と
が
可
能
な
も
の
で
あ
る）

5
（

。

「（
五
）
同
時
代
の
社
会
に
お
け
る
複
数
の
ア
ク
タ
ー
の
存
在
、
差
別
（
抑
圧
）

す
る
側
と
さ
れ
る
側
、そ
の
正
当
化
と
否
定
の
論
理
、第
三
者
（
傍
観
者
、同
調
者
）

の
存
在
に
目
を
向
け
る
の
は
困
難
」
で
あ
り
、「「
対
立
や
差
別
、
抑
圧
」
を
め
ぐ
る

複
眼
性
を
史
料
の
提
示
の
中
で
よ
り
積
極
的
に
提
示
し
て
い
く
必
要
性
」
が
あ
る
と

い
う
指
摘
に
つ
い
て
、
高
校
歴
史
教
育
で
も
同
様
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
限
ら
れ
た

時
間
の
中
で
、
教
科
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
多
く
の
歴
史
事
象
を
「
広
く
浅
く
」
学

ぶ
こ
と
が
、
一
般
的
に
要
求
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
高
校
歴
史
学
習

は
、
政
治
史
に
偏
り
が
ち
と
な
る
。
た
と
え
ば
、
高
校
生
は
王
朝
、
国
家
、
帝
国
な

ど
支
配
す
る
側
の
法
令
や
制
度
を
頻
繁
に
学
ぶ
が
、
一
方
、
そ
の
法
令
や
制
度
が
否

応
な
く
適
用
さ
れ
る
人
々
の
実
態
を
十
分
に
学
ぶ
こ
と
が
で
き
な
い
。な
か
で
も「
差

別
（
抑
圧
）
さ
れ
る
側
」
の
実
態
を
十
分
に
学
ぶ
こ
と
が
で
き
な
い
。
特
に
「
歴
史

総
合
」
は
、
二
単
位
で
時
間
的
余
裕
が
な
い
た
め
、
高
校
歴
史
教
員
は
、
上
記
二
つ

の
指
摘
を
自
覚
し
て
実
践
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

「（
五
）
外
国
史
の
障
壁
」
に
つ
い
て
「
西
洋
（
近
現
代
）
史
研
究
に
お
け
る
文

献
講
読
へ
の
力
点
」
が
あ
る
「
一
方
で
、「
史
料
批
判
」
的
手
ほ
ど
き
は
ほ
と
ん
ど

受
け
ず
」、
そ
の
た
め
「
提
示
す
る
多
様
な
史
料
（
手
紙
、
日
記
、
回
想
録
、
裁
判

記
録
、新
聞
記
事
、官
庁
統
計
な
ど
）
の
特
質
、そ
の
歴
史
性
に
つ
い
て
学
ぶ
必
要
性
」

が
あ
る
と
い
う
指
摘
に
つ
い
て
、特
に「
歴
史
総
合
」で
は
、大
項
目
Ａ「
歴
史
の
扉
」

に「（
二
）歴
史
の
特
質
と
資
料
」と
い
う
学
習
が
設
定
さ
れ
た
た
め
、い
わ
ゆ
る「
史

料
批
判
」の
一
部
を「
歴
史
総
合
」で
実
践
す
る
必
要
が
生
じ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て『
高

等
学
校
学
習
指
導
要
領 （
平
成
三
◯
年
告
示
）
解
説　
地
理
歴
史
編
』
で
は
、
以
下

の
よ
う
に
学
習
の
ね
ら
い
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

日
本
や
世
界
の
様
々
な
地
域
の
人
々
の
歴
史
的
な
営
み
の
痕
跡
や
記
録
で
あ

る
遺
物
、
文
書
、
図
像
な
ど
の
資
料
を
活
用
し
、
複
数
の
資
料
の
関
係
や
異

同
に
着
目
し
て
、
資
料
か
ら
読
み
取
っ
た
情
報
の
意
味
や
意
義
、
特
色
な
ど
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を
考
察
し
表
現
す
る
こ
と
に
よ
り
、
資
料
に
基
づ
い
て
歴
史
が
叙
述
さ
れ
て

い
る
こ
と
を
理
解
す
る
こ
と
、
資
料
を
取
り
扱
う
際
の
留
意
点
に
気
付
く
こ

と
を
主
な
ね
ら
い
と
し
て
い
る）

6
（

。

こ
の
よ
う
な
学
習
に
は
、
今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
紹
介
さ
れ
た
「
独
波
共
通

歴
史
教
科
書
に
お
け
る
史
料
分
析
の
解
説
項
目
」の「
文
書
史
料
を
解
明
す
る
」「
記

念
碑
を
分
析
す
る
」「
建
築
物
を
調
査
し
、比
較
す
る
」「
歴
史
地
図
の
分
析
す
る
」「
風

刺
ビ
ラ
を
解
読
す
る
」「
政
治
的
風
刺
画
を
解
釈
す
る
」「
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
図
像
を
解

