
系
統
的
に
展
開
す
る
歴
史
的
分
野
の
授
業
の
構
想
と
展
開

「
近
世
の
日
本
」
の
実
践
を
通
し
て
｜

は
じ
め
に

2 0 1 3 

本
稿
は
、
昨
年
、
山
口
県
中
学
校
社
会
科
研
究
会
（
以
下
、
県
中
社
研
）
の
研
究

成
果
の
一
部
と
し
て
県
内
の
社
会
科
教
師
に
対
し
て
提
案
し
た
実
践
を
加
筆
・
修
正

し
た
も
の
で
あ
る
。

県
中
社
研
が
設
定
し
た
研
究
主
題
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

第 5号史人

「
知
識
を
磨
き
続
け
る
力
を
育
む
授
業
の
創
造

ー
豊
か
で
価
値
あ
る
思
考
の
展
開
を
通
し
て
」

周
知
の
と
お
り
、
学
校
を
取
り
巻
く
課
題
が
山
積
し
て
い
る
。
生
徒
に
関
し
て
言

え
ば
、
学
力
や
体
力
の
向
上
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
や
他
者
を
思
い
や
る
心

の
育
成
、
国
際
感
覚
を
身
に
付
け
る
態
度
、
地
域
へ
の
愛
情
、
情
報
モ
ラ
ル
の
育
成

な
ど
挙
げ
れ
ば
き
り
が
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。
一
方
で
、
教
師
に
関
し
て
も
、
数
年
後

の
大
量
退
職
時
代
を
迎
え
、
教
師
の
指
導
力
を
伸
ば
す
こ
と
が
喫
緊
の
課
題
と
し
て

求
め
ら
れ
て
い
る
。

我
々
は
こ
う
し
た
多
様
な
要
望
に
対
し
て
、
授
業
改
善
を
通
し
て
課
題
解
決
を
目

指
す
と
い
う
シ
ン
プ
ル
か
つ
深
淵
な
研
究
を
進
め
て
き
た
。
よ
り
よ
い
授
業
を
創
り

大
迫

宣
之

出
し
、
提
案
し
て
い
く
こ
と
を
使
命
と
し
て
い
る
。
我
々
が
授
業
の
あ
り
方
を
追
究

す
る
中
で
欠
か
す
こ
と
が
で
き
な
い
要
素
が
「
思
考
」
と
「
知
識
の
創
造
」
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
研
究
仮
説
を
次
の
よ
う
に
設
定
し
た
。

( i:; 1 ) 

社
会
的
事
象
に
対
し
て
多
面
的
・
多
角
的
に
考
え
、
多
様
な
意
味
を
見
出
す

『
豊
か
な
思
考
』
と
、
事
象
を
成
立
さ
せ
て
い
る
社
会
の
本
質
の
部
分
へ
と
追
っ

て
い
く
『
価
値
あ
る
思
考
』
の
両
方
が
関
わ
り
合
う
過
程
を
重
視
し
た
授
業
を
繰

り
返
し
実
施
す
る
こ
と
に
よ
り
、
生
徒
は
自
分
な
り
の
意
見
を
構
築
す
る
だ
け
で

な
く
、
学
習
の
結
果
と
し
て
自
分
が
形
成
し
た
知
識
を
何
度
も
更
新
し
、
質
的
に

向
上
さ
せ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
変
化
の
激
し
い
社
会
に
お
い
て

よ
り
よ
く
生
き
る
個
と
し
て
必
要
な
資
質
を
身
に
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

常
に
変
化
し
続
け
る
社
会
で
よ
り
よ
く
生
き
る
た
め
に
は
、
自
分
な
り
の
知
識
を

形
成
す
る
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
。
思
考
の
結
果
と
し
て
導
き
出
さ
れ
た
知
識
が
、

そ
の
後
直
面
す
る
諸
課
題
に
対
し
て
有
効
に
働
く
も
の
に
な
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の

た
め
に
は
、
自
分
が
形
成
し
た
知
識
を
何
度
も
更
新
し
、
質
的
に
向
上
さ
せ
る
姿
が

求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。



腫
史
的
分
野
に
お
け
る
『
知
践
を
店
き
続
け
る
カ
』

歴
史
的
分
野
に
お
い
て
「
知
識
を
磨
き
続
け
る
カ
」
と
は
、
「
時
代
の
特
色
を
と
ら

え
、
深
め
る
カ
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
生
徒
に
時
代
の
特
色
を
と
ら
え
さ
せ
る
た
め

に
は
、
「
歴
史
的
事
象
の
多
面
的
・
多
角
的
な
考
察
を
通
し
て
、
時
代
の
特
色
を
と
ら

え
て
い
く
作
業
を
繰
り
返
さ
せ
る
こ
と
」
が
有
効
で
あ
る
。
こ
の
作
業
こ
そ
歴
史
的

分
野
に
お
け
る
「
豊
か
で
価
値
あ
る
思
考
の
過
程
」
で
あ
る
。

系統的に展開する歴史的分野の授業の構想と展開（大迫〉

口
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豊
か
で
価
値
あ
る
思
考

時代の特色

． 

こ
の
よ
う
な
学
習
を
繰
り
返
し
、
時
代
の
特
色
を
と
ら
え
る
カ
を
磨
い
た
生
徒
は
、

未
知
の
歴
史
的
事
象
に
出
会
っ
た
と
し
て
も
自
分
の
カ
で
事
象
を
分
析
し
、
時
代
の

特
色
に
位
置
付
け
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
我
々
の
授
業
実
践
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
時
代
の
特
色
を
と

ら
え
る
カ
を
生
徒
に
身
に
付
け
さ
せ
る
上
で
、
幾
つ
か
の
課
題
や
問
題
点
が
浮
か
び

上
が
っ
て
く
る
。
例
え
ば
、
新
し
い
学
カ
観
以
降
、
課
題
解
決
的
な
単
元
が
仕
組
ま

れ
、
学
習
が
展
開
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
な
っ
た
。
こ
れ
ま
で
課
題
解
決
的
な
学
習
の

実
鵠
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
な
功
罪
が
あ
っ
た
。

課
題
解
決
的
な
学
習
の
「
功
」
一
課
題
解
決
的
な
学
習
の
「
罪
」

O
教
師
が
物
語
的
に
語
り
、
講
義
・
一

O
課
題
解
決
と
い
う
脈
略
の
下
で
、
取
り

解
説
型
と
姉
晶
偏
さ
れ
た
従
来
の
授
業
一
上
げ
る
歴
史
的
事
象
が
取
捨
選
択
さ
れ
、

を
、
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
課
題
の
下
で
展
開
学
習
指
導
要
領
が
取
り
上
げ
る
よ
う
求
め

