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こ
こ
数
年
、
人
権
教
育
・
啓
発
の
方
法
論
と
し
て
「
参
加
型
学

習
」
を
導
入
す
る
現
場
が
増
え
て
い
る
。
教
師
（
講
師
）
か
ら
学

習
者
へ
の
一
方
的
知
識
の
伝
授
で
は
な
く
、
多
様
な
ア
ク
テ
ィ
ピ

テ
ィ
を
通
し
て
、
学
習
者
が
経
験
か
ら
主
体
的
に
学
ぶ
こ
と
を
め

ざ
す
「
参
加
型
学
習
」
普
及
の
背
景
に
は
、
同
和
問
題
を
中
心
と

す
る
こ
れ
ま
で
の
教
育
・
啓
発
が
直
面
し
て
き
た
問
題
ｌ
内
容

や
形
式
の
画
一
化
・
重
複
に
よ
る
マ
ン
ネ
リ
化
、
あ
る
い
は
「
差

別
は
い
け
な
い
」
と
い
う
タ
テ
マ
エ
の
繰
り
返
し
に
よ
っ
て
、
学

習
者
の
「
ま
た
か
」
意
識
や
反
発
を
惹
起
し
て
き
た
こ
と
ｌ
を

乗
り
越
え
た
い
と
望
む
教
員
や
啓
発
担
当
者
の
思
い
が
あ
る
。
し

特
集

一
「
参
加
型
学
習
」
導
入
に
対
す
る
問
題
提
起

人
権
教
育
と
政
治
教
育

「
参
加
型
学
習
」
が
め
ざ
す
「
市
民
意
識
」
の
形
成
と
は

か
し
な
が
ら
一
方
で
、
単
に
「
楽
し
い
か
ら
」
と
い
う
安
易
な
動

機
が
、
「
参
加
型
学
習
」
の
マ
イ
ナ
ス
効
果
を
拡
散
し
て
い
る
こ
と

も
気
に
か
か
る
。
「
楽
し
い
か
ら
」
は
「
深
刻
な
問
題
を
避
け
て
通

り
た
い
」
と
い
う
意
識
の
裏
返
し
で
あ
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。

と
く
に
、
同
和
対
策
事
業
を
裏
付
け
て
き
た
一
連
の
『
特
別
措
置

法
』
が
期
限
を
迎
え
た
一
昨
年
か
ら
、
同
和
対
策
事
業
の
終
了
Ⅱ

同
和
教
育
や
啓
発
も
終
了
、
と
い
う
意
識
が
強
ま
り
、
同
和
問
題

を
直
接
取
り
上
げ
る
学
習
を
避
け
よ
う
と
す
る
傾
向
が
少
な
か
ら

ず
み
ら
れ
る
。
こ
れ
が
、
テ
ー
マ
は
と
も
か
く
「
参
加
型
学
習
」

形
式
で
講
座
を
や
り
さ
え
す
れ
ば
人
権
教
育
を
行
っ
た
こ
と
に
な

る
、
と
い
う
意
識
を
生
ん
で
お
り
、
「
参
加
型
学
習
」
が
差
別
や
抑

圧
の
現
実
に
直
接
関
わ
ら
ず
に
済
む
、
簡
便
な
学
習
方
法
と
し
て

利
用
さ
れ
る
と
い
う
、
本
末
転
倒
の
現
象
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
。

阿
久
澤
麻
理
子
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人権教育と政治教育３ 

問
題
は
、
曰
本
に
お
け
る
「
参
加
型
学
習
」
が
、
な
ぜ
こ
う
し

た
活
用
の
さ
れ
か
た
を
す
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
筆
者

は
、
「
参
加
型
学
習
」
が
あ
ま
り
に
も
方
法
論
に
偏
重
し
て
と
ら
え

ら
れ
、
そ
の
本
来
の
意
義
ｌ
民
主
主
義
の
価
値
と
ル
ー
ル
を
尊

重
し
つ
つ
社
会
に
参
加
し
、
そ
の
変
革
を
め
ざ
す
主
体
を
形
成
す

る
こ
と
ｌ
が
十
分
に
理
解
さ
れ
て
い
な
い
た
め
で
あ
る
と
と
ら

え
て
い
る
。
「
参
加
型
学
習
」
を
取
り
入
れ
た
イ
ギ
リ
ス
の
「
ワ
ー

ル
ド
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
」
が
、
政
治
教
育
か
ら
大
き
な
影
響
を
受

け
て
い
る
こ
と
は
、
日
本
に
お
い
て
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
。

「
ア
ク
テ
ィ
ピ
テ
ィ
を
行
っ
て
か
ら
、
参
加
者
の
発
一
一
一
一
口
が
増
え
た
」

「
体
を
動
か
す
こ
と
で
参
加
の
実
感
が
深
ま
る
」
と
い
っ
た
現
場

の
評
価
が
い
ぜ
ん
多
い
こ
と
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
る
よ
う
に
、
教

室
や
会
場
を
う
ま
く
は
こ
ぶ
た
め
の
方
法
論
と
し
て
「
参
加
型
学

習
」
が
評
価
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
社
会
参
加
・
社
会
変

革
を
め
ざ
そ
う
と
い
う
意
識
は
き
わ
め
て
弱
い
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
「
参
加
型
学
習
」
の
背
景
に
あ
る
社
会
参

加
・
社
会
変
革
の
理
念
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
イ
ギ
リ
ス
に

