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（
一
） 

今
回
の
教
育
課
程
の
改
訂
に
関
し
て
教
育
課
程

審
議
会
が
答
申
し
た
こ
と
は
、
小
学
校
に
関
し
て
は
、

第
一
に
道
徳
の
特
設
と
の
関
連
を
考
え
て
、
社
会
科

の
目
標
と
内
容
を
検
討
す
る
こ
と
、
特
に
低
学
年
の

場
合
に
こ
の
こ
と
を
充
分
検
討
す
る
こ
と
、
第
二
に

中
学
年
の
教
育
内
容
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
全
体
的
な

見
地
か
ら
検
討
を
加
え
る
こ
と
、
第
三
に
高
学
年
に

お
い
て
地
理
、
歴
史
の
基
礎
的
理
解
を
得
さ
せ
る
た

め
に
内
容
、
方
法
に
検
討
を
加
え
る
こ
と
、
の
三
つ

の
点
に
し
ぼ
ら
れ
る
。
中
学
校
に
関
し
て
は
、
第
一

に
社
会
科
を
三
分
野
に
分
け
て
学
習
さ
せ
る
こ
と

を
立
て
前
と
す
る
こ
と
、
第
二
に
小
学
校
と
の
一
貫

性
を
考
慮
す
る
こ
と
、
第
三
に
内
容
の
系
統
性
を
考

慮
す
る
こ
と
、
第
四
に
歴
史
学
習
に
つ
い
て
民
族
的

自
覚
を
培
う
こ
と
を
重
視
し
、
近
代
史
の
取
扱
い
を

検
討
す
る
こ
と
、
第
五
に
道
徳
教
育
に
つ
い
て
配
慮

す
る
こ
と
な
ど
が
主
な
こ
と
が
ら
で
あ
る
。 

こ
う
な
ら
べ
て
み
る
と
、
小
学
校
と
中
学
校
の
社 

会
科
の
性
格
は
実
質
に
お
い
て
は
必
ず
し
も
同
一
教 

       科
と
い
え
な
い
程
そ
の
内
容
が
異
っ
て
い
る
の
で
、

従
っ
て
改
訂
の
基
本
方
針
そ
の
も
の
に
ま
ず
一
貫

性
が
な
い
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
し
か
も
今
は
そ

の
問
題
は
と
も
か
く
と
し
て
、
こ
の
中
で
共
通
の
問

題
も
あ
り
、
そ
う
で
な
い
問
題
も
あ
る
が
、
そ
れ
ら

の
方
針
に
関
し
て
、
新
指
導
要
領
が
何
を
な
し
た
か

を
検
討
し
て
み
よ
う
。
新
指
導
要
領
に
つ
い
て
、
全

く
外
か
ら
こ
れ
を
批
判
す
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
今

は
そ
う
い
う
立
場
を
と
ら
ず
に
、
教
育
課
程
審
議
会

の
路
線
に
従
っ
て
改
訂
さ
れ
た
も
の
と
い
う
こ
と
を

一
応
認
め
た
上
で
検
討
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
上

で
結
果
と
し
て
は
、
審
議
会
の
ひ
い
た
路
線
と
そ
の

も
の
の
矛
盾
撞
着
も
出
て
来
る
か
も
知
れ
な
い
。 

（
二
） 

小
学
校
の
高
学
年
で
、
地
理
、
歴
史
の
基
礎
的
理

解
を
得
さ
せ
る
た
め
に
内
容
を
再
検
討
す
る
と
い

う
の
は
、
こ
こ
数
年
来
の
文
部
省
的
社
会
科
の
方
向

で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
と
中
学
校
に
お
け
る
三
分
法

の
確
認
の
問
題
と
は
同
一
方
針
の
表
れ
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。 

 

地
理
、
歴
史
の
基
礎
的
理
解
を
得
さ
せ
る
と
い
う

こ
と
は
社
会
学
習
に
お
い
て
ど
う
い
う
問
題
な
の

で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
が
単
に
、
昔
の
地
理
や
歴
史
と

い
う
教
科
の
あ
の
内
容
の
復
活
と
い
う
こ
と
で
は

な
い
こ
と
は
誰
も
認
め
て
い
よ
う
。
そ
れ
は
社
会
生

活
の
実
態
を
学
習
し
て
い
く
と
き
に
、
そ
の
空
間
、

時
間
的
性
格
の
認
識
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。
そ
の
こ
と
は
社
会
学
習
の
本
質
か
ら
言
っ
て

も
当
然
で
あ
る
。
現
実
の
社
会
は
、
様
々
な
空
間
的

ひ
ろ
が
り
に
お
い
て
存
在
す
る
の
で
あ
る
し
、
時
間

的
つ
な
が
り
に
お
い
て
存
在
し
て
い
る
。
そ
う
い
う

側
か
ら
の
社
会
の
実
態
を
理
解
し
て
本
当
の
社
会

が
わ
か
る
の
で
あ
り
、
現
実
の
国
家
社
会
の
発
展
を

考
え
よ
う
と
い
う
意
欲
も
起
こ
る
の
で
あ
る
。 

 