釈
す
る
」
な
ど
の
学
習
が
有
効
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
私
自
身
は
『
ド
イ
ツ
・
フ
ラ
ン
ス
共
通
歴
史
教
科
書
【
現
代
史
】

１
９
４
５
年
以
後
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
世
界）

7
（

』
を
参
考
に
「
史
料
の
性
質
を
理
解
す

る
」
学
習
を
『
日
本
教
育
新
聞
』
紙
上
に
提
示
し
た）

8
（

。
こ
の
教
科
書
に
は
「
学
習
方

法
」と
い
う
章
が
あ
り
、そ
こ
に
は「
文
書
を
説
明
す
る
」「
歴
史
地
図
を
読
み
解
く
」

「
統
計
デ
ー
タ
を
分
析
す
る
」「
戯
画
を
分
析
す
る
」「
論
文
を
書
く
」「
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
を
実
施
し
、
発
表
を
行
う
」「
レ
ポ
ー
ト
発
表
を
準
備
し
、
行
う
」
と
い
う
学
習

課
題
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
学
習
も
「
歴
史
総
合
」「
歴
史
の
扉
」「（
二
）

歴
史
の
特
質
と
資
料
」
に
有
効
で
あ
ろ
う
。

「（
六
）
歴
史
授
業
に
お
け
る
「
複
眼
的
視
点
」
の
実
践
、
そ
の
た
め
の
史
料
集

の
必
要
性
」
に
つ
い
て
、コ
メ
ン
ト
し
た
い
。
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
「
複
眼
的
視
点
」

に
つ
い
て
歴
史
教
育
学
者
ク
ラ
ウ
ス
・
ベ
ル
ク
マ
ン
の
議
論
と
し
て
、
以
下
が
紹
介

さ
れ
た
。複

眼
的
視
点
と
は
、
同
時
代
人
に
よ
る
経
験
と
認
識
の
次
元
、
後
に
生
ま
れ

た
も
の
に
よ
る
解
釈
の
次
元
、
そ
し
て
ま
た
記
憶
に
よ
っ
て
導
か
れ
た
現
在

と
未
来
に
お
け
る
方
向
性
の
次
元
に
お
い
て
、
多
く
の
異
な
る
見
方
を
観
察

し
、
尊
重
し
、
そ
し
て
熟
考
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
の
三
つ
の
次
元
は
、
こ
れ
か
ら
の
日
本
の
高
校
歴
史
教
育
に
も
重
要
な
視
点
を

提
供
し
て
い
る
。
例
と
し
て
、「
歴
史
総
合
」に
お
い
て
も
重
要
学
習
事
項
と
な
る「
ア

ジ
ア
・
太
平
洋
戦
争
」
を
取
り
あ
げ
て
説
明
し
よ
う
。

一
つ
目
の
「
同
時
代
人
に
よ
る
経
験
と
認
識
の
次
元
」
で
は
、
ど
の
よ
う
に
問

う
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
た
と
え
ば
、
真
珠
湾
奇
襲
攻
撃
や
重
慶
爆
撃
に
従
事
し
た

兵
士
は
ど
の
よ
う
な
経
験
を
し
て
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
認
識
し
た
の
か
。
ま
た
、

イ
ン
パ
ー
ル
作
戦
や
原
子
爆
弾
の
投
下
を
決
定
し
た
高
位
の
軍
人
や
政
治
家
は
、
ど

の
よ
う
な
議
論
を
経
て
決
め
た
の
か
。
そ
の
過
程
を
ど
の
よ
う
に
認
識
し
た
の
か
、

日
記
や
手
記
に
ど
の
よ
う
に
記
録
し
た
の
か
。さ
ら
に
、こ
れ
ら
の
戦
場
に
い
た
人
々

は
ど
の
よ
う
な
経
験
を
し
て
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
認
識
し
た
の
か
、
な
ど
と
問
う

こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
同
時
代
性
に
焦
点
化
し
た
次
元
の
学
習
に
よ
り
、
高
校
生

は
、
同
時
代
に
生
き
た
様
々
な
人
々
の
視
点
か
ら
歴
史
事
象
を
多
面
的
・
多
角
的
に

読
み
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
二
つ
目
の
「
後
に
生
ま
れ
た
も
の
に
よ
る
解
釈
の
次
元
」
で
は
、
論
争
的
な
歴
史

学
習
が
展
開
さ
れ
よ
う
。
た
と
え
ば
、
高
校
生
は
、
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
戦
争
は
ア
ジ

ア
解
放
の
た
め
の
戦
争
だ
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
ア
ジ
ア
を
支
配
す
る
た
め
の
戦
争

だ
っ
た
の
か
、
ま
た
、
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
戦
争
は
自
存
自
衛
の
戦
争
だ
っ
た
の
か
、

