
#1３教　内容解説資料　この資料は，令和３年度用中学校教科書の内容解説資料として，一般社団法人教科書協会「教科書発行者行動規範」に則っております。

「学習課題」を基に1単位時間の学習を
進め，「チェック&トライ」で「学習課
題」を解決することで追究を進めます。

　新学習指導要領では，課題解決的な学習の過程で「見方・考え方」を働かせることが求められています。「新
しい社会」では，「見方・考え方」を捉え，捉えた「見方・考え方」を働かせる場面をマークやコーナーで示しました。
地理は単元の導入部，歴史は第1章，公民は本文ページに「見方・考え方」を捉える場面を設けています。単元
の学習を通して「見方・考え方を働かせた課題解決的な学習」（＝深い学び）が実現できます。

　社会科の学習では，単元ごとや1単位時間ごとに問い（課題）を立て，解決していく課題解決的な学習が求め
られています。それを可能にするために，単元を貫く問いである「探究課題」と，1単位時間ごとの「学習課題」
を橋渡しし，「探究課題」の解決を補助する「探究のステップ」を設けました。これらの「問い」を軸に単元を構造
化することで，単元の導入からまとめまでの流れを通して課題解決的な学習を効果的に実現できます。

分野 見方・考え方 掲載ページ

地理

位置や分布 p.7, 13, 15, 19, 20, 21, 31, 36, 51, 71, 93, 157, 169, 171, 181, 216

場所 p.34, 36, 38, 48, 61, 79, 208, 223, 256

人間と自然環境との相互依存関係 p.35, 41, 45, 76, 134, 163, 187, 191, 194, 223, 226, 232, 247, 263, 265, 266

空間的相互依存作用 p.55, 60, 65, 86, 96, 97, 122, 134, 196, 200, 205, 206, 212, 238, 241, 242, 268

地域 p.72, 84, 97, 98, 110, 157, 173, 175, 178, 196, 203, 205, 218, 220, 226, 230, 232, 235, 236, 244, 254, 263, 265, 266

歴史

時期や年代 p.8, 9, 57

推移 p.10, 11, 15, 26, 186, 212, 235, 248, 257

比較 p.12, 15, 22, 32, 37, 42, 67, 70, 72, 73, 84, 96, 102, 106, 126, 132, 170, 177, 179, 191, 201, 215, 265

相互の関連 p.12, 13, 15, 57, 60, 77, 93, 111, 113, 130, 132, 143, 146, 156, 165, 167, 182, 191, 204, 220, 227, 231, 241, 243, 260, 266

現在とのつながり p.12, 13, 15, 35, 46, 55, 57, 86, 91, 100, 105, 138, 141, 185, 199, 239, 245, 268, 270, 273, 275, 277, 280, 282

公民

位置や空間的な広がり p.10, 17, 47, 216

推移や変化 p.12, 15, 17, 20, 62, 115, 153, 216

持続可能性 p.6, 9, 118, 125, 171, 176, 178, 180, 197, 210, 214, 巻末3

対立と合意 p.24~31, 34, 193, 210

効率と公正 p.24~31, 34, 38, 56, 61, 70, 73, 76, 79, 99, 118, 122, 126, 128, 139, 140, 141, 163, 164, 169, 176, 187, 193, 210

個人の尊重と法の支配 p.41, 48, 54, 62, 63, 65, 70, 74, 103

民主主義 p.78, 81, 90, 97, 118, 122

分業と交換 p.140, 176

希少性 p.131, 151, 153, 176

協調 p.183, 210, 212

●「見方・考え方マーク」・「見方・考え方コーナー」一覧

 「問い」を軸にした単元の構造化で課題解決的な学習を実現！

「見方・考え方」を捉え，働かせるプロセスを明確にしました！

●「問い」を軸にした課題解決的な学習のプロセス（歴史的分野の例：第3章　中世の日本）

捉
え
る
場
面

導
入

展
開

ま
と
め

働
か
せ
る
場
面

「探究課題」を立てることで生徒が
単元の見通しを持って，主体的に
学習が進められます。

「探究のステップ」に取り組むこと
で，「探究課題」をスムーズに解決
できます。

　地理・歴史では「み
んなでチャレンジ」を
新設し，対話的な学習
場面を充実しました。

追究の過程では，「見方・考え方」
を働かせることで学びを深めます。

(p.12)働かせる場面歴史

主体的・対話的で深い学びを実現 !
ー「見方・考え方」を働かせた課題解決的な学習の工夫ー

令和3年度 中学校社会科教科書　「新しい社会」

　「問いの構造図」は，「探究課題」や「探究のステップ」，「学
習課題」の関係を分かりやすく示した模式図です。教師用
指導書には全単元の「問いの構造図」を掲載予定です。

