
h
か

ゃ
事

け

㌦

㌧

へ
九

．

歴

史

コ

ー

ス
ブ

ラ

ン

の

セ

ク

シ

ョ
ナ

リ

ズ

ム
傾

向

に

つ

い

てl

は

し

が

嘗

ア

メ
サ

カ

は
、

第

一
次

世
界

大

戦

か

ら
第

二

次

世
界

大

戦

に

わ
た

っ

て
、

教

育

の
反
省

と
改

革

と

が
な

さ
れ

た
。

す

な

わ

ち

小

学
校

・

中

学

校

に

お

い

て

は

プ

㌔
グ

レ

ッ

シ
ブ
・

エ
デ

ュ

ケ

ー

シ

ョ

ン

こ
P
r
O
g
r
e
乳

諾

E
d
u
c
邑

○
ロ
。

が
お

こ
り

、

プ

ラ

グ

マ
チ

ズ

ム

ミ
P
r
品

m

“邑

s
m
。

と

ジ

ョ

ン

・

デ

ュ
ー

イ

Q

O
F
n

D

e
弓

e
y
）

の
哲

学

思

索

に

よ

つ

て

お

こ

な

わ

れ
、

大

学

程
度

で
は

第

一
次

准
界

大

戦

の
前

後

は

、

ハ
ー

バ

ー

ド

大

学

を

中

心

と

し

て
、

大

き

な

大

学

で

は
、

サ

ベ

ラ

ル
・

エ
デ

ュ
ケ

ー

シ

ョ

ン

：
L
ib
e
r
a
－
E
d
u
c
a
t
ざ
ロ
コ

の

方

向

を

と

つ

た

。

そ

の

後

ハ

ー

バ

ー

ド

大

学

で

は
、

あ

ら

ゆ

る
科

目
か

ら
学

生

の
好

む

も

の
を

与

え

る

こ
と

か

ら

学
生

の
専

門

と
す

る
も

の
と
、

そ
れ

以

外

の
も

の

で
補

足

ヽ

す

る

考

え

を
出

し

て
、

ハ
ー
バ

ー

ド
大

学

で
は

、

一
九

二

二

年

か

ら

一

九
二
六
年

の
問

に

一
般
教
育

。
G
e
n
e
邑

E
d
u
c
邑

O
n
：
が
設
定

さ
れ

近

藤

英

雄

鼓

1

た

の
で

あ

る
。

こ

れ

に

よ

る

と
、

ア

メ

サ

カ

の
教

育

改

革

に
は
、

小

学

校

・
中

学
校

の
プ

ラ
グ

マ
チ

ズ

ム
と
デ

ュ
ー

イ

の
哲

学

思

索

に
よ

つ

て

行

わ

れ

た

改
革

方

向

と
、

大

学

の

サ

ベ

ラ

ル
・

エ
デ

ュ
ケ

ー

シ

ョ
ン

の

方

向

か

ら
、

一
般

教

育

の
設

定

に

い
た

つ
た

改

革

方

向

と

の
二
す

じ

の

方

向

が

あ

る

よ
う

に
思

わ
れ

る

の

で
あ

る
。

戦

後

に
行

わ

れ

た

日
本

の

教

育

の

反
省

と
改

革

と
は

、

お

の
ず

か

ら

ア

メ
サ

カ

の

こ

の
二
す

じ

の

方

向

の
も

の

が

区
別

な

く

移

入

さ

れ

た

よ

う

に
思

わ

れ

る
。

堆

つ
て
内

容

的

に

み

る

と
、

例

え
ば

大

学

一
般

教

育

の
歴
史

コ
ー

ス
プ

ラ

ン
に

つ

い
て
も

、

是

非

論

は

別

と
し

て
、

瀕
流

的

に
み

る

と
、

あ

る
部

分

に

は

鞋

望

デ

ュ
ー

イ

の

「
地

理

及

び

歴

史

の
意

義

」

が
尉

酌

さ
れ

て

い
る

よ
う

に

思

わ

れ

る

し

、

ま

た

あ

る

部

分

で

は

り

ベ

ラ

ル
・

エ
デ

ュ

ケ

ー

シ

ョ

ン

か

ら

一
般

教

育

へ
の
改

革

内
容

と
し

て
、

そ

の
理
念

な

ぃ
し
は

目

的

の

十
分
な
理
解

と
学
生
本
位
に
徹
す

る
教
育
精
神

を
根
抵
条
件

と
す

る

コ

ー

ス
編

成

な

ど

が

紹
介

づ

れ

て

い
る
。

か

か

る
教

育

改

革

思

潮

か

ら
、

四
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歴

史

コ
ー

ス
プ

ラ
一ン
は

研
究

編

成

さ
れ

て

ぃ

る
よ

う

に
思

わ

れ

る
。

ま

た
実
施

に
際

し
て
は
、
日
本
白
身

と
し
て
も
未
だ
教
育
改
革

の
過
渡
的

現
象

と
も

見

な

さ
れ

る
新

旧

不

調

和

か

ら
も

た

ら

さ
れ

る

一
種

の
混

乱

が

存

在

し

て

い
る
よ

う

に
思

わ

れ

る
。

例

え

ば

、
歴

史

科

目

の
西

洋
史
・
′

】

東
洋
早

目
本
史

の
分
科

目

の
問
題

と
、

一
般
教
育

の
三
系
列

の
人
文

・

社

会

・
自

然

の
綜

合

コ
ナ

ス
と
は

、

不

可

分

関

係

の
も

の
で

あ

つ
て
、

新

移

入

の
綜

合

コ
ー

ス

の
長

所

を

採

つ
て
、

理

謝

的

に
展

開

し

て
も
、

西
洋
史
・

東
洋
史
・

日
本
凌

の
分
科

員

の
問
題

と
歴
史
時
代

区
分

せ
が

研
究

さ
れ
協
定

さ
れ
な
け
れ
ば
、

一
般
教
育

の
歴
史

お
よ
び
学
生

の
歴

史

的

知

識

が

区

々
と

な
り

、

ま
た

思

潮

的

方

面

か

ら

も
、

大

学

と

し

て

’