お
け
る
政
治
教
育
を
取
り
上
げ
、
「
参
加
型
学
習
」
や
人
権
教
育
と

の
関
連
を
探
り
た
い
。

イ
ギ
リ
ス
の
政
治
教
育
を
取
り
上
げ
る
ま
え
に
、
民
主
主
義
と

学
校
と
の
関
係
を
論
じ
、
今
曰
に
お
け
る
「
参
加
型
学
習
」
の
原

型
と
も
い
え
る
実
践
を
最
初
に
行
っ
た
人
物
の
一
人
と
し
て
、
ア

メ
リ
カ
の
ジ
ョ
ン
・
デ
ュ
ー
イ
（
’
八
五
九
～
一
九
五
三
に
注

目
し
た
い
。
都
市
化
が
進
み
産
業
構
造
が
急
速
に
変
化
し
つ
つ
あ

っ
た
一
九
世
紀
末
、
デ
ュ
ー
イ
は
学
校
が
果
た
す
べ
き
役
割
を
追

求
し
た
。
か
っ
て
の
子
ど
も
た
ち
は
、
地
域
社
会
の
人
間
関
係
や

家
庭
で
の
仕
事
の
手
伝
い
を
通
じ
て
（
生
活
の
現
場
で
あ
る
「
家

庭
」
と
「
労
働
」
の
場
は
、
工
業
化
以
前
の
時
代
に
は
一
致
し
て

い
た
）
、
自
分
と
社
会
と
の
関
係
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
た
が
、
社
会

の
急
速
な
変
化
に
よ
っ
て
、
家
庭
か
ら
職
場
が
切
り
離
さ
れ
、
人

び
と
が
工
場
労
働
者
と
し
て
働
く
よ
う
に
な
る
と
地
域
や
家
庭
に

従
来
あ
っ
た
教
育
的
機
能
は
急
速
に
失
わ
れ
て
い
っ
た
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
学
校
は
こ
う
し
た
社
会
変
化
を
受
容
し
よ

う
と
せ
ず
、
旧
来
通
り
知
識
や
技
術
の
一
方
的
伝
授
に
終
始
し
て

い
る
こ
と
を
デ
ュ
ー
イ
は
批
判
し
、
学
校
が
子
ど
も
と
現
実
の
社

会
を
つ
な
ぐ
場
と
な
る
こ
と
を
め
ざ
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た

彼
の
ア
イ
デ
ィ
ア
は
シ
カ
ゴ
大
学
付
属
小
学
校
「
ラ
ボ
ラ
ト
リ

ー
・
ス
ク
ー
ル
」
で
実
践
に
移
さ
れ
た
が
、
そ
の
一
つ
が
「
協
同

二
民
主
主
義
と
社
会
参
加
ｌ
ジ
ョ
ン
・
デ
ュ
ー

イ
の
教
育
実
践
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作
業
」
の
導
入
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
｜
般
社
会
に
お
い
て
大
人
が

仕
事
と
し
て
行
っ
て
い
る
こ
と
（
園
芸
、
料
理
、
織
物
、
製
本
、

印
刷
な
ど
）
を
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
取
り
入
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

子
ど
も
た
ち
は
手
作
業
と
試
行
錯
誤
を
体
験
す
る
こ
と
で
、
答
え

を
与
え
ら
れ
る
の
で
は
な
く
主
体
的
に
知
識
を
獲
得
し
、
競
争
で

は
な
く
協
力
的
な
人
間
関
係
の
あ
り
か
た
を
学
ん
だ
。
ま
た
、
「
仕

事
」
と
は
、
個
人
が
自
分
の
個
性
・
能
力
を
活
か
し
、
社
会
に
関

わ
る
場
で
も
あ
る
。
デ
ュ
ー
イ
が
学
校
に
「
仕
事
」
を
持
ち
込
ん

だ
の
は
、
子
ど
も
ら
が
自
分
と
社
会
の
関
わ
り
を
考
え
る
き
っ
か

け
を
創
出
す
る
た
め
で
も
あ
っ
た
。
こ
れ
が
お
そ
ら
く
、
「
参
加
型

学
習
」
と
よ
ば
れ
て
い
る
方
法
論
の
原
型
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
デ
ュ
ー
イ
の
実
践
は
、
人
権
教
育
と
の
関
わ
り
の
深

い
三
つ
の
主
な
領
域
に
影
響
を
与
え
た
と
筆
者
は
と
ら
え
て
い

る
。
一
つ
め
は
、
教
育
学
の
領
域
に
お
い
て
、
教
師
か
ら
学
習
者

へ
の
一
方
的
な
知
識
伝
授
の
ス
タ
イ
ル
を
強
固
に
維
持
し
て
き
た

学
校
教
育
を
、
学
習
者
中
心
、
経
験
中
心
へ
と
転
換
さ
せ
た
こ
と

で
あ
る
。
こ
う
し
た
教
育
観
は
、
Ｍ
・
モ
ン
テ
ッ
ソ
ー
リ
や
Ａ
ｏ

Ｓ
。
一
一
－
ル
ら
に
引
き
継
が
れ
た
。
第
二
に
、
フ
ァ
シ
リ
テ
イ
テ

ィ
ブ
な
人
間
関
係
と
学
習
者
の
主
体
性
を
重
視
す
る
理
念
は
、

Ｃ
・
ロ
ジ
ャ
ー
ス
を
経
て
、
グ
ル
ー
プ
・
ダ
イ
ナ
ミ
ク
ス
に
基
づ

く
人
間
関
係
ト
レ
ー
ー
ー
ン
グ
を
発
達
さ
せ
た
。
そ
し
て
第
三
が
、

政
治
教
育
や
社
会
運
動
の
領
域
で
あ
る
。
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
（
実

曰
本
に
お
い
て
は
、
「
参
加
型
学
習
」
を
導
入
し
た
カ
リ
キ
ュ
ラ

ム
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
イ
ギ
リ
ス
の
「
ワ
ー
ル
ド
・
ス
タ
デ
ィ

ー
ズ
」
も
、
こ
う
し
た
デ
ュ
ー
イ
の
教
育
理
論
に
深
く
根
ざ
す
も

の
で
あ
る
。
世
界
に
お
け
る
現
実
の
諸
問
題
を
知
識
と
し
て
学
ぶ

だ
け
で
な
く
、
解
決
を
め
ざ
す
主
体
の
形
成
に
力
点
を
置
い
た
カ

リ
キ
ュ
ラ
ム
の
開
発
を
め
ざ
し
て
、
「
ワ
ー
ル
ド
・
ス
タ
デ
ィ
ー

ズ
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
が
一
九
七
三
年
に
発
足
し
た
背
景
を
考
え

