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一
　
は
じ
め
に

グ
ロ
ー
バ
ル
化
社
会
と
い
う
言
葉
が
定
着
し
て
久
し
い
昨
今
、
世
界
史

を
学
ぶ
こ
と
は
必
然
で
あ
る
と
思
え
る
の
だ
が
、
生
徒
た
ち
は
往
々
に
し

て
世
界
史
が
嫌
い
で
あ
り
、
入
試
に
あ
る
の
で
仕
方
な
く
学
ん
で
い
る
、

あ
る
い
は
入
試
に
使
用
す
る
の
は
早
々
と
諦
め
、
定
期
試
験
だ
け
の
つ
き

あ
い
に
と
ど
め
て
、
い
ず
れ
に
せ
よ
心
の
な
か
で
は
完
全
に
決
別
に
い
た

っ
て
い
る
。
こ
れ
が
世
界
史
と
い
う
科
目
を
と
り
ま
く
状
況
で
あ
る
。
世

界
史
は
な
ぜ
こ
ん
な
に
も
嫌
わ
れ
敬
遠
さ
れ
る
の
か
。

「
覚
え
る
の
が
大
変
だ
か
ら
」
生
徒
は
口
々
に
そ
う
い
う
。「
世
界
史
は

暗
記
科
目
で
あ
る
」
と
の
偏
見
は
、
生
徒
た
ち
の
あ
い
だ
で
は
す
っ
か
り

定
着
し
た
意
識
で
あ
る
よ
う
だ
。
世
の
な
か
の
世
界
史
教
員
は
躍
起
に
な

っ
て
そ
の
誤
解
を
解
こ
う
と
奮
闘
努
力
し
て
き
た
。
そ
の
蟷
螂
の
斧
の
行

方
は
、
先
人
た
ち
の
数
々
の
実
践
報
告
に
詳
し
い
。
し
か
し
、
大
多
数
の

教
師
は
大
学
入
試
と
い
う
壁
の
前
に
妥
協
せ
ざ
る
を
得
な
い
現
実
に
打
ち

の
め
さ
れ
、
内
心
忸
怩
た
る
思
い
を
抱
え
て
授
業
に
臨
ん
で
き
た
に
違
い

な
い
。
大
学
入
試
を
目
標
と
す
れ
ば
、
そ
れ
相
応
の
知
識
が
必
要
と
さ
れ
、

当
然
暗
記
す
べ
き
事
項
も
多
い
が
、
本
来
、
入
試
に
対
応
す
る
た
め
の
学

力
は
暗
記
だ
け
で
賄
え
る
も
の
で
は
な
く
、
自
分
の
知
識
を
も
と
に
年

代
・
地
域
を
こ
え
て
広
角
的
に
と
ら
え
る
力
、
い
わ
ば
考
え
る
力
が
必
要

と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
国
公
立
二
次
試
験
以
外
は
、
あ
る
程
度

の
暗
記
で
対
応
で
き
て
し
ま
う
と
い
う
現
状
が
あ
り
、
お
の
ず
か
ら
、
高

校
の
授
業
も
そ
れ
に
対
応
す
る
た
め
の
内
容
に
陥
り
が
ち
で
あ
る
。
そ
の

結
果
、
冒
頭
の
生
徒
た
ち
の
言
葉
に
つ
な
が
る
の
で
あ
る
。

大
学
進
学
を
目
指
す
進
学
校
の
教
師
た
ち
は
、「
世
界
史
は
暗
記
科
目

で
は
な
い
」
と
の
思
い
を
秘
め
、
理
想
と
現
実
の
せ
め
ぎ
あ
い
の
な
か
、
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授
業
作
り
に
苦
心
し
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
い
よ
い
よ
と
い
う

べ
き
か
、
や
っ
と
と
い
う
べ
き
か
、
文
科
省
も
改
革
に
動
き
出
し
た
。
次

期
学
習
指
導
要
領
と
高
大
接
続
改
革
い
わ
ゆ
る
入
試
改
革
が
ど
れ
だ
け
有

効
に
実
行
で
き
る
の
か
、
ま
だ
実
態
と
し
て
把
握
で
き
な
い
の
で
何
と
も

い
え
な
い
が
、
制
度
上
は
劇
的
変
化
を
遂
げ
よ
う
と
し
て
い
る
ら
し
い
。

と
く
に
地
歴
公
民
科
は
、
科
目
が
全
面
改
訂
と
な
り
、
日
本
史
と
世
界
史

を
融
合
さ
せ
近
現
代
史
を
学
ぶ
「
歴
史
総
合
」
と
、
現
代
の
地
理
的
課
題

を
あ
つ
か
う
「
地
理
総
合
」
が
必
修
と
な
り
、
現
行
歴
史
B
科
目
は
単
位

数
が
減
少
し
て
探
求
科
目
と
な
る
。
ま
た
、
現
代
社
会
が
廃
止
と
な
り
、

「
公
共
」
が
新
設
必
修
科
目
と
な
る
。

次
期
学
習
指
導
要
領
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
「
何
を
教
え
る
か
」
と
い
う

教
師
側
視
点
か
ら
の
考
え
方
か
ら
、
生
徒
が
「
何
が
で
き
る
よ
う
に
な
る

か
」
と
い
う
生
徒
側
視
点
に
も
と
づ
い
て
、「
何
を
学
ぶ
か
」
と
い
う
観

点
で
指
導
内
容
を
検
討
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
も
の
に
な
る
と
考
え
ら

れ
る
。
つ
ま
り
、
学
び
の
質
が
問
わ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
授
業
の
さ
ら
な

る
創
意
工
夫
が
必
要
と
さ
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
。
こ
れ
こ
そ
が
、
地
歴
公
民

科
教
員
が
長
年
思
い
悩
ん
で
い
た
問
題
の
解
決
に
つ
な
が
る
の
で
は
な
い

か
。
ま
た
、
授
業
の
質
を
向
上
さ
せ
よ
う
と
し
て
も
そ
の
出
口
で
あ
る
大

学
入
試
問
題
が
暗
記
を
前
提
と
し
た
も
の
で
あ
る
以
上
ど
う
に
も
な
ら
な

い
、
そ
う
嘆
く
地
歴
公
民
科
教
員
の
最
大
の
ジ
レ
ン
マ
で
あ
っ
た
大
学
入

試
自
体
も
新
た
な
改
革
に
よ
り
大
き
な
変
化
を
遂
げ
て
い
く
と
考
え
ら
れ

る
。
学
力
の
三
要
素
に
つ
い
て
、
多
面
的
・
総
合
的
に
評
価
す
る
入
試
に

転
換
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
よ
う
や
く
「
暗
記
の
呪
縛
」
か
ら
逃
れ
ら
れ

る
日
々
が
来
る
の
だ
、
と
信
じ
た
い
。

さ
て
、
私
の
授
業
改
革
は
、
文
科
省
の
改
革
と
は
関
係
な
く
個
人
的
な

思
い
か
ら
は
じ
ま
っ
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
期
せ
ず
し
て
そ
の
ベ
ク
ト
ル

