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世
界
史
教
科
書
を
め
ぐ
る
近
年
の
情
勢

二
〇
二
二
年
度
よ
り
高
校
社
会
科
に
、
日
本
史
と
世
界
史
を
統
合
し
近
現
代
を
中
心
に
教
え
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
る

「
歴
史
総
合
」
が
必
修
科
目
と
し
て
導
入
さ
れ
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
従
来
の
歴
史
科
目
の
う
ち
、
必
修
科
目
で
あ
っ
た

「
世
界
史
」
と
選
択
科
目
で
あ
っ
た
「
日
本
史
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
日
本
史
探
究
」「
世
界
史
探
究
」
と
名
前
が
変
わ
り
、
選
択

科
目
と
な
る
こ
と
が
決
定
し
て
い
る
。
こ
の
「
歴
史
総
合
」
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
内
容
を
持
つ
科
目
に
な
る
の
か
長
ら
く

明
ら
か
と
な
っ
て
い
な
か
っ
た
が
、
二
〇
一
八
年
三
月
に
新
し
い
学
習
指
導
要
領
案
が
告
知
さ
れ
る
こ
と
で
、
文
科
省
の
要
求

構
図
が
よ
う
や
く
見
え
て
き
た
。
今
後
、
こ
の
構
図
に
し
た
が
っ
て
、
教
科
書
会
社
と
執
筆
者
の
間
で
議
論
を
積
み
重
ね
、
新

し
い
歴
史
教
育
の
ベ
ー
ス
が
つ
く
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
実
際
に
そ
の
教
科
書
を
用
い
て
高
校
生
に
授
業
実
践
を
行
う
高
校
の

社
会
科
教
員
ら
は
、
そ
の
教
科
書
が
果
た
し
て
ど
の
よ
う
な
構
成
に
な
る
の
か
、
少
な
か
ら
ぬ
関
心
を
寄
せ
て
い
る
。

「
歴
史
総
合
」
に
せ
よ
、
選
択
と
な
る
「
世
界
史
探
究
」
や
「
日
本
史
探
究
」
の
教
科
書
に
せ
よ
、
そ
こ
で
採
用
さ
れ
る
歴

史
記
述
は
、
わ
た
し
た
ち
の
誰
も
に
と
っ
て
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
教
科
書
間
で
の
記
述
に
細
部
の
差
こ
そ
あ

れ
、
日
本
国
が
、
す
べ
て
の
記
述
を
規
定
す
る
学
習
指
導
要
領
を
定
め
、
教
科
書
調
査
官
を
通
じ
て
そ
れ
に
基
づ
く
教
科
書
検

定
を
実
施
し
て
い
る
以
上
、
そ
れ
ら
歴
史
教
科
書
が
政
府
「
お
墨
付
き
」
の
歴
史
認
識
を
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
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言
え
ば
、
検
定
済
み
教
科
書
を
通
じ
て
全
国
の
高
校
生
が
学
ぶ
こ
と
に
よ
り
、
そ
こ
で
示
さ
れ
た
歴
史
認
識
が
拡
散
さ
れ
、
そ

の
歴
史
観
が
国
民
全
体
に
刻
み
込
ま
れ
て
ゆ
く
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
教
科
書
の
執
筆
者
も
そ
れ
を
用
い
て
教
え
る
高
校

教
員
も
、
教
科
書
記
述
に
は
最
大
限
の
関
心
と
細
心
の
注
意
を
払
う
べ
き
こ
と
は
言
を
俟
た
な
い
。

他
方
で
、
一
旦
は
教
科
書
を
通
じ
て
高
校
で
歴
史
を
学
び
、
大
学
で
歴
史
学
を
専
攻
し
て
研
究
史
の
整
理
と
史
料
調
査
を
重

ね
、
や
が
て
自
他
と
も
に
歴
史
学
者
と
認
め
る
よ
う
に
な
っ
た
専
門
家
が
、
改
め
て
高
校
世
界
史
教
科
書
を
読
む
と
、
そ
の
歴

史
記
述
に
首
を
か
し
げ
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
記
述
が
、
歴
史
学
者
と
な
っ
た
自
ら
が
所
属
す
る
今
日
の
歴
史
学
界
に
お
け
る

共
通
の
歴
史
認
識
と
乖
離
し
て
い
る
こ
と
が
ま
ま
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
本
書
を
手
に
し
た
読
者
諸
兄
の
中
に
も
同
様
の
体
験
を