用
主
義
）
の
哲
学
者
で
あ
る
デ
ュ
ー
イ
に
と
っ
て
、
観
念
や
知
識

は
、
現
実
の
社
会
に
生
起
す
る
問
題
の
解
決
や
、
社
会
状
況
の
改

善
に
役
立
っ
て
こ
そ
、
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
学
ぶ
こ
と

で
社
会
に
関
わ
る
こ
と
を
促
そ
う
と
し
た
彼
の
教
育
理
念
は
、
非

常
に
ア
メ
リ
カ
的
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
多
様
な
バ
ッ
ク
グ
ラ

ウ
ン
ド
を
も
つ
人
び
と
を
「
ア
メ
リ
カ
市
民
」
と
な
し
、
そ
の
社

会
参
加
を
促
す
こ
と
で
の
み
、
ア
メ
リ
カ
社
会
が
成
立
し
え
た
か

（
１
）
 

ら
で
あ
る
。
デ
ュ
ー
イ
が
め
ざ
し
て
い
た
の
は
、
民
主
主
菫
我
社
会

の
担
い
手
と
し
て
の
、
市
民
意
識
を
育
む
こ
と
で
あ
っ
た
。

ワ
ー
ル
ド
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
に
お
け
る
「
行
動
主
義
」
と

プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム

一
一
一
人
権
教
育
の
「
土
台
」
と
し
て
の
政
治
教
育

ｌ
イ
ギ
リ
ス
を
例
に
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人権教育と政治教育５ 

た
い
。

そ
こ
で
ま
ず
、
ワ
ー
ル
ド
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
に
つ
な
が
る
戦
後

人
権
教
育
の
歴
史
を
振
り
返
り
た
い
。
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
欧

米
諸
国
に
と
っ
て
、
人
権
教
育
に
お
け
る
最
大
の
課
題
は
、
人
種

差
別
思
想
の
克
服
で
あ
っ
た
。
人
種
差
別
が
植
民
地
支
配
や
侵
略

を
正
当
化
し
、
第
二
次
世
界
大
戦
の
惨
禍
を
も
た
ら
し
た
こ
と
へ

の
反
省
か
ら
、
戦
後
の
国
連
、
な
か
で
も
ユ
ネ
ス
コ
は
人
種
差
別

の
不
当
性
を
訴
え
、
正
し
い
知
識
を
普
及
さ
せ
る
努
力
を
行
い
、

ま
た
国
際
理
解
の
必
要
性
を
訴
え
た
。
し
か
し
、
そ
の
知
識
中
心

で
理
想
主
義
的
な
取
り
組
み
に
対
し
て
は
、
一
九
六
○
年
を
契
機

に
、
批
判
の
声
が
あ
が
る
よ
う
に
な
る
。

批
判
は
、
長
く
欧
米
の
植
民
地
と
さ
れ
、
よ
う
や
く
独
立
を
実

現
し
た
第
三
世
界
諸
国
か
ら
の
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
欧
米
先

進
国
に
対
し
て
、
「
第
三
世
界
の
現
実
に
こ
そ
目
を
向
け
よ
」
と
主

張
し
た
。
人
種
差
別
に
よ
っ
て
侵
略
と
植
民
地
支
配
が
肯
定
さ
れ
、

そ
し
て
植
民
地
に
お
け
る
労
働
力
確
保
の
た
め
の
奴
隷
貿
易
が
数

百
年
間
に
も
わ
た
っ
て
行
わ
れ
て
き
た
結
果
、
第
三
世
界
は
社
会

的
・
経
済
的
発
展
に
多
く
の
問
題
を
抱
え
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な

現
実
を
無
視
し
て
、
反
人
種
差
別
や
国
際
理
解
は
語
れ
な
い
。
こ

う
し
た
問
題
提
起
を
受
け
て
、
欧
米
諸
国
は
第
三
世
界
の
諸
問
題

を
解
決
す
る
た
め
に
開
発
援
助
を
開
始
し
、
さ
ら
に
自
国
の
市
民

に
対
し
て
は
「
開
発
教
育
」
ｌ
第
三
世
界
の
諸
問
題
に
つ
い
て

さ
て
、
民
主
主
義
を
築
く
た
め
の
長
い
歴
史
の
あ
る
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
で
は
、
ど
こ
の
国
で
も
政
治
教
育
が
順
調
に
行
わ
れ
て
き
た
、

と
わ
れ
わ
れ
は
考
え
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
い

て
、
政
治
教
育
が
正
式
に
認
め
ら
れ
た
の
は
、
第
二
次
世
界
大
戦

後
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
伝
統
的
に
学
校
教
育
に

政
治
を
持
ち
込
む
べ
き
で
は
な
い
、
と
い
う
考
え
方
が
根
強
く
、

い
わ
ゆ
る
「
エ
リ
ー
ト
」
と
「
ア
ン
ダ
ー
ク
ラ
ス
」
へ
の
教
育
は

暗
黙
の
了
解
に
よ
っ
て
分
離
さ
れ
、
「
エ
リ
ー
ト
」
に
は
リ
ー
ダ
ー

の
教
育
ｌ
を
始
め
た
．
「
ワ
ー
ル
ド
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
」
も
、
こ

う
し
た
歴
史
的
経
緯
を
経
て
、
世
界
の
諸
問
題
を
学
ぶ
カ
リ
キ
ュ

ラ
ム
と
し
て
発
足
し
た
も
の
で
あ
る
。

被
差
別
・
被
抑
圧
の
当
事
者
か
ら
の
問
題
提
起
を
受
け
て
、
そ

の
「
現
実
」
に
目
を
む
け
る
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た
教
育
・
啓
発
の

経
緯
は
、
同
和
教
育
の
歴
史
と
も
共
通
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
筆

者
が
と
く
に
注
目
す
る
の
は
、
「
開
発
教
育
」
や
そ
れ
に
続
く
「
ワ

ー
ル
ド
。
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
」
が
、
あ
く
ま
で
問
題
解
決
の
た
め
に

行
動
す
る
主
体
の
形
成
を
め
ざ
し
、
そ
の
た
め
の
態
度
や
技
能
の

育
成
を
強
調
し
た
点
で
あ
る
。
こ
う
し
た
「
行
動
主
義
」
の
根
底

に
、
デ
ュ
ー
イ
の
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
と
そ
の
流
れ
を
く
む
政
治