の
方
向
性
は
同
じ
も
の
で
あ
っ
た
。
正
確
に
は
、
深
い
学
び
の
た
め
の
試

行
錯
誤
の
日
々
の
報
告
と
い
う
べ
き
で
あ
る
の
だ
が
、
い
ま
だ
完
成
に
は

い
た
ら
ず
、
系
統
立
っ
て
い
な
い
内
容
で
あ
る
こ
と
は
ご
容
赦
願
い
た
い
。

こ
の
思
い
を
共
有
で
き
れ
ば
と
の
思
い
か
ら
、
ま
た
自
分
自
身
の
取
り
組

み
に
も
、
よ
り
教
唆
を
与
え
る
こ
と
を
期
待
し
て
本
稿
を
記
す
も
の
で
あ

る
。

二
　
暗
記
か
ら
の
脱
却

─
定
時
制
高
校
で
の
取
り
組
み

現
在
の
勤
務
校
に
お
い
て
、
世
界
史
A
の
授
業
は
、
所
謂
ア
ク
テ
ィ
ブ

ラ
ー
ニ
ン
グ
型
と
い
わ
れ
る
授
業
形
式
を
と
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
前
任

校
の
定
時
制
高
校
で
の
実
践
を
も
と
に
し
て
い
る
。
ア
ク
テ
ィ
ブ
云
々
の

形
式
が
重
要
で
は
な
く
、
そ
の
本
質
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
、
前
任
校
で

の
取
り
組
み
を
紹
介
す
る
こ
と
で
再
確
認
し
た
い
。

定
時
制
高
校
に
は
経
済
的
な
理
由
で
入
学
し
て
く
る
生
徒
が
多
い
が
、

勉
強
が
得
意
な
生
徒
は
い
な
い
。
授
業
を
受
け
る
態
勢
と
は
何
か
が
わ
か

っ
て
い
な
い
生
徒
も
多
か
っ
た
。
授
業
は
、
廊
下
で
寝
そ
べ
っ
て
い
る
生
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徒
を
ま
ず
は
教
室
に
入
れ
、
椅
子
に
座
ら
せ
机
に
向
か
わ
せ
る
こ
と
か
ら

は
じ
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
授
業
を
は
じ
め
る
と
、
勝
手
に

席
を
離
れ
る
、
仲
間
と
話
し
出
す
、
携
帯
を
取
り
出
す
、
教
室
を
出
る
、

抵
抗
す
る
気
力
が
な
い
者
は
寝
る
、
と
い
う
事
態
が
待
っ
て
い
た
。
荒
い

息
を
吐
き
な
が
ら
全
身
全
霊
を
か
け
て
学
ぶ
意
義
を
説
く
私
に
「
そ
ん
な

こ
と
覚
え
て
何
の
役
に
た
つ
の
」「
そ
も
そ
も
覚
え
ら
れ
ね
え
し
」
と
い

う
彼
ら
の
声
。
授
業
は
何
の
た
め
に
や
る
の
か
、
彼
ら
に
必
要
な
こ
と
と

は
何
か
、
そ
も
そ
も
ノ
ー
ト
は
何
の
た
め
に
と
る
の
か
等
々
、
再
考
す
べ

き
こ
と
は
多
々
あ
っ
た
。

そ
こ
で
、
到
達
し
た
の
が
次
の
よ
う
な
授
業
改
善
策
で
あ
る
。
そ
も
そ

も
何
の
た
め
に
本
校
に
入
学
し
た
の
か
、
こ
れ
か
ら
ど
う
し
た
い
の
か
、

自
分
の
目
的
意
識
を
き
ち
ん
と
持
た
せ
る
こ
と
な
し
に
、
教
科
指
導
は
成

り
立
た
な
い
。
中
学
時
代
、
問
題
行
動
や
不
登
校
、
怠
学
等
で
ほ
と
ん
ど

授
業
に
参
加
し
て
い
な
い
、
も
し
く
は
授
業
に
参
加
し
て
も
ま
っ
た
く
つ

い
て
い
け
な
か
っ
た
生
徒
た
ち
に
、
た
だ
「
勉
強
し
ろ
」
と
い
う
念
仏
を

唱
え
て
も
意
味
は
な
さ
な
い
。
学
習
す
る
意
味
を
実
感
さ
せ
、
み
ず
か
ら

取
り
組
む
意
識
が
生
ま
れ
な
い
限
り
は
、
ど
ん
な
方
策
を
と
っ
て
も
効
果

は
見
込
め
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
、
彼
ら
に
こ
の
定
時
制
に
入
学
し
て
き
た
意
味
を
問
い
か
け
、

卒
業
後
も
含
め
て
、
自
分
の
今
後
の
姿
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
、
定
時
制
に
入

学
し
た
こ
と
は
千
載
一
遇
の
チ
ャ
ン
ス
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
先
輩
、

卒
業
生
の
具
体
例
を
あ
げ
、
今
後
の
人
生
は
、
自
分
次
第
で
ど
う
に
で
も

変
わ
る
こ
と
を
熱
く
語
り
、
そ
の
た
め
に
は
授
業
に
出
る
こ
と
、
学
校
に

登
校
す
る
こ
と
が
大
前
提
で
あ
る
こ
と
を
実
感
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

だ
か
ら
こ
そ
、
教
師
は
、「
学
校
に
来
て
よ
か
っ
た
、
授
業
に
出
て
よ

か
っ
た
」
と
思
わ
せ
る
授
業
を
お
こ
な
う
義
務
が
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
学

校
や
教
師
を
敵
対
視
す
る
彼
ら
を
そ
う
導
い
た
の
は
、
学
校
と
教
師
に
ほ

か
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
彼
ら
の
人
生
を
や
り
直
さ
せ
、
社
会
で
横
道
外
れ

ず
真
っ
す
ぐ
生
き
る
人
間
に
育
て
る
こ
と
は
我
々
教
師
の
責
務
で
あ
る
。

そ
の
た
め
に
、
授
業
の
は
た
す
役
割
は
は
て
し
な
く
重
い
。
こ
う
し
て
定

時
制
高
校
で
学
ぶ
意
義
を
ま
ず
理
解
さ
せ
た
後
、
次
に
世
界
史
を
学
ぶ
意

義
、
目
的
は
何
で
あ
る
か
を
考
え
さ
せ
る
。

学
習
指
導
要
領
に
は
、「
我
が
国
及
び
世
界
の
形
成
の
歴
史
過
程
と
生

活
・
文
化
の
地
域
的
特
色
に
つ
い
て
の
理
解
と
認
識
を
深
め
、
国
際
社
会

に
主
体
的
に
生
き
平
和
で
民
主
的
な
国
家
・
社
会
を
形
成
す
る
日
本
国
民

と
し
て
必
要
な
自
覚
と
資
質
を
養
う
」
と
あ
る
。
そ
の
と
お
り
で
あ
る
が
、

定
時
制
に
お
い
て
実
際
に
実
施
す
る
に
あ
た
り
、
こ
の
大
上
段
に
構
え
た

目
標
を
身
の
丈
に
あ
っ
た
も
の
に
変
換
す
る
と
、「
歴
史
や
文
化
を
学
ぶ

こ
と
を
通
じ
て
、
自
分
の
人
生
を
問
い
直
し
、
他
者
へ
の
理
解
を
深
め
る

こ
と
で
、
社
会
人
と
し
て
の
自
覚
と
責
任
を
培
い
、
自
分
の
未
来
を
拓
い

て
い
く
」
と
な
ろ
う
か
。
そ
う
す
る
た
め
に
、
世
界
史
（
地
歴
公
民
）
授

業
は
ど
う
あ
れ
ば
い
い
の
か
。
卒
業
後
、
社
会
人
と
し
て
生
き
て
い
く
に
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あ
た
り
、
何
が
必
要
な
の
か
。
逆
に
今
、
何
が
足
り
な
い
の
か
。
足
り
な