し
た
方
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

本
書
の
も
と
と
な
っ
た
共
同
研
究
は
、
と
り
わ
け
歴
史
学
者
に
よ
る
教
科
書
記
述
に
対
す
る
疑
問
、
す
な
わ
ち
教
科
書
記
述

と
歴
史
学
界
の
研
究
成
果
と
の
間
に
見
ら
れ
る
乖
離
が
な
ぜ
生
じ
て
い
る
の
か
、
そ
し
て
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
ど
の
よ
う
に
し

て
そ
の
乖
離
が
生
起
し
た
の
か
、
ま
た
、
そ
の
歴
史
記
述
を
方
向
付
け
て
い
る
も
の
は
何
か
、
と
い
っ
た
疑
問
か
ら
出
発
し
て

い
る
。

本
書
の
目
的

以
上
の
疑
問
を
氷
解
さ
せ
る
た
め
に
は
、
世
界
史
教
科
書
の
記
述
内
容
の
生
成
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、

大
き
く
分
け
て
二
つ
の
方
向
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
必
要
と
考
え
ら
れ
る
。

一
つ
は
、
世
界
史
教
科
書
に
収
め
ら
れ
た
記
述
内
容
と
執
筆
者
に
対
し
て
目
を
向
け
る
と
い
う
、
き
わ
め
て
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク

ス
な
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
。
世
界
史
教
科
書
の
記
述
内
容
は
、
そ
の
都
度
の
学
習
指
導
要
領
が
要
求
す
る
内
容
を
満
た
し
て
い
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れ
ば
、
あ
と
は
割
り
当
て
ら
れ
た
分
量
の
範
囲
に
お
い
て
執
筆
者
に
委
ね
ら
れ
る
。
そ
う
い
う
点
で
言
え
ば
、
研
究
者
が
大
学

生
や
一
般
読
者
層
に
向
け
て
執
筆
す
る
世
界
史
概
論
と
さ
ほ
ど
の
差
は
な
い
。
し
か
し
す
べ
て
の
研
究
者
が
同
じ
時
代
幅
と
頁

数
を
許
さ
れ
た
と
し
て
、
ま
っ
た
く
同
じ
世
界
史
概
論
が
記
述
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
執
筆
者
の
歴
史
観
や
強
調
す
べ
き
情
報

に
従
っ
て
、
定
め
ら
れ
た
頁
数
の
中
で
異
な
る
記
述
が
生
み
出
さ
れ
る
。
同
様
に
世
界
史
教
科
書
も
、
出
版
社
に
よ
っ
て
も
、

ま
た
同
一
教
科
書
で
も
そ
の
版
に
よ
っ
て
も
、
執
筆
者
は
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
た
め
、
ま
た
同
一
著
者
で
あ
っ
て
も
執
筆
時
期
に

よ
っ
て
蓄
積
や
立
場
が
変
わ
り
う
る
た
め
、
教
科
書
ご
と
の
記
述
内
容
は
大
き
く
異
な
り
う
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
実
際

に
世
界
史
教
科
書
の
記
述
内
容
を
検
討
し
、
そ
れ
を
記
述
し
た
歴
史
学
者
や
そ
の
教
科
書
が
書
か
れ
て
い
た
時
代
の
歴
史
認
識

に
目
を
向
け
る
こ
と
で
、
所
期
の
目
的
を
達
成
し
う
る
よ
う
な
結
果
を
得
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

も
う
一
つ
は
、
世
界
史
教
科
書
を
一
つ
の
モ
ノ
と
と
ら
え
、
そ
の
モ
ノ
が
製
造
さ
れ
る
プ
ロ
セ
ス
に
か
か
わ
る
制
度
や
関
係

者
の
あ
り
方
を
検
討
す
る
こ
と
で
あ
る
。
世
界
史
教
科
書
は
、
執
筆
者
が
た
だ
自
分
に
割
り
当
て
ら
れ
た
範
囲
の
記
述
を
す
れ

ば
完
成
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
言
っ
て
み
れ
ば
そ
れ
は
素
材
で
あ
る
。
忘
れ
ら
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
教
科
書
は
公
定
価
格
で
販

売
さ
れ
る
商
品
で
あ
る
。
商
品
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
他
の
商
品
と
ま
っ
た
く
同
じ
よ
う
に
、
生
産
・
流
通
・
消
費