教
育
の
影
響
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

政
治
教
育
に
対
す
る
伝
統
的
批
判
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と
し
て
の
資
質
を
養
う
一
方
、
「
ア
ン
ダ
ー
ク
ラ
ス
」
は
リ
ー
ダ
ー

に
追
従
す
る
よ
う
に
「
隠
れ
た
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
（
三
Ｑ
Ｑ
①
ロ
三
三
ｓ
‐

旨
三
）
」
が
機
能
し
て
い
た
。
ま
た
、
政
治
教
育
は
子
ど
も
に
は
難

し
す
ぎ
る
し
教
え
込
み
に
な
る
、
と
か
偏
向
し
て
い
る
（
政
治
教

育
を
要
求
す
る
の
は
、
社
会
主
義
者
で
あ
る
、
と
い
う
イ
メ
ー
ジ

が
根
強
く
存
在
し
た
）
と
い
っ
た
意
見
、
あ
る
い
は
学
校
は
確
立

さ
れ
た
知
識
だ
け
を
教
え
る
べ
き
で
、
政
治
的
論
争
の
テ
ー
マ
と

な
る
よ
う
な
こ
と
は
扱
う
べ
き
で
は
な
い
、
と
い
う
見
解
が
一
般

的
で
あ
っ
た
こ
と
に
加
え
て
、
政
治
教
育
に
よ
っ
て
民
族
主
義
が

強
ま
り
、
イ
ギ
リ
ス
社
会
が
分
裂
す
る
こ
と
へ
の
恐
れ
（
ウ
エ
ー

ル
ズ
へ
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
加
え
て
、
英
帝
国

支
配
下
の
国
ぐ
に
の
存
在
が
念
頭
に
あ
っ
た
）
も
政
治
教
育
を
回

避
す
る
要
因
と
な
っ
た
。

こ
う
し
た
政
治
教
育
に
対
す
る
マ
イ
ナ
ス
の
伝
統
が
転
換
し
た

の
も
、
第
二
次
世
界
大
戦
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
。
民
主
主
義
と
は

そ
の
社
会
の
構
成
員
が
自
ら
決
定
し
、
か
つ
、
そ
の
決
定
に
従
う

と
い
う
自
己
支
配
の
概
念
で
あ
り
、
市
民
は
政
治
権
力
の
主
体
で

あ
る
と
同
時
に
支
配
の
対
象
で
も
あ
る
と
い
う
、
一
種
の
パ
ラ
ド

（
２
）
 

ツ
ク
ス
を
内
在
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
構
成
員
た
る
市
民
が
決
定

に
参
加
す
る
こ
と
を
怠
れ
ば
、
一
方
的
に
支
配
を
受
け
る
だ
け
の
、

独
裁
的
政
治
と
な
ん
ら
変
わ
ら
な
い
。
ヒ
ト
ラ
ー
を
生
み
出
し
た

こ
と
へ
の
反
省
が
、
誰
も
が
政
治
に
対
す
る
判
断
力
を
持
ち
、
参

加
す
る
べ
き
で
あ
る
と
の
価
値
観
を
強
化
し
、
政
治
教
育
の
必
要

性
を
認
め
る
契
機
と
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
政
治
教
育
の
コ
ン
セ
プ
ト
を
具
体
的
化
し
た
の

が
、
バ
ー
ナ
ー
ド
・
ク
リ
ッ
ク
で
あ
る
。
ク
リ
ッ
ク
は
ご
》
Ｃ
へ
討
菖
ミ

ミ
エ
一
言
＆
（
一
九
六
一
一
）
を
著
し
、
政
治
と
は
政
府
や
政
治
家
な

ど
専
門
家
の
も
の
で
自
分
の
曰
常
生
活
に
は
関
係
な
い
、
と
い
う

政
治
観
を
人
び
と
が
乗
り
越
え
、
政
治
が
曰
常
的
な
ア
ク
テ
ィ
ピ

テ
ィ
と
な
り
プ
ロ
セ
ス
に
な
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
た
（
ア
ク
テ

ィ
ピ
テ
ィ
や
プ
ロ
セ
ス
と
い
う
用
語
が
、
政
治
的
行
動
と
の
関
わ

り
で
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
さ
れ
た
い
）
。
そ
の
た
め
に
は
、

政
治
の
主
体
と
な
る
べ
き
人
び
と
が
エ
ン
パ
ワ
ー
さ
れ
、
参
加
す

る
た
め
に
必
要
な
技
能
を
身
に
つ
け
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
し
た

技
能
の
一
つ
と
し
て
提
起
さ
れ
た
の
が
、
「
ポ
ワ
テ
ィ
カ
ル
・
リ
テ

ラ
シ
ー
（
で
。
］
量
Ｓ
三
（
の
ニ
ミ
）
」
で
あ
る
。
「
政
治
的
状
況
を
読
み

と
る
力
」
の
意
で
あ
る
が
、
ク
リ
ッ
ク
に
よ
る
と
、
そ
の
定
義
は

「
何
が
政
治
的
な
議
論
の
的
に
な
っ
て
い
る
の
か
理
解
し
て
お

り
、
そ
の
議
論
の
参
加
者
が
ど
の
よ
う
な
信
念
を
も
っ
て
い
る
の

か
も
認
識
し
て
お
り
、
議
論
の
参
加
者
が
他
の
人
び
と
に
ど
の
よ

う
な
影
響
を
与
え
る
の
か
も
理
解
し
て
お
り
、
他
者
の
誠
意
や
考

え
方
を
尊
重
す
る
と
同
時
に
、
効
果
的
な
方
法
で
な
に
か
を
試
み

（
３
）
 

よ
う
と
す
る
資
質
」
で
あ
る
、
と
さ
れ
る
。
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人権教育と政治教育７ 

北
政
治
教
育
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
化

二
九
七
四
～
七
七
）

イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
政
治
教
育
が
大
き
く
前
進
し
た
の
は
七
○