い
も
の
は
、
知
識
や
常
識
、
礼
儀
や
マ
ナ
ー
、
根
気
、
や
る
気
等
、
枚
挙

に
い
と
ま
が
な
い
が
、
も
っ
と
も
必
要
な
も
の
は
、
知
識
や
常
識
で
は
な

く
、
希
望
で
あ
る
。
希
望
を
与
え
、
そ
の
希
望
を
育
て
さ
せ
る
こ
と
、
そ

れ
が
授
業
の
目
的
で
も
あ
る
。
定
時
制
の
生
徒
た
ち
は
、
そ
の
息
巻
い
た

態
度
と
は
裏
腹
に
強
い
自
己
否
定
感
を
持
っ
て
い
る
傾
向
が
強
い
。
そ
の

自
己
否
定
感
は
、
彼
ら
の
歩
ん
で
き
た
過
去
の
日
々
に
積
み
重
ね
ら
れ
て

き
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
叱
責
さ
れ
続
け
、
反
発
し
た
あ
げ
く
放
置
さ
れ
て

き
た
過
去
に
原
因
は
あ
る
の
だ
が
、
こ
の
自
己
否
定
感
を
肯
定
感
に
変
え

て
い
く
に
は
、
授
業
、
部
活
等
の
学
校
生
活
や
仕
事
を
通
じ
て
、
自
分
に

自
信
を
持
た
せ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
自
己
否
定
感
を
打
ち
消

し
、
希
望
を
生
み
だ
し
、
具
現
化
す
る
方
策
は
、
や
は
り
「
授
業
」
に
ほ

か
な
ら
な
い
。「
授
業
」
こ
そ
が
最
善
の
生
徒
指
導
で
あ
り
、
進
学
指
導

で
あ
り
、
す
べ
て
の
教
育
活
動
の
も
と
で
あ
る
か
ら
だ
。

そ
の
第
一
歩
と
し
て
、「
暗
記
が
嫌
い
、
暗
記
で
き
な
い
」
と
訴
え
る

彼
ら
に
対
し
て
、「
も
う
暗
記
は
や
め
よ
う
」
と
宣
言
し
た
。

「
試
験
時
に
、
自
筆
ノ
ー
ト
持
込
み
を
許
可
す
る
。
教
科
書
は
不
可
、

他
人
の
ノ
ー
ト
コ
ピ
ー
も
不
可
、
あ
く
ま
で
も
自
筆
ノ
ー
ト
に
限
る
。
自

筆
で
あ
れ
ば
、
教
科
書
や
そ
の
他
の
資
料
、
友
人
の
ノ
ー
ト
等
、
何
を
写

し
て
も
よ
い
。
ま
た
、
授
業
中
に
配
布
し
た
プ
リ
ン
ト
も
持
込
み
可
」
と

し
、
各
自
に
ノ
ー
ト
を
用
意
さ
せ
た
。
ま
ず
は
、
試
験
問
題
を
解
け
る
よ

う
に
自
分
で
ノ
ー
ト
を
つ
く
る
と
い
う
目
標
を
た
て
た
。
こ
う
す
る
こ
と

で
、
授
業
中
に
ノ
ー
ト
を
と
る
こ
と
に
重
要
性
を
も
た
せ
た
。
言
わ
れ
て

書
く
の
で
な
く
、
ま
し
て
や
教
師
に
提
出
す
る
た
め
で
も
な
く
、
誰
の
た

め
で
も
な
く
自
分
の
た
め
に
ノ
ー
ト
は
あ
る
と
い
う
こ
と
を
理
解
さ
せ
る
。

そ
し
て
、
き
ち
ん
と
ノ
ー
ト
を
と
れ
ば
試
験
は
必
ず
点
数
が
と
れ
る
よ
う

に
問
題
を
作
成
し
た
。
こ
れ
ま
で
良
い
点
数
を
取
っ
た
こ
と
が
皆
無
で
あ

ろ
う
彼
ら
に
と
っ
て
、
高
得
点
を
取
る
と
い
う
成
功
体
験
を
感
じ
さ
せ
る

の
が
目
的
で
あ
る
。

さ
て
、
肝
心
の
授
業
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
。
彼
ら
を
五
〇
分
間
集
中

さ
せ
る
の
は
至
難
の
業
で
あ
る
の
で
、
と
に
か
く
、
彼
ら
の
興
味
を
引
き

付
け
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
れ
に
は
教
師
が
一
方
的
に
話
す
の
で
な
く
、

彼
ら
を
授
業
に
参
加
さ
せ
る
こ
と
、
つ
ま
り
彼
ら
に
話
さ
せ
る
こ
と
が
最

善
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
い
た
。

そ
も
そ
も
、
授
業
を
通
じ
て
彼
ら
に
何
を
身
に
つ
け
て
ほ
し
い
の
か
。

そ
れ
は
こ
の
先
、
こ
の
社
会
で
し
っ
か
り
生
き
て
い
く
た
め
に
必
要
な
こ

と
、
と
く
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
通
じ
て
問
題
解
決
を
は
か
る
こ
と

が
で
き
る
能
力
で
あ
ろ
う
。
生
徒
の
話
す
言
葉
は
、「
う
ざ
い
、
き
も
い
、

や
ば
い
」
等
の
単
語
片
の
組
み
合
わ
せ
で
成
立
し
て
お
り
、
き
ち
ん
と
自

分
の
考
え
を
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
社
会
に
出
る
に
あ
た
っ
て
、

こ
の
こ
と
が
も
っ
と
も
心
配
な
点
で
あ
る
。
社
会
人
と
し
て
他
人
と
正
し

く
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
取
り
、
問
題
解
決
で
き
る
よ
う
な
授
業
を
考
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え
る
と
、
彼
ら
に
話
す
機
会
を
た
く
さ
ん
与
え
る
こ
と
が
必
要
だ
っ
た
。