従
来
、
小
学
校
の
社
会
に
お
い
て
は
、
そ
れ
が
希

薄
で
あ
っ
た
こ
と
は
認
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
、

こ
れ
を
改
善
す
る
こ
と
は
、
社
会
の
生
活
の
実
態
を

取
扱
う
場
面
に
お
い
て
、
如
何
に
空
間
性
、
時
間
性

の
認
識
を
得
さ
せ
る
か
と
い
う
点
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
社
会
の
実
態
を
取
扱
う
こ
と
を

や
め
て
、
昔
の
地
理
、
歴
史
を
入
れ
て
来
る
と
い
っ

た
こ
と
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。 

 

そ
の
点
で
中
学
校
の
社
会
科
は
既
に
前
回
の
改

訂
に
お
い
て
、
つ
ま
り
こ
れ
迄
の
指
導
要
領
が
、
社

会
科
の
本
質
的
な
も
の
を
見
失
っ
て
い
る
。
地
理
、

歴
史
、
政
経
社
の
三
分
野
に
わ
け
て
、
こ
れ
を
一
、

二
、
三
年
と
い
う
学
年
段
階
に
配
当
し
た
と
い
う
こ

と
が
そ
れ
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
こ
う
い
う
三
分
法

『
月
刊 

社
会
科
』
一
九
五
八
年
九
月
号
（
出
版
元
不
明
） 

 

学

習

指

導

要

領

改

訂

案

を
み
て 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

矢 

口 
 
 

新 



矢口新ライブラリー ０２８００ 学習指導要領改訂案をみて 

2 

 

を
と
る
と
、
地
理
に
お
い
て
は
、
さ
ら
に
そ
の
中
味

が
、
郷
土
、
日
本
の
諸
地
域
、
全
体
と
し
て
の
日
本

と
い
っ
た
社
会
の
範
囲
を
表
に
出
し
て
、
そ
の
自
然

空
間
を
も
と
に
し
て
、
自
然
環
境
、
人
口
、
産
業
、

交
通
と
い
う
よ
う
に
社
会
現
象
と
し
て
意
味
を
失
っ

た
事
柄
の
学
習
に
な
る
。
不
思
議
な
こ
と
で
あ
る
が
、

表
面
的
、
皮
相
的
な
こ
と
の
羅
列
に
な
る
。
現
代
人

と
し
て
知
ら
な
く
て
は
な
ら
ぬ
、
社
会
生
活
の
実
態

や
問
題
と
い
う
も
の
が
失
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
し

て
や
人
間
関
係
と
か
人
倫
と
か
い
っ
た
問
題
は
取
扱

わ
れ
る
は
ず
が
な
い
。
極
端
な
こ
と
に
な
る
と
、
た

だ
自
然
空
間
に
あ
る
と
い
う
だ
け
で
山
の
名
前
や
川

の
名
前
を
覚
え
さ
せ
る
暗
記
物
的
地
理
に
な
る
。 

そ
の
点
で
は
中
学
校
の
歴
史
や
政
経
社
も
、
社
会

生
活
の
実
態
を
基
本
の
材
料
と
し
て
学
習
さ
せ
る

と
い
う
態
度
が
稀
薄
で
、
歴
史
で
も
単
な
る
出
来
事

の
羅
列
と
な
り
政
経
社
で
は
単
な
る
理
論
と
な
る
。

こ
れ
が
末
梢
的
な
知
識
主
義
の
歴
史
に
な
り
、
観
念

的
な
政
治
経
済
の
説
教
的
理
論
に
な
る
。
社
会
の
実

態
に
つ
い
て
ど
こ
に
ど
う
い
う
問
題
が
あ
る
か
と

い
う
こ
と
を
見
失
わ
せ
る
も
と
に
な
る
。
現
に
中
学

校
の
教
科
書
が
あ
ま
り
に
内
容
が
多
す
ぎ
る
と
か
、

む
ず
か
し
す
ぎ
る
と
か
言
わ
れ
る
の
は
そ
う
い
う

所
か
ら
来
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
内
容
を
少
な

く
し
て
、
本
質
的
な
問
題
を
重
点
的
に
取
扱
い
、
そ

れ
に
つ
い
て
は
で
き
る
だ
け
具
体
的
な
取
扱
い
を

し
て
充
分
に
理
解
さ
せ
る
方
が
、
義
務
教
育
の
社
会

科
と
し
て
は
大
切
な
こ
と
だ
と
い
う
こ
と
は
、
多
く

の
人
々
に
よ
っ
て
要
望
さ
れ
て
い
た
。 

 

