
学
校
の
教
育
活
動
全
体
を
通
じ
て
行
う
道
徳
教
育
ー
そ
の
批
判
と
創
造
ー

藤
田
昌
士

Ⅰ

改
訂
小
・
中
学
校
学
習
指
導
要
領
と
道
徳
教
育

一
、
改
訂
の
要
点

教
育
基
本
法
・
学
校
教
育
法
の
改
悪
を
う
け
て
、
二
〇
〇
八
年
三
月
、
小
・
中
学
校
の
学
習
指
導
要
領

が
改
訂
さ
れ
ま
し
た
。
「
道
徳
教
育
の
充
実
」
が
そ
こ
で
の
主
な
「
改
善
」
事
項
の
一
つ
と
さ
れ
て
い
ま

す
。
は
じ
め
に
そ
の
要
点
を
確
認
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

小
・
中
学
校
と
も
に
学
習
指
導
要
領
は
、
ま
ず
第
１
章
総
則
の
２
で
「
学
校
に
お
け
る
道
徳
教
育
は
、

道
徳
の
時
間
を

か
な
め

要

と
し
て
学
校
の
教
育
活
動
全
体
を
通
じ
て
行
う
も
の
で
あ
り
、
・
・
・
」
と
し
て
、

「
道
徳
の
時
間
を

か
な
め

要

と
し
て
」
と
い
う
文
言
を
新
た
に
加
え
て
い
ま
す
。
ま
た
、
第
二
段
に
掲
げ
る
道
徳

教
育
の
目
標
の
中
に
「
伝
統
と
文
化
を
尊
重
し
、
そ
れ
ら
を
は
ぐ
く
ん
で
き
た
我
が
国
と
郷
土
を
愛
し
」

と
い
う
文
言
を
書
き
加
え
て
い
ま
す
。

つ
ぎ
に
第
３
章
「
道
徳
」
を
み
る
と
、
そ
の
第
２
「
内
容
」
の
冒
頭
に
、
こ
れ
ま
た
学
習
指
導
要
領
の

上
で
は
は
じ
め
て
「
道
徳
の
時
間
を

か
な
め

要

と
し
て
学
校
の
教
育
活
動
全
体
を
通
じ
て
行
う
道
徳
教
育
の
内
容

は
次
の
と
お
り
と
す
る
」
と
い
う
一
文
を
置
い
て
い
ま
す
。
こ
う
し
て
道
徳
の
時
間
が
「
要
」
で
あ
る
こ

と
を
重
ね
て
強
調
す
る
と
と
も
に
、
こ
の
第
３
章
第
２
に
掲
げ
る
内
容
が
道
徳
の
時
間
の
み
な
ら
ず
学
校

の
教
育
活
動
全
体
を
通
じ
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
記
し
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ

て
各
学
校
が
作
成
す
る
道
徳
教
育
の
全
体
計
画
に
お
い
て
は
、
各
教
科
、
総
合
的
な
学
習
の
時
間
や
特
別

活
動
等
に
つ
い
て
上
記
の
「
内
容
」
と
の
関
連
を
踏
ま
え
た
「
指
導
内
容
お
よ
び
時
期
」
を
示
す
こ
と
が

求
め
ら
れ
て
い
ま
す
（
第
３
章
第
３
の
１
（
１
）
）
。
学
習
指
導
要
領
に
よ
っ
て
道
徳
教
育
の
全
体
計
画

の
作
成
が
各
学
校
に
義
務
づ
け
ら
れ
た
の
は
一
九
八
九
年
の
小
・
中
学
校
学
習
指
導
要
領
改
訂
か
ら
で
す

が
、
こ
れ
ま
で
は
第
２
に
示
す
「
道
徳
の
内
容
」
と
各
教
科
等
に
お
け
る
指
導
と
の
「
関
連
」
を
示
す
よ

う
求
め
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
ま
し
た
。
全
体
計
画
に
関
す
る
指
示
が
「
関
連
」
か
ら
「
指
導
内
容
及
び
時