授
業
は
つ
ね
に
発
問
し
、
彼
ら
と
対
話
し
て
い
る
状
態
を
つ
く
っ
た
。

と
は
い
え
、
彼
ら
に
論
理
的
に
話
す
こ
と
を
求
め
る
こ
と
は
な
か
な
か
難

し
い
。
と
に
か
く
対
話
型
の
授
業
を
重
視
し
た
が
、
そ
の
き
っ
か
け
と
し

て
ペ
ア
ワ
ー
ク
、
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
を
実
施
し
た
と
こ
ろ
、
思
い
の
ほ
か

一
生
懸
命
に
取
り
組
む
。
そ
こ
で
毎
時
間
、
必
ず
協
議
す
る
時
間
を
設
け

て
発
表
す
る
場
を
つ
く
る
よ
う
に
し
た
。

こ
う
し
て
、「
ノ
ー
ト
持
ち
込
み
可
試
験
」
か
ら
は
じ
ま
り
「
ノ
ー
ト

作
成
」、
そ
し
て
「
協
議
・
発
表
の
授
業
」
と
い
う
三
位
一
体
の
授
業
原

型
が
で
き
あ
が
っ
た
。

試
験
も
最
初
は
、
単
純
な
穴
埋
め
問
題
で
あ
っ
た
が
、
授
業
を
協
議
・

発
表
形
式
に
す
る
こ
と
で
、
お
の
ず
か
ら
試
験
も
そ
の
内
容
に
し
た
が
っ

て
論
述
問
題
が
増
え
て
い
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、「
て
に
を
は
」
を
初
め
と

し
て
、
正
し
い
文
章
を
書
く
こ
と
は
非
常
に
難
し
い
作
業
で
あ
り
、
記
述

し
て
い
れ
ば
点
を
与
え
る
こ
と
に
し
た
が
、
授
業
中
に
自
分
た
ち
が
話
し

た
こ
と
で
あ
る
た
め
、
そ
れ
な
り
に
文
章
化
す
る
こ
と
は
で
き
た
。

授
業
中
も
系
統
だ
っ
た
板
書
は
ほ
と
ん
ど
し
な
く
な
り
、
キ
ー
ワ
ー
ド

を
黒
板
に
殴
り
書
き
す
る
く
ら
い
に
と
ど
め
た
。
板
書
事
項
で
は
な
く
、

そ
こ
で
教
師
の
話
し
た
こ
と
を
試
験
に
出
す
よ
う
に
す
る
と
、
不
思
議
な

も
の
で
生
徒
は
教
師
の
話
を
ノ
ー
ト
に
メ
モ
し
、
ま
と
め
る
よ
う
に
な
っ

て
き
た
。
も
ち
ろ
ん
全
員
が
そ
こ
ま
で
で
き
る
よ
う
に
は
な
ら
な
か
っ
た

が
、
相
当
数
の
生
徒
が
ノ
ー
ト
の
ま
と
め
方
を
工
夫
す
る
よ
う
に
な
っ
た

の
は
事
実
で
あ
る
。

（
一
）
定
時
制
で
の
授
業
実
践
例
「
ロ
ー
マ
の
平
和
を
考
え
る
」

こ
こ
で
は
、「
協
議
・
発
表
の
授
業
」
の
具
体
例
を
と
り
あ
げ
た
い

（
図
1
）。
図
1
に
あ
る
各
発
問
に
対
す
る
解
答
を
協
議
・
考
察
す
る
こ
と

で
、
最
終
的
に
、「
ロ
ー
マ
の
平
和
」
と
は
軍
事
力
を
背
景
と
し
た
広
大

な
属
州
支
配
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
理
解
し
た
。

彼
ら
が
ア
メ
リ
カ
に
対
し
て
持
っ
て
い
る
一
般
的
イ
メ
ー
ジ
と
同
様
に
、

今
ま
で
学
習
し
て
き
た
ロ
ー
マ
に
対
し
て
も
肯
定
的
好
感
を
持
っ
て
い
た

と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
に
対
し
て
頭
の
な
か
で
疑
問
が
広
が
っ
て
い
く
過

程
が
興
味
深
い
。
ガ
リ
ア
人
、
ケ
ル
ト
人
に
対
す
る
見
方
と
同
様
に
、
真

実
と
は
何
か
？ 

と
い
う
歴
史
の
本
質
部
分
に
ふ
れ
て
い
き
、
戸
惑
い
、

模
索
す
る
よ
う
す
が
う
か
が
え
た
。
最
終
的
に
は
、
虐
げ
ら
れ
て
い
る

（
と
思
っ
て
い
る
）
自
分
た
ち
と
征
服
さ
れ
た
人
々
を
重
ね
合
わ
せ
る
よ

う
に
、
過
去
の
問
題
か
ら
現
在
の
問
題
と
し
て
自
分
の
身
近
な
問
題
と
し

て
と
ら
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

さ
ら
に
、「
パ
ン
と
サ
ー
カ
ス
」
を
通
じ
て
、
我
々
市
民
は
ど
う
あ
る

べ
き
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
さ
せ
た
。
権
力
者
に
よ
る
愚
民
化
政
策
に
惑

わ
さ
れ
ず
、
正
し
く
主
権
を
行
使
す
る
こ
と
、
そ
の
手
段
と
し
て
の
選
挙

に
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
実
感
さ
せ
た
。
ま
た
、「
パ
ン
と
サ

ー
カ
ス
」
で
は
真
の
市
民
救
済
に
は
な
ら
な
い
こ
と
を
、
現
在
の
ア
メ
リ
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実践例1　「ローマの平和を考える」
　教師の各発問に対して，グループで協議し発表する。

１　「ローマの平和」について
アウグストゥスから五賢帝時代までの約 200 年間におよぶローマ帝国の最盛期。各地にローマ風都市が建設され，経

済は活性化し，ラテン語が普及した。しかし，「その繁栄は属州支配のうえに成り立つものであった」ということをみず
から理解することを目標とする。
①　ローマ貴族の食事風景（図示）→図をみて考える
発問1：我々の食事風景と何が違うのか？
発問2：図中の「孔雀の羽根」は何に使うのか？
発問3：図中の「カキ」「キリン」「ザクロ」「胡椒」はどの地域（ブリテン島，アフリカ，黒海，小アジア，インド）で

産出する？
発問4：それぞれどうやってローマまで運ばれるのか？→道路（船）→ローマの道路網，「すべての道はローマに通ず」
発問5：道路のはたす役割とは何か？→分割統治やハンニバルの際にもふれたので比較的容易に協議がまとまっていた。
②　ローマの領土最大（図示）→属州についての説明
発問1：ゲルマン人（ガリア人）とはどういう人々か？
『ゲルマニア』（タキトゥス），『ガリア戦記』（カエサル）の抽出文プリント資料読解をおこなう。住居・衣服・性格など，

ローマとの比較をおこなわせる。　（予想解答：ローマと比べて田舎，野蛮，遅れている）
発問2：ガリア（ケルト）文化は野蛮低劣で遅れているのか？

ケルト文化の紹介：巨石文化・森の文化・縄文文化との相似等を説明後，発問 1 の解答との比較，物事に対する視点，
見方について考察する。
③　資料読解（各種演説）からローマの平和を考察する
発問1：「アグリコラ演説」からローマ軍とはどんな軍隊か考える。