「問いの構造図」で課題解決の流れを「見える化」
裏面に歴史的分野の1単元分
の「問いの構造図」を掲載して
いますので，ご覧ください！

1単位時間の問いである
「学習課題」で追究を進めます。

単元の導入で
「探究課題」を立てます。

「探究のステップ」で学習を整理し，
単元のまとめで「探究課題」を解決します。

(p.95)歴史

歴史（p.95）

歴史（p.63）

（p.12）捉える場面歴史
（p.55）捉える場面地理

（p.54~55）働かせる場面公民

(p.84)
歴史

歴史（p.84）

働かせる場面
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単
元
を
貫
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課
題
の
解
決

中
世
で
は
，
ど
の

よ
う
な
勢
力
の
成

長
や
対
立
が
起
こ

っ
た
の
で
し
ょ
う

か
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「
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造

図
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例
歴

史
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３
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中

世
の

日
本

 （p
.6
2〜
97
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見
方
・

考
え
方

比
較

関
連

現
在

こ
の
章
で
扱
う
主
な
見
方
・
考
え
方

中
世
で
は
，
ど
の

よ
う
な
勢
力
の
成

長
や
対
立
が
起
こ

っ
た
の
で
し
ょ
う

か
。

p.
95

チ
ェ
ッ
ク
武
士
が
関
わ
っ
た
戦
い
を
，
本
文
か
ら
ぬ
き
出
し
ま
し
ょ
う
。

ト
ラ
イ

武
士
は
ど
の
よ
う
に
成
長
し
て
い
っ
た
か
，
き
っ
か
け
と
な

る
出
来
事
に
着
目
し
て
40
字
程
度
で
説
明
し
ま
し
ょ
う
。

チ
ェ
ッ
ク
平
清
盛
が
行
っ
た
こ
と
を
，
本
文
か
ら
ぬ
き
出
し
ま
し
ょ
う
。

ト
ラ
イ

平
氏
の
政
治
の
特
徴
に
つ
い
て
，
摂
関
政
治
と
共
通
す
る
点

と
異
な
る
点
を
そ
れ
ぞ
れ
説
明
し
ま
し
ょ
う
。

チ
ェ
ッ
ク
4
と
p.
41
6
と
を
比
べ
て
，
異
な
る
点
を
挙
げ
ま
し
ょ
う
。

ト
ラ
イ

律
令
国
家
と
比
べ
た
鎌
倉
幕
府
の
政
治
の
仕
組
み
の
特
徴
を

説
明
し
ま
し
ょ
う
。

チ
ェ
ッ
ク

鎌
倉
時
代
の
武
士
の
心
構
え
を
表
す
言
葉
を
，
本
文
か
ら
ぬ

き
出
し
ま
し
ょ
う
。

ト
ラ
イ

鎌
倉
時
代
の
武
士
や
民
衆
の
生
活
に
つ
い
て
，
次
の
語
句
を

使
っ
て
説
明
し
ま
し
ょ
う
。［
惣
領
／
二
毛
作
／
定
期
市
］

チ
ェ
ッ
ク
鎌
倉
文
化
の
中
心
地
を
，
本
文
か
ら
二
つ
挙
げ
ま
し
ょ
う
。

ト
ラ
イ

鎌
倉
時
代
の
文
化
の
特
色
を
20
字
程
度
で
説
明
し
ま
し
ょ
う
。

チ
ェ
ッ
ク

モ
ン
ゴ
ル
帝
国
が
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
各
地
を
支
配
す
る
た
め
に