そ
れ
と
も
侵
略
戦
争
だ
っ
た
の
か
、
な
ど
と
い
う
二
項
対
立
的
な
問
い
を
立
て
る
か

も
し
れ
な
い
。
さ
ら
に
、な
ぜ
原
子
爆
弾
の
投
下
が
正
当
化
さ
れ
る
の
か
、な
ぜ
「
後

に
生
ま
れ
た
も
の
」
で
あ
っ
て
も
、
世
代
が
変
わ
る
ご
と
に
歴
史
に
対
す
る
認
識
が

変
化
す
る
の
か
、
と
い
う
根
本
的
な
問
い
を
立
て
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な

歴
史
認
識
を
問
う
論
争
的
な
学
習
に
つ
な
が
る
「
解
釈
の
次
元
」
は
、
こ
れ
か
ら
の

日
本
の
高
校
歴
史
教
育
に
お
い
て
、
ま
さ
し
く
核
心
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
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三
つ
目
の
「
記
憶
に
よ
っ
て
導
か
れ
た
現
在
と
未
来
に
お
け
る
方
向
性
の
次
元
」

で
は
、ど
う
だ
ろ
う
か
。
高
校
生
は
、次
の
よ
う
な
問
い
を
立
て
る
か
も
し
れ
な
い
。

な
ぜ
オ
バ
マ
大
統
領
は
広
島
の
平
和
記
念
館
公
園
を
訪
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
一
方
、

な
ぜ
オ
バ
マ
大
統
領
以
前
の
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
大
統
領
は
、
そ
こ
へ
訪
れ
な
か
っ

た
の
だ
ろ
う
か
。
な
ぜ
福
田
康
夫
元
首
相
は
、
中
国
の
南
京
大
虐
殺
記
念
館
を
訪
問

し
た
の
だ
ろ
う
か
。
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
戦
争
と
い
う
戦
争
の
惨
禍
を
忘
れ
な
い
た
め

に
、
こ
れ
か
ら
は
ど
ん
な
記
念
碑
を
建
て
る
べ
き
だ
ろ
う
か
。
日
本
、
中
国
、
韓
国

の
高
校
生
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
と
も
に
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
戦
争
の
授
業
を

学
ぶ
と
す
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
授
業
が
良
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
記
憶
文
化
を

通
し
て
歴
史
を
学
ぶ
授
業
は
、
こ
れ
か
ら
の
日
本
の
高
校
歴
史
教
育
に
お
い
て
必
須

で
あ
り
、
喫
緊
の
課
題
と
な
っ
て
い
る
。

　
次
に
、「（
六
）
歴
史
授
業
に
お
け
る
「
複
眼
的
視
点
」
の
実
践
、
そ
の
た
め
の
史

料
集
の
必
要
性
」
の
後
部
、「
そ
の
た
め
の
史
料
集
の
必
要
性
」
に
つ
い
て
コ
メ
ン

ト
し
た
い
。
現
在
、
高
校
歴
史
教
科
書
や
副
教
材
は
、
徐
々
に
史
資
料
が
記
載
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
新
し
い
学
習
指
導
要
領
が
要
求
す
る
論
争
的

な
歴
史
学
習
を
深
い
学
び
へ
と
導
く
た
め
に
は
、
不
十
分
と
言
え
る
。
高
校
教
員
向

け
に
新
た
に
編
集
さ
れ
た
資
料
集
の
出
版
が
、
待
望
さ
れ
て
い
る
。

高
校
教
員
向
け
の
資
料
集
と
し
て
、
綿
引
弘
著
『
１
０
０
時
間
の
世
界
史　
資

料
と
扱
い
方
』（
地
歴
社
、
一
九
九
二
年
）、
福
島
県
高
等
学
校
地
歴
・
公
民
科
研
究

会
世
界
史
資
料
編
集
委
員
会
編
『
新
世
界
史
資
料
集
』（
清
水
書
院
、
一
九
九
四
年
）

は
、と
も
に
文
書
史
料
が
充
実
し
て
お
り
、特
筆
さ
れ
る
べ
き
優
れ
た
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
後
者
は
絶
版
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
両
著
と
も
に
掲
載
さ
れ
る
資
料
の

古
さ
は
、
や
は
り
否
め
な
い
。
九
〇
年
代
以
降
、
こ
の
よ
う
な
文
書
史
料
が
充
実
し

た
高
校
教
員
向
け
の
歴
史
資
料
集
の
出
版
は
、
残
念
な
が
ら
、
皆
無
で
あ
る
。

『
世
界
史
史
料
』（
全
一
二
巻
、岩
波
書
店
、二
〇
〇
六‒

一
三
年
）
に
つ
い
て
は
、

す
で
に
述
べ
た
が
、
こ
の
「
宝
箱
」
を
こ
れ
か
ら
の
高
校
歴
史
教
育
向
け
に
、
い
か

に
編
集
し
て
、
日
々
の
資
料
集
と
す
る
こ
と
が
可
能
か
、
こ
の
こ
と
は
日
本
の
歴
史

教
育
の
未
来
を
大
き
く
左
右
し
よ
う
。
現
在
、
こ
の
よ
う
に
厳
し
い
教
育
環
境
に
あ

っ
て
、
こ
れ
か
ら
の
歴
史
教
育
で
は
、
論
争
的
な
学
習
に
つ
い
て
も
深
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
「
そ
の
た
め
の
史
料
集
の
必
要
性
」
は
、
高
校
歴
史
教
育