年
代
の
こ
と
で
あ
る
。
ク
リ
ッ
ク
の
「
ポ
リ
テ
ィ
カ
ル
・
リ
テ
ラ

シ
ー
」
を
中
心
コ
ン
セ
プ
ト
と
し
て
、
一
九
七
四
年
に
政
治
教
育

は
正
式
に
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
な
り
、
学
校
に
お
け
る

政
治
教
育
は
よ
う
や
く
市
民
権
を
得
る
に
至
っ
た
。
シ
ェ
フ
ィ
ー

ル
ド
を
は
じ
め
と
す
る
地
方
教
育
委
員
会
の
中
に
は
、
専
門
ア
ド

バ
イ
ザ
ー
を
設
置
し
た
り
、
学
校
・
教
員
む
け
に
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を

設
定
す
る
と
こ
ろ
も
あ
り
、
ま
た
ロ
ン
ド
ン
大
学
な
ど
は
政
治
教

育
専
門
の
研
究
者
を
置
き
、
ヨ
ー
ク
大
学
な
ど
で
は
教
員
む
け
に

政
治
教
育
の
コ
ー
ス
を
開
設
す
る
な
ど
の
広
が
り
が
見
ら
れ
た
。

ヨ
ー
ク
大
学
の
イ
ア
ン
・
リ
ス
タ
ー
は
、
こ
の
時
期
の
政
治
教

育
の
普
及
が
、
イ
ギ
リ
ス
の
学
校
教
育
に
お
け
る
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な

（
４
）
 

伝
統
を
以
下
の
よ
う
に
変
シ
え
た
と
評
価
し
て
い
る
。
第
一
に
、
政

治
の
概
念
を
幅
広
い
日
常
生
活
に
広
げ
た
こ
と
、
第
二
に
、
知
識

と
し
て
政
治
組
織
や
体
制
を
学
ぶ
の
で
は
な
く
、
現
実
に
生
起
す

る
問
題
や
議
論
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
よ
う
な
事
柄
を
学
習
内
容

と
し
て
取
り
上
げ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
、
第
三
に
、
こ
う
し
た

問
題
を
解
決
す
る
た
め
の
ス
キ
ル
や
行
動
が
強
調
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
こ
と
。
ま
た
第
四
に
、
問
題
解
決
は
力
関
係
の
所
産
で
あ

っ
て
は
な
ら
な
い
。
現
実
の
政
治
的
対
立
を
受
容
し
解
決
す
る
に

は
、
合
理
的
か
つ
寛
容
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
「
自
由
」

「
寛
容
」
「
公
正
」
「
真
実
と
理
性
の
尊
重
」
と
い
っ
た
「
手
続
き

的
価
値
（
ｂ
Ｈ
ｏ
Ｃ
①
Ｑ
三
二
巴
こ
の
）
」
が
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

ま
た
、
第
五
に
、
民
主
主
義
を
学
ぶ
の
で
あ
れ
ば
、
ク
ラ
ス
の
環

境
こ
そ
民
主
主
義
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
民
主
主
義
的
環
境

を
通
し
て
（
の
ｓ
Ｓ
は
。
ご
什
丁
「
ｏ
Ｅ
囚
ゴ
ロ
①
三
・
，
三
ｓ
）
学
ぶ
、
と
い

う
考
え
方
が
広
め
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
今
曰
の
人
権

教
育
の
概
念
と
も
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
政
治
教
育
の

ナ
シ
ョ
ナ
ル
プ
ロ
グ
ラ
ム
化
は
「
ワ
ー
ル
ド
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
・

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
の
発
足
と
も
時
期
的
に
重
な
っ
て
お
り
、
そ
の

理
念
や
方
法
論
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も

な
い
。

ワ
ー
ル
ド
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
も
、
世
界
に
生
起
す
る
具
体
的
な

諸
問
題
を
取
り
上
げ
、
そ
の
解
決
を
め
ざ
す
こ
と
を
基
本
に
、
カ

リ
キ
ュ
ラ
ム
が
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
社
会
で
議
論
の

対
象
と
な
っ
て
い
る
よ
う
な
事
柄
を
学
習
す
る
に
は
、
生
徒
自
身

の
内
面
的
な
価
値
観
の
形
成
が
重
要
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
生

徒
が
自
分
自
身
や
自
分
の
も
つ
価
値
観
を
知
り
、
こ
れ
を
分
析
・

表
現
で
き
る
よ
う
「
価
値
教
育
」
を
重
視
す
る
。
ま
た
、
個
人
の

内
面
に
働
き
か
け
る
教
育
と
同
時
に
、
問
題
を
生
み
出
し
て
い
る

社
会
構
造
を
把
握
・
理
解
す
る
た
め
の
知
識
ｌ
知
識
に
は
命
題

的
知
識
（
あ
る
事
柄
を
知
っ
て
い
る
こ
と
）
と
実
際
的
知
識
言
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う
す
る
べ
き
か
を
知
っ
て
い
る
こ
と
）
と
が
あ
る
が
、
後
者
の
発

達
が
重
視
さ
れ
る
ｌ
と
、
政
治
的
技
能
ｌ
地
域
国
家
、
国

際
的
な
レ
ベ
ル
で
の
意
志
決
定
に
影
響
を
与
え
る
能
力
ｌ
の
育

成
が
重
視
さ
れ
た
。
ま
た
、
こ
れ
ら
を
獲
得
す
る
た
め
の
手
法
と

し
て
、
体
験
的
ア
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ
が
開
発
ざ
れ
活
用
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
現
実
の
社
会
に
関
わ
り
問
題
解
決
を
志
向
す

る
政
治
教
育
の
理
念
が
、
ワ
ー
ル
ド
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
を
実
践
し

て
い
た
す
べ
て
の
教
師
に
よ
っ
て
、
十
分
に
理
解
さ
れ
て
い
た
わ

け
で
は
な
い
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
グ
グ
・
ハ
ー
ウ
ッ
ド
が
一
九

八
二
～
八
三
年
に
小
学
校
の
教
員
を
対
象
に
行
っ
た
調
査
結
果
に

よ
る
と
、
多
く
の
教
師
が
子
ど
も
に
と
っ
て
政
治
的
教
養
を
得
る

こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
重
要
で
は
な
い
と
考
え
て
お
り
、
政
治
教
育
に