期
」
に
ま
で
細
目
化
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
今
回
の
改
訂
で
は
、
前

回
の
改
訂
（
一
九
九
八
年
）
で
「
各
学
校
に
お
い
て
は
、
校
長
を
は
じ
め

．
．
．
．
．
．
全
教
師
が
協
力
し
て
道
徳
教
育

を
展
開
す
る
」
（
傍
点
は
引
用
者
）
と
の
文
言
が
加
え
ら
れ
た
こ
と
を
さ
ら
に
進
め
て
「
各
学
校
に
お
い

て
は
、
校
長
の
方
針
の
下
に

．
．
．
．
．
．
．
．
、
道
徳
教
育
の
推
進
を
主
に
担
当
す
る
教
師
（
以
下
、
『
道
徳
教
育
推
進
教

師
』
と
い
う
。
）
を
中
心
に
、
道
徳
教
育
を
展
開
す
る
」
（
第
３
章
第
３
の
１
、
傍
点
は
引
用
者
）
と
し

て
い
ま
す
。
学
校
長
ー
道
徳
教
育
推
進
教
師
と
い
う
ラ
イ
ン
を
中
心
に
し
た
道
徳
教
育
の
推
進
、
と
い
う

よ
り
も
統
制
を
意
図
し
た
も
の
と
い
え
ま
す
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
そ
の
上
部
に
は
、
文
部
科
学
省
ー
都

道
府
県
・
市
町
村
教
育
委
員
会
と
い
う
統
制
の
ル
ー
ト
が
見
込
ま
れ
て
い
る
の
で
す
。

な
お
、
こ
の
た
び
の
学
習
指
導
要
領
改
訂
後
に
提
出
さ
れ
た
中
央
教
育
審
議
会
答
申
「
教
育
振
興
基
本

計
画
に
つ
い
て
」
（
二
〇
〇
八
年
四
月
）
に
よ
る
と
、
「
今
後
５
年
間
に
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
取
り
組

む
べ
き
施
策
」
と
し
て
道
徳
教
育
に
つ
い
て
は
「
特
に
、
教
材
に
つ
い
て
は
、
学
習
指
導
要
領
の
趣
旨
を

踏
ま
え
た
適
切
な
教
材
が
教
科
書
に
準
じ
た
も
の
と
し
て
十
分
に
活
用
さ
れ
る
よ
う
、
国
庫
補
助
制
度
を

早
急
に
創
設
す
る
」
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
国
庫
補
助
制
度
を
理
由
に
、
都
道
府
県
あ
る
い
は
市
町
村
教

育
委
員
会
の
指
定
し
た
副
読
本
の
使
用
が
各
学
校
に
義
務
づ
け
ら
れ
る
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
た
び
の
改
訂
に
先
立
つ
中
央
教
育
審
議
会
答
申
（
二
〇
〇
八
年
一
月
）
に
も
あ
る
よ
う
に
、
「
道

徳
教
育
の
充
実
」
が
、
一
方
で
は
「
伝
統
や
文
化
に
関
す
る
教
育
の
充
実
」
と
、
他
方
で
は
「
体
験
活
動



の
充
実
」
と
深
く
関
連
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
も
注
意
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

以
上
を
要
約
し
て
、
改
訂
学
習
指
導
要
領
は
「
道
徳
の
時
間
」
を
「
要
」
と
し
、
（
文
科
省
ー
教
育
委

員
会
ー
）
学
校
長
ー
道
徳
教
育
推
進
教
師
と
い
う
統
制
の
ル
ー
ト
を
導
入
し
な
が
ら
、
学
校
の
教
育
活
動

全
体
の
「
道
徳
教
育
」
（
お
説
教
と
お
し
つ
け
）
化
を
い
っ
そ
う
徹
底
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
す
。
そ
の