行
っ
た
こ
と
を
，
本
文
か
ら
ぬ
き
出
し
ま
し
ょ
う
。

ト
ラ
イ

モ
ン
ゴ
ル
帝
国
が
ユ
ー
ラ
シ
ア
世
界
に
あ
た
え
た
影
響
を
，

30
字
程
度
で
説
明
し
ま
し
ょ
う
。

チ
ェ
ッ
ク

モ
ン
ゴ
ル
の
襲
来
が
成
功
し
な
か
っ
た
理
由
を
，
本
文
か
ら

二
つ
ぬ
き
出
し
ま
し
ょ
う
。

ト
ラ
イ

鎌
倉
時
代
後
期
の
御
家
人
と
幕
府
と
の
関
係
の
変
化
を
，
次

の
語
句
を
使
っ
て
説
明
し
ま
し
ょ
う
。［
徳
政
令
／
北
条
氏
］

チ
ェ
ッ
ク

8
と
p.
69
4
と
を
比
べ
て
，
共
通
点
や
異
な
る
点
を
挙
げ
ま

し
ょ
う
。

ト
ラ
イ

鎌
倉
幕
府
と
比
べ
た
室
町
幕
府
の
仕
組
み
の
特
徴
を
，
20
字

程
度
で
説
明
し
ま
し
ょ
う
。

チ
ェ
ッ
ク

日
明
貿
易
で
勘
合
が
使
わ
れ
た
理
由
を
本
文
か
ら
ぬ
き
出
し

ま
し
ょ
う
。

ト
ラ
イ

明
や
朝
鮮
と
日
本
と
の
交
流
に
つ
い
て
，
輸
出
入
品
に
着
目

し
て
，
そ
れ
ぞ
れ
20
字
程
度
で
説
明
し
ま
し
ょ
う
。

チ
ェ
ッ
ク

室
町
時
代
に
な
っ
て
農
業
と
商
業
は
ど
の
よ
う
に
発
達
し
た

か
，
具
体
例
を
一
つ
ず
つ
挙
げ
ま
し
ょ
う
。

ト
ラ
イ

産
業
の
発
達
に
と
も
な
う
村
の
変
化
に
つ
い
て
，
次
の
語
句

を
使
っ
て
説
明
し
ま
し
ょ
う
。［
惣
／
自
治
／
土
一
揆
］

チ
ェ
ッ
ク

応
仁
の
乱
の
後
，
社
会
は
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
か
，
本
文