に
と
っ
て
も
喫
緊
の
課
題
で
あ
る
。

　
　
　
　
２　

小
野
寺
報
告
に
つ
い
て

　　
ま
ず
、「『
ア
ン
ネ
の
日
記
』
を
つ
か
っ
た
授
業
実
践
」
に
つ
い
て
「
方
法
：
五 

回
に
わ
け
事
前
に
読
ん
で
も
ら
っ
た
う
え
で
、
疑
問
・
質
問
・
意
見
・
感
想
を
と
に

か
く
提
示
す
る
」
と
い
う
大
学
で
の
実
践
に
つ
い
て
、
コ
メ
ン
ト
を
述
べ
た
い
。

「
歴
史
総
合
」
で
は
、
学
習
指
導
要
領
で
は
「
生
徒
が
問
い
を
表
現
す
る
」
学
習

活
動
が
「
近
代
化
と
私
た
ち
」「
国
際
秩
序
の
変
化
や
大
衆
化
と
私
た
ち
」「
グ
ロ
ー

バ
ル
化
と
私
た
ち
」
と
い
う
各
大
項
目
の
は
じ
め
、中
項
目
（
一
）
で
求
め
ら
れ
る
。

各
項
目
の
学
習
活
動
が
生
徒
の
問
い
を
基
点
と
し
て
始
ま
る
よ
う
に
デ
ザ
イ
ン
さ
れ

て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
探
求
科
目
は
「
生
徒
が
問
い
を
表
現
す
る
」
学
習
活
動
の
上

に
成
り
立
つ
。

高
校
生
も
『
ア
ン
ネ
の
日
記
』
の
具
体
的
か
つ
詳
細
な
記
述
を
読
む
と
、
様
々

な
疑
問
を
も
つ
で
あ
ろ
う
。
一
方
、
高
校
生
の
中
に
は
、
歴
史
事
象
に
つ
い
て
、
疑

問
を
提
示
し
、質
問
を
行
う
こ
と
に
慣
れ
て
い
な
い
者
も
い
よ
う
。し
た
が
っ
て
、『
ア

ン
ネ
の
日
記
』
を
読
ん
だ
高
校
生
の
疑
問
を
対
話
的
な
学
び
で
丁
寧
に
可
視
化
し
、

学
友
と
共
有
す
る
こ
と
は
、高
校
歴
史
学
習
に
お
い
て
も
大
切
な
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
。

「（
一
）
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
や
ユ
ダ
ヤ
人
迫
害
を
め
ぐ
る
疑
問
」「（
二
）
ユ
ダ
ヤ
人
・

ユ
ダ
ヤ
教
を
め
ぐ
る
疑
問
」「（
三
）
戦
時
下
の
暮
ら
し
を
め
ぐ
る
疑
問
」「（
四
）
ジ
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ェ
ン
ダ
ー
を
め
ぐ
る
疑
問
」
は
、
高
校
歴
史
教
育
に
お
い
て
も
学
ぶ
意
義
が
あ
る
疑

問
で
あ
る
。
前
者
の
二
つ
は
、
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
を
理
解
す
る
た
め
の
重
要
な
疑
問
で

あ
り
、（
三
）
は
、
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
の
み
な
ら
ず
、
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
戦
争
や
ベ
ト

ナ
ム
戦
争
な
ど
様
々
な
戦
争
を
身
近
な
例
に
即
し
て
理
解
す
る
手
が
か
り
を
高
校
生

に
与
え
て
く
れ
る
。（
四
）
は
、
特
に
こ
れ
か
ら
の
高
校
歴
史
教
育
に
必
須
の
視
点

で
あ
る
。
先
述
し
た
「
宝
箱
」
と
し
て
の
二
つ
の
書
籍
を
十
分
に
教
材
化
し
た
い
。

特
に
、
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
の
学
習
は
、
た
と
え
ば
日
清
戦
争
に
お
け
る
旅
順
虐
殺

事
件
、
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
紛
争
に
お
け
る
ス
レ
ブ
レ
ニ
ツ
ァ
の
虐
殺
な

ど
世
界
中
の
虐
殺
や
民
族
浄
化
（
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
ク
レ
ン
ジ
ン
グ
）
を
理
解
す
る
た

め
に
重
要
な
学
習
で
あ
る
。
高
校
生
は
、
な
ぜ
戦
争
で
は
虐
殺
が
正
当
化
さ
れ
る
の

か
、
非
武
装
、
無
抵
抗
の
老
人
や
子
供
な
ど
を
殺
す
こ
と
に
兵
士
は
疑
問
を
持
た
な

い
の
か
、
な
ど
と
多
く
の
疑
問
を
も
つ
。
当
時
の
資
料
や
証
言
を
高
校
生
と
と
も
に

教
員
も
丁
寧
に
読
み
す
す
め
つ
つ
、
対
話
を
中
心
と
し
た
実
践
を
積
み
重
ね
て
ゆ
く

こ
と
が
、
こ
れ
か
ら
の
高
校
歴
史
教
育
で
は
特
に
求
め
ら
れ
よ
う
。

「
学
生
か
ら
疑
問
を
自
由
に
提
示
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
の
重
要
性
」「
ど
の
よ
う