さ
れ
る
授
業
へ
と
転
換
し
、
生
徒
の
一
て
い
る
内
容
と
一
致
し
な
い
こ
と
が
あ
っ

歴
史
を
学
ぶ
こ
と
へ
の
関
心
を
高
め
一
た
。

る

こ

と

が

で

き

た

。

一

O
課
題
解
決
と
い
う
脈
略
で
歴
史
的
事
象

。
課
題
の
解
決
と
い
う
脈
略
の
下
で
を
考
察
す
る
た
め
、
歴
史
的
事
象
を
時
代

生
徒
の
関
心
を
継
続
さ
せ
な
が
ら
授
一
の
特
色
に
位
置
付
け
る
こ
と
が
難
し
か
っ

業

が

展

開

さ

れ

た

。

た

。

ま
た
、
課
題
解
決
的
に
授
業
を
展
開
す
る
教
師
が
増
え
る
一
方
で
、
依
然
と
し
て

教
師
が
時
代
の
流
れ
を
物
語
的
に
語
り
、
講
義
・
解
説
を
繰
り
返
す
授
業
も
展
開
さ

れ
た
。
ま
た
、
近
年
で
は
よ
り
多
く
の
知
識
を
生
徒
に
詰
め
込
む
た
め
に
穴
埋
め
式

の
ワ
！
ク
シ

l
ト
や
ド
リ
ル
学
習
が
復
権
す
る
兆
し
す
ら
あ
る
。

学
習
を
通
し
て
時
代
の
特
色
を
と
ら
え
た
生
徒
は
、
た
と
え
按
業
で
取
り
上
げ
な

か
っ
た
歴
史
的
事
象
に
出
会
っ
た
と
し
て
も
、
学
習
の
成
果
を
活
用
し
て
自
分
で
歴

史
的
事
象
を
考
察
し
、
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
時
代
の
特
色
を
と
ら
え

る
た
め
に
必
要
な
学
び
方
を
身
に
付
け
た
生
徒
は
、
時
代
を
と
ら
え
る
カ
を
磨
き
続

け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
こ
そ
、
知
識
を
磨
き
続
け
る
カ
を
獲
得
し
た
生
徒
の
姿

で
あ
る
。

「
時
代
の
特
色
を
と
ら
え
、
探
め
る
カ
」
を
生
徒
に
つ
け
さ
せ
て
い
く
た
め
に
、

我
々
が
提
案
す
る
の
は
、
「
系
統
的
に
展
開
す
る
撞
史
的
分
野
の
授
業
の
構
想
と
展

開
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
系
統
性
と
は
、
「
時
代
の
特
色
を
と
ら
え
る
」
と
い
う
系

統
性
で
あ
る
。
生
徒
に
あ
ら
か
じ
め
と
ら
え
さ
せ
た
い
時
代
の
特
色
と
取
り
上
げ
る

歴
史
的
事
象
を
提
示
し
、
提
示
し
た
時
代
の
特
色
と
歴
史
的
事
象
の
関
係
を
と
ら
え

( 52) 



さ
せ
て
い
く
。
こ
の
よ
う
な
学
習
を
展
開
す
る
こ
と
で
、
生
徒
に
歴
史
的
事
象
の
考

察
を
過
し
て
時
代
の
特
色
を
と
ら
え
、
知
識
を
磨
き
続
け
る
カ
を
育
て
て
い
く
こ
と

が
で
き
る
と
考
え
て
い
る
。

系
統
的
に
盟
関
す
る
鹿
史
的
分
野
の
捜
黛

系
統
的
に
進
め
る
歴
史
的
分
野
の
学
習
は
、
次
の
よ
う
な
流
れ
で
展
開
し
て
い
く
。

[ ：：的輔の）

他の時代との

比較

時代の特色の

まとめ

時代の特色と
歴史的事象の

纏示
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問
時
代
の
極
観

こ
こ
で
は
、
生
徒
は
学
習
の
対
象
と
な
る
時
代
を
大
ま
か
に
把
握
す
る
。
歴
史
的

分
野
の
学
習
で
は
、
最
初
に
年
表
を
活
用
し
、
学
習
の
対
象
と
な
る
時
代
を
概
観
す

る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
既
有
知
識
が
決
し
て
多
く
な
い
中
学
生
に
と
っ
て
、
全
体

像
を
掴
ん
で
お
く
必
要
性
は
大
き
い
。
こ
の
場
面
で
は
次
の
よ
う
な
こ
と
を
生
徒
に

表
出
さ
せ
、
確
認
し
て
お
き
た
い
。

史人

O
対
象
と
な
る
時
代
は
い
つ
頃
か
ら
い
つ
頃
ま
で
か

O
ど
ん
な
で
き
ご
と
が
あ
っ
た
時
代
か

O
同
じ
頃
世
界
で
は
ど
の
よ
う
な
動
き
が
見
ら
れ
た
の
か

問
時
代
の
特
色
と
腫
虫
的
事
象
の
提
示

次
に
、
教
師
が
設
定
し
た
時
代
の
特
色
と
特
徴
づ
け
る
象
徴
的
な
歴
史
的
事
象
を

提
示
す
る
。
こ
の
時
点
で
は
、
多
く
の
生
徒
は
自
力
で
教
師
が
提
示
し
た
時
代
の
特

色
と
歴
史
的
事
象
を
結
び
付
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、
教
師
の
解
釈
に
基

づ
く
時
代
の
特
色
と
事
象
の
妥
当
性
に
つ
い
て
投
げ
か
け
、
前
時
の
概
観
し
た
内
容

と
結
び
付
け
て
、
疑
問
点
を
表
出
す
る
場
面
と
し
た
い
。
と
の
疑
問
を
そ
の
後
の
授

業
に
用
い
る
。

倒
鹿
史
的
事
象
の
考
察

こ
こ
で
、
生
徒
は
具
体
的
に
歴
史
的
事
象
に
つ
い
て
考
察
を
行
う
。
先
に
も
述
べ

た
よ
う
に
こ
の
部
分
が
歴
史
的
分
野
の
学
習
の
中
心
と
な
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な