か
ら
ぬ
き
出
し
ま
し
ょ
う
。

ト
ラ
イ

戦
国
大
名
は
ど
の
よ
う
に
国
を
支
配
し
た
か
，
次
の
語
句
を

使
っ
て
説
明
し
ま
し
ょ
う
。［
城
下
町
／
分
国
法
］

チ
ェ
ッ
ク
室
町
文
化
の
中
か
ら
，現
代
に
伝
わ
る
も
の
を
挙
げ
ま
し
ょ
う
。

ト
ラ
イ

2
6
9
か
ら
分
か
る
室
町
文
化
の
特
色
を
，
30
字
程
度
で
説

明
し
ま
し
ょ
う
。

武
士

の
成

長
 

p.
64
～
65

武
士
は
ど
の
よ
う
に
成
長
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。

1

院
政

か
ら

武
士

の
政

権
へ

 
p.
66
～
67

武
士
は
ど
の
よ
う
に
し
て
政
治
の
実
権
を
に
ぎ
っ

た
の
で
し
ょ
う
か
。

2

鎌
倉

幕
府

の
成

立
と

執
権

政
治

 
p.
68
～
69

鎌
倉
を
中
心
と
し
た
武
士
の
政
権
は
，
ど
の
よ
う

な
特
色
を
持
っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。

3

武
士

と
民

衆
の

生
活

 
p.
70
～
71

鎌
倉
時
代
の
武
士
や
民
衆
は
，
ど
の
よ
う
な
暮
ら

し
を
し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。

4

鎌
倉

時
代

の
文

化
と

宗
教

 
p.
72
～
73

鎌
倉
時
代
の
文
化
や
宗
教
は
，
ど
の
よ
う
な
特
色

を
持
っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。

5

モ
ン

ゴ
ル

帝
国

と
ユ

ー
ラ

シ
ア

世
界

 
p.
74
～
75

モ
ン
ゴ
ル
帝
国
の
拡
大
に
よ
っ
て
，
ユ
ー
ラ
シ
ア
全

体
に
ど
の
よ
う
な
変
化
が
見
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

1

モ
ン

ゴ
ル

の
襲

来
 

p.
76
～
77

モ
ン
ゴ
ル
の
襲
来
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
，
日
本

に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
あ
た
え
た
の
で
し
ょ
う
か
。

2

南
北

朝
の

動
乱

と
室

町
幕

府
 

p.
78
～
79

鎌
倉
幕
府
が
ほ
ろ
ん
だ
後
，
政
治
や
社
会
は
ど
の

よ
う
に
変
化
し
て
い
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

3

東
ア

ジ
ア

と
の

交
流

 
p.
80
～
81

明
や
朝
鮮
と
の
交
流
は
，
日
本
に
ど
の
よ
う
な
影

響
を
あ
た
え
た
の
で
し
ょ
う
か
。

4

産
業

の
発

達
と

民
衆

の
生

活
 

p.
82
～
83

室
町
時
代
の
産
業
は
ど
の
よ
う
に
発
達
し
，
民
衆
の
生

活
に
ど
の
よ
う
な
変
化
を
も
た
ら
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。

5

応
仁

の
乱

と
戦

国
大

名
 

p.
84
～
85

応
仁
の
乱
に
よ
っ
て
，
社
会
は
ど
の
よ
う
に
変
化

し
て
い
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

6

室
町

文
化

と
そ

の
広

が
り

 
p.
86
～
87

室
町
時
代
の
文
化
は
，
ど
の
よ
う
な
特
色
を
持
っ

て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。

7

探
究

の
ス

テ
ッ

プ

な
ぜ
武
士
は
政
権

を
立
て
，
社
会
を

動
か
す
ほ
ど
の
力

を
持
つ
よ
う
に
な

っ
た
の
で
し
ょ
う

か
。

p.
95

探
究

の
ス

テ
ッ

プ

東
ア
ジ
ア
で
の
交

流
が
進
み
，
産
業

や
文
化
が
発
達
す

る
中
で
，
日
本
で

は
な
ぜ
多
く
の
戦

乱
が
起
こ
っ
た
の

で
し
ょ
う
か
。

p.
95

探
究

の
ス

テ
ッ

プ

武
士

の
政

権
の

成
立

な
ぜ
武
士
は
政
権

を
立
て
，
社
会
を

動
か
す
ほ
ど
の
力

を
持
つ
よ
う
に
な

っ
た
の
で
し
ょ
う

か
。

p.
63
・
64

1 節

探
究

の
ス

テ
ッ

プ

ユ
ー

ラ
シ

ア
の

動
き

と
武

士
の

政
治

の
展

開
東
ア
ジ
ア
で
の
交

流
が
進
み
，
産
業

や
文
化
が
発
達
す

る
中
で
，
日
本
で

は
な
ぜ
多
く
の
戦

乱
が
起
こ
っ
た
の

で
し
ょ
う
か
。

p.
63
・
74

2 節
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ご
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学
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学
習
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題

