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学
校
教
育
で
建
国
の
歴
史
を
教
え
な
い
国
は
、
世
界
中
で
、
日
本
だ
け
で
は
な
か
ろ
う
か
。
我
が
国
は
現

存
す
る
世
界
最
古
の
国
家
で
あ
る
。
日
本
人
な
ら
素
直
に
喜
び
、
誇
り
に
思
え
る
こ
の
重
大
な
事
実
を
、
な

ぜ
日
本
人
は
知
ら
な
い
の
か
。

日
本
が
最
古
の
国
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
と
き
、
私
は
心
か
ら
感
動
し
「
日
本
は
す
ご
い
国
な
ん
だ
」
と

思
っ
た
。
こ
れ
ほ
ど
日
本
人
に
誇
り
を
持
た
せ
る
重
要
な
歴
史
を
教
え
な
い
と
は
、
不
自
然
極
ま
り
な
い
。

日
本
国
民
の
意
識
か
ら
「
建
国
」
が
完
全
に
抜
け
落
ち
て
し
ま
っ
た
結
果
、
現
代
日
本
人
は
建
国
精
神
を
忘

れ
、
民
族
の
誇
り
を
忘
れ
、
日
本
人
の
気
質
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
思
え
る
。

そ
し
て
そ
の
結
果
、
現
在
の
日
本
は
、
建
国
記
念
の
日
に
建
国
を
祝
う
国
民
が
ほ
と
ん
ど
い
な
い
と
い

う
、
世
界
的
に
見
て
、
極
め
て
異
常
な
状
況
に
あ
る
。
日
本
国
が
存
在
す
る
こ
と
の
あ
り
が
た
さ
を
、
日
本

人
は
実
感
し
て
い
な
い
。
こ
れ
は
国
家
・
民
族
の
危
機
で
あ
ろ
う
。
戦
後
教
育
の
誤
り
は
、
国
を
滅
亡
さ
せ

る
力
を
も
発
揮
し
う
る
の
で
あ
る
。

現
代
日
本
人
が
あ
ま
り
に
も
国
史
に
無
知
で
あ
る
こ
と
は
、
現
代
日
本
社
会
の
歪ひ

ず

み
を
如
実
に
表
し
て
い

る
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
。
我
が
国
は
先
の
大
戦
の
終
結
来
、
誇
り
を
持
つ
こ
と
を
禁
止
さ
れ
て
し
ま
っ

た
よ
う
に
見
え
る
。
民
族
に
誇
り
を
持
て
な
く
な
っ
た
ら
、
そ
の
民
族
は
滅
び
る
に
違
い
な
い
。
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日
本
は
現
存
す
る
唯
一
の
古
代
国
家 

世
界
に
は
一
九
〇
を
超
え
る
国
が
現
存
す
る
が
、
そ
の
な
か
で
世
界
最
古
の
国
家
が
日
本
で
あ
る
こ
と
は

あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
戦
前
ま
で
は
誰
も
が
共
有
し
て
い
た
こ
と
だ
が
、
戦
後
は
国
民

の
記
憶
の
な
か
か
ら
抹
消
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。

老し
に
せ舗
が
「
創
業
何
年
」
と
銘
打
つ
よ
う
に
、
古
い
時
代
か
ら
継
続
し
て
き
た
こ
と
は
、
大
き
な
誇
り
で
あ

る
。
私
が
世
話
に
な
っ
た
小
学
校
も
、
幕
末
の
慶
応
年
間
に
創
立
さ
れ
た
長
い
歴
史
を
持
ち
、
子
供
時
分
か

ら
そ
の
こ
と
を
誇
り
に
思
っ
て
い
た
こ
と
を
今
で
も
よ
く
覚
え
て
い
る
。
長
い
歴
史
の
な
か
で
、
価
値
の
な