の
方

向

が

不

明
瞭

の
よ

う

に

思

わ

れ

る

の

で

あ

る
。

従

つ

て
歴

史

コ
ー

ス
プ

ラ

ン
に

つ

い

て
、

ア

メ
サ

カ

の
思

潮

系

統

お

よ
び

そ

の
理

論

の
す

じ

を

た

て
、

ア

メ
サ

カ

の
地

域
性

の
基

盤

を

も

考

え
、

日
本

に
お

け

る

現

在

瓜
実

状

を

再

検

討

し

て
、

新

制

大

学

に

即

し
た

プ

ラ

ン
の
在

り

方

が

研
究

さ
れ

て

ほ
し

い

の

で
あ

る
。

か

か

る
意

味

で

こ

1
に

は
、

日
本

の
歴

史

コ
ー

ス
プ

ラ

ン

の

セ

ク

シ

ヨ

ナ

サ

ズ

ム
的

傾

向

を

指

摘

し

、

コ

ロ

ム

ビ

ヤ

大

学

の

「

コ

ン

テ

ン
ポ

ラ

サ

ー

」

の

示

唆

を

あ

げ

て
、

コ

ー

ス
プ

ラ

ン
の

一
方

向

に

つ

い
て
考

察

し
、

大

方

の
叱

正

を

仰

ぐ

次

第

で

あ

る
。

．

琵
1

司
a
r
n
e
r
－
D
r・

カ
b
b
e
r
t
A・
（
L
邑

s
基

訂

亡
n
i諾
r
S
it
y
｝
只
e
・

n
tu
c
k
y
）
講
義
、

四

二

な

お

ハ
ー
バ

ー

ド
大

学

の
凝

告
書

と
し

て
次

の
も

の
が

出
版

さ

れ

て

い

る

。

・
占

e
ロ
e
r
a
－
E
d
u
c
a
t
iO
n
 
i
n
 
a
 
F
r
e
e
 
S
O
C
i
e
t
y
：

R
e
p
O
ユ
O
f
H
a
r
昌
r
d
C
O
m
m
誉
e
e
、
C
a
m
b
r
id
g
e・

已
a
s
s・

U
2
．

・
く
e
蒜
ity
 
p
r
e
s
s
－
－
温
∽
一

課

2

：
D
e
m
O
C
r
a
Cy

a
ロ
d
 
E
d
u
c
a
t
i
。
㌔
b
y
1
0
F
n
D
e
w
e
y
・
M
a
．

c
2
．
ご
a
n

C
O
、
C
O
p
y
r
i
g
F
t
．

－
㌍

の
●

1

歴

虜

コ
ー

ス
ブ

ラ

ン

新

制
大
学
の
教
育

は
、

一
般
教
育

占

e
n
e
邑

七
d
已
C
a
t
i。
n
ミ
と
専

門

教
育

：
S
p
e
c
ia
－
E
d
u
c
a
－
i。
n
。

に
わ

か

れ

て

い

る
。

こ
れ

を

旧
制

大

学

と
比

べ

て

み

る

と
、

一
般

教

育

の
行

わ
れ

る

と

こ

ろ

に
新

し

い
意

味
が
あ
る
。

ま
た

一
般
教
育

は
専
門
教
育

の
準
備
教
育

：
P
r
e
p
胃
a
t
？

r
y

c
O
u
r
S
e
ミ

で

は

か

く

、

そ
れ

自

体

と

し

て

の

完

結

性

を
も

つ
た

教

育

で

あ

る

と

ぃ
わ

れ

て

い

る
。

さ

ら

に

一
般

教
育

の
目
棟

に

つ

い

て

み

れ

ば

「

ア

メ

サ

カ

に
於

て
は

、

ス

ー

レ
ス

の
置

き

ど

こ
ろ

に

多

少

の
す

れ

が

あ

つ

て
、

必
ず

し
も

一
義

的

に
決

定

さ
れ

て

い

る

と
は

限

ら

な

い
。
例

え
ば
或

る
論
者
は
善
良

な
市

民

占

0
0
d
 
C
i
t
i
諾
n
。
で
あ

る
と

い
ゝ
、

あ
る
者
は
、

よ
き
人
間

．ボ
。
O
d
 
m
邑
、
ま
た
は
全
人

：
W

h
O
－e

m

賀

ミ

で

あ

る

と
称

し
、

他

の
論

者

は

、
人
間

と

し

て

の
全

体

H
七
m
冒

W

h
O
－e
n
e
s
s
ミ

で

あ

る
と

断

じ
、

．ま

た

他

の
者

は

コ
モ

ン

●
マ

ン

こ
C
O
m

m

O
ロ

m

a
n
ミ

だ

と

ぃ

う

具

合

で

あ

る
。

し

か

し

権

・

‥
ノ
、

、

毛
、

へ

r
軒

威

あ

る
報

告

書

や

論

著

に

お

ぃ

て
は
、

一
般

教

育

の
目

標

の
何
た

る
か

は

、

表

現

の

ニ

ュ
ア

ン
ス
こ

そ
異

庖

れ
、

大
観

す

れ

ば

一
致

し
て

ぃ

る

と
断

言

し

て
は

ば
か

ら
な

h
。
．
要

す

る
に

、

大

学

に

ぉ
け

る

一
般
教

育

の
目

梗

は
㍉
自

由

な

民

主

社

会

の
推
進

力

と

な

る
市

民

の
養

成

に
あ

る
』

註

1

と

ぃ

っ
て
差

支

え

な

い
。
」
本

来

大

学
数

育

と

ぃ
う

も

の
は

、

人

間

と
し

て
未
熟

な

学

生

の
智

能

を

啓

発

し

て
、

人

間

と
し

て

の
完

成

、

い
は

ば

人

間

そ

の
も

の
の
教

育

を

主

眼

と
す

べ

き

も

の
で

あ

つ
て
、

そ

の
儀

礎

の
上

に
立

っ
て
専

門

の
学

術
・

職

業

的

技

能

を
修

め

る

と

い
う

の
が
正

当

な

教

育

の
在

り

方

と
思

わ

れ

る
。

払

る

が

え

つ
て

か

か

る

一
般

教

育

の
目

標

実

現

の
た

め

に
、

叫
般

教
育

の
教

授

法

に

関
連

し

て
」

研

究

さ

れ

て

い

る
歴
史

に

関
係

あ

る

コ
」

ス
プ

ラ

ン
に

つ

い

て
、

検

討

し

て

み

る

と
次

の
よ

う
・
で

あ

る
。

大

学

一
般
教

育

の
歴

史

コ
ー

ス
プ

ラ

ン
に

つ

い

て
は

、「

大

学

に
お

け

琵
望

荘
3

る

一
般

教
育

」

お

よ
び

1
I

F

E

L

研
究

黎

録

」
に
揚

戟

さ