な
疑
問
を
提
示
し
て
も
許
さ
れ
る
、
大
学・学
校
の
よ
う
な
閉
鎖
的
空
間
の
重
要
性
」

と
い
う
指
摘
に
つ
い
て
、
ま
ず
、
前
者
の
学
習
が
、
こ
れ
か
ら
の
高
校
歴
史
学
習
に

と
っ
て
も
決
定
的
に
重
要
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
高
校
生
に
教
室
で
自
由
に
疑
問
を

提
示
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
は
、
歴
史
学
習
に
禁
止
事
項
と
し
て
の
タ
ブ
ー
を
作
ら
な

い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。
も
し
教
員
が
歴
史
学
習
に
タ
ブ
ー
を
作

る
と
、
高
校
生
は
自
由
に
疑
問
を
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
さ

ら
に
、
歴
史
の
授
業
中
に
、
発
言
す
る
こ
と
す
ら
放
棄
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
が
生

ず
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
言
論
を
抑
圧
さ
れ
た
教
室
で
、
高
校
生
が
歴
史
に
つ

い
て
深
く
学
ぶ
こ
と
な
ど
、
到
底
期
待
で
き
な
い
。

後
者
に
つ
い
て
、
高
校
の
教
室
が
閉
鎖
的
空
間
で
あ
る
こ
と
は
、
高
校
生
が
外

部
か
ら
の
不
当
な
干
渉
を
受
け
る
こ
と
な
く
、
教
室
の
中
で
自
由
に
意
見
を
共
有
す

る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
重
要
な
土
台
を
提
供
し
て
い
る
。
高
校
の
学
習
で
大
切
な

こ
と
の
一
つ
は
、
高
校
生
は
た
と
え
自
身
の
見
解
が
誤
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て

も
、教
室
内
で
は
学
友
に
そ
れ
を
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
、と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

当
然
な
が
ら
、
高
校
生
は
、
自
分
の
考
え
を
授
業
内
で
述
べ
る
権
利
を
持
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
見
解
を
学
友
と
と
も
に
修
正
す
る
機
会
が
存
在
す
る
こ
と

も
、
高
校
の
学
習
の
中
で
大
切
な
こ
と
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
学
び
の
試
行

錯
誤
が
担
保
さ
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
歴
史
学
習
を
タ
ブ
ー
な
く
深
め
ら
れ
る
の
で

あ
る
。

こ
れ
か
ら
の
歴
史
学
習
で
は
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
高
校
生
が
問
い
を
立
て
、
問

い
を
表
現
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
時
事
問
題
に
敏
感
な
高
校
生
は
、た
と
え
ば
、

南
京
虐
殺
か
南
京
事
件
か
ど
ち
ら
の
表
現
が
良
い
の
だ
ろ
う
か
、
従
軍
慰
安
婦
か
、

慰
安
婦
か
、
日
本
軍
性
奴
隷
か
、
ど
の
よ
う
に
表
現
す
る
の
が
良
い
の
だ
ろ
う
か
、

な
ど
と
素
朴
な
疑
問
を
持
つ
に
違
い
な
い
。

こ
の
よ
う
な
論
争
的
な
学
習
に
つ
な
が
る
歴
史
学
習
は
、
新
た
な
学
習
指
導
要

領
で
さ
え
も
要
求
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
「
歴
史
総
合
」
で
は
「
現
代
的
な
諸
課
題

の
形
成
や
現
代
的
な
諸
課
題
を
考
察
，
構
想
す
る
学
習）

9
（

」
お
よ
び
「
近
代
化
の
歴
史

に
存
在
し
，
現
代
社
会
に
お
い
て
も
調
整
が
求
め
ら
れ
，
将
来
に
お
い
て
も
引
き
続

き
生
徒
た
ち
が
直
面
す
る
こ
と
の
予
想
さ
れ
る
事
柄
を
含
む
問
い
を
設
定
す
る）
10
（

」
学

習
を
要
求
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
こ
れ
か
ら
の
歴
史
学
習
で
は
、
論
争

的
な
学
び
を
実
践
し
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
私
自
身
、
こ
れ
ま
で
に
論
争
的
な
学

び
を
十
分
に
実
践
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
自
戒
を
込
め
て
、

こ
の
こ
と
を
肝
に
銘
じ
て
お
き
た
い
。

　
こ
の
よ
う
な
歴
史
論
争
を
実
践
す
る
際
に
は
、
西
山
報
告
で
ド
イ
ツ
の
政
治
教
育

の
指
針
で
あ
る
ボ
イ
テ
ル
ス
バ
ッ
ハ
合
意
（
一
九
七
六
年
）
が
紹
介
さ
れ
た
が
、
こ
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れ
か
ら
の
日
本
の
高
校
歴
史
教
育
に
お
い
て
も
、
教
員
は
ボ
イ
テ
ル
ス
バ
ッ
ハ
合
意