’ν
 教

師
が
選
択
し
た
歴
史
的
事
象
に
つ
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
資
料
会
も
と
に
多
面
的

・
多
角
的
に
考
察
し
な
が
ら
、
時
代
の
特
色
を
と
ら
え
て
い
く
。
こ
こ
で
留
意
す
べ

き
は
、
歴
史
的
事
象
の
考
察
の
た
め
に
学
習
課
題
を
立
て
る
も
の
の
、
あ
く
ま
で
も

ね
ら
い
は
時
代
の
特
色
を
と
ら
え
る
こ
と
で
あ
り
、
単
に
課
題
を
明
ら
か
に
す
る
だ

け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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同
時
代
の
特
色
の
ま
と
め

生
徒
は
、
こ
れ
ま
で
の
学
習
を
振
り
返
り
、
時
代
の
特
色
を
ま
と
め
る
。
こ
れ
は
、

時
代
の
特
色
を
理
解
す
る
た
め
に
有
効
な
作
業
で
あ
る
。
今
回
の
学
習
指
導
要
領
に

お
い
て
言
語
活
動
の
充
実
の
一
つ
の
方
策
と
し
て
「
学
習
し
た
内
容
を
活
用
し
て
そ

の
時
代
を
大
観
し
表
現
す
る
活
動
」
が
設
定
さ
れ
た
こ
と
か
ら
も
分
か
る
。
こ
こ
で

は
、
単
元
の
初
め
に
提
示
し
た
時
代
の
特
色
と
照
ら
し
合
わ
せ
、
「
教
師
が
提
示
し
た

時
代
の
特
色
が
妥
当
か
ど
う
か
」
を
生
徒
に
問
う
。

実
際
に
は
、
レ
ポ
ー
ト
を
作
成
し
、
生
徒
に
時
代
の
特
色
を
ま
し
ι
め
さ
せ
る
こ
と

が
多
い
だ
ろ
う
が
、
こ
れ
だ
け
で
は
十
分
と
は
言
え
な
い
。
例
え
ば
、
次
の
よ
う
な

授
業
を
仕
組
み
、
生
徒
に
時
代
の
特
色
を
再
検
討
さ
せ
て
い
く
こ
と
が
有
効
で
あ
る
。



O
一
つ
の
レ
ポ
ー
ト
を
取
り
上
げ
、
そ
の
レ
ポ
ー
ト
の
是
非
を
検
討
す
る
こ
と
を
通

し
て
、
時
代
の
特
色
を
理
解
さ
せ
る
。

O
二
つ
の
レ
ポ
ー
ト
を
取
り
上
げ
、
そ
の
レ
ポ
ー
ト
を
比
較
さ
せ
る
こ
と
を
通
し

て
、
時
代
の
特
色
を
理
解
さ
せ
る
。

系統的に層建倒する歴史的分野の授業の構想と展開｛大迫〉

掛
他
の
時
代
と
の
比
較

生
徒
は
、
い
っ
た
ん
時
代
の
特
色
を
ま
と
め
た
上
で
他
の
時
代
と
比
較
す
る
。
こ

う
し
た
場
面
を
設
定
す
る
の
は
、
一
つ
の
時
代
の
特
色
を
理
解
す
る
上
で
、
他
の
時

代
と
比
較
し
、
共
通
点
や
相
違
点
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
有
効
で
あ
る
か
ら
で
あ

九
%前

回
の
学
習
指
導
要
領
で
時
代
区
分
の
輔
が
大
き
く
と
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
時

代
を
比
較
し
や
す
く
な
っ
た
が
、
実
際
に
は
時
代
と
時
代
は
あ
る
時
点
で
直
線
の
境

目
が
区
切
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
ゆ
っ
く
り
と
変
化
し
移
り
変
わ
っ
て
い
く
も
の

で
あ
る
。

梯
々
な
視
点
か
ら
時
代
と
時
代
を
比
較
さ
せ
て
い
く
こ
と
で
、
こ
の
こ
と
を
生
徒

に
と
ら
え
さ
せ
、
歴
史
観
を
豊
か
な
も
の
に
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
。

中
世

主

古
代

近
代

実

古
代

中
世

実

一
一
一
単
元
づ
〈
り
の
実
際

前
項
で
は
、
歴
史
的
分
野
の
授
業
の
基
本
構
造
を
述
べ
た
。
そ
こ
で
、
本
項
で
は

学
習
指
導
要
領
「
歴
史
的
分
野
の
大
項
目
（
4
）
近
世
の
日
本
」
を
も
と
に
、
実
際

の
単
一
元
づ
く
り
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。

川
崎
代
の
特
色
の
働
限
定

本
実
践
で
は
、
「
大
項
目
｛
4
）
近
散
の
日
本
」
の
時
代
の
特
色
を
「
武
士
の
時

代
」
と
設
定
し
、
近
世
を
幕
藩
体
制
の
確
立
か
ら
崩
れ
の
過
程
と
と
ら
え
た
。
そ
こ

で
中
項
目
ア
ー
ェ
に
記
さ
れ
る
内
容
を
分
析
し
、
次
の
よ
う
に
「
時
代
の
特
色
」
を

設
定
し
た
。

大
項
目

貨
幣
経
済
の
時

代

近
世
の
日
本
【
近
世
は
武
士
の
時
代
で
あ
る
】

( hd) 

中
項
目

ア

＝巳

ウ

イ

時
代
の
特

色

天
下
統
一
の
時

代

世
帯
構
体
制
磁
立

の
時
代

町
人
台
頭
の
時

代

①
近
健
全
体
の
特
色
『
武
士
の
時
代
』

こ
れ
ま
で
中
世
全
体
の
特
色
を
「
下
剤
上
の
時
代
」
と
設
定
し
、
学
習
を
進
め
て

き
た
。
中
世
と
の
時
代
の
連
続
性
か
ら
、
中
世
の
時
代
の
特
色
も
「
武
士
の
時
代
」

と
替
え
な
く
も
な
い
。
し
か
し
、
武
士
の
支
艶
が
浸
透
す
る
一
方
で
、
社
会
の
秩
序

や
身
分
が
混
沌
と
し
た
中
世
か
ら
、
武
士
の
支
配
に
よ
る
安
定
し
た
社
会
が
構
築
さ

れ
た
近
世
で
は
、
「
武
士
の
時
代
」
の
意
味
合
い
が
異
な
っ
て
く
る
。
そ
こ
で
、
武
士

の
支
配
が
よ
り
強
固
に
な
っ
た
近
世
全
体
の
時
代
の
特
色
を
「
武
士
の
時
代
」
と
設

定
し
た
。



ゆ
中
項
目
ア
の
特
色
『
天
下
統
一
の
時
代
」

こ
の
時
代
は
中
世
の
社
会
秩
序
が
崩
綴
し
、
近
世
の
社
会
秩
序
が
成
立
す
る
過
粧

の
時
期
で
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
来
航
の
影
響
を
背
最
に
、
信
長
、
秀
吉
と
続
く
一