と
い
う
経
済
ル
ー
チ
ン
に
の
る
。
そ
の
ル
ー
チ
ン
の
過
程
で
さ
ま
ざ
ま
な
力
が
作
用
し
、
商
品
の
内
容
自
体
に
も
大
き
な
影
響

を
与
え
る
。
生
産
過
程
に
関
わ
る
の
が
執
筆
者
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
流
通
過
程
に
関
わ
る
の
は
、
記
述
内
容
を
チ
ェ
ッ
ク

し
学
習
指
導
要
領
な
ど
の
基
準
に
合
致
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
文
部
科
学
省
や
、
高
校
で
の
採
択
率
を
可
能
な
限
り

上
げ
る
よ
う
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
教
科
書
会
社
で
あ
り
、
消
費
過
程
に
関
わ
る
の
は
、
検
定
を
通
過
し
た
教
科
書
を
利
用
し

て
授
業
を
お
こ
な
う
高
校
教
員
、
そ
の
教
科
書
に
し
た
が
っ
て
入
試
問
題
を
作
成
す
る
大
学
、
大
学
入
試
に
対
応
し
う
る
さ
ま

ざ
ま
な
商
品
を
つ
く
り
だ
す
受
験
産
業
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
モ
ノ
＝
商
品
と
し
て
の
世
界
史
教
科
書
の
記
述
内
容

に
影
響
を
与
え
る
ス
テ
イ
ク
ホ
ル
ダ
ー
で
あ
る
。
こ
う
し
た
ス
テ
イ
ク
ホ
ル
ダ
ー
の
求
め
る
と
こ
ろ
を
無
視
し
て
教
科
書
が
マ
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ー
ケ
ッ
ト
に
投
下
さ
れ
、
最
大
の
受
益
者
で
あ
る
高
校
生
の
も
と
に
届
く
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
世
界
史
教
科
書
に
み
え
る
歴
史
記
述
は
、
一
方
で
は
記
述
そ
れ
自
体
を
直
接
生
産
す
る
執
筆
者
に
よ
る
執
筆

内
容
の
ゆ
れ
と
、
他
方
で
は
商
品
と
し
て
の
教
科
書
を
流
通
さ
せ
消
費
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
主
体
に
よ
る
圧
力
の
中
で
像
を
結
ん

で
い
る
。本

書
の
構
成

以
上
を
踏
ま
え
て
本
論
集
は
三
部
で
構
成
さ
れ
る
。

第
Ⅰ
部
「
高
校
世
界
史
教
科
書
記
述
の
再
検
討
（
一
）
オ
リ
エ
ン
ト
か
ら
ア
メ
リ
カ
へ
」
で
は
、
世
界
史
教
科
書
記
述
に
お

け
る
オ
リ
エ
ン
ト
、
西
洋
中
世
、
中
東
欧
、
ア
メ
リ
カ
を
対
象
と
し
、
い
く
つ
か
の
現
行
教
科
書
を
資
料
と
し
て
参
照
し
な
が

ら
該
当
部
の
記
述
の
問
題
点
を
提
示
す
る
。
第
1
章
「
高
校
世
界
史
教
科
書
の
古
代
イ
ス
ラ
エ
ル
史
記
述
」
で
は
長
谷
川
修
一

が
、
現
在
の
オ
リ
エ
ン
ト
史
の
研
究
進
度
と
現
行
教
科
書
記
述
の
間
の
乖
離
と
そ
の
理
由
を
論
じ
る
。
第
2
章
「
古
代
と
近
代

の
影
と
し
て
の
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
で
は
小
澤
実
が
、 
執
筆
慣
例
上
、
必
ず
し
も
専
門
家
が
配
置
さ
れ
ず
に
前
後
の
時
代
の
専

門
家
に
よ
っ
て
記
述
さ
れ
て
い
る
西
洋
中
世
の
記
述
部
分
の
問
題
点
を
提
示
す
る
。
第
3
章
「
高
校
世
界
史
教
科
書
の
中
・
東

欧
記
述
」
で
は
中
澤
達
哉
が
、
明
治
以
来
の
中
東
欧
記
述
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
り
、
歴
史
的
に
当
該
地
域
の
記
述
が
ど
の
よ
う
に