れ

て

い

る
。

こ

れ

ら

は
実

施

案

あ

る

い

は
理

想

案

が

あ

り
、

し

か

も

ぃ
ろ

い
ろ

な

コ

・
－

ス
タ

イ
ブ

の
も

の
が
集

録

さ
れ

て

ぃ

る
。

従

つ

て
日
本

に

お
け

る

大

学

一
般

教

育

の
歴

史

コ
ー

ス
プ

ラ

ン

の
在

り

方

に

つ

い

て
、

そ

の

一
端

を

う

か

が

い
得

る
も

の

で
あ

ら

う
。

こ
れ

ら

の

コ
ー

ス
プ

ラ

ン
は

、
科

目
・

コ
ー

ス
・
方
準

授
葉
時

甲

学
習
時
問
・
単
年

授
莫

目
的
・
目
次
・
教

授

方

法

等

か
ら

立

案

さ
れ

て

い・
る

が
、

こ

1
で

は
紙

数

の
固

係

で

そ

の

全
部

を
掲

げ

る

こ

と
は

で
き

な

い

が
、

コ
ー

ス
プ

ラ

ン
の
「
授

某

日

的

」

と

「

コ

ー

ス
プ

ラ

ン
方

法

」

に

つ

い

て

の

み

挙

げ

て

み

る

と

次

の

よ

う

で

あ

る
。

糾

近
代
的
現
代
的
関

心
を
中
心
に
そ
の
必
要
か
ら
歴
史

を
省

る
。（
西

洋
史
）

㈱

日
本

歴
史

の
発
展

を

具

体
的

に
把

握

さ

せ

る
た

め
、

本

斯

に

お

い

て
は
ま
す
苗

代
国
家

形
成

の
諸
問
題

を
大
陸

と
の
政
治
的
文
化
的
交

渉

を
背

景

と

し

な

が

ら

と
り

あ
げ

る
。
（
国
史
学
）（
問
題
法
）

㈱

主

と
し
て
科

学
技
術

の
発
展
を
通
じ

て
、

そ
れ

と
人
間

の
社
会
生

活

の
発
展

と
の
関
係
を
検
討
す

る
こ
と
を
主
眼
と
し
、
範
囲
は
人
類

の
歴

史

の
始

め
か

ら
現

代

に
及

ぶ
も

の
を

対

象

と
し

て

ぃ

る
。
．（
文
化

史
）（
問
題
沃
と
歴
史
的
方
法
）

糾

社
会
情
勢

の
変
遷
時
代

の
特
徴
を
中
心
に
政

治
経
済
文

化
の
推
移

を
説
く
。
（
西
洋
史
）（
問
題
法
）

㈱

東

洋
史

の
構
造

を
と
き
、
世
界
史

に
お
け

る
東
洋

の
位
置
む
略
儀

す

る
、

そ

の
際

束

洋

の
風

土

と
民

族

、

東

洋

の
文

化

宗

教

等

に

つ

ぃ

て
も
概
略
説
明
す

る
。
（
東
洋
史
序
説
）

㈱

世
界
史

の
構
造

を
の
べ
、
現
代
世
界
史

の
成
立

に
対
す

る
西
洋

の

歴
史

的
位
置
を
概

観
的
に
把
握

さ
せ
る
。
ト（
世
界
史
）

㈹

明
治
維
新

を
基
底

と
し

て
展
開
す

る
現
代

日
本

の
政
治
的
経
済
的

社

会

的

諸

事

虜

を

学

生

に
理

解

さ

せ

る

こ

七
を

目

的

と

レ
、

方

針

と

し

て
は

常

に
社

会

の
現

実

の
動

向

を

注
視

せ

し

め

つ

＼

歴

史

の
発

四
三



展
段

階

を

体

得

さ

せ

る

こ

と

に
努

力

し
、

特

に
公

式

主

義

的

理

論

に

ま

ど
わ

さ

れ

る

こ

と

の
な

ぃ

よ
う

に
学

生

を

指

導

す

る

こ

と
を

第

一

義

と
す

る
。
（
明
治
維
新
史
）（
問
題
法
）

㈱
S
歴
史

的
な
物

の
見
方
は
単

に

p
a
s
t
t
im
e
の
史

実
を
引

用
す

る
こ

と

で
な

く

、
過

去

の
史

実

と
そ

の
発

展

過

程

即

ち

tim
e

と

p
r
？

C
e
S
S

を

同
時

に
包

含

す

る
も

の

1
見

方

を

す

る

こ

と

で

あ

る

こ

と

を
学

生

に
理

解

さ

せ

る
。

㈹

現
代

社

会

に
生

酒

し

、

学

び

つ

1
あ

る
学

生

の
た

め

に
各

立

場

の

異

つ
た
歴
史
観
を
紹
介
し

て
自

主
的
な
批
判
力

を
得

さ
せ
る
。

㈹
苗
代
や
中
世
は
専
門
分
野
で
も
理
解

し
難
い
点

が
あ
る
で
現
代
人

の

人
間

感

覚

に
最

も

ち

か

h
近
代
（
十
五
世
紀
以
降
）
を

G
e
ロ
e
r
a
－

E
d
u
c
賢
iO
ロ

の
対

象

と
す

る
。

肖

人

間

性

と

か

市

民

的

と

か

ナ

シ

ヨ
ナ

サ

ズ

ム

．

デ

モ

ク

ラ

シ

ー

の

歴
史

事

実

と

そ

の
発

展

の

p
r
O
C
e
S
S

を

み

る

こ

と

に
よ

り
、

学

生

の

一
般
教

養

を
た

か

め
た

い
。
（
歴
史

お
よ
び
歴
史
観
）（
問
題
法
）

㈹

近
代
市
民
社
会

の
成
立
過
程
を
政
治
経
済
社
会
文
化
的
観
点
か
ら

発

展

的

に

理
解

す

る
。
（
西
洋
卑

市
民
社
会

の
成
立
〕（
歴
史
的
方
法
）

㈹

世

界
史

の
成
立

構

造

を

具

体

的

に
把

握

し
、

わ

れ

わ

れ

が

こ

の
規

体

と

h
チ

ア

ポ

川

ア

の
中

で
何

を

ど

の
よ

う

に

や

つ
て
行

く

か

を
考

え

る
準

備

た

ら
し

め

る
特

に
社

会

経
済

の
立

場

か

ら
歴

史

の
発

展

の

必

然

性

を

具

体

的

に
把

捉

さ

せ
た

ぃ
。
（
現
代
世
界
史
）

四
四

㈹

古

い
体

制

が

解

体

さ

れ

て

も

直

ち

に
新

ら

し

い
秩

序

が

成

立

し

難

h
、

新

ら

し

h
秩
序

を

成

立

せ

し

め
得

な

い
欠

陥

を
二
茶
々