連
の
統
一
過
程
の
中
で
、
中
世
ま
で
の
勢
カ
が
カ
を
失
い
世
世
社
会
め
基
礎
が
録
か

れ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
時
代
の
特
色
を
「
天
下
統
一
の
時
代
」
と
設
定
し
た
。

命
中
項
目
イ
の
特
色
「
幕
鶏
体
制
確
立
の
時
代
」

幕
府
や
藩
に
よ
る
支
配
体
制
が
確
立
し
、
大
き
な
戦
乱
の
な
い
安
定
し
た
世
の
中

が
築
か
れ
た
時
代
で
あ
る
。
幕
府
に
よ
る
様
々
な
政
策
の
も
と
、
下
組
上
が
お
さ
え

ら
れ
、
中
世
と
は
異
な
る
強
固
な
武
家
政
権
が
誕
生
し
た
。
こ
の
と
こ
か
ら
、
こ
の

時
代
の
特
色
を
「
幕
務
体
制
確
立
の
時
代
」
と
設
定
し
た
。

2 0 1 3 

品
物
中
項
自
ウ
の
特
色
『
町
人
台
踊
の
時
代
」

安
定
し
た
世
の
中
の
も
と
、
産
業
や
交
通
の
発
達
に
と
も
な
い
大
阪
・
京
都
・
江
戸

な
ど
の
都
市
が
繁
栄
し
た
。
そ
の
担
い
手
と
な
っ
た
町
人
が
経
済
力
を
高
め
、
町
人

を
主
体
と
し
た
文
化
を
形
成
し
て
い
く
ご
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
こ
の
時
代

の
特
視
を
「
町
人
台
頭
の
時
代
」
と
設
定
し
た
。

第5空手史人

働
中
項
閤
ヱ
の
特
色
店
員
幣
経
済
の
時
代
」

貨
幣
経
済
の
浸
透
に
と
も
な
う
社
会
の
変
化
や
自
然
謀
容
、
外
国
船
の
接
近
な
ど

近
世
の
社
会
が
動
播
し
た
時
代
明
、
あ
る
。
財
政
難
に
陥
っ
た
幕
府
は
幕
政
改
革
に
よ

っ
て
立
て
直
し
を
図
る
が
、
農
村
に
貨
幣
経
済
が
広
が
り
商
人
が
経
済
力
を
持
つ
よ

う
に
な
る
と
、
米
中
心
の
徴
税
方
法
が
限
界
に
諸
し
、
い
ず
れ
も
成
果
、
佐
上
げ
る
こ

と
が
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
こ
の
時
代
の
特
色
を
「
貨
幣
経
済
の
時

代
」
と
設
定
し
た
。

位）

腫
史
的
事
象
の
選
択

按業で扱う具体的な腿史的事象の特定については、これまで教師の勘

や経験に頼る部分が多かった。しかし、現行の学習指導要領では、学習

内務の構造化・焦点化の方策が示された。それに従って設定した時代の

特色を墓地中に歴史的事象を精選・厳選することができる。

例えば、中項目アでは「天下統一の時代」という時代の特也を理解す

るためには、「中世の社会構造の崩壊」という視点から歴史的事象を選ぶ

とよい。「天下統一の時代」をとらえさせるために選んだ歴史的事象は、

次のとおりである。

事項 特定した歴史的事象

戦国の動 分国法の 戦国大名は領国支
【

乱 制定 配のため、家庭団の服中
項 従や、領国での産業の
日 育成を行った。
ア

ボルトガ 新航路の開拓や宗の ヨーロッ

内 パ人来航 ル人の灘 教改革を背景に、鉄砲
容 の背景と 費量 とキリスト教が日本
】

日 その影響 に伝わり、天下統一に

本 大きな量三響を与えた。
の 織田・重量 信長とヨド 信長の経済政策や

近聖世会士
医による 鳳寺の争 宗教政策により寺社
統一事業 L、 等の勢力が衰退し、中

天 とその当 1!tの秩序が崩壊した。
の 統下 時の対外 太閤検 秀吉が行った諸政

礎基が 関係 地・刀狩 策により、武士と農民
の の実纏 の身分が分かれ、農民

イコ 時代 が確実に税を払う仕
く 組みが豊富い、近世社会ら
れ の基礎が築かれた。
て ，，テレン 秀吉は、キリスト教
b、

追放令 の布教とスペイン・ポぞコ
た ルトガルの侵略政策

が結びついているこ
と とを危険視し、キリス

ト教を禁止した。
武将や豪 司書の渇の 日本の統一過程で、大
商などの 普及 名・町衆などが経済カ
生活文化 を持ち、豪壮・務麗な
の展開 文化が生み出された。

( 55) 