建国以来の伝統，軍がはたす役割，ローマという国家体質を知る。
発問2：「ケリアリス演説」と「カルガルス演説」との比較をおこなう。

ケルト側とローマ側，双方の平和のとらえ方の違いを理解する。どちらを支持するのか？ 支配する者と支配される者，
歴史のとらえ方を認識する。
発問3：「カルガルス演説」と「ブッシュ演説」との比較，私たちはイラク戦争の何を知っているのか？ イラク国民はア

メリカの攻撃をどう思っているのか？ 再度「ケリアリス演説」を考察し，「ブッシュ演説」との違いを理解し，ロー
マとアメリカの比較を行う。

発問4：正義とは何か？ 誰が恩恵を受けるのか？ 平和とは誰のために？
発問5：「ローマの平和」とは何だったのか？ 人々は皆満足していたのか？

2　「パンとサーカス」とは何か？
「パンとサーカス」について，前時に学んだ「ローマの平和」時代，ローマの都での状況，無産市民流入等について復

習をおこなう。「無産市民に提供された無料の穀物と娯楽のこと。無産市民であっても選挙権は有するため，有力者は彼
らの歓心を得ようとした」ということをみずから理解することを目標とし，現在我々主権者が行使できる権利を認識さ
せ，さらに社会福祉政策とは何かを理解させる。
①　無産市民とは何か？ →ポエニ戦争以後の社会変化を復習する
②　パンとサーカス
発問1：パン（小麦配布）の目的は？ 貧者救済なのか？（アメリカ大恐慌時代無料パン・スープ配布〈写真〉）
　なぜ，時の権力者によって何度も「小麦法」は改正されてきたのか？
発問2：サーカス（娯楽）の目的は？
　貧者救済なのか？ コロッセオの観客のポーズは何を意味するのか？（図から）
　なぜ，ときの権力者によって何度も「サーカス」が提供されてきたのか？
発問3：パンとサーカスを実現できた背景は？ →広大な属州からの収入
発問4：パンとサーカスのもと，市民（我々）が行使できる権利とは？
　ローマの軍事官僚制度→市民による選挙（民会）→市民権（選挙権）の行使＜パトローネス＆クリエンテス
発問5：選挙権行使において注意すべきことは？
　ローマと現代の相違点→ばらまき政策，愚民化政策に惑わされない
③パンとサーカスで市民救済は可能か？
発問1：アメリカのフードスタンプ制度（食糧配布）をどう思うか？
　フードスタンプ制度についての説明→インスタント食品，ジャンクフードに頼らざるを得ない状況
発問2：アメリカの給食（無償）と自校定時制給食メニューの比較
　→自分はどちらを選択するか，理由を明確にして回答する
　→その違いを考えさせる→大手メーカー参入，低価格低栄養高カロリー食品メニュー→肥満・成人病→アメリカ医療

制度の現実
発問3：アメリカのフードスタンプ制度（+給食無償制）で国民救済は可能なのか？
発問4：現代社会教科書掲載の社会福祉の二つの例をどう思うか？
　1．高校生が独居老人宅に弁当を届ける例
　2．町に集中医療福祉センターを建設する例
　→これで本当に救済できるのか？
　徳島県上勝町「葉っぱビジネス」を紹介し，2つの例と比較させる
　→「生きがい」について

図 1　定時制での授業実践例
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（
二
）
定
期
試
験
と
ノ
ー
ト
の
関
係

さ
て
、
授
業
は
主
体
的
に
参
加
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
が
、
そ
れ
が

ど
の
程
度
身
に
つ
い
た
の
か
を
判
断
す
る
の
が
定
期
試
験
で
あ
る
。
ノ
ー

ト
を
持
ち
込
ま
せ
、
ノ
ー
ト
を
み
な
が
ら
で
も
、
自
分
の
意
見
を
ま
と
め

さ
せ
る
問
題
を
作
成
し
た
。
そ
し
て
、
ノ
ー
ト
と
定
期
試
験
の
回
答
の
関

係
を
考
察
し
て
み
た
。

授
業
で
は
、
板
書
事
項
を
で
き
る
だ
け
削
減
し
、
最
低
限
の
主
要
事
項

の
み
を
板
書
し
て
い
た
。
最
初
は
、
生
徒
は
板
書
事
項
の
み
を
ノ
ー
ト
に

記
す
だ
け
で
あ
っ
た
が
、
試
験
を
重
ね
る
た
び
に
、
板
書
に
は
な
い
教
師

が
話
し
た
内
容
も
試
験
に
出
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
か
ら
は
、
自
分
で
補
足

事
項
を
付
け
加
え
て
ノ
ー
ト
作
成
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
定
期
試
験
に

お
い
て
は
、
そ
の
ノ
ー
ト
作
成
内
容
に
よ
っ
て
、
答
案
の
内
容
に
差
が
生

じ
て
い
た
が
、
基
本
的
な
文
章
作
成
能
力
は
ノ
ー
ト
作
成
力
と
相
関
関
係

に
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
文
章
作
成
が
困
難
な
生
徒
に
関
し
て
は
、
ノ

ー
ト
作
成
に
関
す
る
指
導
・
助
言
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
、
教
師
の
言
葉

を
拾
っ
て
、
自
分
の
ノ
ー
ト
作
成
に
生
か
し
て
い
る
生
徒
に
関
し
て
も
聞

き
間
違
い
等
に
よ
り
、
誤
字
脱
字
や
肝
心
な
語
が
欠
け
て
い
た
り
す
る
こ

と
も
あ
る
の
で
、
随
時
ノ
ー
ト
を
点
検
し
、
適
切
な
指
導
・
助
言
が
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
毎
週
ノ
ー
ト
を
点
検
し
、
次
の
授
業
に
活
か
し
て
い
く

の
が
理
想
で
あ
っ
た
が
、
結
局
、
定
期
試
験
前
後
に
一
度
ず
つ
点
検
す
る

の
が
精
一
杯
で
あ
っ
た
。

カ
の
制
度
と
比
較
し
な
が
ら
考
え
さ
せ
た
。
と
く
に
ア
メ
リ
カ
無
償
給
食

メ
ニ
ュ
ー
と
自
校
の
給
食
メ
ニ
ュ
ー
と
の
比
較
は
興
味
津
々
の
よ
う
す
で

あ
り
、
協
議
が
盛
り
上
が
っ
て
い
た
。
結
果
と
し
て
、
い
か
に
定
時
制
給

食
メ
ニ
ュ
ー
が
体
の
こ
と
を
考
え
て
つ
く
ら
れ
て
い
る
か
を
知
る
こ
と
が

で
き
て
よ
か
っ
た
が
、
そ
の
後
の
展
開
も
熱
心
な
協
議
が
お
こ
な
わ
れ
た
。

結
局
、「
生
き
が
い
」
を
持
た
せ
な
け
れ
ば
い
か
な
る
政
策
も
虚
し
く
表

面
的
な
も
の
に
終
わ
る
こ
と
を
ほ
と
ん
ど
の
生
徒
が
み
ず
か
ら
導
き
だ
す

こ
と
が
で
き
た
。
そ
し
て
、
ロ
ー
マ
の
「
パ
ン
と
サ
ー
カ
ス
」
も
本
当
に

市
民
の
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
違
っ
た
方
策

─
生
き
が
い
（
仕
事
）
を
与

え
る
政
策

─
を
と
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
彼
ら
自
身
で
結

論
づ
け
た
。

こ
の
よ
う
に
、
理
解
し
て
ほ
し
い
事
項
に
つ
い
て
、
教
師
が
一
方
的
に

教
え
込
む
の
で
は
な
く
、
生
徒
た
ち
自
身
で
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
を
協
議
、