ね
ら
い
は
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
新
教
育
基
本
法
で
定
め
た
「
愛
国
心
」
（
「
国
を
愛
す
る
態
度
」
）
を
子

ど
も
に
注
入
す
る
こ
と
に
あ
り
ま
す
。

二
、
「
愛
国
心
」
を
め
ぐ
っ
て

戦
後
の
政
府
の
道
徳
教
育
政
策
を
ふ
り
か
え
っ
て
み
る
と
、
政
府
の
求
め
る
「
愛
国
心
」
は
三
つ
の
顔

を
も
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
第
一
は
「
自
衛
の
た
め
の
自
発
的
精
神
」
（
「
池
田
・
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
会
談
日

本
側
議
事
録
草
案
要
旨
」
一
九
五
三
年
）
、
あ
る
い
は
「
国
を
守
る
気
概
」
（
防
衛
庁
『
昭
和
五
一
年
版

防
衛
白
書
』
ほ
か
）
と
し
て
の
「
愛
国
心
」
で
す
。
第
二
は｢

天
皇
へ
の
敬
愛
の
念
」
（
中
央
教
育
審
議
会

『
期
待
さ
れ
る
人
間
像
』
一
九
六
六
年
）
と
不
可
分
な
も
の
と
し
て
の｢

愛
国
心
」
で
す
。
第
三
は
「
我
が

国
の
伝
統
・
文
化
」
の
理
解
と
尊
重
に
も
と
づ
く｢

日
本
人
と
し
て
の
自
覚
」
（
臨
時
教
育
審
議
会
第
一
次

答
申
〔
一
九
八
五
年
〕
ほ
か
）
と
し
て
の
「
愛
国
心
」
で
す
。
こ
の
う
ち
、
第
二
の
「
愛
国
心
」
と
第
三
の

「
愛
国
心
」
は
、
「
天
皇
制
こ
そ
が
わ
が
国
の
伝
統
の
中
心
で
あ
る
」
（
日
本
教
育
会
研
修
事
業
委
員
会

編
著
『
愛
国
心
と
教
育
』
一
九
八
七
年
、
一
六
三
頁
）
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
重
な
り
合
っ
て
い
ま
す
。

こ
う
し
て
両
者
を
合
わ
せ
て
日
本
と
い
う
「
共
同
体
と
し
て
の
国
家
」
（
教
育
改
革
研
究
会
「
青
少
年
の

人
間
性
を
育
む
た
め
に
ー
青
少
年
の
道
徳
的
実
践
規
範
の
確
立
と
教
育
基
本
法
の
改
正
」
一
九
九
八
年
）
」

へ
の
帰
属
意
識
を
養
い
、
「
国
を
守
る
気
概
」
を
つ
く
り
だ
そ
う
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
い
ま
政
府
の

意
図
す
る
「
愛
国
心
」
教
育
の
ね
ら
い
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
私
も
あ
る
意
味
で
は
愛
国
心
を
大
切
に
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
一
人
で
す
。
そ
し
て
、
戦

後
の
新
し
い
愛
国
心
は
、
実
は
一
九
四
七
年
教
育
基
本
法
の
「
平
和
的
な
国
家
及
び
社
会
の
形
成
者
」
を

育
て
る
と
い
う
文
言
の
な
か
に
宿
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
も
の
で
す
。
「
立
法
者
意
思
の
書
」
と
い
わ
れ

る
教
育
法
令
研
究
会
著
『
教
育
基
本
法
の
解
説
』
（
一
九
四
七
年
）
の
中
に
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
「
平
和

的
な
国
家
及
び
社
会
」
と
い
う
場
合
の
「
社
会
」
は
国
内
社
会
は
も
ち
ろ
ん
、
「
広
く
国
際
社
会
を
含
む

も
の
」
と
し
て
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
「
形
成
者
」
と
い
う
の
は
「
単
な
る
成
員
、
構
成
員
と
い
う