間
閥
単
一
施
構
成

上
記
の
分
析
か
ら
導
き
出
し
た
内
容
を
も
と
に
、
中
項
目
ア
の
単
元
を
次
の
よ
う

に
構
成
し
た
。



系統的に展開する歴史的分野の授業の構想と展開｛大迫）

。.元締成袋

~ 学習内容・活動 本時の学習課題および授業後にとらえさせたい時代の特色

時代の概観および単元を 単元を貫く課題の提示：【近世は武士の世の中である】という解釈の是非
1 

貫く課題の提示

中項目アの時代の 【時代を特色づける歴史的事象1
概観 －分国法の制定 ・ポルトガル人の漂着

z 
時代を特色づける • f首長と本願寺の争い ・太関検地・刀狩の実施

歴史的事象の提示 ・パテレン追放令 ・茶の湯の普及
作唱・－・

3 分国法の制定
学習線題「なぜ大内氏は分国法を作ったのか」

0戦国大名が領国支配のため、家臣団の服従や、領国での産業の育成を行った。
ド司ーーー

天 ポルトガル人の標
学習課題「鉄砲が全国に広まったのはなぜかJ

4 0新航路の開拓や宗教改革を背景に、鉄砲とキリスト教が日本に伝わり、全国統
統下 着

ーに大きな影響を与えた。

の 信長と本願寺の争
学習課題「なぜ信長は石山本願寺と約 10年間争ったのかJ

5 
時代 b、 0傍受の経済政策や宗教政策によって寺社等の勢力が漢退し、中世の秩序が崩擁

した。
』ー・且・ー

項中目
太閤検地・刀狩の実

学習練題 fなぜ秀吉は太関検地・刀狩を行ったのかJ
6 

施
0秀吉が行った諸政策により、武士と農民身分が}jljれ、農民が税を払うシステム

が整い、近世社会の基礎が築かれた。
同・ーーーー ア

】

学習練題「信長と秀吉で、キリスト教に対する対応が異なるのはなぜか」
7 パテレン追放令 0秀吉は、キリスト教の布教とスペイン・ポルトガルの侵略政策が結び付いてい

ることを危険視し、キリスト教を禁止した。
ャー司ーーー

学習課題「なぜ戦国大名の聞で、茶の湯がもてはやされたのかJ
8 茶の湯の普及 0日本の統一過程で大名・町衆が南蛮貿易によって経済力を持ち、豪壮・華Hな

一
文化が生み出された。

9 まとめ
0鉄砲・キリスト教の伝来を背景に織田信長・豊臣秀吉による中世勢力の排除と

兵農分離により近世社会の基礎が築かれた．

四

実
践
例

次
に
、
近
世
の
学
習
を
終
え
た
時
点
、
す
な
わ
ち
中
項
目
ア
か
ら
始
ま
り
、
中
項

目
エ
が
終
わ
っ
た
時
点
の
「
時
代
の
特
色
の
ま
と
め
」
と
「
他
の
時
代
と
の
比
較
」

の
授
業
の
様
子
を
生
徒
の
レ
ポ
ー
ト
や
授
業
で
の
発
言
を
中
心
に
紹
介
す
る
。
現
行

の
指
導
要
領
で
新
設
さ
れ
た
「
各
時
代
の
特
色
を
と
ら
え
る
学
習
」
に
あ
た
る
授
業

で
あ
る
。
実
際
に
は
、
レ
ポ
ー
ト
を
作
成
し
、
生
徒
に
時
代
の
特
色
を
ま
と
め
さ
せ

る
こ
と
が
多
い
だ
ろ
う
が
、
こ
れ
だ
け
で
は
十
分
と
は
昔

ト
を
使
つ
た
授
業
を
仕
組
み
、
生
徒
に
時
代
の
特
色
を
再
検
討
さ
せ
て
い
く
こ
と
が

有
効
で
あ
る
。
本
実
践
は
、
生
徒
が
作
成
し
た
レ
ポ
ー
ト
を
使
っ
て
授
業
を
行
い
、

生
徒
が
と
ら
え
た
時
代
の
特
色
が
ど
の
よ
う
な
深
ま
り
を
見
せ
た
か
を
検
証
し
た
も

の
で
あ
る
。

(1) 

( 56) 

く言える〉 く言えない〉

くおもな恨拠〉 町人町時代である 農民の時代である
－幕藩体制を確立し、 くおもな根拠〉 くおもな根処〉
平和で戦乱のない －商人が産業や腐葉 ・農民が納める年貢
世の中をつくった を発展させたか で武士を支えて
カるら． ら。 、、る由、ら，

－交通網の基盤を整え －商人から借金をし
たから。 ている武士が多か

・身分を擁立し、農民 ったから。
や町人を支配した ・町人のおかげで都
色、＂＇・ 市や文化が栄えた

から．

実
践
事
例
1

『
時
代
の
特
色
の
ま
と
め
』

①
授
業
前
の
生
徒
の
認
識

学
習
の
ま
と
め
と
し
て
生
徒
に
レ
ポ
ー
ト
の
提

出
を
求
め
た
。
こ
れ
ま
で
の
授
業
で
生
徒
が
近
世

の
特
色
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
て
い
た
か
を
確
認

し
、
単
元
の
最
初
に
提
示
し
た
近
世
全
体
の
特
色

で
あ
る
「
武
士
の
時
代
」
を
再
検
討
さ
せ
る
た
め

の
レ
ポ
ー
ト
で
あ
る
。
上
に
示
す
の
は
、
提
出
さ

れ
た
レ
ポ
ー
ト
分
析
と
そ
の
内
容
の
一
部
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
生
徒
は
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら

レ
ポ
ー
ト
を
作
成
し
た
。
こ
の
単
元
の
学
習
を
通

し
て
、
大
半
の
生
徒
は
近
世
全
体
の
特
色
を
「
武

士
の
時
代
」
と
認
識
し
て
い
る
。
し
か
し
生
徒
が

述
べ
た
時
代
の
特
色
は
一
面
的
な
も
の
で
あ
り
、

『近世は武士の時代と寓えるのか』。レポートの分続



近
世
の
特
色
を
十
分
言
い
表
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
ヂ

a

こ
で
、
授
業
で
は
「
武

士
い
、
「
町
人
」
、
「
農
民
」
の
レ
ポ
ー
ト
の
比
較
か
ら
、
近
世
の
特
色
の
再
検
討
を
行

う
こ
と
と
し
た
。

の
極
集
の
喋
際

本
時
で
は
、
左
図
の
よ
う
に
、
「
武
士
」
、
「
町
人
穴
吋
農
民
」
の
レ
ポ
ー
ト
を
比
較

し
、
近
世
全
体
の
時
代
の
特
色
の
理
解
を
探
め
さ
せ
る
こ
L
ふ
を
ね
ら
い
と
し
た
。

2 0 1 3 第 5号史人

町一、
レポートc
t康民の時代】

農民が税を納めていた

から。

レポートA
【武士の時代】

戦乱のない平和な世の中

をつくったから。

。授業の繕造園

レポート包

【町人の時代】

武士より経済カを持っ

ていたから。

コr .！：：＇のレポートが、近世金体の特色を言い表しているか？ J

町人文化の

発達の視点

から

交通の発達

線点から

貨幣経済の

視点から

身分制の視

点から

武士の支配

の視点から

生
徒
は
「
武
士
」
、
「
町
人
穴
「
農
民
」
の
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
を
と
り
な
が
ら
、
圏