を
遵
守
す
る
の
が
良
い
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
合
意
は
、「
今
日
に
い
た
る
ま
で
事

実
上
ド
イ
ツ
全
体
の
政
治
教
育
の
基
本
原
則
と
さ
れ
て
い
る
。 

そ
の
内
容
は
、
以

下
の
三
点
に
要
約
さ
れ
る）
11
（

」
も
の
で
あ
る
。

（
一
）
圧
倒
の
禁
止

　
生
徒
を
期
待
さ
れ
る
見
解
を
も
っ
て
圧
倒
し
、
自
ら
の
判
断
の
獲
得

を
妨
げ
る
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
正
に
政
治
教
育
と
教

化
の
違
い
で
あ
る
。
教
化
は
、
民
主
主
義
社
会
に
お
け
る
教
師
の
役
割

規
定
、
そ
し
て
広
範
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
生
徒
の
政
治
的
成
熟
と
い
う

目
標
規
定
と
矛
盾
す
る
。

（
二
）
論
争
の
あ
る
問
題
は
論
争
の
あ
る
も
の
と
し
て
扱
う

　
学
問
と
政
治
に
お
い
て
議
論
の
あ
る
こ
と
は
、
授
業
に
お
い
て
も
議

論
の
あ
る
も
の
と
し
て
扱
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
多
様
な
視
点
が
取

り
上
げ
ら
れ
ず
、
別
の
選
択
肢
が
隠
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
教
化
が

始
ま
る
。

（
三
）
個
々
の
生
徒
の
利
害
関
心
の
重
視

　
生
徒
は
、
政
治
的
状
況
と
自
ら
の
利
害
関
係
を
分
析
し
、
自
ら
の
利

害
関
心
に
も
と
づ
い
て
所
与
の
政
治
的
状
況
に
影
響
を
与
え
る
手
段
と

方
法
を
追
求
で
き
る
よ
う
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　　
「（
一
）
圧
倒
の
禁
止
」
に
つ
い
て
、
た
と
え
ば
、
歴
史
論
争
を
探
求
す
る
授
業
を

行
う
際
に
、
教
員
は
結
論
あ
り
き
の
授
業
を
行
っ
て
は
な
ら
ず
、
生
徒
の
解
釈
を
排

除
し
て
圧
倒
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
歴
史
論
争
の
探

究
学
習
が
成
り
立
た
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
高
校
生
は
教
員
が
予
測

し
て
い
な
か
っ
た
歴
史
の
解
釈
を
導
い
て
く
る
こ
と
が
あ
る
。
も
し
そ
の
解
釈
に
十

分
な
合
理
性
が
認
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、
教
員
は
そ
の
解
釈
を
認
め
、
正
し
い
評
価
を

与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
方
、
そ
の
解
釈
に
十
分
な
合
理
性
が
認
め
ら
れ
な
い

と
き
は
、
な
ぜ
認
め
ら
れ
な
い
の
か
、
高
校
生
が
分
か
る
よ
う
に
説
明
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
歴
史
論
争
の
学
習
は
難
し
い
も
の
で
あ
る
た
め
に
、

高
校
生
と
の
議
論
が
か
み
合
わ
ず
、
一
筋
縄
で
は
行
か
な
い
状
況
も
生
じ
よ
う
。
こ

の
と
き
に
教
員
が
「
生
徒
を
期
待
さ
れ
る
見
解
を
も
っ
て
圧
倒
」
す
る
と
、
高
校
生

の
「
自
ら
の
判
断
の
獲
得
を
妨
げ
る
」
こ
と
と
な
り
、
歴
史
論
争
の
探
究
学
習
が
成

り
立
た
な
く
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、「（
一
）
圧
倒
の
禁
止
」
を
教
員
が
守
る
こ
と
が

重
要
な
の
で
あ
る
。

　
「（
二
）
論
争
の
あ
る
問
題
は
論
争
の
あ
る
も
の
と
し
て
扱
う
」
に
つ
い
て
、
た
と

え
ば
、
あ
る
歴
史
上
の
領
土
問
題
を
扱
う
際
に
、
そ
の
問
題
が
「
学
問
と
政
治
に
お

い
て
議
論
」
が
あ
る
場
合
、
そ
れ
を
「
議
論
の
あ
る
も
の
と
し
て
」
扱
う
こ
と
を
隠

し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、一
つ
の
国
家
の
政
府
見
解
の
み
提
示
し
て
、

そ
の
他
の
係
争
国
の
政
府
見
解
を
提
示
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
し
て
は
な
ら
な
い

の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
歴
史
論
争
の
探
究
学
習
を
成
り
立
た
せ
る
た
め
に

は
、
た
と
え
ば
各
国
の
政
府
見
解
を
比
較
し
、
そ
の
異
同
を
明
ら
か
に
し
、
な
ぜ
そ

の
よ
う
な
見
解
の
相
違
が
生
じ
る
の
か
、分
析
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の「（
二
）

