
「
歴
史
を
学
ぶ」
こ
と

は一

体
ど
う
い
う
こ
と

か。

社
会
福
祉
史
論
と

い
う
講
義
を
担
当
し
て

い
る
こ
と
も
あ
り、

学

生
と
よ
く
話
を
す
る。

す
る
と
「
暗
記
す
る
こ

と」

と
笞
え
る
学
生
が

毎
年
伺
人
か
い
る。

確

か
に、

受
験
の
こ
と
を

考
弓
る
と
「
暗
記
す
る

こ
と」

は
重
要
な
の
か

も
し
れ
な
い。
し
か
し、

「
歴
史
を
学
ぶ
こ
と」
は

単
に
暗
記
を
す
る
こ
と

な
の
だ
ろ
う
か。

近
代
以
降、

日
本
の

社
会
福
祉
が
ど
の
よ
う

に
形
づ
く
ら
れ
て
き
た

の
か、

こ
れ
が
講
義
で

の
テ
ー
マ
だ。

社
会
福

祉
の
教
科
書
に
は
た
＜

さ
ん
の
「
偉
人」
が
で
て

く
る。

社
会
福
祉
の
黎

明
期
に
お
い
て、

先
駆

的
な
実
践
を
し
て
き
た

人
々
で、

社
会
福
祉
の

礎
を
築
い
て
き
た
人
物

と
い
え
る。

国
家
試
験
な
ど
で
も

度
々
出
題
さ
れ、

福
祉

を
学
ぶ
上
で
は
欠
か
す

こ
と
の
出
来
な
い
人
々

で
あ
る。
し
か
し、
一
部

の
偉
人
が
社
会
福
祉
の

歴
史
を
作
っ
て
き
た
か

と
い
う
と
そ
う
い
う
わ

け
で
は
な
い。

近
代
国

家
が
作
ら
れ
て
い
く
過

程
で
多
く
の
民
衆
が、

苦
し
み
な
が
ら
も、

も

が
き、

必
死
に
生
き
て

き
た。大

正
中
期
に
は、

そ

れ
ま
で
行
わ
れ
て
き
た

慈
善
事
業
か
ら、

組
織

的
で
科
学
的、

そ
し
て

社
会
的
な
社
会
事
業
が

成
立
し
た。

も
ち
ろ
ん

そ
こ
に
は
多
く
の
「
偉

503 

「
私
た
ち
の
歴
史」
を
紡
ぐ
た
め
に

人」

が
関
わ
っ
て
き
た

が、

そ
の
限
底
に
は
民

衆
の
さ
ま
ざ
ま
な
生
が

存
在
し
て
い
た。

あ
る

著
名
な
社
会
福
祉
学
者

は
社
会
福
祉
を
「
生
き

た
人
々
と
共
に
歩
む」

も
の
で
あ
る
と
言
っ

た。

民
衆
思
想
や
そ
の

実
態、

苦
悩
な
ど
を
知

ろ
う
と
し
な
け
れ
ば
共

に
歩
む
こ
と
は
出
来
な

い
だ
ろ
う。

歴
史
は
民

衆
が
意
志
を
持
っ
て
創

っ
て
き
た
も
の
と
言
え

る
か
も
し
れ
な
い。

教
科
書
に
載
っ
て
い

る
こ
と
が
「
歴
史」
の
全

て
で
は
な
い。

ど
ん
な

に
小
さ
い
と
こ
ろ
か
ら

で
も
「
歴
史
を
学
ぶ」
こ

と
は
で
き
る。

こ
れ
は

社
会
福
祉
に
眼
っ
た
話

で
は
な
い。
近
所
の
人・

家
族
•
そ
し
て
自
分
自

身
に
も
歴
史
は
存
在
す

る
し、

そ
れ
は
掛
け
替

え
の
な
い
も
の
だ。

現

代
社
会
は
こ

の
よ
う
な
無

数
の
「
小
さ

な
歴
史」

の

上
で
成
り
立

っ
て
い
る。

こ
の
「
小
さ

な
歴
史」

の

上
で
私
た
ち

は
何
を
す
べ

き
な
の
か。

「
歴
史
を
学

ぶ
こ
と」
は「
暗
記
す
る

こ
と」
で
は
な
く、
自
身

が
生
き
る
今
と
未
来
を

考
え
る
こ
と
な
の
か
も

し
れ
な
い。

社
会
福
祉
学
講
師

江
連
崇