す

る
よ

り

も

、

遺

制

と
し

て
動

か

し

難

い
、

旧

体
制

の
根

軽

な

り

実

体

を

明

ら

か

に
す

る

こ

と

が
有

効

で

は

な

ぃ

か

と
思

う

。

私

は

こ

1
に

こ
そ
社

会
科

学
部

門

に

お
け

る
歴

史

的

取

扱

ぃ

の
立

場

が
や

る
．の

だ

と

理
解

す

る
。

こ

1
で

は
農

村

社

会

の
近

代

化

、

特

に
東

北

地

方

に
．お

け

か

場
合

を
主
題

に
し
て
」
社
会
経
済
歴
史
を
動

員
し
、

一
つ
の
条

を
立

て

て
見

よ
う

と
す

る
。

と

こ

ろ

が

こ

1

で
は

農

村

社

会

の
近

代

化

は

あ
く
ま

で
日
本
社
会

に
お
け

る
近
代
を
理
解
す

る
た
め
に
具
体
的
な

地
主
制
度

の
問
題
を

と
り
あ
げ
た

の
で
あ
り
、
d
e
n
e
邑

E
旨

雀

▲

iO
n

の
立

場

を

離

れ

な

い

こ

と

に
注

意

し

て

い
る
。

従

つ
て
解

決

よ

り

指

摘

に

と
ど

ま

り

、

将

来

の
問

題

が

残

さ

れ

て

い
る
。
（
日
本
史
農

村
社
会
近
代
化
）（
歴
史
的
方
法

と
間
窺
法
）

的
㈹
わ
れ
わ
れ
を
包
む
自
然

と
わ
れ
わ
れ
を
育

む
社
会

の
歴
史
的
現
実

的
実
態
を
把
握
し
、
自
然

と
社
会

か
ら
受
け
た
精
神

お
よ
び
生
活

上

の
影
響
を
考
察
す

る
。

㈹

わ

れ

わ

れ

の
向

上

の
た

め

に

は
、

わ
れ

わ
れ

の
社

会

が
如

何

に
改

善

さ

る
べ

き

か

と

い
う
問

題

解

決

の
た

め

の
能

力

を
養

う
。

（
歴

史
）

㈹

㈹

日
本

歴

史

の
発

展

に
関

す

る
知

識

を

得

さ
せ

る

と

と
も

に
、

歴
史

的
見
方
考

え
方
を
訓
練
し
、
将
来

こ
れ

の
展
望
実
践

に
資
す

る
。

叫

日
本

現
代

史

を

主

と
す

る
が
、

常

に
全

体

と

の
関

連

を
顧

慮

し
、

殊

に

催
奥

の
歴

史

の
動

き

と

の
閲

連

に

留
意

す

る
。

㈹

比
較

研

究

を

重

ん

じ

、
特

徴

の
把

捉

に

つ
と

め

る
。

肖
学
生

の
研
究
病
動
学

王
と
し
、
教
師
は
助
言
者
後
か
ら

の
立
場

に

立

つ
招

㈹

計

画

は
大

網

に

と
ど

め
、

学

生

の
研
究

活

動

の
実

状

に
よ

つ

て
具

体

化
す

る
。
（
日
本
史
）

細

近
代

日
本

の
諸
特
性
を
世
界
史
的
な
見
地
か

ら
理
解

さ

せ

る

た

め

、

近

代

の
諸

問

題

を
中

心

と

し
、

必

要

な

限

り

に
お

い

て
苗

代

に

さ
か

の
ぼ

る
（
日
本
史
）

以

上

の

コ
ー

ス
プ

ラ

ン
の

「
授

菓

目

的

」

を

中

心

と
し

て
「
科

目

」
を

A
項

と
し
、
「
歴
史
時
代

区
分
」
を
B
項

と
し
、「
授
莫
内
容

の
観
点
を
」

C

項

と
し

て
三
項

目

か

ら
分

類

し

て

み

る

と
、

次

の
よ

う

で
あ

る
。

B
項ab

・

Cd☆

先
史
・
原
史
・
古
代
か
ら
現
代
に
及
ぶ
も
の

古
代

・

近

代

二
現
代

の
い
づ

れ

か

一
時
代

の
み

を
対

象

と
し

て
扱

う

も

の

近
代

か

ら
現

代

に
亘

る
も

の

現
代
但
し
倒
赦
的

に
扱
う
も

の

こ
れ
ら

の
時
代
区
分
を
大
別

し
て
、
現
代
・
近
代
・
中
世
・
古
代

と

鼓

4

し

て
、

こ
れ

ら

の
組

合

せ

を

み

る
と

「
十
五

組

」

と

な

る
。

A
e  d  C  b  a 項

世文 日 東 西

蛋貨 歪 要 覧

f

明
治
維
新
史
盛

観
鴫
酌
髭

艶

福

欄
組
飴
蜘
近
）

g

歴
史
（
歴
史
お
よ
び
歴
史
観

の
ブ
ラ
ン
を
含
む
）

C
項abCdefgL

皿■l
●
l
J☆

現
代
的
関
心

一科
学
技
術
史

政
治
・
社
会
・
経
済

政
治
・

経
済

政
治
的
・

文
化
的

′

社
会
・

経
済

社
会

地

理
歴
史
的

民
族
史

的

世
界
史
的
見
致

こ
の
内

容

的

観
点

は

コ

ー

ス

ブ

ラ

ン

の

そ

の

ま

ゝ

の

も

の

で

あ

る

が
、

例

え
ば

政

治
・

社

会
・

経

済

の
組

合

せ
だ

け

で

も
、

計

算

し

て

み

る

と

、

四
五



芦

＋
呂

柑
＋
呂

い
‖
斗

＋
溺

＋
加
納
【
・
N
l三

＝
芸

土

＝
↓

（
雷

）
と

な

る
が

、

こ

1
で

は
、

対

象

な

り
、

主

眼

点

が
プ

ラ

ン
全
体

か

ら

み

て

、

区

別

し

難

い
．
の

で

、

大

別

し

て

、
「

十

粗

」
と

し

て

お

く

次

第

で

あ

る
。

以
上

、
A
項
即
ち
科
目

に
お
け
る
七
組

の
方
向

と
、
B
項
す
な
わ
ち

歴
史
時
代

区
分

の
十

五
組

の
方
向

と
、
C
項

す
な
わ
ち
投
棄
内
容

額
点

の
十
組

の
方
向

と

を
、

組

合

せ

て

み

る

と

、「
A
滋

×
B
滋

×
C
温

＝
べ
×

－
ひ
×
－
○
＝
－
○
誓

」

す

な

わ
ち

千

五
十

組

の

コ
ー

ス
プ

ラ

ン
如

出

来

る

の

で

あ

る
。

さ

て
、

コ
ー

ス