消
極
的
な
も
の
で
な
く
、
積
極
的
に
国
家
及
び
社
会
を
形
づ
く
っ
て
行
く
者
」
と
説
明
さ
れ
て
い
ま
す
（
六

三
頁
）
。
こ
う
し
て
私
た
ち
が
主
権
者
と
し
て
日
本
と
い
う
国
家
を
平
和
的
な
国
家
と
し
て
つ
く
り
あ
げ
、

さ
ら
に
は
そ
の
こ
と
を
と
お
し
て
平
和
的
な
国
際
社
会
の
建
設
に
寄
与
し
て
い
く
、
そ
の
意
味
で
私
た
ち

が
「
平
和
的
な
国
家
及
び
社
会
の
形
成
者
」
で
あ
ろ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
、
新
し
い
時
代
の
愛
国
心
が
託

さ
れ
て
い
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
ち
な
み
に
、
「
改
正
」
さ
れ
た
教
育
基
本
法
で
は
、
こ
の
言
葉
が
「
平

和
で
民
主
的
な
国
家
及
び
社
会
の
形
成
者
」
と
い
う
、
そ
れ
自
体
は
立
派
な
言
葉
に
改
め
ら
れ
て
い
ま
す

が
、
「
改
正
」
教
育
基
本
法
も
そ
の
前
文
で
「
日
本
国
憲
法
の
精
神
に
の
っ
と
り
」
と
う
た
っ
て
い
る
以

上
、
そ
こ
で
の
「
社
会
」
と
か
「
形
成
者
」
と
か
の
言
葉
の
意
味
に
違
い
が
あ
っ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

な
お
、
従
来
の
「
文
化
・
伝
統
」
と
い
う
語
順
を
逆
転
さ
せ
て
い
ま
強
調
さ
れ
つ
つ
あ
る
「
我
が
国
の

伝
統
・
文
化
」
に
つ
い
て
も
、
「
愛
国
心
」
と
関
連
し
て
論
ず
る
必
要
が
あ
る
の
で
す
が
、
紙
数
の
関
係

上
、
別
の
機
会
に
譲
り
、
一
九
四
七
年
版
の
文
部
省
『
学
習
指
導
要
領
社
会
科
編
（
Ⅰ
）
（
試
案
）
』
の

中
に
あ
る
つ
ぎ
の
一
節
に
だ
け
読
者
の
注
意
を
促
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

「
伝
統
は
も
は
や
単
に
伝
統
で
あ
る
か
ら
と
い
う
だ
け
で
は
尊
重
す
る
わ
け
に
い
か
な
い
。
長
い
伝
統
の

中
で
も
、
今
こ
そ
思
い
切
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
が
あ
る
と
と
も
に
、
今
後
い
よ
い
よ
こ
れ
を
生
か

し
、
且
つ
育
て
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
も
あ
る
こ
と
を
知
り
、
も
し
真
に
生
か
し
て
行
く
に
ふ



さ
わ
し
い
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
中
略
）
今
後
の
教
育
、
特
に

社
会
科
は
、
民
主
主
義
社
会
の
建
設
に
ふ
さ
わ
し
い
社
会
人
を
育
て
上
げ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、

教
師
は
わ
が
国
の
伝
統
や
国
民
生
活
の
特
質
を
よ
く
わ
き
ま
え
て
い
る
と
同
時
に
、
民
主
主
義
社
会
と
は

い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
民
主
主
義
社
会
の
基
底
に
存
す
る
原
理
に
つ
い
て
十

分
な
理
解
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

つ
ま
り
は
戦
後
、
日
本
の
再
出
発
に
あ
た
っ
て
、
民
主
主
義
を
視
座
と
す
る
「
伝
統
」
の
批
判
と
伝
統
の

発
展
的
継
承
が
求
め
ら
れ
て
い
た
の
で
す
。

＊
「
愛
国
心
」
問
題
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
「
愛
国
心
」
教
育
の
歴
史
』
（
学
習
の
友
社
、
今
年
内
刊