の
解
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解

決
を

補
助

す
る

問
い

の
解

決
単

元
を

貫
く

課
題

の
解

決

人
々
の
暮
ら
し
は
，

な
ぜ
場
所
に
よ
っ
て

異
な
っ
て
い
る
の
で

し
ょ
う
か
。

p.
35

「
問

い
の

構
造

図
」の

例
地

理
的

分
野

第
２

編
第

１
章

　
世

界
各

地
の

人
々

の
生

活
と

環
境

 （p
.3
3〜
53
）

見
方
・

考
え
方

人
間
と
自
然
環
境
と
の

相
互
依
存
関
係

場
所

こ
の
章
で
扱
う
主
な
見
方
・
考
え
方

人
々
の
暮
ら
し
は
，

な
ぜ
場
所
に
よ
っ
て

異
な
っ
て
い
る
の
で

し
ょ
う
か
。

p.
52

チ
ェ
ッ
ク

寒
帯
の
自
然
環
境
の
特
色
を
，
本
文
か
ら
ぬ
き
出
し

ま
し
ょ
う
。

ト
ラ
イ

イ
ヌ
イ
ッ
ト
の
人
々
の
生
活
の
変
化
に
つ
い
て
，
衣

食
住
の
う
ち
の
一
つ
に
着
目
し
て
説
明
し
ま
し
ょ
う
。

チ
ェ
ッ
ク

シ
ベ
リ
ア
の
冬
の
寒
さ
を
防
ぐ
工
夫
を
，
本
文
か
ら

ぬ
き
出
し
ま
し
ょ
う
。

ト
ラ
イ

シ
ベ
リ
ア
で
の
人
々
の
暮
ら
し
と
，
自
分
た
ち
の
暮
ら
し

と
を
比
較
し
て
，共
通
点
や
ち
が
う
点
を
説
明
し
ま
し
ょ
う
。

チ
ェ
ッ
ク

3
の
二
つ
の
雨
温
図
か
ら
，
日
本
と
比
較
し
た
イ
タ

リ
ア
の
気
候
の
特
色
を
説
明
し
ま
し
ょ
う
。

ト
ラ
イ

イ
タ
リ
ア
の
夏
の
気
候
に
着
目
し
て
，
人
々
の
生
活

の
工
夫
を
説
明
し
ま
し
ょ
う
。

チ
ェ
ッ
ク

サ
ヘ
ル
の
地
域
の
自
然
環
境
の
特
色
を
，
本
文
か
ら

ぬ
き
出
し
ま
し
ょ
う
。

ト
ラ
イ

サ
ヘ
ル
の
人
々
の
生
活
の
工
夫
を
，
衣
食
住
の
う
ち

の
一
つ
に
着
目
し
て
説
明
し
ま
し
ょ
う
。

チ
ェ
ッ
ク

サ
モ
ア
の
伝
統
的
な
暮
ら
し
の
知
恵
を
，
本
文
か
ら

ぬ
き
出
し
ま
し
ょ
う
。

ト
ラ
イ

サ
モ
ア
の
人
々
の
生
活
の
変
化
に
つ
い
て
，
衣
食
住

の
う
ち
の
一
つ
に
着
目
し
て
説
明
し
ま
し
ょ
う
。

チ
ェ
ッ
ク

3
の
ク
ス
コ
の
雨
温
図
を
，
44
ペ
ー
ジ
3
の
ア
ピ
ア
の
雨

温
図
と
比
較
し
て
，
共
通
点
や
ち
が
い
を
考
え
ま
し
ょ
う
。

ト
ラ
イ

高
山
地
域
の
標
高
の
高
さ
に
着
目
し
て
，
人
々
の
生

活
の
工
夫
を
説
明
し
ま
し
ょ
う
。

チ
ェ
ッ
ク

50
ペ
ー
ジ
の
1
～
3
を
比
較
し
て
，
そ
れ
ぞ
れ
の
宗

教
の
ち
が
い
や
共
通
点
を
考
え
ま
し
ょ
う
。

ト
ラ
イ

身
近
な
地
域
の
，
宗
教
に
関
す
る
行
事
な
ど
を
調
べ
，

そ
の
行
事
や
宗
教
の
生
活
へ
の
影
響
を
考
え
ま
し
ょ
う
。

雪
と

氷
の

中
で

暮
ら

す
人

々
 

p.
36
～
37

雪
と
氷
に
お
お
わ
れ
て
い
る
地
域
で
，
人
々
は
ど
の
よ
う

な
生
活
を
し
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。

1

寒
暖

の
差

が
激

し
い

土
地

に
暮

ら
す

人
々

 
p.
38
～
39

冬
の
気
温
が
か
な
り
低
い
シ
ベ
リ
ア
で
，
人
々
は
ど
の
よ

う
な
生
活
を
し
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。

2

温
暖

な
土

地
に

暮
ら

す
人

々
 

p.
40
～
41

日
本
や
イ
タ
リ
ア
で
，
人
々
は
ど
の
よ
う
な
生
活
を
し
て
い
る

で
し
ょ
う
か
。ま
た
，ど
の
よ
う
な
ち
が
い
が
あ
る
で
し
ょ
う
か
。

3

乾
燥

し
た

土
地

に
暮

ら
す

人
々

 
p.
42
～
43

乾
燥
し
た
地
域
で
，
人
々
は
ど
の
よ
う
な
生
活
を
し
て
い

る
で
し
ょ
う
か
。

4

常
夏

の
島

で
暮

ら
す

人
々

 
p.