い
も
の
は
淘と

う

汰た

さ
れ
、
失
わ
れ
て
き
た
が
、
ほ
ん
と
う
に
価
値
の
あ
る
も
の
だ
け
が
守
ら
れ
、
今
に
継
承
さ

れ
て
き
た
。
伝
統
に
は
、
必
ず
相
当
の
意
味
や
価
値
が
あ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

世
界
の
歴
史
は
王
朝
交
代
の
歴
史
だ
っ
た
。
世
界
史
の
年
表
を
眺
め
れ
ば
、
国
家
は
数
十
年
や
百
年
程
度

で
成
立
と
滅
亡
を
繰
り
返
し
て
き
た
こ
と
が
よ
く
分
か
る
。
人
類
史
上
、
四
百
年
以
上
国
を
守
っ
た
の
は
、

数
え
る
ほ
ど
し
か
例
が
な
い
。

と
こ
ろ
が
、
そ
の
な
か
で
日
本
だ
け
が
、
古
代
か
ら
続
く
王
朝
を
守
り
、
今
も
存
在
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、
我
が
国
の
建
国
よ
り
も
前
に
あ
っ
た
王
朝
は
、
い
ず
れ
も
滅
び
、
今
は
存
在
し
な
い
。
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で
は
日
本
の
建
国
は
い
つ
な
の
か
。
正
式
な
歴
史
書
で
あ
る
正
史
『
日
本
書
紀
』
に
よ
れ
ば
、
初
代
神じ

ん

武む

天
皇
の
橿か

し

原は
ら
の

宮み
や

（
奈
良
県
橿
原
市
）
で
の
即
位
が
我
が
国
の
建
国
で
、
こ
れ
は
紀
元
前
六
六
〇
年
、
す
な
わ

ち
今
か
ら
約
二
千
七
百
年
前
に
相
当
す
る
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
に
は
考
古
学
界
か
ら
は
根
強
い
批
判
が
あ

る
。『
日
本
書
紀
』
に
は
神
話
的
要
素
が
強
く
、
特
に
建
国
に
関
す
る
記
述
に
は
信し

ん

憑ぴ
よ
う

性
が
乏と

ぼ

し
く
、
認
め

ら
れ
な
い
と
い
う
。

し
か
し
、
三
世
紀
前
期
に
奈
良
県
の
三み

輪わ

山や
ま

の
麓ふ

も
とに
あ
る
纒ま

き

向む
く

遺
跡
に
前
方
後
円
墳
が
造
ら
れ
た
こ
と
が

ヤ
マ
ト
王
権
の
成
立
を
示
し
て
い
て
、
そ
の
ヤ
マ
ト
王
権
が
や
が
て
日
本
列
島
の
大
部
分
を
統
治
す
る
大
和

朝
廷
と
な
り
、
以
来
、
現
在
に
至
る
ま
で
王
朝
の
交
代
が
な
い
こ
と
は
、
考
古
学
界
で
も
共
通
し
た
認
識
に

な
っ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
日
本
の
建
国
は
、
考
古
学
の
立
場
か
ら
考
察
し
、
最
も
短
く
見
積
も
っ
て
も
千
八
百
年

前
と
な
り
、
い
ず
れ
に
し
て
も
我
が
国
は
現
存
す
る
最
古
の
国
家
で
あ
る
こ
と
に
違
い
は
な
い
。
ま
た
、
考

古
学
者
た
ち
が
主
張
す
る
、
大
和
朝
廷
の
基
盤
と
な
る
王
権
が
畿
内
で
成
立
し
た
こ
と
は
、『
日
本
書
紀
』

の
記
述
と
も
一
致
す
る
。

た
だ
し
、
日
本
列
島
の
大
部
分
を
統
治
す
る
国
が
瞬
間
的
に
立
ち
上
が
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
大
和
朝