と
こ
ろ
で
今
回
の
改
訂
を
み
る
と
、
中
学
校
に
お

い
て
は
改
め
て
三
分
法
を
確
認
し
て
い
る
。
一
方
小

学
校
で
は
全
体
の
学
年
に
お
い
て
、
歴
史
的
、
地
理

的
な
見
方
考
え
方
を
浸
透
さ
せ
よ
う
と
い
う
努
力

の
あ
と
も
多
少
み
え
る
。
小
学
校
中
学
校
を
通
じ
て

は
一
貫
性
に
関
し
て
、
教
育
課
程
審
議
会
の
要
望
に

も
か
か
わ
ら
ず
不
充
分
な
も
の
が
見
ら
れ
る
よ
う

な
気
が
す
る
。
し
か
し
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
、
中
学

校
の
方
に
小
学
校
を
合
わ
せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ

ろ
う
。
六
年
生
の
如
き
は
、
か
つ
て
の
歴
史
の
教
授

要
目
の
如
き
も
の
が
内
容
の
④
か
ら
⑧
ま
で
の
所

に
出
て
い
る
。
こ
の
四
は
相
当
な
英
断
な
の
で
あ
ろ

う
。
が
こ
の
辺
は
チ
ャ
チ
な
改
訂
で
わ
れ
な
べ
に
と

じ
ぶ
た
の
感
が
あ
る
。 

本
当
の
こ
と
を
言
う
と
、
小
学
校
の
四
、
五
、
六

年
か
ら
中
学
校
へ
入
っ
て
七
年
、
八
年
、
九
年
と
、

こ
の
六
年
間
位
の
間
に
、
社
会
生
活
の
実
態
を
中
心

に
し
て
地
理
的
、
歴
史
的
な
見
方
を
如
何
に
し
て
育

て
る
か
と
い
う
こ
と
を
根
本
的
に
検
討
し
て
も
ら

い
た
か
っ
た
が
、
既
に
中
学
校
は
三
分
法
を
と
る
と

か
、
小
学
校
の
高
学
年
で
地
理
、
歴
史
の
基
礎
的
知

識
の
再
検
討
を
と
か
い
っ
た
つ
ま
ら
ん
構
え
が
き

ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
到
底
望
め
な

い
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
辺
に
、
指
導
要
領
改
訂
以
前

の
根
本
構
想
が
ど
こ
か
ら
出
て
い
る
か
と
い
う
問

題
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。
も
し
小
中
を
通
じ
て
一
貫

し
て
地
理
、
歴
史
の
見
方
を
ど
う
育
て
る
か
と
い
う

考
え
方
を
押
し
進
め
て
今
回
の
改
訂
が
な
さ
れ
た

ら
、
よ
り
す
ぐ
れ
た
社
会
学
習
の
本
質
を
発
揮
す
る

も
の
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。 

そ
う
い
う
本
質
問
題
に
正
面
か
ら
と
り
く
む
勇

気
は
誰
も
な
か
っ
た
よ
う
に
み
え
る
の
は
、
社
会
科

を
本
格
的
な
も
の
と
し
て
育
て
よ
う
と
す
る
意
図

が
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
あ
る
い

は
世
上
言
う
如
く
社
会
科
を
解
体
し
よ
う
と
い
う

意
図
が
、
ど
こ
か
に
あ
っ
て
、
し
か
も
そ
れ
を
ご
ま

か
そ
う
と
す
る
所
か
ら
、
結
果
と
し
て
こ
う
な
っ
た

の
か
も
知
れ
な
い
。
或
は
解
体
論
と
育
成
論
と
の
対

立
が
こ
う
い
う
形
で
妥
協
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

が
何
れ
に
し
て
も
、
本
物
を
育
て
な
け
れ
ば
、
や
が

て
は
生
命
を
失
う
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。 

 

と
こ
ろ
で
話
を
具
体
的
に
も
ど
し
て
、
六
年
生
に

歴
史
の
通
史
を
大
き
く
入
れ
て
来
た
の
は
如
何
に

も
工
夫
が
な
さ
す
ぎ
る
と
思
う
。
頭
が
弱
い
と
い
う

か
、
あ
る
い
は
民
族
の
歴
史
を
と
思
い
こ
ん
だ
ひ
た

む
き
な
情
熱
が
、
か
わ
い
ら
し
い
と
こ
ろ
も
あ
る
。

し
か
し
そ
の
た
め
に
五
、
六
年
を
通
し
て
著
し
く
形

が
わ
る
く
な
っ
て
い
る
し
、
内
容
も
貧
弱
に
な
っ
て

い
る
。
六
年
か
ら
五
年
へ
貿
易
を
お
ろ
し
、
そ
れ
で

ふ
く
れ
た
の
で
、
産
業
を
農
業
、
工
業
を
主
と
し
て

取
扱
う
こ
と
と
し
て
、
水
産
日
本
と
ま
で
い
わ
れ
る

大
切
な
愛
国
心
養
成
の
一
助
と
も
な
る
水
産
業
な

ど
は
割
愛
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
い
る
。 

 

歴
史
的
な
も
の
の
取
扱
い
に
比
し
て
、
地
理
的
な

も
の
の
方
が
全
体
と
し
て
は
工
夫
さ
れ
た
よ
う
に
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み
え
る
。
ま
さ
か
昔
風
の
国
づ
く
し
的
地
理
を
ボ
カ