44
～
45

一
年
中
気
温
が
高
い
地
域
で
，
人
々
は
ど
の
よ
う
な
生
活

を
し
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。

5

標
高

の
高

い
土

地
に

暮
ら

す
人

々
 

p.
46
～
47

標
高
の
高
い
地
域
で
，
人
々
は
ど
の
よ
う
な
生
活
を
し
て

い
る
で
し
ょ
う
か
。

6

世
界

に
見

ら
れ

る
さ

ま
ざ

ま
な

気
候

 
p.
48
～
49

世
界
に
は
ど
の
よ
う
な
気
候
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
気
温

や
降
水
量
に
着
目
し
て
分
類
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

7

人
々

の
生

活
に

根
付

く
宗

教
 

p.
50
～
51

宗
教
は
，
人
々
の
生
活
と
ど
の
よ
う
に
結
び
付
い
て
い
る

で
し
ょ
う
か
。

8

探
究

の
ス

テ
ッ

プ

寒
帯
と
冷
帯
と
で
，

人
々
の
生
活
が
ど
の

よ
う
に
ち
が
う
か
，

自
然
環
境
に
着
目
し

て
説
明
し
ま
し
ょ
う
。

p.
39

探
究

の
ス

テ
ッ

プ

標
高
の
低
い
熱
帯
と
，

同
じ
緯
度
の
高
山
地

域
と
で
，
人
々
の
生

活
が
ど
の
よ
う
に
ち

が
う
か
説
明
し
ま
し

ょ
う
。

p.
47

探
究

の
ス

テ
ッ

プ

人
々
の
暮
ら
し
に
影

響
を
あ
た
え
る
も
の

が
，
自
然
環
境
や
宗

教
以
外
に
な
い
か
考

え
ま
し
ょ
う
。

p.
51

み
ん
な
で

チ
ャ
レ
ン
ジ

世
界
の
さ
ま
ざ
ま
な
気
候
の
分
布
に
つ
い
て
，

次
の
面
か
ら
特
色
を
考
え
，
グ
ル
ー
プ
で
話

し
合
い
ま
し
ょ
う
。

（
1）
緯
度

（
2）
大
陸
の
な
か
で
の
位
置（
沿
岸
部
や
内
陸
部
）



単
元

を
貫

く
課

題
の

提
示

１時
間

ご
と

の
問

い（
学

習
課

題
）の

提
示

学
習

課
題

の
解

決
解

決
を

補
助

す
る

問
い

の
解

決
解

決
を

補
助

す
る

問
い

の
提

示
単

元
を

貫
く

課
題

の
解

決

日
本
国
憲
法
が
保

障
す
る
権
利
を
守

る
た
め
に
，
私
た

ち
は
ど
の
よ
う
に

社
会
に
関
わ
る
べ

き
で
し
ょ
う
か
。

p.
39

「
問

い
の

構
造

図
」の

例
公

民
的

分
野

　
第

２
章

　
個

人
の

尊
重

と
日

本
国

憲
法

 （p
.3
7〜
74
）

見
方
・

考
え
方

対
立
と
合
意
効
率
と
公
正

持
続
可
能
性

個
人
の
尊
重
と
法
の
支
配

こ
の
章
で
扱
う
主
な
見
方
・
考
え
方

日
本
国
憲
法
が
保

障
す
る
権
利
を
守

る
た
め
に
，
私
た

ち
は
ど
の
よ
う
に

社
会
に
関
わ
る
べ

き
で
し
ょ
う
か
。

p.
71

チ
ェ
ッ
ク

法
の
支
配
と
は
，ど
の
よ
う
な
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
か
，

本
文
か
ら
ぬ
き
出
し
ま
し
ょ
う
。

ト
ラ
イ

立
憲
主
義
が
重
要
な
理
由
を
，
憲
法
の
役
割
に
着
目
し

て
説
明
し
ま
し
ょ
う
。

チ
ェ
ッ
ク

日
本
国
憲
法
の
三
つ
の
基
本
原
理
を
，
本
文
か
ら
ぬ
き

出
し
ま
し
ょ
う
。

ト
ラ
イ

日
本
国
憲
法
の
仕
組
み
の
特
色
を
，
大
日
本
帝
国
憲
法

と
の
ち
が
い
に
着
目
し
て
説
明
し
ま
し
ょ
う
。

チ
ェ
ッ
ク

国
民
主
権
と
は
，ど
の
よ
う
な
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
か
，

本
文
か
ら
ぬ
き
出
し
ま
し
ょ
う
。

ト
ラ
イ

国
民
主
権
が
重
要
な
理
由
を
，「
法
の
支
配
」の
観
点
か

ら
説
明
し
ま
し
ょ
う
。

チ
ェ
ッ
ク

日
本
が
平
和
主
義
を
か
か
げ
る
理
由
を
，
本
文
か
ら
ぬ

き
出
し
ま
し
ょ
う