廷
に
つ
な
が
る
小
さ
な
国
家
が
そ
れ
よ
り
も
前
に
成
立
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
弥
生
時
代
の
時
間
の
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流
れ
が
緩
や
か
だ
っ
た
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
千
八
百
年
に
数
百
年
上
乗
せ
し
た
歴
史
が
あ
る
、
と
考
え
る

の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
な
ら
ば
、
我
が
国
の
建
国
は
お
よ
そ
二
千
年
も
し
く
は
、
そ
れ
以
上
前
と
表
現
し
て

も
大
き
く
外
れ
る
こ
と
は
な
い
。

日
本
の
国
の
歴
史
の
長
さ
は
、
他
国
と
比
較
す
る
と
理
解
し
や
す
い
。
現
存
す
る
国
家
の
な
か
で
日
本
に

次
ぎ
、
二
番
目
に
長
い
歴
史
を
持
つ
の
が
デ
ン
マ
ー
ク
で
あ
る
。
十
世
紀
前
半
に
ヴ
ァ
イ
キ
ン
グ
た
ち
を
統

合
し
た
初
代
国
王
ゴ
ー
ム
が
建
国
し
た
と
伝
え
ら
れ
、
現
在
の
国
王
は
ゴ
ー
ム
王
の
子
孫
と
さ
れ
る
。
だ

が
、
そ
れ
で
も
そ
の
歴
史
は
千
数
十
年
と
、
日
本
の
半
分
程
度
に
過
ぎ
な
い
。
次
い
で
三
番
目
が
英
国
で
、

初
代
国
王
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
一
世
が
フ
ラ
ン
ス
か
ら
海
を
渡
っ
て
き
て
ブ
リ
テ
ン
島
を
征
服
し
た
の
が
一
〇
六

六
年
、
お
よ
そ
九
百
数
十
年
前
の
こ
と
で
あ
る
。
現
在
の
エ
リ
ザ
ベ
ス
女
王
は
そ
の
子
孫
と
さ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
国
連
の
常
任
理
事
国
は
英
国
を
除
い
て
い
ず
れ
も
歴
史
が
浅
い
。
ア
メ
リ
カ
が
独
立
戦
争
を

経
て
英
国
か
ら
独
立
し
た
の
が
一
七
七
六
年
、
フ
ラ
ン
ス
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
が
始
ま
っ
た
一
七
八
九
年
、
中

国
は
毛
沢
東
が
天
安
門
広
場
で
成
立
を
宣
言
し
た
一
九
四
九
年
、
ロ
シ
ア
は
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
連
邦
が
崩
壊
し
て

独
立
を
宣
言
し
た
一
九
九
一
年
が
建
国
の
年
で
あ
る
。
日
本
国
が
二
千
年
以
上
の
間
、
王
朝
を
守
っ
て
き
た

こ
と
は
、
人
類
史
上
の
奇
跡
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
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国
の
成
り
立
ち
を
知
ら
な
い
子
供
た
ち 

私
は
慶
應
義
塾
大
学
の
大
学
院
で
憲
法
の
授
業
を
し
て
い
る
が
、
学
生
た
ち
に
「
日
本
は
い
つ
ど
の
よ
う

に
で
き
た
の
か
」
と
問
う
て
も
、
答
え
ら
れ
る
生
徒
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
。
大
学
院
で
も
そ
の
状
態
で
あ
る

か
ら
、
ま
し
て
、
全
国
の
大
学
生
や
高
校
生
は
日
本
の
国
の
成
り
立
ち
を
知
ら
な
い
と
考
え
て
よ
い
。
こ
の

状
況
は
、
国
家
の
存
亡
に
か
か
わ
る
極
め
て
重
大
な
危
機
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。

こ
の
事
態
を
外
国
に
置
き
換
え
て
み
る
と
、
日
本
の
異
常
さ
が
分
か
る
。
た
と
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
の
教
育

を
受
け
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ア
メ
リ
カ
の
独
立
戦
争
を
知
ら
ず
、
初
代
大
統
領
の
ジ
ョ
ー
ジ
・
ワ
シ
ン
ト