プ

ラ

ン

の

方

法

論

に

つ

ぃ

て

は

「

大

学

に

於

鞋

5

け

る

」
般

教

育
」

に
、

概

観

法

、－S
u
r
く
e
y
 
C
O
亡
r
S
e
。
ブ
ロ
ッ
ク
川
ア

ン
ド

、

ギ

ャ
ブ

：
B
－O
C
k
 
a
コ
d
 
G
a
p
。
総
合
法
バ
ー
n
t
e
g
r
賢
e
d
C
O
与

r
s
e
：

問

題

法

㌦
．P
r
O
b
－e
m
 
A
p
p
r
O
P
C
b
ミ
事
例
法
王
C
P
S
e
 
m
e
t
F

O
d
。
歴
史
的
方
法

H
is
t
O
r
ic
巴
A
p
p
r
O
a
C
b
。
苗
典
法

；
C
r
e
賢

B
0
0
打

m

e
t
F
O
d
。

寒

が
奉

げ

ら

れ

て

い
る

が
、

前

記

の
十

四

コ
ー

ス
プ

ラ

ン

の
う

ち

で
、

七

コ
ー

ス
プ

ラ

ン
は

問

題

法

あ

る

い
は

歴

史

的

方

法

を

用

い
、

他

は
特

に

コ
ー

ス
プ

ラ

ン
の
方

法

と
し

て
明

記

さ

れ

て
お

ら

滋

ぃ

が
、

概

観

コ
ー

ス

の
も

の

、
総

合

コ
ー

ス
を

希

望

せ

る
も

の
、

お

よ

び

そ

の
他

で
あ

る
。

こ

の

コ
ー

ス
プ

ラ

ン
の
方

法

論

に

つ

い

て
は

、「
実

際

の

コ
ー

ス
編

成

に
当

つ

て
は

、

こ
れ

ら

の
中

の

一
方

法

で

一
コ
ー

ス
を

編

成

す

る
場

合

よ

り

は

、

こ
れ

ら

を

適

当

に
組

合

わ

せ

て
使

用

す

る
揚

琵
6

合

が

多

い
し

、

又

そ

の
方

が

効

果

的

で

あ

る
」

と

述

べ

ら

れ

て

い

る

の

■
■
m
膠
肌野
泌
鰍
柑
酢
凱
軒

幣

‥∴
㌣

滋
淋
汁「
軒
㌢
㍗

小
町
櫻
削
仰雛
形
ぼ
縦
蔭

隠
約
約
…ミ軒
㍗
小匪

㌣
′、∴
∴
八∴

、山

㍉
て
．

＼
hル、L㍉
㌢
．打
が
、礼

四

六

で
、

コ
ー

ス
プ

ラ

ン
の
方

法

は

多

数

の
組

合

せ

の
方

が

効

果

抑

托

さ

れ

て

い
る
。

試

み

に

こ

の
組

合

せ

を
計

算

し

て

み

る

と
「

一
二

七
組

」
と
な

る
の
で
あ
る
。

そ

こ
で
、
前

記
の
科
目
・

歴
史
時
代

区
分
・

内
容
的
観

点

の
組

合

わ

せ

に
、

こ

の

コ
ー

ス
プ

ラ

ン
方

法

を

D

項

と

し

て
、

こ
れ

ら
が
各
自

の
考

え
で
加
味

さ
れ

る
と
す

る
と
、「
A
溢

×
避

×
題

×
D

項

＝
買

－
買

－
○
×
－
当

＝
－
∽
∽
∞
突
こ

す

滋

わ

ち

±

ニ
万
余

の
組

合

せ

と

な

る

の
で

あ

る
。

か
く

の

ご

と
く

歴

史

コ
ー

ス
プ

ラ

ン
は
、

き

わ

め

て

多
様

的

の
も

の

と

な

る

の

で

る
。

か

か

る

こ

と
町

一
般

教

育

町
お

け

る
歴

史

の
在

り

方

は

区

々
ま

ち

ま
ち

で

あ
り

、

一
般

教

育

の
歴

史

コ

ー

ス
を
選

択

せ

る

日
本

の

学
生

の
歴

史

的

知

識

は
、

各

大

学

町
よ

り

、

そ

れ

ぞ

れ

相
異

し

て

い
る

こ

と

を

物
語

る
も

の

で
あ

る
。

か

か

る
現

象

に

つ

い
て

は
－

殊

に

ア

メ

サ

カ
合

衆

国

の
地

域
性

の
基

盤

で
あ

る
、

面

鞋

8

積

を

み

る

と
、

日

本

の
約

二

十
余

倍

で

あ

る

が
、

こ
れ

と
比

較

し

て
、

面

積

の
狭

少

な

る

日
本

に

お

い
て
、

か
く

の

ご

と
き

歴

史

コ
ー

ス
プ

ラ

ン

の
内

容

が

分

割

多

岐

的

傾
向

で

あ

る
点

に

つ

い

て
、

ど

う

か

と
思

つ

て

ぃ

る
次

第

で
あ

る
。
「

大

学

基

準

協

会

資

料
」
十

号

五
頁

に

は
、

「

一
般
教
育
に
於

け
る
各
科
目

は
人
文
科
学
の
場
合

で
も
、
哲
学
・
倫

理

学
・

歴

史

学

等

の
学

閥

そ

の
も

の
を

研
究

す

る

の
で

は

な

い
。

そ

れ

ら

の
学

フ
ィ
ー

ル
ド

の
領
域
に
属
す
る
問
題
を
扱
う
た
め
に
、
自
然

に
之
等

の
学

の
名
で
呼
ば
れ

る
の
で
あ
る
、
ま
た
大
学
教
育

で
あ
る
か
ら
、
学
問
的
態

度
や
方
法
で
各
科

目
を
扱
う
が
、
例
え
ば

一
段
教
育

の
倫

理
ほ
あ
く
ま
で

一
段
学
生
i

倫

理

．
学

の
専
政
着
で
な
い
1

に
道
徳
現
象

の
理
解
を
与
え

て
そ

の
人
間
形
成

に
役

■

．一
－

．
、

、
斗

、

立

た

し

め

る

の
が
目

的

で
あ

つ

て
、
決

し

て
倫

理
学

な

る
草

間

そ

の
も

の
を

研

究

す

る
も

の

で
ほ
な

い
。
故

に
倫

理
学

と
ほ
何

か
と

い
う

よ

う
な

問
題

に

こ
だ

わ

る
如

き

こ
．と

が
あ

つ
て

ほ
な

ら

な

い
。
」

と

述

べ

ら
れ

て

ぃ

る
が

、

こ

の
考

え
方

か

ら
、

一
般

教

育

の
歴
史

も

歴

史

現

象

の
理

解

を
与

え

て

そ

の
人

問

形

成

に
役

立

た

せ

る

目

的

で

あ

る

と
言

h
得
よ
う
。

か
か
る
目
的
を
実
現
す

る
た
め

の
各
大

学

一
般