行
予
定
）
を
参
照
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

Ⅱ

モ
ラ
ル
の
土
壌
と
社
会

一
、

モ
ラ
ル
の
土
壌
、
モ
ラ
ル
発
達
の
土
壌

東
京
・
秋
葉
原
の
連
続
殺
傷
事
件
な
ど
最
近
の
一
連
の
事
件
と
関
連
し
て
、
あ
ら
た
め
て
モ
ラ
ル
の
土

壌
、
モ
ラ
ル
発
達
の
土
壌
と
も
い
う
べ
き
も
の
に
つ
い
て
考
え
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
こ
こ
で
私
が
念
頭
に

お
い
て
い
る
の
は
①
自
己
肯
定
感
あ
る
い
は
自
尊
感
情
、
②
共
同
性
あ
る
い
は
共
に
生
き
よ
う
と
す
る
意

志
、
③
明
日
へ
の
希
望
あ
る
い
は
生
き
る
め
あ
て
、
の
三
つ
で
す
。
さ
ら
に
は
こ
れ
ら
を
包
括
し
て
④
人

間
へ
の
信
頼
を
挙
げ
る
こ
と
も
必
要
で
し
ょ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
れ
ら
は
ひ
と
つ
な
が
り
の
も
の
だ

と
思
い
ま
す
。
こ
れ
ら
を
は
ぐ
く
む
こ
と
が
道
徳
教
育
の
前
提
で
あ
り
、
あ
る
い
は
土
台
だ
と
思
い
ま
す
。

私
た
ち
が
子
ど
も
に
語
り
か
け
る
「
こ
と
ば
」
が
根
を
お
ろ
す
土
壌
へ
の
注
目
を
欠
い
て
、
た
だ
こ
と
ば

だ
け
の
、
あ
る
い
は
規
範
を
押
し
つ
け
る
よ
う
な
「
道
徳
教
育
」
を
考
え
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
す
。