。

ト
ラ
イ

国
際
平
和
の
た
め
に
日
本
が
果
た
す
役
割
に
つ
い
て
，
次

の
語
句
を
使
っ
て
説
明
し
ま
し
ょ
う
。［
自
衛
隊
／
被
爆
国
］

チ
ェ
ッ
ク

個
人
の
尊
重
と
は
，
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
意
味
し
て
い

る
か
，
本
文
か
ら
ぬ
き
出
し
ま
し
ょ
う
。

ト
ラ
イ

基
本
的
人
権
の
保
障
に
必
要
な
こ
と
を
，
次
の
語
句
を

使
っ
て
説
明
し
ま
し
ょ
う
。［
法
の
下
の
平
等
］

チ
ェ
ッ
ク

現
在
も
日
本
に
残
っ
て
い
る
差
別
の
例
を
，
本
文
か
ら

ぬ
き
出
し
ま
し
ょ
う
。

ト
ラ
イ

差
別
を
な
く
す
た
め
に
重
要
な
こ
と
を
，「
個
人
の
尊
重
」

の
観
点
か
ら
説
明
し
ま
し
ょ
う
。

チ
ェ
ッ
ク

イ
ン
ク
ル
ー
ジ
ョ
ン
の
実
現
と
は
，
ど
の
よ
う
な
こ
と

を
意
味
し
て
い
る
か
，
本
文
か
ら
ぬ
き
出
し
ま
し
ょ
う
。

ト
ラ
イ

共
生
社
会
の
実
現
の
た
め
に
必
要
な
こ
と
を
，
50
・
51

ペ
ー
ジ
の
学
習
も
ふ
り
返
っ
て
考
え
ま
し
ょ
う
。

チ
ェ
ッ
ク

自
由
権
に
は
ど
の
よ
う
な
種
類
が
あ
る
か
，
本
文
か
ら

ぬ
き
出
し
ま
し
ょ
う
。

ト
ラ
イ

自
由
権
が
保
障
さ
れ
る
こ
と
が
重
要
な
理
由
を
，「
個
人

の
尊
重
」の
観
点
か
ら
説
明
し
ま
し
ょ
う
。

チ
ェ
ッ
ク

社
会
権
に
は
ど
の
よ
う
な
種
類
が
あ
る
が
，
本
文
か
ら

ぬ
き
出
し
ま
し
ょ
う
。

ト
ラ
イ

社
会
権
が
保
障
さ
れ
た
理
由
を
，
自
由
権（
経
済
活
動
の

自
由
）と
の
関
係
か
ら
説
明
し
ま
し
ょ
う
。

チ
ェ
ッ
ク

参
政
権
や
請
求
権
に
は
ど
の
よ
う
な
種
類
が
あ
る
か
，

そ
れ
ぞ
れ
本
文
か
ら
ぬ
き
出
し
ま
し
ょ
う
。

ト
ラ
イ

参
政
権
や
請
求
権
が
人
権
の
保
障
に
と
っ
て
重
要
な
理

由
を
，「
個
人
の
尊
重
」の
観
点
か
ら
説
明
し
ま
し
ょ
う
。

チ
ェ
ッ
ク

自
由
や
権
利
の
限
界
や
，
制
限
さ
れ
る
例
を
，
本
文
や

資
料
か
ら
ぬ
き
出
し
ま
し
ょ
う
。

ト
ラ
イ

国
民
の
義
務
と
日
本
国
憲
法
の
関
係
に
つ
い
て
，
次
の

語
句
を
使
い
説
明
し
ま
し
ょ
う
。［
人
権
／
国
］

チ
ェ
ッ
ク

環
境
権
や
自
己
決
定
権
を
，「
新
し
い
人
権
」と
よ
ぶ
理

由
を
，次
の
語
句
を
使
っ
て
説
明
し
ま
し
ょ
う
。［
憲
法
］

ト
ラ
イ

新
し
い
人
権
か
ら
一
つ
選
び
，
そ
の
権
利
が
ど
の
よ
う

な「
対
立
」を
解
消
す
る
た
め
の
も
の
か
説
明
し
ま
し
ょ
う
。

チ
ェ
ッ
ク

情
報
化
の
進
展
に
と
も
な
っ
て
認
め
ら
れ
た
権
利
を
，

本
文
か
ら
ぬ
き
出
し
ま
し
ょ
う
。

ト
ラ
イ

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
発
達
の
人
権
上
の
利
点
と
課
題
に

つ
い
て
，次
の
語
句
を
使
っ
て
説
明
し
ま
し
ょ
う
。［
情
報
］

チ
ェ
ッ
ク

人
権
保
障
の
た
め
の
さ
ま
ざ
ま
な
条
約
を
，
本
文
や
資

料
か
ら
ぬ
き
出
し
ま
し
ょ
う
。

ト
ラ
イ

人
権
上
の
課
題
の
解
決
に
取
り
組
む
組
織
と
，
そ
れ
ぞ

れ
が
担
っ
て
い
る
役
割
を
説
明
し
ま
し
ょ
う
。

人
権

の
歴

史
と

憲
法

 
p.
40
～
41

人
権
と
憲
法
に
は
ど
の
よ
う
な
関
係
が
あ
る
の
で
し
ょ

う
か
。1

日
本

国
憲

法
と

は
 

p.
42
～
43

日
本
国
憲
法
は
ど
の
よ
う
な
考
え
方
に
基
づ
い
て
作
ら

れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

2

国
民

主
権

と
私

た
ち

の
責

任
 

p.
44
～
45

な
ぜ
国
民
主
権
は
大
切
な
の
で
し
ょ
う
か
。

3