ン
を
知
ら
な
い
ア
メ
リ
カ
人
な
ど
い
る
だ
ろ
う
か
。
も
し
そ
の
よ
う
な
ア
メ
リ
カ
人
が
い
て
も
、
も
は
や
ア

メ
リ
カ
人
と
は
呼
べ
な
い
の
で
は
な
い
か
。
ア
メ
リ
カ
人
な
ら
、
誰
し
も
建
国
の
経
緯
を
詳つ

ま
びら

か
に
語
る
こ

と
が
で
き
る
は
ず
だ
。
同
じ
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
つ
い
て
語
る
こ
と
が
で
き
な
い
フ
ラ
ン
ス
人
や
、

毛
沢
東
を
知
ら
な
い
中
国
人
な
ど
が
い
た
ら
「
も
ぐ
り
」
で
あ
ろ
う
。

国
民
が
建
国
の
歴
史
を
知
っ
て
い
る
こ
と
は
、
新
し
い
国
に
限
る
も
の
で
は
な
い
。
日
本
に
次
い
で
古
い

歴
史
を
持
つ
デ
ン
マ
ー
ク
や
英
国
で
も
、
国
民
は
建
国
の
歴
史
を
雄
弁
に
語
る
こ
と
が
で
き
る
。
初
代
国
王

ゴ
ー
ム
を
知
ら
な
い
デ
ン
マ
ー
ク
人
や
、
初
代
国
王
ウ
ィ
リ
ア
ム
一
世
を
知
ら
な
い
英
国
人
な
ど
も
い
る
は



17　　第一章　日本の教科書は世界の非常識

ず
が
な
い
。

こ
の
よ
う
に
国
民
が
国
家
・
民
族
の
歴
史
を
熟
知
し
て
い
る
の
は
、
国
が
力
を
入
れ
て
教
育
し
て
い
る
か

ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ど
の
国
も
、
自
国
の
歴
史
は
建
国
か
ら
て
い
ね
い
に
子
供
た
ち
に
教
え
込
ん
で
い

る
。
ゆ
え
に
、
そ
の
よ
う
な
国
の
子
供
は
、
自
国
の
歴
史
を
知
り
、
と
き
に
は
外
国
人
に
説
明
す
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
あ
る
。

同
じ
よ
う
に
、
日
本
で
も
義
務
教
育
の
現
場
で
は
歴
史
を
教
え
て
い
る
。
中
学
校
の
社
会
科
に
は
歴
史
の

科
目
が
あ
り
、
日
本
の
子
供
た
ち
は
確
実
に
日
本
の
歴
史
を
勉
強
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
な
ぜ
、
日
本
の
若
者
は
建
国
の
経
緯
を
知
ら
な
い
の
か
。
そ
の
答
え
は
、
中
学
で
使
わ
れ
て
い

る
歴
史
の
教
科
書
の
中
身
に
あ
る
。
な
ん
と
、
中
学
の
歴
史
の
教
科
書
に
は
、
ど
こ
に
も
我
が
国
の
建
国
の

経
緯
が
書
か
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
初
代
の
神
武
天
皇
も
紹
介
さ
れ
て
い
な
い
ば
か
り
か
、
天
皇

と
は
何
か
に
つ
い
て
も
、
ひ
と
言
も
説
明
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
で
は
、
子
供
た
ち
が
、
日
本
は
い
つ
ど
の

よ
う
に
で
き
た
か
、
日
本
は
ど
の
よ
う
な
国
な
の
か
、
分
か
る
は
ず
が
な
い
。

 

日
本
人
が
誇
れ
る
こ
と
を
書
か
な
い
歴
史
教
科
書 

こ
こ
で
中
学
の
歴
史
教
科
書
が
ど
の
よ
う
に
日
本
の
成
り
立
ち
を
説
明
し
て
い
る
か
、
東
京
書
籍
の
『
新
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