ッ
と
い
れ
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
こ
う
い

う
形
に
な
る
の
は
当
然
と
い
え
ば
当
然
で
あ
る
が
、

そ
れ
に
し
て
も
産
業
に
関
し
て
、
も
う
少
し
詳
し
く

日
本
全
体
を
な
が
め
て
み
る
と
い
っ
た
こ
と
が
あ

っ
て
よ
さ
そ
う
に
思
う
。
そ
れ
も
し
か
し
六
年
に
歴

史
が
大
き
く
浮
か
び
上
っ
た
の
で
、
遠
慮
せ
ざ
る
を

得
な
く
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。 

（
三
） 

小
学
校
の
中
学
年
を
社
会
科
の
全
体
構
造
か
ら

み
て
再
検
討
を
加
え
た
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
に

な
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
は
小
中
の
一

貫
性
の
問
題
と
し
て
本
来
は
位
置
づ
く
も
の
で
あ

る
。
小
学
校
の
中
学
年
だ
け
の
問
題
で
な
く
、
九
学

年
の
中
に
お
け
る
そ
の
段
階
の
問
題
で
あ
る
。
こ
の

一
貫
的
取
扱
い
と
い
う
点
で
は
、
今
回
の
指
導
要
領

の
改
訂
で
は
理
科
が
と
も
か
く
考
え
て
い
る
。
そ
れ

は
そ
の
背
後
に
あ
る
学
問
の
性
格
が
こ
れ
を
可
能

な
ら
し
め
た
と
い
う
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
か
も
知

れ
な
い
が
、
社
会
科
は
今
の
小
中
学
校
の
指
導
要
領

の
よ
う
な
形
式
を
と
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
程
、
そ
ん
な
に

背
後
に
あ
る
学
問
が
支
離
減
裂
な
も
の
で
あ
ろ
う

か
。
良
識
の
あ
る
社
会
科
学
者
の
集
ま
り
に
よ
っ
て

こ
の
問
題
が
議
せ
ら
れ
た
ら
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
別

に
し
て
、
学
問
の
内
容
系
列
は
は
っ
き
り
す
る
の
で

な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
ら
に
社
会
科
で
は
過
去
の
惰

性
に
と
ら
わ
れ
た
り
、
素
人
論
が
横
行
し
た
り
し
て

い
る
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
国
家
百
年

の
計
を
考
え
て
文
部
省
が
雄
大
な
方
針
を
た
て
、
構

え
を
建
て
直
す
必
要
が
あ
る
の
で
な
い
か
。
何
か
島

国
根
性
の
持
主
た
ち
の
一
味
徒
党
に
よ
る
争
が
あ

っ
て
、
ご
ま
か
し
と
妥
協
が
充
満
し
て
い
る
よ
う
な

気
が
す
る
。
あ
る
い
は
文
部
省
自
体
が
そ
う
い
う
狭

い
考
え
を
も
っ
て
い
る
か
ら
か
も
知
れ
な
い
。 

 

そ
れ
は
さ
て
お
き
、
小
学
校
の
中
学
年
は
現
実
に

は
ど
う
な
っ
た
か
と
い
う
と
、
一
年
が
家
庭
、
学
校
、

二
年
が
近
所
の
生
活
を
取
扱
う
の
を
う
け
て
、
三
年

が
町
村
と
い
う
範
囲
の
社
会
を
取
扱
い
、
四
年
で
広

域
の
郷
土
、
郷
土
と
日
本
の
諸
地
域
と
の
つ
な
が
り

を
取
扱
う
と
い
う
よ
う
に
お
か
れ
て
い
る
。
五
年
が

産
業
の
問
題
で
主
と
し
て
国
家
的
な
見
地
か
ら
問

題
を
取
扱
い
、
六
年
は
国
の
歴
史
が
あ
る
が
、
空
間

的
に
は
世
界
の
国
々
と
い
う
世
界
的
な
ひ
ろ
が
り

を
問
題
に
し
て
い
る
か
ら
、
依
然
と
し
て
同
心
円
的

発
達
と
い
う
考
え
方
は
ど
こ
か
に
あ
る
と
み
て
よ

い
で
あ
ろ
う
。 

 