教
育

の
歴
史

、

そ

の
実
施

案

た

る
歴

史

コ
ー

ス・
プ

ラ

ン
は
、

前

記

の

ご

と

き

歴
史

科

目
・

時

代

区
分
・

内

容

的

観

点

と

な

つ
て

い

る
。

そ

こ

で
例

え

ば
西

洋
史

の
近

代

か

ら

現
代

に
わ

た

る

コ
ー

ス
プ

ラ

ン
、

東

洋

史

の
近

代

だ
け

の
プ

ラ

ン
あ

る

い
は

日
本

史

の
現

代

だ
け

の
プ

ラ

ン
…

…

と
組

合

わ

さ
れ

て

い
く

の

で
あ

る
。

従

つ

て

一
般

教

育

の
歴

史

は
各

大

学

区

々
ま

ち

ま

ち

で

あ
り

、

そ

れ

か

ら

修

得

す

る
日

本

の
学

生

の
歴

史

的

知

識

は

各
大

学

に

よ
り

相

異

し
、

あ

る
大

学

で

は

西

洋
史

あ

る
大

学

で・
は

日
本
史

、
ま
た
時
代

に
し

て
も
西
洋
史

の
近
代

か
ら
現
代

の
範
囲
、
或

は

日
本
史

の
現
代

だ
け

の
範

囲

し
か

非

専

門

の
学

生

は

修

得

し

な

い
と

い

つ
た

よ

う

な
、
．
知
識

の

こ
ま

切

れ

的

現

象

を

呈

し

て
来

る

の
で

あ

る
。

か

か

る
点

に

つ

い
て
、

歴

史

現

象

を

理

解

さ

せ

て
人

間

形

成

に

役

立

た

せ

る
目

的

が

主

で

あ
れ

ぽ
」

方

法

論

た

る
歴
史

コ
ー

ス
プ

ラ

ン
は

、

多

岐

多

様

で
あ

つ

て
も

よ

い

と

ぃ
う

考

え
は

別

と
し

て
、

日
本

の
地

域

性

ヽ

の
基

盤

を
考

慮

し

て
み

る
と
狭

少

な

る
面

積

で
あ

る
だ

け

に
、

猫

煎

を

小

き

ざ

み

に

し

て

い

る

よ

に
う

思

わ
れ

、

そ

こ

に
私

は
あ

る
種

の

セ

ク

シ

ョ

ナ

サ

ズ

ム
的

傾

向

を

感

ぜ

ぎ

る

を

得

な

い

の

で

あ

る

。

ア

メ
サ

カ

に

お
け

る

一
般

教

育
、

特

に
歴

史

コ
ー

ス
プ

ラ

ン

に

つ

い

て

は

、
寡

聞

で

あ

る

が

、
コ

ロ

ム

ビ

ヤ

大

学

の

「

コ

ン

テ

ゾ

ポ

ラ

サ

ー

」

は

、
歴
史

の
区

カ
、
知
恵

の

こ
ま

切

れ

を

具

さ

な

い
よ
う

な
「

目
次

」
が
選

択

さ
れ

て
お
り
、
ま
た
眼
目
も
「
学
生

の
現
代
社
会

の
活
動

に
知
的
参

加

す

る
」

こ

と

を
判

然

と
う

た

い
、

一
般

教
育

の
実

を

挙

げ

て

い
る

よ

荘
9

う
．
に

思

わ

れ

る

し
、

ま
た

「

ア

メ

サ
オ

民

主

主

義

の
為

の
高

等

教
育

」

の
よ
り
よ
き
世
界

の
た

め
の
教
育

占

d
u
c
a
tiO
n

f
O
r
a
B
e
tt
e
r
a
n
d

B
e
t
t
e
r
；

に
は
「

今

日
大

学

は

何

を
実

現

し

ょ
う

と

し

て

tl
る
か

を

明

確

に
す

る
必
要

が
あ
る
。
1
過
去

に
お
け

る
と
同
様

に
将
来
も
1
大
学

教
育

は
多
様

の
統

一

．．D
i諾

r
S
it
y
 
i
ロ
亡
n
i
t
y
。
の
原
則
を
実
現
す

べ

き

で

あ

る

一。

各

大

学

が

そ
れ

ぞ
れ

の
方

法

で
貢

献

す

べ

き

で

あ

る

が
、

然

し

共

通

の
目
的

に
合

致

す

る
様

に
努

め

ね

ば
な

ら

ぬ
」

と

の
意

見

を

述

べ

て

い
る

。
す

な

わ

ち

ア

メ

サ

カ

の
大

学
教

育

は

「
多

様

的

統

こ

を

原
則

と

し

て

お
り

、

反

セ
ク

シ

ヨ
ナ

サ

ズ

ム
の
方

向

を

た

ど

つ

て
、

一
般

教

育

の
実

が
挙

げ

ら
れ

て

ぃ

る

よ

う

に

思

わ

れ

る

の

で
あ

る
0

鞋

1

大

学

に
於

け

る

一
般

教

育

i

一
般
教

育

研
究

委

貞

金

策

二

次
中

間

報

台

－

（
詣

韻

語

順
服
地
粥
）

鞋
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大
学
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九
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四
七
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幣
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笹
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米

国

七
、
八

七

七

、
〇

六

八

平
方

粁

日
本

三
六

九

、
八

四

二
平

方

粁

鞋

9

ぺ
H
i
g
h
e
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E
d
u
c
a
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O
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f
O
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A
m
e
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打
a
J
 