変
化
し
て
き
た
の
か
を
同
時
代
の
歴
史
状
況
と
関
連
さ
せ
な
が
ら
論
じ
る
。 

第
4
章
「
高
校
歴
史
教
科
書
に
お
け
る
〈
ア
メ

リ
カ
合
衆
国
〉

─
人
種
・
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
、
人
の
移
動
史
を
中
心
に
」
で
は
貴
堂
嘉
之
が
、
自
身
の
教
科
書
執
筆
経
験
を
踏

ま
え
な
が
ら
、
最
新
の
研
究
成
果
を
教
科
書
記
述
に
ど
の
よ
う
に
反
映
さ
せ
る
の
か
を
論
じ
る
。

第
Ⅱ
部
「
高
校
世
界
史
教
科
書
記
述
の
再
検
討
（
二
）
イ
ス
ラ
ー
ム
と
ア
ジ
ア
」
で
は
、
第
Ⅰ
部
に
引
き
続
き
、
世
界
史
教
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科
書
記
述
に
お
け
る
イ
ス
ラ
ー
ム
史
、
中
国
史
、
東
南
ア
ジ
ア
史
、
そ
し
て
日
本
史
の
記
述
の
問
題
点
を
論
じ
る
。
第
5
章

「
高
校
世
界
史
と
イ
ス
ラ
ー
ム
史
」
で
は
森
本
一
夫
が
、
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
の
多
様
性
を
強
調
す
る
議
論
が
高
ま
る
中
、
そ
れ

で
も
イ
ス
ラ
ー
ム
と
い
う
枠
組
み
を
用
い
る
意
味
を
論
じ
る
。
第
6
章
「
高
校
世
界
史
に
お
け
る
日
中
関
係
」
で
は
上
田
信
が
、

記
述
の
大
部
を
占
め
る
中
国
史
の
中
で
日
中
関
係
記
述
に
注
目
し
て
、
問
題
点
を
論
じ
る
。
第
7
章
「
高
校
世
界
史
教
科
書
と

東
南
ア
ジ
ア
」
で
は
松
岡
昌
和
が
、
東
南
ア
ジ
ア
の
記
述
が
中
国
や
日
本
と
の
関
係
で
ど
の
よ
う
な
位
置
付
け
に
な
っ
て
い
る

の
か
を
検
討
す
る
。
第
8
章
「
日
本
史
教
員
か
ら
見
た
世
界
史
教
科
書

─
世
界
史
教
科
書
の
日
本
に
関
す
る
記
述
を
め
ぐ
っ

て
」
で
は
大
西
信
行
が
、
日
本
中
世
史
の
研
究
者
そ
し
て
現
役
高
校
教
員
と
い
う
立
場
か
ら
、
世
界
史
教
科
書
に
お
け
る
前
近

代
日
本
史
該
当
部
の
記
述
が
も
つ
問
題
点
を
指
摘
す
る
。

な
お
第
Ⅰ
部
は
、
オ
リ
エ
ン
ト
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
ア
メ
リ
カ
と
い
う
「
西
洋
」（
オ
リ
エ
ン
ト
は
『
旧
約
聖
書
』
の
舞
台
と
し
て
、

西
洋
の
共
通
要
素
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
世
界
の
起
源
と
し
て
の
地
位
を
与
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
）
を
、
第
Ⅱ
部
は
、
イ
ス

ラ
ー
ム
と
ア
ジ
ア
と
い
う
「
東
洋
」
を
扱
っ
て
い
る
。
相
変
わ
ら
ず
西
洋
と
東
洋
と
い
う
旧
来
型
の
二
区
分
を
持
ち
込
み
、
そ

の
旧
来
の
見
方
を
肯
定
し
て
い
る
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
よ
う
な
意
図
は
編
者
に
も
執
筆
者
に
も
な
く
、

章
数
に
基
づ
く
便
宜
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
断
っ
て
お
き
た
い
。

第
Ⅲ
部
「
高
校
世
界
史
教
科
書
の
制
作
と
利
用
」
で
は
、
教
科
書
記
述
そ
れ
自
体
を
問
題
と
し
た
第
Ⅰ
部
・
第
Ⅱ
部
と
異
な

り
、
世
界
史
教
科
書
の
制
作
な
ら
び
に
利
用
の
プ
ロ
セ
ス
に
目
を
む
け
る
。
第
9
章
「「
世
界
史
」
教
科
書
の
出
発
」
で
は
茨