以
下
、
モ
ラ
ル
の
土
壌
、
モ
ラ
ル
発
達
の
土
壌
と
も
い
う
べ
き
も
の
を
関
心
事
と
し
な
が
ら
、
子
ど
も
・

若
者
の
声
に
耳
を
傾
け
た
い
と
思
い
ま
す
。

①
能
重
真
作
『
ブ
リ
キ
の
勲
章
』
（1979

年
、
民
衆
社
）
か
ら

「
だ
っ
て
、
あ
の
こ
ろ
は
自
分
を
す
て
て
た
も
の
。
ど
う
せ
お
れ
な
ん
か
っ
て
気
持
ち
だ
っ
た
し
、
ほ
ん

と
う
い
っ
て
、
い
つ
死
ん
で
も
い
い
と
お
も
っ
て
た
。
中
途
半
ぱ
な
グ
レ
方
じ
ゃ
思
い
き
っ
た
こ
と
が
で

き
な
い
し
、
そ
の
気
に
な
っ
ち
ゃ
う
と
、
何
も
こ
わ
い
も
の
な
く
な
っ
ち
ゃ
う
。
」

ま
っ
と
う
に
生
き
よ
う
と
思
っ
た
と
き
、
そ
の
中
学
校
の
番
長
と
目
さ
れ
、
他
校
の
番
長
グ
ル
ー
プ
か

ら
つ
け
ね
ら
わ
れ
て
い
る
自
分
が
こ
わ
く
な
っ
た
と
い
う
英
雄
が
、
能
重
氏
の
問
い
か
け
に
こ
た
え
て
語

っ
た
こ
と
ば
で
す
。
氏
も
い
う
よ
う
に
、
非
行
と
は
自
殺
と
は
形
の
異
な
る
自
己
放
棄
で
あ
り
、
そ
の
自

己
放
棄
の
上
に
モ
ラ
ル
は
育
ち
ま
せ
ん
。

②
野
島
通
紀
「
社
会
に
、
地
域
に
目
を
開
く
な
か
で
変
わ
る
子
ど
も
た
ち
」
（
日
本
生
活
教
育
連
盟
編
集

『
生
活
教
育
』1998

年11

月
号
所
収
）
か
ら

「
・
・
・
そ
こ
に
生
き
る
人
た
ち
の
気
持
ち
に
思
い
を
め
ぐ
ら
す
こ
と
な
ど
と
い
う
こ
と
は
、
中
学
校
時

代
の
私
に
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
し
た
。
（
中
略
）
今
ま
で
自
分
な
ん
か
必
要
と
さ
れ
て
い
な
い
、
い

や
い
な
い
方
が
い
い
と
扱
わ
れ
た
の
で
す
。
自
分
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
す
ご
く
嬉
し
く
感
じ
、

様
々
な
活
動
に
参
加
す
る
中
で
自
分
の
世
界
が
広
が
っ
て
行
き
ま
し
た
。
私
は
、
人
は
す
べ
て
冷
た
い
と

見
て
い
た
が
人
と
の
会
話
に
よ
っ
て
相
手
を
知
り
、
自
分
を
知
り
、
相
手
の
考
え
に
感
動
し
た
り
、
自
分

の
考
え
を
深
め
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
発
見
し
ま
し
た
。
／
一
人
一
人
の
居
場
所
が
あ
り
、
人

と
人
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
大
切
に
さ
れ
る
よ
う
な
学
校
と
ま
ち
を
つ
く
る
こ
と
。
そ
う
し
た
営

み
に
自
分
も
将
来
参
加
し
て
い
き
た
い
。

ー
そ
ん
な
思
い
で
今
大
学
生
活
を
過
ご
し
て
い
ま
す
。
」



野
島
氏
は
、
当
時
、
神
奈
川
県
小
田
原
市
の
私
立
旭
丘
高
校
の
教
師
。
市
に
よ
る
小
田
原
城
址
公
園
再

整
備
計
画
に
よ
っ
て
学
校
が
存
亡
の
危
機
に
立
た
さ
れ
た
と
き
、
同
校
で
は
、
教
職
員
、
生
徒
、
保
護
者

ら
が
一
体
と
な
っ
て
市
民
と
市
当
局
に
学
校
を
存
続
さ
せ
る
こ
と
へ
の
理
解
と
協
力
を
訴
え
ま
し
た
。
こ

こ
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
の
は
、
中
学
校
時
代
、
不
登
校
で
あ
り
、
高
校
時
代
、
上
記
の
よ
う
な
取
り
組
み

の
中
で
成
長
し
て
い
っ
た
あ
る
女
生
徒
の
こ
と
ば
で
す
。
孤
立
、
孤
独
か
ら
共
同
、
仲
間
と
共
に
生
き
よ

う
と
す
る
こ
と
へ
の
心
の
変
化
・
成
長
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