D
e
m
O
C
r
a
C
y
‥
t
訂

R
e
p
O
r
t
 
O
f
t
h
e
 
P
r
e
s
i
d
e
已
、
s
 
C
O
m
m
i
s
s
i
O
ロ
0
日
H
i
g
F
e
r

E
ヒ
】
C
a
t
iO
n
こ

H

a
r
p
e
r
、
N

e
w
 
Y
O
r
k
－
－
茫
ヾ
・

第
六

回

I
F

E

L

研

究
集

辟

二
〇

六

貢

l

¶
止

コ

ン

テ

ン

ポ

ラ

リ

ー

ー

ア

メ

ッ

カ

の

コ

ロ

ム

ビ

ヤ

大

学

の

「

コ

ン

テ

ソ

ポ

ラ

サ

ー

・

サ

ビ

ザ

筐

1

ゼ

ー

シ

ョ
ソ
」

か

ら

は

、
一
般

教

育

の
歴

史

の
在

り

方

に

つ

い

て
、
い

ろ

ぃ

ろ
な

示

唆

を

う

け

る
も

の
で

あ

る

が
、

特

に
歴

史

コ
ー

ス
と

し

て
、

ミ
C
F
眉

t
e
設

iロ

宅

e
s
t
e
r
n
 
C
i
畠
i
N
邑
○
ロ
。
が
編
纂
さ
れ
て
い
る

註

2

コ

ロ
ム

ビ

ヤ
大

学

の

「
大

学

教

育

の
実

施

計

画
」

の
紹

介

に

つ
い

て

み

る

と
、

四
八

「

一
段

教

育

に

お

け

る
開

拓

者

で
あ

る

コ

ロ
ム
ビ

ヤ
大

学

は
、第

一
次

世

界

大

戦
直
後

に
現
在

の

一
段
教
育

の
構
想

の
基
盤
を
た
て
は
じ
め
た
。
他

の
大

学

が

一
般

教

育

計

画

の
認

識

の
た

め

の
仕

事

に
集

中

し

て

い

る
間

に
、

コ

ロ

ム
ビ

ヤ
大
学

は

、
四

半

世

紀

に

わ
た

る

経
験

に

よ

つ

て
既

に
試

み
ら

れ

た
教

科

課

程

の
改
善

強

化

と

い
う

方
向

に
手

が

つ
け

ら
れ
「
現

代

文

明
」
と

い
う

コ

ー

ス
が
計

董

さ

れ

た

。

こ
れ

は

コ

ロ
ム
ビ

ヤ

大
学

独

自

の
基

盤

か

ら
、

な

が

い
間

の
教

科

課

程

の
経

験

か
ら

改
善

㌻
れ

た

も

の
で
あ

る
。

こ

の

コ
ー

ス

の

眼
目
は
学
生
を
し
て
自
己

の
属
す
る
現
代
社
会

の
活
動

に
知
的
参
加
す

る
た

め

に
自

己

を
形

成

し

て

い
る
歴

史

的

伝

統

に

つ
い

て
知

ら

し

め

ん

と
す

る

に

あ

る
。
従

つ
て
内
容
は
現
代
文
明

の
根
源
を
な
す

と
こ
ろ
の
事
柄

か
ら
選
択

さ

れ

、

人

文
・

社

会

・
自

然

の
各

部

門

に
ま

た

が

る
綜

合

コ
ー

ス
で
あ

る

。

主

述

べ

ら

れ

て

い

る
。

を

の
目

次
内

容

は

次

の
ご

と
く

で

あ

る
。
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こ
れ

は

人

文
・
社

会
・
自

然

の
綜

合

コ
ー

ス
で

あ

る

の

で
、

日
本

に

お

け

る

ユ
ー

ス
プ

ラ

ン
．の
場

合

に
お

け

る

よ
う

な

西

洋

史
・
東

洋

史
・
日
本

史

の
分
科

目

の
問
題

が
お
の
す
か
ら
解
決

さ
れ
、
ま
た
歴
史
時
代
区
分

で

は

「

目

次
」

に

み

ら
れ

る
ど

と
く

中

慨

の
社

会

と
経

済

か

ら

筆

を

お

こ

し

て
、

現
代

す

な

わ

ち

二
十

世

紀

の
社

会

的
危

機

に
及

ん

で

ぃ

る
。

ま
た

中

世

か

ら
現

代

ま

で

二
十

六
章

に
わ

た

る
内

容

の
史

実

の
選

択

の

割

合

を

み

る

と
、

近
代

か

ら
現
代

の
史

実

が

豊
富

に
も

ら
れ

て
あ

る
。

か

く

の
ご

と
く
「

目

次
」
が
定

め

ら
れ

て

い
る

こ
と
は

、

歴

史

事

実
、

歴

史

的
知

識

が

お

の
ず

か

ら
統

一
性

を

具

え

て

い
る

こ

と

で
あ

る
し
、

々

の
「
歴

史

時

代

区
方

」
に
お

い

て
近

代

史
・
現

代
史

が
尊

重

さ
れ

て
、
こ
の

二
時

代

の
史

実

が
豊

富

に

な

つ

て

い

る

こ

と
は
、

苗

代

よ
り

現
代

に
及

ぶ

範
囲

を
概

観

的

に
扱

う

こ

と

に
比

較

し

て
、

投

棄
時

間

が

一
定

し

て

お
る
場
合

に
は
、
歴
史
的

知
識

を
深
く
掘
り

さ
げ
、
現
代

の
人
間

的
感

覚

に

ち

か

い
歴

史

的

現
象

を

よ
り

広

く

理

解

す

る

こ

と

に
な

る

と
思

わ

れ
る

の
で
あ
る
。
か
か

る
推
史
的
教
養
は
現
代
社
会

の
活
動

に
知
的
参

加

し

う

る
も

の

で
、

非

専

門

の

学
生

に

と

つ

て
も

、

日
常

生

括

に
活

き

た

知
恵

（
W

is
d
O
m
）

と
な

る

で
あ

ろ
う
。

さ

ら

に
「

目

次
」

の
各
章

に

つ

ぃ

て

は

、「

コ

ン

テ

ン

ポ

ラ

サ

ー

」

の

序

文

に

紹

介

さ

れ

て

い

る

よ

ぅ
に
、
優

秀
な
教
授
た

ち
が
そ
れ
ぞ
れ
各
章

を
分
過
し

て
解
説
を
し

て

い

る

こ
と

が

注

目

さ

れ

る
。

例

え

ば

「
中

世

の
社

会

と
経

済
」

に

つ

い

て
は

M

a
r
s
b
a
－－
C
】O
g
2
t
t
氏

、「
初

期

葉

木

主

義

」
に

つ

ぃ

て
は

S
訂

・

p
賀
d

B・

C
－O
U
g
b