木
智
志
が
、
旧
制
高
校
時
代
の
西
洋
史
と
東
洋
史
と
い
う
二
つ
の
流
れ
か
ら
戦
後
の
高
校
世
界
史
教
科
書
が
成
立
し
よ
う
と
す

る
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
。
第
10
章
「
世
界
史
教
科
書
と
教
科
書
検
定
制
度
」
で
は
新
保
良
明
が
、
自
身
の
文
科
省
教
科
書
調

査
官
と
し
て
の
経
験
を
踏
ま
え
、
世
界
史
教
科
書
作
成
に
お
け
る
検
定
の
役
割
を
位
置
付
け
る
。
第
11
章
「
官
立
高
等
学
校

「
歴
史
」
入
学
試
験
に
み
る
「
関
係
史
」

─
そ
の
変
遷
と
拡
大
」
で
は
奈
須
恵
子
が
、旧
制
高
等
学
校
の
対
外
関
係
史
に
関
す



vi

序

る
歴
史
入
学
試
験
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
歴
史
教
育
に
お
け
る
試
験
と
同
時
代
社
会
の
展
開
の
関
連
を
示
唆
す
る
。
第
12
章

「
高
等
学
校
の
現
場
か
ら
見
た
世
界
史
教
科
書

─
教
科
書
採
択
の
実
態
」
で
は
矢
部
正
明
が
、
世
界
史
教
科
書
の
消
費
者
で

あ
る
高
等
学
校
と
い
う
現
場
に
お
い
て
、
教
科
書
が
ど
の
よ
う
に
受
け
と
め
ら
れ
て
い
る
の
か
を
デ
ー
タ
に
基
づ
き
論
じ
る
。

大
ま
か
に
言
え
ば
、
第
Ⅰ
部
と
第
Ⅱ
部
が
世
界
史
教
科
書
の
記
述
内
容
と
執
筆
者
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
お
り
、
他
方
で
第
Ⅲ

部
が
教
科
書
を
め
ぐ
る
ス
テ
イ
ク
ホ
ル
ダ
ー
に
光
を
当
て
て
い
る
。
本
書
は
歴
史
学
の
論
集
で
あ
る
。
執
筆
者
の
多
数
は
歴
史

学
者
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
歴
史
学
の
手
法
を
用
い
て
対
象
を
分
析
し
て
い
る
。
世
界
史
教
科
書
は
歴
史
を
記
述
し
た
書
物
で

あ
る
一
方
、
そ
の
教
科
書
記
述
、
教
科
書
、
教
科
書
を
支
え
、
ま
た
は
そ
こ
か
ら
派
生
す
る
制
度
の
い
ず
れ
も
が
、
幕
末
維
新

期
以
来
の
日
本
社
会
の
歴
史
と
不
即
不
離
の
関
係
を
持
つ
、
す
ぐ
れ
て
歴
史
学
的
な
研
究
対
象
で
あ
る
。
狭
義
に
は
教
育
史
と

い
う
枠
組
み
に
収
ま
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
問
題
系
は
教
育
制
度
、
教
育
言
説
、
教
育
理
念
な
ど
に
留
ま
る
こ
と
な
く
、

日
本
社
会
固
有
の
問
題
や
日
本
と
世
界
と
の
関
係
性
へ
と
開
か
れ
て
い
る
。
巻
末
に
は
世
界
史
教
科
書
に
関
す
る
年
表
を
添
え

て
い
る
。本

書
の
経
緯

本
書
に
収
め
た
以
上
の
論
考
群
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
個
に
す
す
め
ら
れ
た
二
つ
の
共
同
研
究
が
出
発
点
と
な
っ
て
い
る
。

一
つ
は
二
〇
一
四
年
度
か
ら
二
〇
一
五
年
度
に
か
け
て
、
長
谷
川
修
一
を
代
表
者
と
し
二
年
間
お
こ
な
わ
れ
た
立
教
大
学
文

学
部
人
文
研
究
セ
ン
タ
ー
の
共
同
研
究
「
世
界
史
教
科
書
の
研
究
」
で
あ
る
。
こ
の
共
同
研
究
で
は
、
代
表
者
で
あ
る
長
谷
川