論
争
の
あ
る
問
題
は
論
争
の
あ
る
も
の
と
し
て
扱
う
」
と
い
う
指
針
は
、
こ
れ
か
ら

の
日
本
の
高
校
歴
史
教
育
に
お
い
て
極
め
て
重
要
な
論
点
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

「（
三
）
個
々
の
生
徒
の
利
害
関
心
の
重
視
」
は
、
政
治
教
育
の
指
針
で
あ
る
た

め
に
、
一
見
す
る
と
、
歴
史
教
育
に
関
係
が
な
い
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し

か
し
な
が
ら
、
歴
史
学
習
の
目
的
の
一
つ
は
、
良
き
市
民
と
し
て
社
会
に
参
画
し
、

行
動
す
る
高
校
生
を
育
成
す
る
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
（
憎

悪
表
現
）
は
、
誤
っ
た
歴
史
的
事
実
に
基
づ
い
て
い
る
場
合
が
あ
る
。
も
し
誤
っ
た
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歴
史
的
事
実
を
信
じ
て
い
る
高
校
生
が
い
る
な
ら
、
そ
の
生
徒
に
歴
史
を
批
判
的
に

捉
え
て
分
析
す
る
力
を
育
成
す
る
こ
と
は
、
高
校
歴
史
教
員
の
職
責
で
あ
る
。
日
々

の
歴
史
学
習
が
、
高
校
生
の
現
在
の
行
動
に
結
び
付
く
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
常
に

考
え
な
が
ら
、教
員
は
日
々
の
実
践
を
行
う
必
要
が
あ
ろ
う
。
以
上
の
理
由
に
よ
り
、

日
本
の
高
校
歴
史
教
員
が
ボ
イ
テ
ル
ス
バ
ッ
ハ
合
意
を
遵
守
す
る
必
要
が
あ
る
と
言

え
る
。

高
校
生
が
論
争
的
な
歴
史
学
習
を
深
く
探
究
し
、
か
つ
、
高
校
歴
史
教
員
が
ボ

イ
テ
ル
ス
バ
ッ
ハ
合
意
を
遵
守
す
る
教
室
内
で
は
、
対
話
を
通
じ
た
歴
史
学
習
が
活

発
に
実
践
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
、
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
や
歴
史
修
正
主
義

を
批
判
的
に
分
析
し
、
過
度
な
相
対
主
義
を
克
服
す
る
歴
史
学
習
が
必
ず
や
展
開
さ

れ
て
い
る
に
違
い
な
い
。

こ
れ
ま
で
私
は
、
先
達
の
実
践
を
参
考
に
し
て
、
問
い
と
資
料
を
活
用
し
た
対

話
的
な
歴
史
学
習）
12
（

を
実
践
し
て
き
た
が
、
今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
西
山
報
告
、
小

野
寺
報
告
で
は
、
こ
れ
か
ら
の
日
本
の
高
校
歴
史
学
習
が
ど
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
る

べ
き
か
、非
常
に
貴
重
な
報
告
お
よ
び
具
体
的
事
例
を
数
多
く
学
ぶ
こ
と
が
で
き
た
。

こ
れ
か
ら
の
歴
史
教
育
―
「
歴
史
総
合
」「
日
本
史
探
究
」「
世
界
史
探
究
」
―

に
ぜ
ひ
生
か
し
て
ゆ
き
た
い
。

 　
注

  （
１
） 

小
川
幸
司
「
苦
役
へ
の
道
は
世
界
史
教
師
の
善
意
で
し
き
つ
め
ら
れ
て
い
る
」『
歴

史
学
研
究
』
第
八
五
九
号
、
二
〇
〇
九
年
、
一
九
一
頁
。

  （
２
） 

小
川
幸
司
『
世
界
史
と
の
対
話　
７
０
時
間
の
歴
史
批
評
』（
上
中
下
）
地
歴
社
、

二
〇
一
一‒

二
〇
一
二
年
。

  （
３
） 

勝
山
元
照
「
新
し
い
世
界
史
教
育
と
し
て
「
歴
史
総
合
」
を
創
る
―
―
「
自
分
の

頭
で
考
え
、
自
分
の
言
葉
で
表
現
す
る
」
歴
史
学
習
へ
の
転
換
」
小
川
幸
司
責
任

編
集『
世
界
史
と
は
何
か
』（
岩
波
講
座　
世
界
歴
史
１
）岩
波
書
店
、二
◯
二
一
年
、

三
◯
七‒

三
二
四
頁
。

  （
４
） 

米
山
宏
史
「『
世
界
史
史
料
』
を
読
み
解
く
高
校
世
界
史
学
習
の
試
み
」『
歴
史

学
研
究
』
第
九
三
六
号
、
二
〇
一
五
年
。「
高
大
連
携
歴
史
教
育
研
究
会
教
材
共

有
サ
イ
ト
」（
会
員
限
定
）
の
会
員
の
実
践https://kodai-kyozai.org/ （
閲
覧
日

二
〇
二
二
年
一
月
三
一
日
）。

  （
５
） 

川
島
啓
一
「
報
告
：
ジ
ェ
ン
ダ
ー
視
点
を
ど
う
取
り
入
れ
る
か
？
―
高
校
歴

史
教
育
の
現
場
か
ら
―
」『
ジ
ェ
ン
ダ
ー
史
学
』
第
一
四
号
、
二
〇
一
八
年
、

六
九‒

八
五
頁
。
こ
こ
で
私
は
歴
史
総
合
に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
史
学
習
案
を
提