現
代
の
道
徳
に
求
め
ら
れ
る
の
は
人
類
共
生
の
規
範
と
し
て
の
性
格
で
す
（
基
本
的
人
権
の
尊
重
が
そ
の

中
心
）
。
こ
の
意
味
で
、
モ
ラ
ル
の
発
達
は
人
々
の
共
同
性
あ
る
い
は
共
に
生
き
よ
う
と
す
る
意
思
を
そ

の
不
可
欠
の
土
壌
、
土
台
と
す
る
も
の
で
す
。
そ
の
共
同
性
あ
る
い
は
共
に
生
き
よ
う
と
す
る
意
思
を
、

ま
ず
は
身
近
な
家
庭
、
学
校
、
地
域
か
ら
出
立
し
て
、
子
ど
も
に
育
て
た
い
と
思
い
ま
す
。

③
田
中
祐
児
氏
指
導
、
倫
理
・
小
論
文
集
『
人
間
と
希
望
』
（2004

年11

月
）
か
ら

「
（
前
略
）
わ
か
っ
て
く
だ
さ
い
。
い
つ
の
世
に
も
ど
ん
な
世
界
に
も
、
陰
で
苦
し
む
人
が
必
ず
い
る
こ

と
を
。
／
何
故
苦
し
み
や
困
難
に
ぶ
つ
か
っ
て
も
そ
れ
を
乗
り
越
え
よ
う
と
し
な
い
の
か
。
泣
き
な
が
ら

で
も
い
い
、
何
故
頑
張
ろ
う
と
し
な
い
の
か
。
何
故
頑
張
る
こ
と
を
止
め
て
し
ま
う
の
か
。
そ
れ
は
誰
も

が
叫
ぶ
こ
と
で
す
。
け
れ
ど
、
頑
張
っ
て
頑
張
っ
た
の
に
結
果
が
で
な
い
と
き
は
、
泣
き
な
が
ら
泣
き
な

が
ら
、
そ
れ
で
も
頑
張
っ
た
の
に
一
蹴
さ
れ
て
し
ま
っ
た
ら
、
も
う
頑
張
る
意
味
が
な
い
と
思
っ
て
し
ま

う
の
で
す
。
だ
っ
て
、
大
事
な
の
は
結
果
な
の
で
す
か
ら
。
努
力
し
た
っ
て
結
局
は
、
結
果
が
全
て
な
の

で
す
か
ら
。
今
、
そ
う
い
う
時
代
で
し
ょ
う

”
代
わ
り
は
い
く
ら
で
も
い
る
ん
だ
よ
”
と
。
そ
う
い
う
、

時
代
で
し
ょ
う
。
人
間
同
士
生
き
残
り
を
か
け
て
、
壮
絶
な
競
争
を
し
て
い
る
時
代
で
す
。
そ
ん
な
時
代

終
わ
っ
て
し
ま
え
。
み
ん
な
消
え
て
し
ま
え
。
も
う
そ
の
争
い
の
渦
か
ら
ぬ
け
だ
し
た
い
、
そ
う
思
っ
た

瞬
間
負
け
犬
の
レ
ッ
テ
ル
を
貼
り
付
け
ら
れ
る
の
で
す
。
（
後
略
）
」

朝
霞
西
高
校
で
田
中
氏
が
指
導
す
る
倫
理
の
授
業
の
な
か
で
書
か
れ
た
一
高
校
生
の
小
論
文
の
一
節
で

す
。
同
世
代
の
若
者
の
苦
悩
が
情
感
を
こ
め
て
語
ら
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

明
日
を
思
い
描
く
と
こ
ろ
に
人
間
の
人
間
ら
し
さ
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
私
た
ち
の
モ
ラ
ル
、
自
己
を

律
す
る
規
範
意
識
は
、
そ
の
明
日
へ
の
希
望
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
生
ま
れ
、
根
づ
く
も
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

以
上
、
三
名
の
子
ど
も
・
若
者
の
声
を
挙
げ
て
み
ま
し
た
。
そ
れ
ら
は
相
互
に
重
な
り
合
い
な
が
ら
、

①
自
己
肯
定
感
あ
る
い
は
自
尊
感
情
、
②
共
同
性
あ
る
い
は
共
に
生
き
よ
う
と
す
る
意
思
、
③
明
日
へ
の

希
望
あ
る
い
は
生
き
る
め
あ
て
、
そ
し
て
つ
ま
る
と
こ
ろ
は
④
人
間
へ
の
信
頼
、
と
い
う
人
間
形
成
に
お

け
る
基
礎
的
な
課
題
を
正
面
か
ら
、
あ
る
い
は
裏
側
か
ら
指
し
示
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
私
は
、
そ
れ