関
連
す
る
ワ
ー
ル
ド
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
の
「
態
度
」
目
標
（
た
と

え
ば
、
民
主
主
義
の
原
則
と
手
続
き
を
学
び
、
よ
り
公
平
な
世
界

の
実
現
の
た
め
に
行
動
す
る
こ
と
）
は
、
「
ま
あ
ま
あ
重
要
」
だ
と

い
う
程
度
に
し
か
受
け
と
め
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ

た
。
ベ
ド
フ
ォ
ー
ド
高
等
教
育
カ
レ
ッ
ジ
の
ジ
ョ
ン
・
ハ
ッ
ク
ル

は
、
こ
う
し
た
状
況
を
憂
慮
し
、
以
下
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

「
も
っ
と
開
か
れ
た
教
室
の
中
で
体
験
的
な
授
業
を
通
し
て
子
ど

も
を
解
き
放
っ
て
や
り
た
い
と
願
い
な
が
ら
も
、
何
か
ら
何
に
向

か
っ
て
生
徒
を
解
き
放
と
う
と
し
て
い
る
の
か
気
づ
か
な
い
ま
ま

で
い
る
教
員
が
多
い
。
そ
う
し
た
教
員
の
つ
く
る
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

さ
て
、
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
後
、
と
く
に
七
○
年
代
後
半
か
ら
不

況
が
深
刻
化
し
始
め
、
い
わ
ゆ
る
「
一
一
ユ
ー
ラ
イ
ト
」
が
勃
興
し

始
め
た
頃
と
時
を
重
ね
て
、
平
和
教
育
を
は
じ
め
、
政
治
教
育
や

ワ
ー
ル
ド
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
に
対
す
る
批
判
の
声
が
高
ま
り
、
こ

う
し
た
教
育
は
「
苦
難
と
停
滞
」
の
時
期
を
迎
え
る
こ
と
と
な
る
。

不
況
に
よ
る
福
祉
国
家
の
行
き
詰
ま
り
が
市
場
経
済
優
先
主
義

を
生
み
、
教
育
に
お
け
る
行
政
的
権
限
が
後
退
す
る
と
、
ワ
ー
ル

ド
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
に
対
す
る
教
育
省
予
算
も
一
九
七
九
年
に
打

ち
切
ら
れ
た
。
ま
た
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
強
ま
り
と
と
も
に
「
平

和
教
育
を
含
む
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
は
悪
い
学
校
の
印
」
ｅ
・
少
己
の
Ｈ
，

の
。
Ｐ
］
や
己
）
と
か
、
「
ワ
ー
ル
ド
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
は
第
三
世
界
主

義
者
の
偏
向
教
育
で
あ
る
」
（
用
．
⑩
Ｃ
三
斤
。
ご
』
①
詔
）
と
い
っ
た
批

は
政
治
的
な
事
柄
に
拠
る
よ
り
も
心
理
学
的
な
基
盤
に
基
づ
い
て

い
て
、
そ
の
結
果
、
現
実
の
世
界
で
抑
圧
を
引
き
起
こ
し
自
由
を

妨
げ
て
い
る
社
会
構
造
に
は
ほ
と
ん
ど
注
意
を
払
わ
な
い
よ
う
な

（
５
）
 

学
習
活
動
を
教
室
で
繰
り
広
げ
る
こ
と
に
な
る
」

曰
本
に
お
け
る
「
参
加
型
学
習
」
導
入
を
め
ぐ
る
問
題
を
考
え

る
上
で
も
、
示
唆
に
富
む
指
摘
で
あ
る
。

不
況
と
バ
ッ
ク
ラ
ッ
シ
ュ
ー
「
苦
難
と
停
滞
」
の
時
期

（
七
○
年
代
後
半
～
八
○
年
代
）
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人権教育と政治教育９ 

判
が
相
次
い
だ
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
右
派
か
ら
の
批
判
だ
け
が
停
滞
の

要
因
で
は
な
く
、
こ
れ
ら
に
十
分
に
反
論
し
え
な
い
弱
さ
が
ワ
ー

ル
ド
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
に
あ
っ
た
こ
と
も
認
め
ね
ば
な
る
ま
い
。

先
の
ハ
ッ
ク
ル
の
指
摘
と
も
重
な
る
が
、
リ
ス
タ
ー
は
、
政
治
的

リ
ア
リ
ズ
ム
を
欠
き
、
学
習
プ
ロ
セ
ス
ば
か
り
が
重
視
さ
れ
て
内

容
が
空
疎
化
し
た
七
○
年
代
の
新
し
い
教
育
運
動
を
、
「
目
的
ば
か

り
が
壮
大
で
、
中
身
が
貧
弱
」
と
批
判
し
た
。
あ
ま
り
に
も
大
き

な
理
想
を
掲
げ
、
自
己
評
価
や
批
判
の
手
段
を
持
た
な
か
っ
た
こ

と
も
問
題
で
あ
っ
た
。
リ
ス
タ
ー
は
ま
た
、
プ
ロ
セ
ス
重
視
の
方

法
論
は
重
要
だ
が
、
ア
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ
は
使
わ
れ
す
ぎ
で
、
人
を

操
作
す
る
よ
う
な
（
三
四
已
皀
｝
且
『
①
）
傾
向
す
ら
生
じ
た
と
述
べ

て
お
り
、
そ
の
批
判
は
手
厳
し
い
。

こ
う
し
た
停
滞
の
時
期
を
経
験
し
た
も
の
の
、
八
○
年
代
イ
ギ

リ
ス
に
お
い
て
は
、
開
発
、
多
文
化
、
人
権
、
環
境
な
ど
の
諸
領

域
に
お
け
る
教
育
運
動
が
再
び
活
発
化
し
た
。
ま
た
、
こ
れ
ら
を

包
括
す
る
概
念
と
し
て
、
ワ
ー
ル
ド
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
に
か
わ
っ