こ
れ
は
取
扱
う
社
会
の
範
囲
か
ら
み
た
特
色
で

あ
る
が
、
四
年
で
は
、
日
本
の
各
地
の
自
然
環
境
の

特
色
や
生
活
様
式
の
比
較
を
さ
せ
る
地
理
学
習
と

か
、
大
昔
の
生
活
や
交
通
の
昔
と
今
を
比
較
さ
せ
る

と
い
う
歴
史
学
習
も
は
っ
き
り
入
っ
て
来
て
い
る
。

こ
の
辺
は
必
ず
し
も
郷
土
に
と
ら
わ
れ
な
い
と
い

う
考
え
方
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
そ
れ
で

よ
い
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
な
ら
こ
の
辺
で
も
う
一

歩
進
ん
で
、
世
界
的
な
も
の
に
も
目
を
開
か
せ
る
こ

と
も
考
え
て
み
る
べ
き
で
な
か
っ
た
か
。
六
年
で
は

じ
め
て
世
界
の
国
々
が
出
て
来
る
な
ど
と
い
う
の

は
、
大
国
民
を
育
て
る
方
策
と
し
て
は
ミ
ミ
ッ
チ
イ

で
は
な
い
か
。
や
は
り
同
心
円
的
発
達
の
考
え
方
に

と
ら
わ
れ
す
ぎ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

そ
れ
に
し
て
も
小
学
校
六
年
ま
で
の
一
区
切
り
と

い
う
考
え
方
が
強
す
ぎ
は
し
な
い
か
。
そ
う
い
う
枠

を
お
い
て
考
え
て
い
た
の
で
は
、
も
う
社
会
科
の
全

体
構
造
は
く
ず
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
小
学
校
六
年
間

の
つ
み
あ
げ
を
み
て
行
く
と
、
な
ん
と
ギ
ク
シ
ャ
ク

し
て
い
る
こ
と
よ
。
そ
れ
は
中
学
校
三
年
間
の
社
会

科
の
形
の
悪
さ
か
ら
来
て
い
る
の
で
あ
る
。
地
理
、

歴
史
、
政
経
社
と
い
う
段
階
法
が
、
頭
に
ド
ッ
カ
ッ

と
す
わ
り
こ
ん
で
、
小
学
校
が
た
た
き
つ
け
ら
れ
た

蛙
の
ご
と
く
つ
ぶ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
辺

ヘ
メ
ス
を
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
が
明
ら
か
で

あ
る
。 

 

こ
れ
は
あ
る
意
味
で
、
日
本
の
教
育
問
題
の
象
徴

的
な
あ
ら
わ
れ
と
も
い
え
よ
う
。
九
年
の
義
務
教
育

が
成
立
し
て
も
、
上
の
三
カ
年
の
教
育
内
容
は
、
古

い
形
の
中
等
教
育
の
枠
か
ら
ぬ
け
ら
れ
な
い
で
い

る
。
そ
し
て
そ
れ
が
小
学
校
の
教
育
を
圧
迫
し
て
い

る
。
上
の
三
カ
年
は
入
学
試
験
な
ど
と
い
う
問
題
も

あ
っ
て
、
依
然
と
し
て
観
念
的
知
識
の
教
育
を
や
っ

て
い
る
。
そ
れ
が
地
理
、
歴
史
、
政
経
社
と
い
う
三

分
に
確
認
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
の
た
め
に
国
民

が
も
っ
と
生
活
の
実
態
を
問
題
に
す
る
べ
き
で
あ

る
の
に
果
た
さ
れ
な
い
で
い
る
。
こ
う
い
う
問
題
の
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解
決
が
焦
眉
の
急
で
あ
る
こ
と
を
今
回
の
改
訂
が

は
っ
き
り
表
わ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
新
し
い
改
訂

が
明
日
か
ら
考
え
ら
れ
て
然
る
べ
し
で
あ
ろ
う
。 

（
四
） 

道
徳
の
特
設
と
の
関
連
を
考
え
る
と
い
う
こ
と

は
具
体
的
に
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
従
来
社

会
科
の
中
で
道
徳
教
育
を
行
な
う
こ
と
は
当
然
の

こ
と
と
考
え
ら
れ
て
来
た
の
で
あ
る
が
、
特
設
さ
れ

た
道
徳
が
そ
の
内
容
を
取
り
こ
ん
で
し
ま
え
ば
、
社

会
科
の
中
で
は
、
そ
れ
を
は
ず
す
と
い
う
考
え
方
も

成
り
立
つ
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
重
複
を
さ
け
る
と
い

う
意
味
を
つ
け
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
れ

は
一
番
単
純
な
考
え
方
で
あ
る
。
し
か
し
道
徳
教
育

に
つ
い
て
そ
う
い
う
考
え
方
、
つ
ま
り
特
設
し
た
か

ら
、
他
の
教
科
は
こ
れ
を
除
外
す
る
と
い
う
考
え
方

は
道
徳
教
育
の
何
た
る
か
を
わ
か
ら
な
い
も
の
の

そ
れ
で
あ
る
。
例
え
ば
、
国
語
の
教
材
の
中
で
道
徳

的
な
内
容
を
含
ん
で
い
る
教
材
を
は
ず
し
た
ら
、
ど

う
な
る
だ
ろ
う
が
。
実
は
国
語
の
教
材
と
し
て
読
ん

で
行
く
中
に
子
供
は
道
徳
的
な
心
情
に
も
ふ
れ
る

の
で
あ
っ
て
、
そ
う
い
う
こ
と
が
道
徳
教
育
の
真
髄

で
あ
ろ
う
。
社
会
科
に
お
い
て
も
基
本
的
な
考
え
方

は
同
様
で
あ
っ
て
、
社
会
の
生
活
を
科
学
的
に
分
析

し
て
行
く
中
に
、
人
間
関
係
の
あ
り
方
に
つ
い
て
も

お
の
ず
か
ら
わ
か
っ
て
行
く
も
の
が
あ
ろ
う
。
そ
う

い
う
こ
と
は
、
こ
れ
を
道
徳
の
特
設
時
間
に
ま
わ
す

と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
あ
っ
た
ら
、
実
は
社
会
に
関

す
る
学
習
も
成
り
立
た
な
い
の
で
あ
る
。 

 