の
差
配
の
も
と
、
研
究
者
、
現
場
教
員
、
教
科
書
会
社
社
員
ら
に
よ
る
個
別
報
告
と
討
論
が
行
わ
れ
た
。
も
う
一
つ
は
二
〇
一

四
年
度
か
ら
二
〇
一
六
年
度
に
か
け
て
、
小
澤
実
を
代
表
者
と
し
三
年
間
お
こ
な
わ
れ
た
立
教
Ｓ
Ｆ
Ｒ
「
グ
ロ
ー
バ
ル
ヒ
ス
ト
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リ
ー
の
な
か
の
近
代
歴
史
学
」
で
あ
る
。
こ
の
共
同
研
究
で
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
枠
組
み
を
超
え
た
グ
ロ
ー
バ
ル
ヒ
ス
ト
リ
ー

と
い
う
観
点
か
ら
、
近
代
歴
史
学
や
歴
史
記
述
の
あ
り
か
た
を
考
察
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
た
。
そ
の
一
環
と
し
て
近
代

に
お
け
る
歴
史
教
科
書
記
述
の
あ
り
か
た
も
課
題
の
一
部
を
な
し
て
い
た
。

こ
れ
ら
二
つ
の
共
同
研
究
は
、
参
加
す
る
研
究
者
の
一
部
が
重
な
っ
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
協
力
関
係
の
も
と

に
二
つ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
し
た
。

最
初
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
二
〇
一
五
年
三
月
四
日
に
立
教
大
学
池
袋
キ
ャ
ン
パ
ス
で
開
催
さ
れ
た
「
高
校
世
界
史
教
科
書

記
述
・
再
考
」（
主
催
：
立
教
Ｓ
Ｆ
Ｒ
「
グ
ロ
ー
バ
ル
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
な
か
の
近
代
歴
史
学
」、
共
催
：
立
教
大
学
文
学
部
人
文
研
究
セ

ン
タ
ー
共
同
研
究
「
世
界
史
教
科
書
の
研
究
」）
で
あ
る
。
小
澤
の
趣
旨
説
明
の
の
ち
、
高
校
歴
史
教
科
書
に
つ
い
て
研
究
面
で

も
実
践
面
で
も
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
な
立
場
に
い
る
桃
木
至
朗
に
よ
る
「
新
し
い
世
界
史
叙
述
と
歴
史
学
入
門
を
目
指
し
て
～
阪
大

史
学
系
の
取
り
組
み
か
ら
」
と
い
う
基
調
講
演
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
そ
の
後
、
小
澤
実
、
上
田
信
、
貴
堂
嘉
之
が
、
世
界
史
教

育
が
は
じ
ま
っ
た
当
初
か
ら
多
く
の
頁
数
が
割
か
れ
て
い
る
西
洋
中
世
、
中
国
、
ア
メ
リ
カ
の
記
述
に
か
か
わ
る
問
題
点
を
指

摘
し
た
。

以
上
の
成
果
を
う
け
て
、
一
年
後
の
二
〇
一
六
年
三
月
一
九
日
に
同
じ
く
池
袋
キ
ャ
ン
パ
ス
に
て
開
催
さ
れ
た
公
開
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
「
高
校
世
界
史
教
科
書
の
記
述
を
考
え
る
」（
共
催
：
立
教
大
学
文
学
部
人
文
研
究
セ
ン
タ
ー
共
同
研
究
「
世
界
史
教
科
書

の
研
究
」）
で
は
、
長
谷
川
の
主
旨
説
明
を
受
け
、
二
部
に
わ
た
る
報
告
が
行
わ
れ
た
。
第
一
部
「
世
界
史
教
科
書
記
述
の
「
狭

間
」」
で
は
、
中
澤
達
哉
と
森
本
一
夫
が
そ
れ
ぞ
れ
中
東
欧
と
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
を
、
第
二
部
「
世
界
史
教
科
書
の
歴
史
と
教

科
書
検
定
制
度
」
で
は
茨
木
智
志
と
新
保
良
明
が
、
世
界
史
教
科
書
の
成
立
と
教
科
書
調
査
官
の
役
割
を
説
く
報
告
を
こ
こ
ろ

み
た
。
二
〇
一
五
年
度
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
の
報
告
が
、
世
界
史
教
科
書
記
述
に
お
い
て
従
来
か
ら
多
く
の
頁
が
割
り
当
て
ら