て
、
よ
り
普
遍
的
な
用
語
と
し
て
「
グ
ロ
ー
バ
ル
・
エ
デ
ュ
ヶ
ー

シ
ョ
ン
」
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
世
界
の
現
実
の
問
題

を
取
り
上
げ
、
「
参
加
型
」
の
方
法
論
を
重
視
す
る
基
本
理
念
は
共

通
し
て
い
る
。
な
お
、
ヒ
ッ
ク
ス
や
り
ス
タ
ー
ら
が
、
こ
れ
ら
八

○
年
代
の
教
育
運
動
を
基
本
的
に
評
価
し
な
が
ら
も
、
ワ
ー
ル

こ
の
よ
う
に
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
「
参
加
型
学
習
」
は
、
プ
ラ

グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
思
想
を
基
盤
と
し
、
政
治
教
育
と
深
く
関
わ
り

な
が
ら
発
展
し
て
き
た
。
一
方
、
曰
本
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ま
で

の
教
育
・
啓
発
を
転
換
す
る
こ
と
へ
の
期
待
ば
か
り
が
先
行
し
、

社
会
参
加
、
社
会
変
革
の
方
法
論
と
し
て
理
解
が
な
さ
れ
て
い
な

い
。
も
ち
ろ
ん
、
学
習
プ
ロ
セ
ス
を
重
視
す
る
ア
ク
テ
ィ
ピ
テ
ィ

は
、
こ
れ
ま
で
「
差
別
は
い
け
な
い
」
と
繰
り
返
し
続
け
て
き
た

教
育
・
啓
発
に
と
っ
て
は
大
き
な
転
換
で
あ
り
、
魅
力
で
も
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
プ
ロ
セ
ス
が
現
実
の
社
会
に
お
け
る

行
動
に
結
び
つ
か
な
け
れ
ば
、
「
参
加
型
学
習
」
は
た
だ
の
ゲ
ー
ム

Ｆ
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
に
対
す
る
も
の
と
同
様
の
問
題
提
起
を
続
け

て
い
る
こ
と
を
つ
け
加
え
て
お
き
た
い
。

ま
た
、
さ
ら
に
九
○
年
代
に
入
る
と
イ
ギ
リ
ス
で
は
「
シ
テ
ィ

ズ
ン
シ
ッ
プ
・
エ
デ
ュ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
の
用
語
が
頻
繁
に
使
用
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
注
意
を
ひ
く
。
Ｅ
Ｕ
統
合
に
む
け
て
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
通
の
市
民
意
識
を
高
め
よ
う
と
の
意
図
も
あ
ろ
う

が
、
人
や
地
域
の
地
球
規
模
で
の
相
互
連
関
が
い
っ
そ
う
強
ま
る

今
日
、
地
球
規
模
で
の
社
会
参
加
と
変
革
を
め
ざ
す
市
民
意
識
の

形
成
が
重
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
あ
ら
わ
れ
と
い
え
よ
う
。

四
ふ
た
た
び
、
日
本
に
お
け
る
人
権
教
育
・
啓
発

に
つ
い
て
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1０ 

や
非
現
実
的
な
疑
似
体
験
と
な
り
、
批
判
に
耐
え
う
る
力
を
持
た

な
い
ま
ま
、
早
晩
す
た
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

政
治
教
育
の
基
盤
を
も
つ
イ
ギ
リ
ス
で
す
ら
、
新
し
い
教
育
運

動
が
「
現
実
離
れ
」
を
起
こ
す
こ
と
を
憂
慮
し
、
社
会
の
現
実
に

立
ち
返
ろ
う
と
す
る
声
が
繰
り
返
し
上
が
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
市

民
が
社
会
参
加
を
怠
れ
ば
、
民
主
主
義
が
後
退
す
る
こ
と
へ
の
危

倶
と
も
い
え
よ
う
。
ま
た
、
リ
ス
タ
ー
は
こ
う
し
た
傾
向
を
乗
り

越
え
る
た
め
に
、
具
体
的
な
問
題
の
解
決
を
め
ざ
し
て
「
限
ら
れ

た
こ
と
で
あ
っ
て
も
、
実
行
可
能
な
こ
と
に
着
手
す
る
」
よ
う
提

案
し
て
い
る
。
曰
本
の
教
育
・
啓
発
に
と
っ
て
も
、
重
要
な
提
起

と
し
て
受
け
と
め
た
い
。

私
た
ち
が
今
、
「
参
加
型
学
習
」
の
導
入
に
よ
っ
て
問
わ
れ
て
い

る
の
は
、
民
主
主
義
や
社
会
参
加
と
い
う
理
念
が
人
権
と
不
可
分

で
あ
る
こ
と
を
理
解
し
、
こ
れ
を
私
た
ち
自
身
の
中
に
定
着
さ
せ

ら
れ
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
参
加
型
学
習
」
を
通
し
て
、

誰
も
が
、
自
分
が
ど
の
よ
う
な
市
民
に
な
る
こ
と
を
め
ざ
す
の
か
、

今
一
度
、
自
問
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

､ 

王

ｏ
Ｃ
〃
●

（
１
）
デ
ュ
ー
‐
イ
は
民
主
主
義
に
基
づ
く
市
民
参
加
を
論
じ
る
一
一
、
（
」
い
、
多

様
な
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
存
在
に
対
し
て
は
あ
ま
り
に
楽
観
的
で
あ