従
来
の
社
会
学
習
に
お
い
て
は
、
社
会
の
様
々
な

実
態
を
認
識
さ
せ
て
行
く
間
に
お
い
て
、
人
間
関
係

や
人
論
の
観
点
か
ら
問
題
を
取
扱
う
と
い
う
見
地

は
稀
薄
で
あ
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
道
徳
の
特
設
と
否

と
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
を
充
実
す
る
こ
と
は
社
会

科
改
訂
に
お
け
る
一
つ
の
大
き
な
課
題
で
あ
っ
た

の
で
あ
る
。
道
徳
の
特
設
と
い
う
道
徳
教
育
に
関
す

る
一
種
の
ビ
縫
策
が
あ
ら
わ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、

社
会
学
習
が
当
然
内
容
と
す
べ
き
道
徳
の
学
習
が

ゆ
が
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
が

今
回
の
改
訂
に
当
っ
て
の
大
き
な
関
心
で
あ
っ
た
。

つ
ま
り
社
会
学
習
が
今
後
発
展
充
実
す
る
た
め
に

は
、
道
徳
に
関
す
る
学
習
は
ま
す
ま
す
深
く
社
会
科

の
中
に
根
を
下
さ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
特

設
と
共
に
そ
れ
が
逆
の
方
向
へ
行
っ
て
、
遂
に
は
社

会
科
が
極
め
て
形
式
的
な
一
面
的
な
学
習
に
陥
る

お
そ
れ
が
な
い
か
。
そ
の
お
そ
れ
が
お
お
い
に
考
え

ら
れ
る
が
故
に
特
設
時
間
が
問
題
に
な
っ
た
の
で

あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
同
時
に
真
の
意
味
の
道
徳
教

育
も
ま
た
死
滅
す
る
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
か
。
形

式
的
な
三
十
五
時
間
と
い
う
枠
内
に
お
け
る
修
身

に
な
り
は
し
な
い
か
。 

 

前
回
の
指
導
要
領
で
は
、
小
学
校
社
会
科
の
目
標

と
い
う
所
で
、
社
会
科
に
お
け
る
道
徳
教
育
の
観
点

が
述
べ
ら
れ
て
い
る
部
分
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
三
つ

の
観
点
か
ら
道
徳
教
育
の
目
標
を
か
な
り
詳
し
く

あ
げ
て
い
た
こ
と
は
わ
れ
わ
れ
の
記
憶
に
ま
だ
新

し
い
。
こ
れ
ら
の
一
般
的
に
述
べ
ら
れ
た
目
標
が
、

い
さ
さ
か
お
題
目
的
に
な
っ
て
い
て
、
具
体
的
に
学

習
の
ど
こ
で
ど
の
よ
う
に
達
せ
ら
れ
る
の
か
に
つ

い
て
は
、
前
の
指
導
要
領
で
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で

な
か
っ
た
。
第
二
章
に
つ
づ
く
、
第
三
章
、
第
四
章

で
各
学
年
毎
の
学
習
領
域
案
が
出
さ
れ
て
い
た
が
、

そ
の
中
に
お
い
て
、
一
般
的
に
述
べ
ら
れ
た
道
徳
的

態
度
の
形
成
へ
の
目
標
が
ど
の
よ
う
に
具
体
的
に

位
置
づ
い
て
い
る
の
か
は
、
必
ず
し
も
一
般
の
教
師

に
読
み
得
ら
れ
る
よ
う
に
は
叙
述
さ
れ
て
い
な
か

っ
た
。
否
、
叙
述
の
問
題
で
な
く
、
は
じ
め
か
ら
具

体
的
に
そ
う
い
う
こ
と
を
問
題
に
す
る
意
図
が
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
が
新
指
導
要
領
に
お
い

て
改
善
さ
れ
、
具
体
化
さ
れ
、
充
実
さ
れ
る
こ
と
は

一
般
の
教
師
の
期
待
し
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

し
か
し
正
直
の
と
こ
ろ
い
さ
さ
か
期
待
は
ず
れ

に
終
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
一
般
的
に
道
徳
教
育
の
観

点
を
述
べ
る
所
が
な
く
な
っ
た
こ
と
は
ま
あ
大
し

て
問
題
で
な
い
。
前
の
指
導
要
領
で
は
そ
の
具
体
的

取
扱
い
方
が
は
っ
き
り
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か

ら
、
今
回
は
、
そ
の
具
体
的
な
あ
り
方
を
も
っ
と
示

す
べ
き
で
あ
っ
た
。
即
ち
各
学
年
の
目
標
、
内
容
、

指
導
上
の
留
意
事
項
の
辺
で
ど
う
に
で
も
詳
し
く

叙
述
で
き
た
は
ず
で
あ
る
。
何
も
特
設
時
間
が
設
け

ら
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
遠
慮
す
る
必
要
は
な
い
。
そ

こ
い
ら
に
本
当
に
社
会
科
に
お
け
る
道
徳
形
成
の

問
題
と
と
り
く
む
意
気
込
み
が
み
え
な
い
の
で
あ



矢口新ライブラリー ０２８００ 学習指導要領改訂案をみて 

5 

 