，
C
訂

r
－e
s
声

C
O
－e

の
両
氏
が
解
．説
を
し
て

い
■

る

の

で
あ

る
っ

か

く

の
ど

と
く
「
目

次
」
に
従

つ

て
、

専

門

家

が

そ

れ

ぞ

れ

の
分
野

か

ら

解

説

を

し

て

い

る
。

従

つ

て
例

え
ば

中

世

の
社

会

と
経

済
を
解
説
す

る
揚
冶

に
各
教
授

は
自
由
な

る
抱
負

と
専
門
分
野

に
お

い

て
、

目

的
・

方

針
・
．
方
法

を
た

て
解

説

す

る

で

あ

ろ
う

が

、

そ

の
範
囲

四
九



は

「
中

世

の
社

会

と
経

済

」

と

い
う

一
線

で
統

一
さ

れ

て

い
る

の

で

あ

る
。

そ

こ

で
各

教

授

に
よ

つ

て
あ

る

い
は

軽

重

深

浅

が

あ
り

、

あ

る

い

は

コ
ー

ス
プ

ラ

ン
方

法

の
相

違

な

ど
、が

あ

つ

て
も
、

学
生

の
鰭

得

す

る

知

識

内

容

は

「

中

世

の
社

会

と
経

済
」

と

ぃ
う
範

囲

に

そ
う

て
、

同

一

性

を

具

え

て

い

る

と

い
え

よ

う
。
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m
b
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U
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…孟
r
告
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p
re
ss
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宅
e
宅

Y
O
r
打
．

－
氾
長
戸

む

す

び

細

山
般
教
育

の
計
療

は
「
自
由
な
民
主
社
会

の
推
進
力

と
な
る
べ
き

善

良

な

る
市

民

の
養

成

に
あ

る
」

の

で
あ

る

が
、

こ

の
目
梗

に

そ
う

べ

く

立
案

あ

る

い
は

実

施

さ

れ

つ

1
あ

る

日
本

の
歴

史

コ
ー

ス
プ

ラ

ン

は

、

セ

ク

シ

ヨ
ナ

サ

ズ

ム
（
S
e
c
t
i
O
n
a
－
i00
m

）

的

傾

向

で

あ

つ

て

、

ア

メ

サ

カ

の
大

学

の
多

様

的
統

一
（
D
i諾

邑

t
y
 
i
ロ
U
n
i
t
y
）
と

ほ

逆

コ
ー

ス

の
方

向

と

思

わ
れ

る
。

㈲

「

コ

ン
テ

ン
ポ

ラ

リ

ー
」
は

学
生

を

し

て
、

自

己

の
属

す

る
現

代

社

′

会

の
満

動

に
知

的

参

加

が
す

る
た

め

に
ハ

白

己

を

形

成

し

て

い

る
歴

史

的

伝

統

に

つ
い

て
知

ら

し

め

ん

と

す

る
に

あ

る
眼

目

が

さ

だ

め

ら

五
〇

れ
、

現
代
文
明

の
根
瀕
を

な
す
内
容

と
し
て
、
二
十
六
項
目
が
選
択

さ

れ

て
、

或

る
統

一
的

基

準

が

さ

だ

め

ら

れ

て

い
る
。

日

本

に

お

け

る

歴

史

コ

ー

ス

プ

ラ

ン

は

「

コ

ン

テ

ン

ポ

ラ

サ

ー

」

の
「

眼

目
」「

目

次
」
に
相

当

す

る

も

の
が

な

く
、

そ

れ

ぞ
れ

西

洋

史

の

立
場
か
ら
、
東
洋
史
は
東
洋
史

望

止
揚
か
ら
、
日
本
史

は
日
本
史

の
立

か

ら

直

に
各

々
が

一
科

目

の
分

野

か

ら

一
般

教

育

の

目
標

に

そ

い
、

歴
史

コ
ー

ス
プ

ラ

ン
の
、

コ
ー

ス
・

方

法

・

授

業

目

的

・

目

次

・

教

授
方
法

お
よ
び
授
菓
時
間
・

学
習
時
間
・

単
位
を
考
慮
し

て
、
プ
ラ

ン
編

成

が

な

さ
れ

て

い

る

よ
う

に
思

わ

れ

る
。

以

上

「

歴

史

コ

ー

ス
プ

ラ

ン
」

の

検

討

と

「

コ

ン

テ

ン

ポ

ラ

サ

ー

」

の
考

察

の
結

果

、

歴

史

コ
ー

ス
プ

ラ

ン

の
諸

欠

陥

を
補

い
、

歴
史

コ
ー

ス
プ

ラ

ン
を

通

し

て
、

一
般

教

育

の
目

標

に
対

す

る
紆
二

的
効

果

の
実

を

あ
げ

る
方
向

と
し

て
、
帥
将
来
綜
合

コ
ー

ス
編
成

の
方
向

が
望
ま

し

い

こ
と
。

し

か

し

な

が

ら

山
般

教
育

の

三

系
列

人
文

・

社

会
・

自

然

の

綜

合

コ
ー

ス
母

現
状

か

ら

み

て
、

相

当

困

難

を

伴

つ

て

い

か
よ

う

に

思

わ

れ

る

の
で
、

そ

の
先
行

の
問

題

と

し

て
、

歴

史

分

野

の
綜

合

コ
ー

ス
が

研
究

さ
れ

て

ほ

し

い
。

㈱

西

洋

史
・

東

洋

史
・

日
本

史

…

…

等

の

ど

と
く

各

力
独
立

専

門

分

野

に
立

つ
歴

史

科

目

の
総

合

コ
ト

ス
編

成

の

一
方

法

と

し

て
、
「

コ
ン

テ

ン
ポ

ラ

サ

ー
」
に
お

け

る
「
眼

目

」
「
目

次
J

は
、

参

考

に
資

す

べ

き

一
方

法

と
思

わ

れ

る
次
第

で
あ

る
。

（
本
稿

の
要
旨
は
関
東
地
区

一
段
教
育

研
究
会
人
文
科
学
部
会

に
お
い
て
発
表

し
た
も

の
で
あ

る
）
！

一
九
五
二
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