っ
た
こ
と
を
つ
け
加
え
て
お
き
た
い
。
彼
は
人
種
、
宗
教
、
文
化
習

慣
の
ち
が
い
は
容
易
に
混
合
し
、
新
し
い
文
化
が
で
き
る
と
考
え

て
い
た
。

（
２
）
曰
下
喜
一
『
現
代
民
主
主
義
論
』
勁
草
書
房
、
一
九
九
四
年
、
九
頁
。

（
３
）
国
・
ロ
】
０
斤
口
己
シ
・
弓
。
［
（
①
Ｒ
》
エ
（
ミ
ミ
（
回
（
ミ
ロ
ミ
ミ
ミ
旦
帛
ミ
ミ
，

ｓ
（
ト
言
言
（
票
Ｆ
・
□
ぬ
ヨ
ロ
Ｐ
ご
易
。

な
お
、
ク
リ
ッ
ク
の
「
ポ
リ
テ
ィ
カ
ル
・
リ
テ
ラ
シ
ー
」
は
、
同
時

期
、
第
三
世
界
の
識
字
教
育
に
取
り
組
み
、
『
被
抑
圧
者
の
教
育
学
」

を
著
わ
し
た
パ
ウ
ロ
・
フ
レ
イ
レ
の
「
意
識
化
（
６
．
口
の
Ｑ
の
呂
己
‐

は
。
ご
）
」
の
コ
ン
セ
プ
ト
と
も
共
通
す
る
。
ク
リ
ッ
ク
も
フ
レ
イ
レ

も
、
と
も
に
学
習
者
の
エ
ン
パ
ワ
ー
と
行
動
を
重
視
し
た
こ
と
が

注
目
さ
れ
る
。

（
４
百
口
の
【
の
Ｈ
》
出
目
三
三
記
崎
奇
冒
聾
（
宮
⑯
ご
ぺ
、
〕
（
ミ
ミ
一
回
ヘ
ミ
ミ
「

試
○
苫
》
勺
四
℃
の
Ｒ
ｂ
【
の
ｍ
の
貝
の
Ｑ
Ｓ
＆
の
０
。
ご
｛
の
【
の
ご
Ｃ
の
○
帛
呂
の
国
］
の
（
○
二

日
の
口
○
丘
の
Ｈ
）
の
少
の
ｍ
ｏ
Ｑ
ｍ
口
。
ご
○
［
し
ロ
の
（
＆
］
団
》
岳
①
の
○
口
口
｝
同
Ｑ
ｐ
Ｓ
‐

は
○
口
シ
の
の
。
□
臼
】
。
ご
○
｛
シ
ロ
の
庁
ご
］
旨
）
〔
ロ
の
⑦
の
○
ぬ
ご
ロ
ロ
已
曰
の
ロ
Ｃ
ロ
の
［
）

の
少
の
ｍ
ｏ
Ｑ
ｐ
は
○
口
。
｛
の
ｏ
ｐ
ｓ
シ
ロ
の
（
三
］
臼
》
ご
シ
ロ
の
］
ｍ
Ｑ
の
》
］
ロ
ー
曰

桿
①
函
①
。

（
５
）
ジ
ョ
ン
・
ハ
ッ
ク
ル
「
政
治
教
育
か
ら
学
ぶ
こ
と
－
、
Ｄ
・
ヒ
ッ
ク

ジ
ョ
ン
・
ハ
ッ
ク
ル
「
政
治
教
育
か
ら
学
ぶ
こ
と
」
、
Ｄ
・
ヒ
ッ
ク

ス
、
Ｍ
・
ス
タ
イ
ナ
ー
編
『
地
球
市
民
教
育
の
す
す
め
か
た
ワ
ー

ル
ド
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
・
ワ
ー
ク
ブ
ッ
ク
員
明
石
書
店
、
一
九
九

七
年
、
四
一
一
一
頁
。
（
原
題
髻
罠
曰
㈹
○
｝
・
富
］
Ｏ
○
三
の
＆
・
屋
少

二
・
三
の
ご
Ｑ
】
の
の
。
「
・
ニ
ワ
○
・
斤
』
①
毛
）
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１１人権教育と政治教育

JDeweyの教官理強

1984ﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰｽｸｰﾙ 

ｒ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣.￣￣、

I人間関係ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ,ｻｲｺｾﾗﾋﾟｰＩ

ＩＣＲｏｇｅ盾
に＿－．.＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿－－－－ノ

ｒ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣.｡￣￣へｉ

Ｉ新教育運動と学校改革Ｉ

ＬＷＹｌ竺醐三JＷｊ
プラグマティズムと民主主義
政治教育

￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣-----￣---へｉ

アメリカ

市民の結束のための政治教育’

－－－－－－______----------_」

l916Dewey『民主主義と教育』

イギリス

政治教育の不在→２極化

Leadership＆FoI1owe后hip 戦1914第一次世界

平和の維持を希求

１９ｌ９ｳﾞｪﾙｻｲﾕ条約

政治教育を求める声

社会主義の立場からのマイナーな声

1942Ｍ.Ｃｏｌｅ,EdUcal1OnmrDemoclaCy 

1920国際連盟の莞 足

第二次大戦を契機に
１９４５第二次大鬮 結，国連発足

ｌ９４６ユネスコ発足

１９４８「世界人権宣言」

ｌ９４９ヨーロッパ評議会

第三世界からの問題提起を受けて

１９６０植民地諸国の一斉独立

「第三世界の現実に目を」

→開発援助／開発教育

1944～７１Seconda『yEducatioMbrAIl
「すぺての人に中等教育を」

Ｐ、フレイレ

『被抑圧者の教育学』

オイルショックから不況の時代へ

１９７３第４次中東戦争とｵｲﾙｼｮｯｸ

第三世界：資源の｢自己決定権｣主張

先進国：世界の相互依存関係の認識

JｈＬ 

口|￣
1974ユネス。国際教育勧告

1976国運人権規約

「発展の権利宣言」

→「第三世代の人権」

政治教育の公的承認と多くの成果
１９７８ヨーロッパ評議会による

不況と失業者の増加「人権教育政策宣言」
若者の暴力，外国人排斥行為の社会問題化

I1977LeamjngjbrChange出版１

１（ﾜｰﾙﾄﾞ･ｽﾀﾃﾞｨｰｽﾞのﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ）｜

ﾄﾆﾆﾆﾆﾆﾆﾆｴﾆﾆﾆﾆﾆﾆﾆ〈
11979ﾜｰﾙﾄﾞ･ｽﾀﾃﾞｲｰｽﾞに対するＩ

Ｉ政府予算打ち切り

>二二二二二二正二二二二二二二三、
11980ﾜｰﾙﾄﾞ･ｽﾀﾃﾞｲｰｽﾞ8-13プロジェクトＩ

1985同上「人権教育勧告」

L-------------------------」１９８２WorldStudiesTeachcrTrainingCentI℃開設（ヨーク大学）
のちに改称CentrefbrGIobalEducation

1988教育改革法

デューイによる教育理論の影響

80年代の新しい教育へ

平和,開発,多文化,人権,環境．.

↓ 
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