る
。
な
る
ほ
ど
各
学
年
の
目
標
の
第
四
番
目
と
内
容

の
最
後
の
項
に
、
各
学
年
の
全
体
の
内
容
に
関
係
す

る
形
で
道
徳
的
指
導
の
観
点
が
出
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
れ
が
い
か
に
も
つ
け
た
り
と
い
っ
た
形
で
あ
る
。 

即
ち
目
標
の
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
一
年
が
、
学
校

や
家
庭
に
お
け
る
人
間
関
係
、
協
力
、
二
年
で
は
、

世
の
中
の
人
々
の
分
業
、
協
力
感
謝
、
三
年
で
は
、

村
の
生
活
の
改
善
へ
の
意
欲
、
四
年
で
は
、
先
人
の

苦
心
、
郷
土
の
発
展
へ
の
意
欲
、
五
年
で
は
国
民
的

自
覚
、
六
年
で
は
世
界
平
和
、
人
類
福
祉
の
念
と
い

っ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
い
か
に
も
お
座
な
り
と

い
っ
た
感
が
す
る
で
は
な
い
か
。 

 

こ
の
指
導
要
領
に
ど
う
表
現
す
る
か
は
と
も
か

く
、
改
訂
の
た
め
の
検
討
を
す
る
際
に
も
っ
と
具
体

的
に
こ
れ
ら
の
課
題
に
と
り
く
ん
で
、
も
っ
と
緻
密

に
分
析
し
て
み
る
こ
と
が
必
要
だ
っ
た
の
で
は
な

い
か
。
そ
う
い
う
考
え
方
が
で
き
な
か
っ
た
の
は
、

や
は
り
特
設
道
徳
に
影
響
を
受
け
て
し
ま
っ
た
の

で
あ
ろ
う
。
そ
う
い
う
点
が
ま
さ
に
特
設
道
徳
の
問

題
な
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
皮
相
の
と
こ
ろ
で
道
徳

指
導
の
問
題
を
考
え
て
い
れ
ば
、
観
念
論
が
横
行
し

て
、
勇
ま
し
い
民
族
愛
と
か
国
土
愛
と
か
の
文
字
だ

け
が
指
導
要
領
に
叙
述
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
む
し

ろ
社
会
科
の
内
容
の
具
体
的
な
取
扱
い
の
中
で
如

何
に
国
の
問
題
を
考
え
る
か
を
い
う
こ
と
を
検
討

し
て
み
る
と
、
そ
こ
に
真
の
愛
国
心
、
静
か
な
愛
国

心
を
形
成
す
る
場
も
見
え
て
来
る
。
今
回
の
指
導
要

領
に
は
そ
う
い
う
雰
囲
気
が
欲
し
か
っ
た
。
し
か
し

聞
く
所
に
よ
る
と
文
部
省
は
次
の
仕
事
と
し
て
指

導
の
手
引
書
の
ご
と
き
も
の
を
作
成
す
る
と
い
う
。

そ
こ
で
そ
う
い
う
具
体
的
な
問
題
に
つ
い
て
検
討

が
な
さ
れ
、
一
つ
の
参
考
意
見
と
し
て
一
般
の
教
師

に
提
供
す
る
こ
と
を
考
え
て
ほ
し
い
も
の
で
あ
る
。 

中
学
校
の
社
会
科
に
お
い
て
は
、
道
徳
的
形
成
を

考
え
に
く
い
よ
う
に
教
育
課
程
が
で
き
て
い
る
の

で
あ
る
。
そ
の
根
本
は
地
理
、
歴
史
、
政
経
社
の
三

分
法
に
あ
る
の
で
あ
る
。
極
端
な
例
を
あ
げ
て
考
え

て
み
れ
ば
よ
く
わ
か
る
。
昔
の
小
学
校
の
地
理
、
中

学
校
の
地
理
を
思
い
起
こ
し
て
み
る
と
よ
い
。
あ
あ

い
う
教
育
で
は
道
徳
性
の
形
成
は
考
え
ら
れ
な
い
。

そ
こ
に
は
生
活
の
実
態
が
学
習
さ
れ
な
い
か
ら
で

あ
る
。
昔
の
小
、
中
学
校
の
歴
史
は
ど
う
で
あ
ろ
う

か
。
そ
こ
に
も
事
件
の
経
過
が
あ
る
だ
け
で
生
活
の

事
実
が
取
扱
わ
れ
な
い
か
ら
人
生
観
や
人
倫
に
つ

い
て
の
考
え
方
は
で
き
な
い
。
政
経
社
と
し
て
昔
あ

っ
た
法
制
経
済
や
公
民
の
如
き
も
の
で
あ
っ
た
ら
、

単
な
る
観
念
的
お
説
教
と
し
て
の
道
徳
感
が
入
っ

て
来
る
だ
け
で
あ
る
。 

こ
れ
は
極
端
な
例
を
あ
げ
た
の
で
、
今
の
三
分
法

に
よ
る
教
育
内
容
が
昔
の
ま
ま
だ
と
は
言
わ
な
い

け
れ
ど
も
、
地
理
的
分
野
と
い
う
枠
が
お
か
れ
、
さ

ら
に
そ
の
中
味
が
、
自
然
空
間
を
も
と
に
し
て
郷
土
、

日
本
の
諸
地
域
と
な
り
、
そ
の
中
味
が
郷
土
の
自
然