示
し
た
。
川
島
啓
一
「
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
目
標
５
「
ジ
ェ
ン
タ
ー
平
等
」
の
視
点
を
組
み

込
ん
だ
世
界
史
授
業
」『
社
会
科
教
育 

２
０
２
０
年
１
１
月
号
』
明
治
図
書
出
版
、

二
〇
二
〇
、九
◯‒

九
三
頁
。
井
野
瀬
久
美
惠
・
川
島
啓
一
「〈
対
談
〉「
世
界
史
」

を
ど
う
教
え
る
／
学
ぶ
か
―
歴
史
教
育
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
史
の
視
点
を
中
心
に
」 

成
田
龍
一
・
長
谷
川
貴
彦
編
『〈
世
界
史
〉
を
い
か
に
語
る
か
―
グ
ロ
ー
バ
ル

時
代
の
歴
史
像
』
岩
波
書
店
、
二
〇
二
〇
年
、
一
五
◯‒

一
六
八
頁
。

  （
６
） 「
歴
史
総
合
」『
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領 （
平
成 

３
０ 

年
告
示
）
解
説　
地
理
歴

史
編
』
一
三
七
頁
。

  （
７
） 

ペ
ー
タ
ー
・
ガ
イ
ス
、
ギ
ヨ
ー
ム
・
ル
・
カ
ン
ト
レ
ッ
ク 

監
修
、
福
井
憲
彦
・
近

藤
孝
弘
監
訳
、
山
田
美
明
ほ
か
訳
『
ド
イ
ツ
・
フ
ラ
ン
ス
共
通
歴
史
教
科
書
【
現

代
史
】
１
９
４
５
年
以
後
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
世
界
』 明
石
書
店
、
二
◯
◯
八
年
。

  （
８
） 「
大
学
入
試
改
革
授
業
案　
史
料
の
性
質
を
理
解
す
る
」『
日
本
教
育
新
聞
』
二

◯
一
八
年
五
月
二
一
日
（
一
五
面
記
事
）https://w

w
w
.kyoiku-press.com

/post-

192805/
（
閲
覧
日
二
〇
二
二
年
二
月
九
日
）。

  （
９
） 「
歴
史
総
合
」『
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領 （
平
成 

三
◯ 

年
告
示
）
解
説 

地
理
歴

史
編
』
二
二
頁
。
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  （
10
） 

同
上
、
一
五
二
頁
。

  （
11
） 
近
藤
孝
弘
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
若
者
の
政
治
教
育

─
民
主
主
義
社
会
の
教
育

的
基
盤

─
」『
学
術
の
動
向
』
一
四 

巻 

一
◯ 

号
、
二
〇
〇
九 

年 

、
一
二
頁
。

https://doi.org/10.5363/tits.14.10_10

（
閲
覧
日
二
〇
二
二
年
二
月
九
日
）。

  （
12
） 

川
島
啓
一
「
コ
ラ
ム　

対
話
で
学
ぶ
世
界
史
の
実
践
」
小
川
幸
司
責
任
編
集
『
世

界
史
と
は
何
か
』（
岩
波
講
座　

世
界
歴
史
１
）
岩
波
書
店
、
二
〇
二
一
年
、
二

◯
三–

二
◯
四
頁
。
川
島
啓
一
「
ど
ん
な
「
問
い
」
を
生
徒
は
学
習
す
べ
き
か
？

─「
ア
ク
テ
ィ
ブ
ラ
ー
ニ
ン
グ
型
」世
界
史
授
業
の
実
践
か
ら

─
」前
川
修
一
・

梨
子
田
喬
・
皆
川
雅
樹
編
『
歴
史
教
育
「
再
」
入
門

―
歴
史
総
合
・
日
本
史
探
究
・

世
界
史
探
究
へ
の
〝
挑
戦
〟』
清
水
書
院
、
二
〇
一
九
年
、
一
一
〇–

一
一
七
頁
。

川
島
啓
一
「
協
同
学
習
で
歴
史
論
争
を
探
究
」『
日
本
教
育
新
聞
』、
二
〇
二
一
年

二
月
一
日
（【
特
集
】「
共
通
テ
ス
ト　

出
題
傾
向
と
指
導
法
は
」
一
〇
面
記
事
）。

（
か
わ
し
ま　

け
い
い
ち
・ 

同
志
社
中
学
校
、
高
等
学
校
教
諭
）