中
の
事
柄
が
近
世
社
会
に
及
ぼ
し
た
意
義
や
影
響
に
つ
い
て
述
べ
た
。
意
見
が
交
わ

る
と
こ
ろ
を
指
摘
し
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
の
意
見
を
比
較
し
て
い
た
の
で
あ

る
。
ぞ
と
で
、
「
身
分
制
」
に
関
す
る
意
見
L
」
吋
経
済
」
に
関
す
る
意
見
を
取
り
上
げ
、

討
論
を
促
す
た
め
に
、
品
身
分
』
と
叫
経
済
』
の
ど
ち
ら
に
着
目
す
れ
ば
、
時
代
の

特
色
が
明
ら
か
に
な
る
か
」
と
閑
い
直
し
た
。

生
徒
は
、
表
出
さ
れ
た
意
見
が
交
わ
る
と
こ
ろ
と
こ
れ
ま
で
の
学
習
内
容
を
確
認

し
な
が
ら
、
近
世
の
特
色
を
決
定
づ
け
る
も
の
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
次
に
一
不
す
の

は
意
見
を
整
理
し
た
表
で
あ
る
。

「
・
身
分
」
に
関
す
る
意
見

一
－
武
士
が
つ
く
っ
た
身
分
制
に
よ
っ
て

一
平
和
な
世
の
中
に
な
っ
た
。

了
武
士
を
頂
点
と
し
た
身
分
に
よ
っ
て

農
民
が
確
実
に
年
貢
を
納
め
た
。

・
身
分
が
定
ま
ら
な
け
れ
ば
、
中
世
の

よ
う
な
混
乱
し
た
世
の
中
に
な
る
。

同鮮さ話一
長最済武せ用組
ま終ヵセたし宮
ハ的、、か 0 ＿，，.ノJ＇一

元に昨商 品を｜経
0は人人 品持｜済
「がか 'z. I 
竺武ら 最たiに

女借 引町！関
がを金 し人｜す
商上を 商が｜る
人回す ; 'I 
のつる 歪交l見
とたな j弘通
こ。ど盃網
ろ 、 慨を

( 1'7) 

討
論
の
中
で
生
徒
は
「
武
士
」
、
「
町
人
」
、
「
農
民
」
そ
れ
ぞ
れ
の
関
係
性
に
着
目

し
、
意
見
を
述
べ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
そ
こ
で
三
者
の
関
係
性
を
整
理
す
る
た

め
に
、
作
図
す
る
よ
う
促
し
た
。

持
業
で
は
こ
れ
ら
の
関
係
悶
令
も
と
に
、
「
武
士
」
、
「
町
人
」
、
「
農
民
」
そ
れ
ぞ

れ
の
関
係
性
を
明
ら
か
に
し
な
が
ら
、
近
世
全
体
の
特
也
の
理
解
に
迫
っ
た
。
こ
れ

ま
で
学
習
し
た
歴
史
的
事
象
の
確
認
念
行
う
と
と
も
に
、
税
の
流
れ
に
着
目
さ
せ
な

が
ら
、
幕
政
改
革
の
内
容
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
米
中
心
の
納
税
方
法
が
限
界
に
透
し

た
こ
と
を
確
認
し
た
。



系統的に展開する歴史的分野の授業の機怒と展開｛大迫｝
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《
ア
身
分
や
税
、
貨
幣
や
商
品
に
錯
目
し
た
関
係
国
》

《
イ
説
や
貨
幣
の
涜
れ
に
着
目
し
た
関
係
国
》



③
慢
象
後
の
生
徒
の
題
艶

生
徒
が
最
終
的
に
と
ら
え
た
近
世
の
特
色
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
授
業
前
に
実

施
し
た
レ
ポ
ー
ト
の
内
容
と
は
変
化
し
て
い
る
も
の
が
多
い
。
生
徒
が
と
ら
え
た
一

面
的
な
も
の
の
見
方
か
ら
、
授
業
で
レ
ポ
ー
ト
や
意
見
の
比
較
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、

「
武
士
」
、
「
町
人
」
、
「
農
民
」
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
を
踏
ま
え
て
、
近
世
の
時
代
の
特

色
を
考
察
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

2013 

A B 

身分は武士の方が上だけ 武士と農民の身分がはっき

ど、町人が武士のつ〈ったも り分かれた時代であり、武士

の（支配の仕組み、交通網） が平和な世の中をつくったの

を利用して、カ｛経済力）を で、町人が活彊でき、経済や

持った時代である． 文化が発展した時代である．

c D 

武士がつくったを士会のおか 穏を納めるのは農民であ

げで、農民が平和に暮らし、 り、武士の生活を支えていた．

町人が経済力を持った時代。 しかし、お金が世の中に出ま

｛武士の持代と言えば間違い わりお金で唱砲事が動〈時代に

ではないが、武士のカだけで なったため、町人が活顕した．

はなく、農民や町人に支えら

れている）

E F 

武士が1ltの中を平和にし 武士は世の中の仕組みを整え

て、その社会の中で農民が年 たけど、商人から借金をして

貢を払い、町人は年貨をお金 いる武士が多〈、町人の経済

に換えて、文化や経演の中心 カがなければ、武士は成り立

に立った時代． たなかった．

第 5号史人

。援•t島の生徒~レポート倒
①凶

実
践
事
偶
2
『
他
の
時
代
と
の
比
綾
』
（
中
世
と
近
世
の
比
駿
）

授
業
前
の
生
徒
の
毘
陣

「他の時代との比較」の授業を行うにあたり、前時と同様に宿題とし

てレポートの提出を求めた。中世と近世の境問を探させることでこつの

時代の特色を比較し、時代の特色について、理解をより深めることが目

的である。次に示すのは、生徒が提出したレポートの分析とその内容の

一部である。中世と近世
境目にした理由

の境目

ヨーロッパ
スペイン・ポルトガルが日本にやってきた

ことにより、鉄砲とキ9スト敏が伝わり、天
人の来航

下統一が進んだから．

太関検地・ 秀吉が太陽検地や刃狩を行ったおかげで、

刀狩・兵農 武士と農民の身分が分かれ中世から近世にな

分調E った．

江戸事府の
江戸幕府が実鑑した様車な政策で、中世の

成立
混乱した時代から近世は安定した時代になっ

たから．

中世は外国との貿易に制限はなかったが、

鎖国 近世は鎖国によって外国との関係を制限した

から．

中世の文化の担い手は、その時代の支配者

文化の発達 が中心であったが、近世の文化の担い手はお

もに町人だったから．

中世はいたるところに関所があったが、近

交通の易逮 t佐は関所があるが江戸幕府によって五街道な

どが整備され、全国の交通網が結ぼれたから．

『中世と近世tの績回はどこかJ

( 59) 