、

人
口
、
産
業
と
い
う
形
を
と
る
と
、
残
念
な
が
ら
道

徳
性
の
形
成
と
は
縁
が
な
く
な
る
。
そ
こ
で
時
間
の

特
設
の
必
要
性
も
起
こ
っ
て
来
る
と
い
う
べ
き
で

あ
る
。
い
わ
ば
時
間
特
設
は
三
分
法
の
結
論
で
、
自

業
自
得
で
あ
る
。
歴
史
も
単
に
一
般
的
通
史
と
い
う

こ
と
に
な
る
と
、
昔
か
ら
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
民

族
的
自
覚
な
ど
と
い
う
莫
然
と
し
た
こ
と
に
な
る
。 

そ
う
い
う
発
想
で
な
く
、
具
体
的
な
生
活
の
事
実

を
材
料
に
し
て
、
そ
こ
に
お
い
て
人
間
の
い
と
な
み

が
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
、
し
み
じ
み
と
人
倫
を
考

え
、
日
本
人
の
人
生
観
に
も
ふ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ

う
い
う
風
に
考
え
て
ど
こ
で
ど
う
具
体
的
に
道
徳

性
が
形
成
さ
れ
る
か
を
全
面
的
に
検
討
す
べ
き
で

あ
っ
た
。
そ
れ
が
中
学
校
の
社
会
科
を
育
て
る
本
当

の
道
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
三
分
法
の

誤
謬
に
気
づ
け
ば
そ
れ
も
よ
か
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

つ
ま
り
中
学
校
の
場
合
も
、
小
学
校
と
同
様
に
も

っ
と
積
極
的
に
、
社
会
学
習
と
道
徳
形
成
の
問
題
を

検
討
す
べ
き
で
あ
っ
た
。
科
学
は
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム

に
お
い
て
成
立
つ
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
確
信
が
な
い

と
こ
ろ
に
道
徳
の
特
設
な
ど
と
い
う
あ
わ
て
た
こ

と
を
し
出
か
す
の
で
は
な
い
か
。
日
本
の
科
学
の
レ

ベ
ル
の
低
さ
、
あ
る
い
は
そ
れ
へ
の
信
頼
の
薄
さ
の

あ
ら
わ
れ
と
も
言
え
る
か
も
知
れ
な
い
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
国
立
教
育
研
究
所
） 
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中学の歴史的分野の内容の新旧対照表（一部） 

３０年度版 ３３年度版 

１ 人類文化の始原時代 

 人類のはじめ（言語・道具・火） 

 人種と民族・言語と宗教・文明発祥地域， 

 オリエントの世界・ギリシア・ローマの 

 文明，漢・インド（仏教の起源と発展） 

 日本列島の位置，縄文式文化の時代， 

農業の発生，弥生式文化の時代 

１ 文明のおこり 

 人類のはじめ 

人類のおこり，言語・道具・火 

 世界の文明のあけぼの 

  世界の四大文明の発生，ギリシア文明， 

  ローマ文明，古代インド文明，漢文明 

 わが国の原始社会 

  日本列島の地理的位置，日本民族のおこり，

縄文文化・弥生文化，農業生活のはじまり 
 

２ 日本国家の成立時代 

 大和朝廷による日本の統一，大和地方の 

地理的位置，三国から唐への推移，民族 

大移動，東ローマ・サラセンなど，文化 

の交流と遊牧民族 

 氏姓制度、大化の改新と律令性の確立， 

荘園制の発達（土地制度と経済の問題）， 

摂関政治，隋・唐との国交 

 大陸文化の渡来，飛鳥文化，奈良・京都 

の地理的考察，古代の交通・貿易路，唐 

風文化と国風文化 
 

２ 日本の古代とアジア 

国家の形成とアジア 

大和朝廷，古代文化，氏姓制度， 

大陸文化の伝来，日韓関係の推移 

大化の改新と律令制 

  十七条憲法の制定，飛鳥文化，大化の改新 

  大宝律令の制定 

 奈良・平安時代の政治と日本文化の形成 

  奈良の都と地方，天平文化， 

  荘園制の発達と摂関政治，国風文化 

 

３ 武士が社会に現れた時代 

 武士のおこり，鎌倉・室町幕府の政治， 

 ヨーロッパ封建社会の特色 

 宋・元・明（元寇・勘合貿易など）との関係， 

都市の変遷とその地理的考察 

ゴチック体は今度の改訂でなくなった部

分である。 

３ 武家社会の形成 

 武家政治の成立と展開 

  武士のおこり、源氏と平氏， 

  鎌倉幕府の成立と発展，建武の新政 

  室町幕府と応仁の乱，群雄の割拠 

 アジア大陸との関係 

  日宋関係，蒙古襲来，日明貿易 
 