れ
て
き
た
西
洋
中
世
、
中
国
、
ア
メ
リ
カ
の
記
述
に
見
ら
れ
る
問
題
を
取
り
上
げ
た
の
に
対
し
、
二
回
目
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で



viii

序

は
、
近
年
に
な
っ
て
記
述
が
厚
み
を
増
し
た
中
東
欧
史
と
イ
ス
ラ
ー
ム
史
を
、
第
二
部
で
は
、
現
行
教
科
書
記
述
を
歴
史
化
・

構
造
化
す
る
た
め
に
、
戦
後
に
お
け
る
世
界
史
教
科
書
の
歴
史
と
教
科
書
検
定
制
度
の
内
実
が
論
じ
ら
れ
た
。
当
日
の
報
告
全

体
は
、
立
教
大
学
の
サ
イ
ト
に
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
る
（http://w

w
w

.rikkyo.ac.jp/bun/sym
posium

160319.pdf

）。

こ
れ
ら
二
度
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
う
ち
、
総
論
的
内
容
で
あ
っ
た
桃
木
の
報
告
は
、
立
教
大
学
史
学
会
の
『
史
苑
』
に
掲
載

し
、
そ
の
他
の
個
別
報
告
に
手
を
加
え
た
上
で
、
長
谷
川
、
松
岡
、
大
西
、
奈
須
、
矢
部
に
よ
る
寄
稿
を
あ
わ
せ
、
全
体
を
三

部
に
分
割
し
た
。
巻
末
に
掲
載
し
た
明
治
以
来
の
中
等
教
育
・
高
校
世
界
史
教
育
に
関
わ
る
年
表
の
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
茨

木
智
志
と
奈
須
恵
子
の
多
大
な
助
力
を
得
た
。

本
書
は
、
昨
今
目
ま
ぐ
る
し
く
変
転
す
る
世
界
史
教
科
書
の
記
述
や
世
界
史
と
い
う
科
目
を
今
後
ど
う
し
て
い
く
べ
き
か
と

い
う
問
い
に
対
す
る
直
接
的
な
処
方
箋
で
は
な
い
。
今
現
在
高
等
学
校
で
必
修
科
目
に
指
定
さ
れ
て
い
る
世
界
史
と
い
う
科
目

に
お
い
て
、
す
べ
て
の
高
校
生
が
用
い
る
教
科
書
が
、
ど
の
よ
う
な
メ
デ
ィ
ア
で
あ
り
、
ど
の
よ
う
な
問
題
を
は
ら
み
、
ま
た

ど
の
よ
う
な
可
能
性
を
持
ち
う
る
か
を
歴
史
学
的
に
論
じ
た
論
集
で
あ
る
。
現
状
に
対
し
て
た
だ
ち
に
「
役
に
立
つ
」
処
方
箋

を
期
待
す
る
向
き
に
は
、
な
ぜ
揃
い
も
揃
っ
て
「
役
に
立
た
な
い
」
議
論
ば
か
り
し
て
い
る
の
か
と
も
ど
か
し
く
思
わ
れ
る
か

も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
わ
た
し
た
ち
が
こ
れ
か
ら
の
世
界
史
教
育
を
考
え
て
ゆ
く
に
あ
た
っ
て
も
、
ま
ず
は
そ
の
テ
キ
ス
ト

で
あ
る
世
界
史
教
科
書
に
内
在
す
る
問
題
を
構
造
的
に
理
解
す
る
こ
と
が
肝
要
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

本
書
が
、
世
界
史
教
科
書
の
記
述
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
議
論
に
一
石
を
投
じ
、
さ
ら
に
は
我
が
国
に
お
け
る
歴
史
認
識
と

歴
史
学
の
あ
り
方
、
国
家
と
歴
史
記
述
と
の
関
係
な
ど
と
い
っ
た
問
題
に
も
議
論
の
材
料
を
提
供
で
き
る
と
す
る
な
ら
ば
、
編

著
者
と
し
て
幸
い
で
あ
る
。

最
後
に
。
勁
草
書
房
の
関
戸
詳
子
さ
ん
に
は
、
企
画
か
ら
完
成
に
至
る
ま
で
、
大
変
お
世
話
に
な
っ
た
。
執
筆
者
を
代
表
し
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て
お
礼
を
述
べ
た
い
。

二
〇
一
八
年
五
月

 

長
谷
川
修
一
・
小
澤　

実