考
察
し
た
う
え
で
理
解
に
い
た
る
こ
と
が
で
き
た
。
本
来
世
界
史
A
で
は

こ
の
よ
う
に
詳
細
な
事
項
ま
で
踏
み
込
ん
で
授
業
は
お
こ
な
わ
な
い
が
、

現
代
に
も
通
ず
る
普
遍
的
テ
ー
マ
を
あ
つ
か
い
た
か
っ
た
た
め
、
こ
の
よ

う
な
授
業
設
定
を
お
こ
な
っ
た
。
ま
た
、
古
代
ロ
ー
マ
を
題
材
に
し
た
の

は
、
カ
リ
ス
マ
的
人
物
が
登
場
し
、
よ
り
ド
ラ
マ
テ
ィ
ッ
ク
で
あ
る
た
め
、

興
味
関
心
を
掻
き
立
て
る
事
項
が
多
い
た
め
で
あ
る
。
何
は
と
も
あ
れ
、

彼
ら
が
面
白
い
と
思
う
よ
う
な
題
材
を
テ
ー
マ
に
選
ぶ
必
要
が
あ
っ
た
。
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体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」
を
授
業
で
実
践
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。

現
在
勤
務
す
る
栃
木
県
立
宇
都
宮
南
高
等
学
校
は
、
部
活
動
が
盛
ん
で

ほ
と
ん
ど
の
生
徒
が
部
活
動
に
日
々
励
ん
で
い
る
。
さ
ら
に
、
ほ
と
ん
ど

の
生
徒
が
大
学
進
学
を
目
指
し
て
い
る
文
武
両
道
を
掲
げ
る
中
堅
進
学
校

で
あ
る
。

異
動
早
々
に
い
わ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。「
う
ち
の
生
徒
は
寝
ま
す
か
ら
。

寝
て
る
生
徒
を
そ
の
ま
ま
に
せ
ず
、
必
ず
お
こ
す
こ
と
、
ペ
ナ
ル
テ
ィ
を

与
え
る
と
か
、
生
徒
に
寝
て
は
い
け
な
い
こ
と
を
わ
か
ら
せ
て
く
だ
さ

い
」。
し
か
し
、
第
一
の
前
提
と
し
て
、
生
徒
が
寝
な
い
よ
う
に
授
業
の

工
夫
・
改
善
を
お
こ
な
う
の
が
教
師
の
務
め
で
は
な
い
の
か
。

本
校
生
徒
に
と
っ
て
も
世
界
史
と
は
、
暗
記
科
目
で
あ
り
「
覚
え
る
の

が
面
倒
」
と
い
う
意
見
が
大
多
数
だ
が
、
決
し
て
嫌
い
な
わ
け
で
も
な
い

よ
う
だ
。
そ
の
理
由
は
、
た
だ
覚
え
さ
え
す
れ
ば
、
定
期
試
験
で
そ
こ
そ

こ
の
点
数
は
と
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
中
学
時
代
か
ら
慣
れ
親
し
ん
だ
穴
埋

め
問
題
、
一
問
一
答
式
問
題
を
好
み
、
穴
埋
め
プ
リ
ン
ト
を
要
求
す
る
声

が
多
い
こ
と
に
驚
く
。
一
方
、
教
科
書
本
文
読
解
（
要
約
し
た
り
、
ま
と

め
た
り
）
や
授
業
中
に
指
名
（
質
問
）
さ
れ
る
こ
と
は
嫌
い
ら
し
い
。
そ

れ
は
、
面
倒
で
効
率
悪
い
か
ら
、
試
験
に
直
結
し
て
な
い
か
ら
等
々
の
理

由
ら
し
い
が
、
文
章
要
約
し
た
り
ま
と
め
た
り
す
る
能
力
が
不
足
し
て
い

る
と
い
う
の
が
真
の
理
由
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
な
か
で
教
師
（
私
）
が

や
る
べ
き
こ
と
は
明
確
で
あ
る
。
授
業
改
善
以
外
に
な
い
の
だ
が
、
複
数

プ
リ
ン
ト
を
使
用
し
た
グ
ル
ー
プ
協
議
中
心
の
授
業
が
お
も
に
な
る
と
、

教
師
に
よ
る
板
書
事
項
は
ほ
と
ん
ど
な
い
た
め
、
生
徒
の
ノ
ー
ト
内
容
に

は
さ
ら
に
大
き
な
差
が
生
じ
て
い
た
。
し
か
し
、
答
案
を
み
て
み
る
と
、

ノ
ー
ト
作
成
が
不
十
分
な
生
徒
で
も
、
そ
れ
な
り
に
自
分
の
意
見
を
入
れ

て
解
答
さ
れ
て
い
た
。
ノ
ー
ト
に
頼
ら
ず
解
答
で
き
て
い
る
の
は
な
ぜ
か
。

そ
れ
は
、
グ
ル
ー
プ
協
議
中
心
で
授
業
を
進
め
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
思

わ
れ
る
。
自
分
た
ち
で
考
え
、
協
議
し
た
結
果
、
授
業
で
あ
つ
か
っ
た
テ

ー
マ
が
強
く
印
象
に
残
っ
て
お
り
、
知
識
と
し
て
も
定
着
し
て
い
た
の
だ
。

も
ち
ろ
ん
、
き
ち
ん
と
ノ
ー
ト
作
成
が
で
き
て
い
た
生
徒
は
よ
り
詳
細
に

解
答
で
き
て
い
た
の
は
確
か
で
あ
っ
た
が
、
期
せ
ず
し
て
ノ
ー
ト
に
頼
ら

ず
と
も
授
業
に
集
中
し
て
臨
ん
で
い
れ
ば
相
応
の
結
果
が
も
た
ら
さ
れ
る

こ
と
に
、
協
議
中
心
授
業
の
特
性
が
表
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

三
　
深
い
学
び
の
た
め
に

─
現
任
校
で
の
取
り
組
み

定
時
制
で
の
取
り
組
み
に
お
い
て
、
目
標
と
し
た
こ
と
は
基
本
的
に
全

日
制
で
も
進
学
校
で
も
同
じ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
生
徒
に
希
望