。レポートの分続

こ
の
時
点
で
は
、
生
徒
は
漠
然
と
二
つ
の
時
代
の
変
化
を
と
ら
え
て
い
る
様
子
で

あ
り
、
中
世
と
近
世
の
共
通
点
や
相
違
点
を
述
べ
た
も
の
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
か

っ
た
。
中
世
と
近
世
の
二
つ
の
時
代
に
対
し
て
、
生
徒
な
り
の
中
世
観
、
近
世
観
は

さ
ほ
ど
意
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
言
え
る
。
そ
こ
で
実
際
の
授
業
で
は
、
「
江
戸
幕



府
の
成
立
」
と
「
交
通
の
発
達
」
を
取
り
上
げ
、
ど
ち
ら
が
境
目
と
し
て
ふ
さ
わ
し

い
か
話
題
を
絞
っ
て
問
い
、
生
徒
の
中
世
観
と
近
世
観
を
表
出
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
。

②
授
業
の
費
陣

本
時
は
、
先
述
し
た
よ
う
に
、
他
の
時
代
と
の
比
較
に
よ
っ
て
、
近
世
の
特
色
に

つ
い
て
の
理
解
を
よ
り
深
め
る
こ
と
を
ね
ら
い
と
し
た
。

系統的に展開する歴史的分野の授業の構惣と展開（大迫｝

レポートB
[3l逼の先遣1

近世は五街道や海上交通
によって全国が結ばれ
た．

。領g障の犠造園

レポートA
【江戸噂府の成立】

信長・秀吉の政策を受け
継ぎ、武士の支Eが完成
した．

『江戸惑府の成立と交通の強遣のどちらが中世と近世の境目として

ふさわしいかJ

町人文化の

観点から

交通網の広
がりの観点

から

外国どの交
流の制限の
観点から

身分制の視
Iii.から

E検討項目】

武士の支E
の完成の視
点から

は
じ
め
の
発
問
で
は
、
中
世
と
近
世
の
境
問
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
レ
ポ
ー
ト
を
生

徒
に
選
択
さ
せ
、
そ
の
根
拠
を
発
表
さ
せ
た
。
下
に
示
す
表
は
、
そ
の
意
見
を
分
類

し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
時
点
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
レ
ポ
ー
ト
の
近
世
の
特
色
を
発
表
し
て
い
る
に
過

ぎ
ず
、
中
世
と
の
比
較
が
十
分
な
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
交
通
網
の
広
が
り
に
関

す
る
意
見
が
交
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
「
交
通
の
発
遣
を
担
っ
た
の
は
ど
ん
な

人
々
か
」
と
聞
い
、
交
通
の
発
遣
が
町
人
の
台
頭
を
示
す
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認

し
た
。
ま
た
、
レ
ポ
ー
ト
A
に
着
目
し
て
い
る
生
徒
は
近
世
を
「
武
士
の
時
代
」
、
レ

ポ
ー
ト
B
に
着
目
し
て
い
る
生
徒
は
近
世
を
『
町
人
の
時
代
」
と
と
ら
え
て
い
る
こ

と
を
指
摘
し
た
。

。レポート＠分絹

レポートA f江戸事府の成立』 レポートB f受過の強迫』

武士の支配の集
・武士による支鹿が槍立した．

成に闘する意見
・事稽体舗を.えた．
・金置，~4分骨Eを支Eした．

身分銅社会l~調 ・禽士が農民や町人を支配した．
する意見 ・身分鋪度壷砲立させた．

外国kの受滅的
・鎖国をおこない、外薗との賓泌を制限

制限に罰する.
見

した．

企画的な交通網
・都府がn＇街道などの夜通鋼を.備し、

・交通即発過によって、商品が企画でや

の広がりに闘す
りとりされ、構人がIHfカを縛った．

る意見
金闘が締ばれた． ・町人によqて－り銑脇なEが艶．さ

れ、大阪などの都市が嘗換した．

町人を担い手k
する文化に闘す

・＆歯磨カを縛った町人が担い手となる文

る意見
化が易自画した．

( 60) 

『江戸事府＠慮立と31!遺＠’E遣のどち晶IJ申歯止と量E惜の績固としτ
...書わしいか』



そ
こ
で
、
中
世
と
近
世
の
共
通
点
と
相

違
点
を
考
察
す
る
た
め
、
「
町
人
の
台
頭
は

下
組
上
と
蓄
え
る
か
」
と
問
う
た
。

こ
の
間
い
に
対
し
、
大
半
の
生
徒
が

ご
一
諸
国
え
な
い
」
と
答
え
た
。
下
魁
上
と
い

う
概
念
が
「
武
カ
で
打
ち
勝
つ
」
と
い
う

イ
メ
ー
ジ
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ

の
お
も
な
理
由
は
「
町
人
が
武
力
で
政
権
を
取
っ
た
わ
け
で
は
な
い
」
、
「
支
配
者
は

武
士
で
あ
る
」
な
ど
で
あ
る
。
し
か
し
「
言
え
る
」
と
答
え
た
生
徒
は
、
町
人
の
経

済
カ
や
武
士
の
支
配
の
枠
を
超
え
て
町
人
が
整
備
し
た
航
路
に
着
目
し
、
「
身
分
が
下

の
町
人
が
経
済
力
で
武
士
に
打
ち
勝
っ
た
」
と
述
べ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
「
下
組
上
の
時
代
」
と
い
う
中
世
の
特
色
を
近
世
に
当
て
は
め
る
こ

と
に
よ
り
、
「
武
士
の
時
代
」
と
い
う
近
世
の
特
色
に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め
る
こ
と