平
和

主
義

の
意

義
と

日
本

の
役

割
 

p.
46
～
47

平
和
主
義
を
か
か
げ
る
日
本
は
国
際
社
会
で
ど
の
よ
う

な
役
割
を
果
た
し
て
い
く
べ
き
で
し
ょ
う
か
。

4

基
本

的
人

権
と

個
人

の
尊

重
 

p.
48
～
49

な
ぜ
基
本
的
人
権
を
保
障
す
る
こ
と
が
重
要
な
の
で
し

ょ
う
か
。

5

平
等

権
①

共
生
社
会
を
目
指
し
て

 
p.
50
～
51

日
本
に
は
ど
の
よ
う
な
差
別
が
あ
り
，
差
別
を
無
く
す
た

め
に
ど
の
よ
う
な
努
力
が
な
さ
れ
て
き
た
の
で
し
ょ
う
か
。

1

平
等

権
②

共
生
社
会
を
目
指
し
て

 
p.
52
～
53

共
生
社
会
を
築
い
て
い
く
た
め
に
，
私
た
ち
に
は
ど
の
よ
う

な
取
り
組
み
や
努
力
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

2

自
由

権
自
由
に
生
き
る
権
利

 
p.
54
～
55

自
由
権
と
は
ど
の
よ
う
な
権
利
で
あ
り
，
日
本
国
憲
法

で
ど
の
よ
う
に
保
障
さ
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

3

社
会

権
豊
か
に
生
き
る
権
利

 
p.
56
～
57

社
会
権
と
は
ど
の
よ
う
な
権
利
で
あ
り
，
日
本
国
憲
法

で
ど
の
よ
う
に
保
障
さ
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

4

人
権

を
確

実
に

保
障

す
る

た
め

の
権

利
 

p.
58
～
59

私
た
ち
の
人
権
保
障
を
確
か
な
も
の
に
す
る
た
め
に
，
日
本
国
憲

法
で
は
ど
の
よ
う
な
権
利
が
保
障
さ
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

5

「
公

共
の

福
祉

」と
国

民
の

義
務

 
p.
60
～
61

私
た
ち
は
憲
法
上
，
ど
の
よ
う
な
責
任
と
義
務
を
負
っ

て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

6

新
し

い
人

権
①

 
p.
62
～
63

産
業
や
科
学
技
術
の
発
展
と
人
権

産
業
や
科
学
技
術
の
発
展
に
と
も
な
っ
て
，
ど
の
よ
う
な
課
題
が

生
ま
れ
，
ど
の
よ
う
な
権
利
が
認
め
ら
れ
て
き
た
の
で
し
ょ
う
か
。

1

新
し

い
人

権
②

情
報
化
の
進
展
と
人
権

 
p.
64
～
65

情
報
化
の
進
展
に
と
も
な
っ
て
，
ど
の
よ
う
な
課
題
が
生
ま

れ
，
ど
の
よ
う
な
権
利
が
認
め
ら
れ
て
き
た
の
で
し
ょ
う
か
。

2

グ
ロ

ー
バ

ル
社

会
と

人
権

 
p.
66
～
67

国
際
社
会
に
は
ど
の
よ
う
な
人
権
上
の
課
題
が
あ
り
，
解
決
に
向

け
て
ど
の
よ
う
な
取
り
組
み
が
な
さ
れ
て
き
た
の
で
し
ょ
う
か
。

3

探
究

の
ス

テ
ッ

プ

憲
法
が
大
切
に
さ

れ
て
き
た
の
は
な

ぜ
で
し
ょ
う
か
。

p.
68

探
究

の
ス

テ
ッ

プ

日
本
国
憲
法
で
は
，

な
ぜ
人
権
を
保
障

す
る
こ
と
が
大
切

な
の
で
し
ょ
う
か
。

p.
68

探
究

の
ス

テ
ッ

プ

新
し
い
人
権
が
認

め
ら
て
き
た
の
は

な
ぜ
で
し
ょ
う
か
。

p.
68

探
究

の
ス

テ
ッ

プ

人
権

と
日

本
国

憲
法

憲
法
が
大
切
に
さ

れ
て
き
た
の
は
な

ぜ
で
し
ょ
う
か
。

p.
39
・
40

1 節

探
究

の
ス

テ
ッ

プ

人
権

と
共

生
社

会
日
本
国
憲
法
で
は
，

な
ぜ
人
権
を
保
障

す
る
こ
と
が
大
切

な
の
で
し
ょ
う
か
。

p.
39
・
50

2 節

探
究

の
ス

テ
ッ

プ

こ
れ

か
ら

の
人

権
保

障
新
し
い
人
権
が
認

め
ら
て
き
た
の
は

な
ぜ
で
し
ょ
う
か
。

p.
39
・
62

3 節