を
抱
か
せ
、
キ
ャ
リ
ア
意
識
を
育
み
、
自
分
の
考
え
を
き
ち
ん
と
言
語
化

し
相
手
に
伝
え
、
相
手
の
考
え
も
し
っ
か
り
聞
い
て
相
違
点
を
明
ら
か
に

し
な
が
ら
、
協
調
し
て
相
互
の
案
を
融
合
さ
せ
る
な
ど
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
能
力
を
育
成
す
る
こ
と
、
そ
し
て
資
料
読
解
や
テ
ー
マ
考
察
に
お

い
て
、
仲
間
と
協
議
し
な
が
ら
歴
史
的
思
考
力
を
育
む
、
い
わ
ゆ
る
「
主
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涙
目
で
担
任
に
訴
え
て
い
た
。「
も
う
こ
ん
な
試
験
は
や
め
て
ほ
し
い
、

以
前
の
よ
う
な
試
験
に
戻
し
て
ほ
し
い
」
と
。
そ
こ
で
、
授
業
・
試
験
に

関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施
し
て
み
た
。
結
果
は
、
思
っ
た
ほ
ど
否
定
的

意
見
ば
か
り
で
は
な
く
、
逆
に
肯
定
的
な
も
の
が
多
か
っ
た
。

○
否
定
的
な
意
見

・
私
の
推
薦
入
試
を
ど
う
し
て
く
れ
る
の
だ
？

・
穴
埋
め
問
題
に
戻
し
て
ほ
し
い

・
点
数
の
と
れ
な
い
試
験
を
し
て
ど
う
す
る
の
？ 

意
味
な
い

・
も
っ
と
板
書
を
し
て
ほ
し
い
、
話
す
こ
と
を
メ
モ
す
る
の
は
無
理

・
世
界
史
も
先
生
も
嫌
い
に
な
っ
た
、
大
嫌
い

○
肯
定
的
な
意
見

・
試
験
は
お
も
し
ろ
か
っ
た
、
が
自
分
の
文
章
力
の
な
さ
に
気
づ
い
た

・
ノ
ー
ト
を
き
ち
ん
と
と
る
べ
き
で
あ
っ
た
、
も
っ
と
整
理
し
て
お
け
ば

よ
か
っ
た
。
先
生
の
話
も
集
中
し
て
聴
き
逃
し
て
は
い
け
な
い

・
難
し
か
っ
た
が
、
人
物
や
年
号
を
覚
え
る
必
要
が
な
く
よ
か
っ
た

・
話
を
聴
い
て
る
だ
け
で
は
ダ
メ
、
自
分
で
考
え
を
ま
と
め
な
く
て
は

・
自
分
の
考
え
を
伝
え
る
こ
と
を
今
ま
で
し
て
な
か
っ
た

・
歴
史
の
背
景
が
重
要
だ
、
歴
史
が
わ
か
っ
た
よ
う
な
気
が
し
た

・
新
鮮
で
お
も
し
ろ
か
っ
た
、
自
分
の
た
め
に
な
る
と
思
う

以
前
の
授
業
形
態
で
は
虚
脱
状
態
に
あ
っ
た
彼
ら
も
、
実
は
こ
の
よ
う

に
み
ず
か
ら
考
え
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
事
実
、
グ

教
員
で
担
当
し
て
い
る
た
め
、
ほ
か
の
ク
ラ
ス
と
進
度
・
内
容
・
レ
ベ
ル

を
あ
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
不
本
意
な
が
ら
も
教
科
書
を
単
に
わ
か
り

や
す
く
説
明
す
る
授
業
に
終
始
し
て
い
た
。

生
徒
の
思
考
停
止
状
態
は
ま
す
ま
す
悪
化
し
て
い
る
と
感
じ
た
が
、
定

期
試
験
は
き
ち
ん
と
点
数
を
と
れ
る
し
、
授
業
中
も
妨
害
す
る
わ
け
で
も

な
く
、
た
だ
静
か
に
聞
い
て
い
る
の
で
何
の
問
題
も
な
い
よ
う
に
み
え
る

の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
私
の
方
が
も
う
限
界
だ
っ
た
。
二
学
期
初

め
か
ら
、
グ
ル
ー
プ
協
議
中
心
の
授
業
に
変
え
、
試
験
も
ノ
ー
ト
持
ち
込

み
可
の
論
述
中
心
の
試
験
に
変
え
た
。
生
徒
に
は
戸
惑
う
様
子
が
み
え
た

が
、
徐
々
に
授
業
形
態
に
慣
れ
て
き
て
、
自
分
の
意
見
を
積
極
的
に
話
す

姿
も
み
え
て
く
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
初
め
て
の
定
期
試
験
、
答
案

返
却
時
は
阿
鼻
叫
喚
の
混
乱
状
態
で
あ
っ
た
。
と
く
に
担
当
し
た
三
ク
ラ

ス
の
う
ち
の
選
抜
ク
ラ
ス
で
優
秀
で
あ
る
（
と
い
わ
れ
て
い
る
）
生
徒
た

ち
に
は
シ
ョ
ッ
ク
が
大
き
か
っ
た
よ
う
だ
。
今
ま
で
の
定
期
試
験
で
は
選

抜
ク
ラ
ス
と
ほ
か
の
ク
ラ
ス
と
の
平
均
点
に
は
相
当
の
差
が
あ
っ
た
が
、

今
回
の
試
験
で
は
、
三
ク
ラ
ス
と
も
ほ
ぼ
同
じ
く
低
い
点
数
で
あ
り
、
選

抜
ク
ラ
ス
か
ら
も
赤
点
者
が
続
出
し
た
。
単
な
る
穴
埋
め
式
試
験
の
暗
記

な
ら
容
易
に
で
き
て
も
、
系
統
立
て
て
論
理
的
に
自
分
の
言
葉
で
命
題
に

つ
い
て
言
語
化
す
る
こ
と
は
非
常
に
困
難
な
こ
と
が
判
明
し
た
。
と
く
に

授
業
で
習
っ
た
こ
と
を
活
用
し
て
、
初
見
資
料
か
ら
問
題
を
解
く
こ
と
は

ほ
ぼ
困
難
な
状
態
だ
っ
た
。
選
抜
ク
ラ
ス
の
い
わ
ゆ
る
優
等
生
の
女
子
が
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実践例２　ジクソー法による協同学習と定期試験

Ａ　ジクソー法による協同学習
　作業テーマ：グループテーマにもとづき，資料読解をおこなう。
　1．イスラーム過激派テロについて（アルカイダ，イスラーム国）
　2．シーア派とスンナ派
　3．十字軍（第5回），ブルキナファソ
　協議テーマ①：１～３について（グループ学習6人組）
　　各グループのテーマ内容を他者に説明できるようにまとめる。その後，1 ～ 3のグループを分解し，1 ～ 3が混合す

るグループを作成（各グループ2名×3：6名）
　協議テーマ②：対立と共存について　
　　 ＊各グループのまとめをほかの者に説明しあい，テーマ１～３について相互理解したうえで，協議テーマについて