が
で
き
る
。
次
に
示
す
の
は
、
最
終
的
に
生
徒
が
と
ら
え
た
「
中
世
と
比
較
し
た
近

世
の
特
色
」
の
レ
ポ
ー
ト
の
一
部
で
あ
る
。

2 0 1 3 

⑫ ⑦～ょ
医辺

回

第 5号史人

前
時
で
学
習
し
た
「
武
士
」
、
「
農
民
」
、

「
町
人
」
の
関
係
性
を
も
と
に
、
室
町
と

江
戸
を
比
較
し
た
幕
府
の
支
配
に
関
す
る

意
見
や
町
人
の
経
済
力
に
関
す
る
意
見
が

表
出
さ
れ
た
。
討
論
の
中
で
、
あ
る
生
徒

が
武
士
と
町
人
の
関
係
の
変
化
に
着
目
し
、

「
町
人
の
台
頭
は
下
魁
上
と
言
え
る
の
で

は
な
い
か
」
と
発
言
し
た
。
こ
れ
は
中
世

の
特
色
と
中
世
と
近
世
の
連
続
性
に
着
目

し
た
意
見
で
あ
る
。
上
に
一
不
す
の
は
、
そ

の
生
徒
が
前
時
に
作
成
し
た
関
係
図
で
あ

る。

③生徒がとらえた「中世と比較した近世の特色』

生徒は「下魁上の時代」という中世の特色と比較した近世の特色を、

次のようにまとめた。
A B 

中t世は、武力で身分が下の 中世の近世も下魁上という

者が身分が上の者に打ち勝つ 意味では同じことが起こって

たけど、近世では、経済力で いるが、近世は町人が経済力

身分が下の者が身分が上の者 という形で打ち勝った。それ

に打ち勝った時代である。 は、近世は身分がしっかり分

かれていたから。

c D 

中世の武士は武力によって 中世は武力の時代で、近世

支配者となった。それに対し は経済カの時代である。（近世

て、近世の武士は武力をふる は身分が決まっているが、実

わず、政治の安定にカを尽く 際は、経済カでカ関係が決ま

した。 った。）

。根裏後の生徒のレポート例

(f;J ) 

中
世
と
近
世
の
境
問
を
考
察
し
た
レ
ポ
ー
ト
は
模
然
と
中
世
か
ら
近
世
へ
の
境
目

を
述
べ
て
い
た
が
、
授
業
を
ふ
ま
え
た
レ
ポ
ー
ト
で
は
、
中
世
の
特
色
を
ふ
ま
え
て

近
世
の
特
色
を
述
べ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
よ
う
に
レ
ポ
ー
ト
を
比
較
し
た

授
業
を
仕
組
み
、
時
代
の
特
色
を
再
考
察
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
生
徒
に
価
値
あ
る
思

考
が
生
ま
れ
、
歴
史
観
を
豊
か
な
も
の
に
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
。



お
わ
り
に

系統的に展開する歴史的分野の授業の構想と展開（大迫）

現
行
の
指
導
要
領
で
は
、
「
各
時
代
の
特
色
を
と
ら
え
る
学
習
」
が
新
設
さ
れ
た
。

学
習
し
た
内
容
を
活
用
し
て
時
代
を
大
観
し
表
現
す
る
活
動
を
通
し
、
そ
の
時
代
の

特
色
が
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
を
と
ら
え
る
学
習
で
あ
る
。

先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
「
系
統
的
に
展
開
す
る
学
習
」
で
は
、
あ
ら
か
じ
め
教
師

が
設
定
し
た
時
代
の
特
色
と
歴
史
的
事
象
を
提
示
す
る
。
生
徒
は
、
時
代
の
特
色
と

歴
史
的
事
象
を
関
連
付
け
て
考
察
し
な
が
ら
、
教
師
が
提
示
し
た
時
代
の
特
色
が
確

か
ら
し
い
か
ど
う
か
を
検
証
し
、
そ
の
時
代
の
特
色
を
ま
と
め
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

こ
の
点
か
ら
も
、
学
習
指
導
要
領
の
分
析
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
「
時
代
の
特
色
」
の

設
定
が
重
要
な
鍵
と
な
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
時
代
の
特
色
に
つ
い

て
唆
昧
に
さ
れ
た
ま
ま
、
個
別
の
塵
史
的
事
象
の
分
析
に
の
み
終
始
す
る
実
践
が
多

く
見
ら
れ
た
が
、
本
実
践
の
よ
う
に
単
元
を
構
成
す
れ
ば
学
習
内
容
が
整
理
さ
れ
、

生
徒
に
と
っ
て
「
時
代
の
特
色
」
と
い
う
知
識
を
形
成
し
や
す
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

さ
ら
に
、
近
世
の
学
習
の
ま
と
め
と
し
て
、
中
世
と
の
比
較
を
行
う
と
い
う
よ
う

に
、
時
代
を
往
復
す
る
こ
と
で
、
生
徒
の
も
つ
時
代
像
を
見
直
す
場
面
と
し
て
設
定

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

あ
と
が
き

下
向
井
ゼ
ミ
の
劣
等
生
で
し
た
が
、
何
か
下
向
井
先
生
に
恩
返
し
を
と
い
う
気
持

ち
で
、
稚
拙
な
文
章
を
紹
介
し
ま
し
た
。
日
々
、
ど
の
よ
う
な
授
業
を
構
想
す
れ
ば
、

生
徒
が
豊
か
な
歴
史
観
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
の
か
悩
み
つ
つ
、
授
業
づ
く
り
に
励

ん
で
い
ま
す
。

（
宇
部
市
教
育
委
員
会
）
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日

担

当

条

二
O
O九
年
（
承
前
）

五

月

二

九

日

寛

弘

五

年

十

二

月

廿

日

条

上

吹

越

務

六
月
五
日
寛
弘
六
年
十
一
月
サ
五
日
1
廿
七
日
条
（
逸
文
）
江
波
曜
子

六
月
一
一
一
日
寛
弘
六
年
十
一
月
廿
九
日
1
十
二
月
二
日
条
（
逸
文
）
釈
就
美

六
月
一
九
日
寛
弘
六
年
十
二
月
四
日
1
廿
四
日
条
（
逸
文
｝
井
浪
真
吾

六
月
二
六
日
寛
弘
八
年
正
月
一
日
5
正
月
八
日
条
包
繋
明
・
野
田
知
・
江
間
さ
や
か

七
月
三
日
寛
弘
八
年
正
月
九
日

1
正

月

十

六

日

条

上

吹

越

務

七
月
一

O
日

寛

弘

八

年

正

月

廿

一

日

条

江

波

曜

子

七
月
二
四
日
寛
弘
八
年
正
月
正
月
廿
九
日
条
釈
就
美
・
井
浪
真
吾

七
月
三
一
日
寛
弘
八
年
正
月
廿
三
日
・
廿
八
日
・
二
月
一
日
・
二
日
条

包
撃
明
・
野
田
知
・
江
間
さ
や
か

担
当
者
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