話し合いをまとめ，ホワイトボードを使用して発表する。
　資料1 ～ 3
　1．イスラーム過激派はどのように生まれたのか？
　　資料：ジハーディ =ジョンの生涯（R・バーカイク）→西欧社会での移民２世の疎外感・差別感，社会矛盾
　2．スンナ派とシーア派の対立
　　資料：なぜスンナ派とシーア派は争うのか（塩尻和子）→大国（イラン・サウジ）の覇権争い
　3．十字軍の本質→宗教的理由から，経済的な利益を求める目的への変化
　　資料：第5回十字軍 →武力でなく交渉で聖地に共存，皇帝のイスラーム文化・慣習の理解が根底にある
　　　　　ブルキナファソ→ キリスト教徒とイスラーム教徒が共存（青年海外協力隊参加教員レポートより）
　　　　　→異文化理解の重要性，相互理解により共存

　各グループとも，第１，２テーマから，テロが生まれる背景は宗教対立ではなく，また宗派対立に見えるものも結局は
大国の利害によるものであることを理解し，第３テーマから，異文化理解により宗教対立ではなく共存できることを実
感して発表できていた。また，ジクソー法を使った協議は，自分がきちんと分担テーマについて理解していないと，そ
のテーマについては何も知らない他者に対して説明できないため，人任せにできない責任感が生じて，どの生徒も普段
にも増して真剣味が感じられた。後の授業アンケートでも，ジクソー法は新鮮で刺激的であったとの好評が多く寄せら
れた。

B　定期試験
　定期試験では，M・ハンチントンの『文明の衝突』の要約文を読解させ，授業で学んだことをもとに，著者の主張に対
して反論させる問題を出題した。
　生徒解答例１

　イスラーム教とキリスト教自体が対立しているのではない。すべての対立は一部の利益や人々の不満からくるもの
である。例えばブルキナファソでは，イスラーム教とキリスト教信者が入り交じって暮らしており，それがあたりま
えであることから対立はおきていない。また，イスラームのなかでもシーア派，スンナ派で対立があるとされているが，
実際はシーア派大国イランとスンナ派大国サウジアラビアとの覇権をめぐる対立である。イスラーム過激派もイスラー
ムとの関係があるようにみえるが，実際は社会に不満を持った人々が集まり，テロ事件をおこしている。かつて，イ
スラームに歩み寄り，武力を一切使わずエルサレムを奪還し，その後もイスラームとキリスト教の混在を認めたフリー
ドリヒ2世という人がいた。イスラームとキリスト教は互いにあゆみよれば互いに共存できる宗教である。よって今日
の宗教対立は誤解と国家間対立，そして社会への不満から来るものであると考えた。

　生徒解答例２
　イスラーム過激派は貧困に苦しむ若者や社会に認めてもらえる環境がない若者に食や認めてもらえる環境をつくり，
テロリストへと導く。真面目な人ほどテロリストへなる確率が高い。貧困の差がテロリストを生んでいる。シーア派
スンナ派はそもそも宗教の違いでの対立ではなく，国家が石油をめぐって戦いはじめたものをカムフラージュするた
めに信仰者どうしの対立がはじまったといわれている。ブルキナファソという国では昔から他宗教を尊重するという
考えを当たり前のようにもっている。それは誰かが教えたのではなくその考えが当たり前だと思っているので対立が
おこらない。このことから，異なった文化によって対立がおきるのではなく，異なった文化を理解しようとしないか
ら対立がおきるのだと考える。

　「イスラーム＝過激派，テロ，怖い」という固定化された偏見や先入観を払拭し，正しい理解のもと，未来に向けて私
たちはどうすべきかを考えさせる単元であったが，定期試験の解答をみると，異文化理解による共存への道をそれぞれ
が理解していたと思われる。これも授業における協議によりみずからで答えを導き出した結果が反映されていると考え
られる。

図 2　進学校での授業実践例
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ル
ー
プ
協
議
・
発
表
中
心
の
授
業
に
お
い
て
は
、
ま
る
で
顔
色
が
違
っ
て

生
き
生
き
し
て
い
る
。
授
業
実
践
例
（
図
2
）
に
あ
げ
た
よ
う
に
、
イ
ス

ラ
ー
ム
の
単
元
で
は
、
先
入
観
や
偏
見
を
取
り
払
い
、
正
し
い
事
実
を
み

つ
め
る
こ
と
の
大
切
さ
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
と
の
声
が
多
く
聞
か
れ
た
。

さ
ら
に
、
な
ぜ
我
々
は
対
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
対
立
を
避
け

る
方
法
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
等
を
考
え
る
こ
と
で
、
自
分
た
ち
の
生
活
に

関
連
付
け
、
今
後
の
自
分
た
ち
の
姿
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
た
よ
う
だ
。

先
進
的
取
り
組
み
を
な
さ
れ
て
い
る
先
生
方
の
実
践
例
も
参
考
と
さ
せ
て

い
た
だ
き
、
現
在
も
そ
の
試
行
錯
誤
状
態
は
続
い
て
い
る
。
年
間
を
通
し

て
、
対
立
と
共
存
と
い
う
大
テ
ー
マ
の
も
と
、「
歴
史
と
は
何
か
」
と
問

い
か
け
、
歴
史
的
事
実
を
探
り
な
が
ら
み
ず
か
ら
の
生
き
方
を
考
え
る
手

立
て
と
な
る
よ
う
な
授
業
を
展
開
す
る
こ
と
を
目
標
と
し
て
い
る
。

四
　
お
わ
り
に

定
時
制
高
校
で
の
取
り
組
み
か
ら
は
じ
ま
り
、
現
在
の
奮
闘
ぶ
り
を
乱

雑
に
列
挙
し
た
だ
け
に
終
始
し
、
新
た
な
示
唆
を
提
示
で
き
な
か
っ
た
こ

と
を
お
許
し
い
た
だ
き
た
い
。
し
か
し
、
冒
頭
に
述
べ
た
通
り
、
次
期
学

習
指
導
要
領
と
入
試
改
革
に
よ
り
、
こ
れ
ま
で
の
歴
史
教
育
の
罪
と
も
い

う
べ
き
暗
記
地
獄
か
ら
の
脱
却
を
は
か
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い

こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
こ
の
現
状
を
踏
ま
え
て
、
自
分
た
ち
地
歴
科
、
と

く
に
受
験
の
名
の
も
と
に
自
己
検
証
を
怠
っ
て
き
た
世
界
史
（
教
員
）
は

奮
起
す
る
べ
き
と
き
で
は
な
い
か
。
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
の
授

業
実
践
が
単
な
る
お
題
目
に
終
わ
ら
な
い
よ
う
に
、
自
分
だ
け
で
な
く
教

員
全
体
で
学
校
と
と
も
に
今
後
も
授
業
改
善
を
進
め
て
い
き
た
い
。

 

（
い
そ
　
と
し
ひ
と
／
栃
木
県
立
宇
都
宮
南
高
等
学
校
教
諭
）