ら
を
道
徳
教
育
に
ひ
き
つ
け
て
モ
ラ
ル
の
土
壌
、
モ
ラ
ル
発
達
の
土
壌
と
し
て
と
ら
え
な
お
し
、
そ
れ
ら

を
は
ぐ
く
む
こ
と
を
道
徳
教
育
の
基
礎
的
な
課
題
と
考
え
る
も
の
で
す
。

二
、
モ
ラ
ル
の
土
壌
を
堀
り
崩
す
社
会
的
条
件

と
こ
ろ
で
、
自
尊
感
情
、
共
同
性
や
明
日
へ
の
希
望
は
、
そ
れ
ら
を
は
ぐ
く
む
た
め
の
親
や
教
師
に
よ

る
意
識
的
な
と
り
く
み
が
重
要
で
あ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
す
が
、
そ
れ
以
上
に
、
巨
大
な
「
潜
在
的
カ

リ
キ
ュ
ラ
ム
（
見
え
な
い
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
）
」
と
も
い
う
べ
き
社
会
の
あ
り
よ
う
を
通
し
て
育
て
ら
れ
た

り
、
育
て
ら
れ
な
か
っ
た
り
す
る
も
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
い
ま
若
者
を
使
い
捨
て
に
す
る
非
人
間

的
な
派
遣
労
働
の
問
題
が
大
き
な
社
会
問
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
問
題
に
加
え
て
、
こ
こ
で

は
国
連
・
子
ど
も
の
権
利
委
員
会
の
日
本
政
府
に
対
す
る
勧
告
に
注
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
モ
ラ
ル
の

土
壌
を
掘
り
崩
す
社
会
的
条
件
に
批
判
の
眼
を
向
け
た
い
と
思
い
ま
す
。

つ
ぎ
に
掲
げ
る
の
は
、
国
連
・
子
ど
も
の
権
利
委
員
会
第
一
回
日
本
審
査
最
終
見
解
（
一
九
九
八
年
六



月
）
に
あ
る
勧
告
の
一
つ
で
す
。

「
43

締
約
国
に
お
け
る
高
度
に
競
争
的
な
教
育
制
度
並
び
に
そ
れ
が
児
童
の
身
体
的
及
び
精
神
的
健
康

に
与
え
る
否
定
的
な
影
響
に
鑑
み
、
委
員
会
は
、
締
約
国
が
、
条
約
第
3
条
、
第
6
条
、
第
12
条
、
第
29

条
及
び
第
31
条
に
照
ら
し
、
過
度
な
ス
ト
レ
ス
及
び
登
校
拒
否
を
予
防
し
、
こ
れ
と
闘
う
た
め
に
適
切
な

措
置
を
と
る
こ
と
を
勧
告
す
る
。
」
（
外
務
省
仮
訳
）

こ
の
勧
告
は
、
そ
の
後
、
同
委
員
会
に
よ
る
第
二
回
審
査
最
終
見
解
（
二
〇
〇
四
年
一
月
）
に
お
い
て

も
「
49
(a)
教
育
制
度
の
過
度
に
競
争
的
な
性
格
が
児
童
の
心
身
の
健
全
な
発
達
に
悪
影
響
を
も
た
ら
し
、

児
童
の
可
能
性
の
最
大
限
な
発
達
を
妨
げ
る
こ
と
」
に
つ
い
て
の
「
懸
念
」
（
外
務
省
仮
訳
）
と
し
て
引

き
継
が
れ
て
い
ま
す
。
上
述
の
モ
ラ
ル
の
土
壌
に
引
き
つ
け
て
い
え
ば
、
指
摘
さ
れ
て
い
る
「
高
度
に
（
過

度
に
）
競
争
的
な
教
育
制
度
」
は
子
ど
も
の
自
尊
感
情
を
お
と
し
め
、
共
同
性
を
ひ
き
さ
き
、
明
日
へ
の

希
望
を
う
ば
う
も
の
で
す
。
新
教
育
基
本
法
・
学
校
教
育
法
な
ど
が
し
き
り
に
子
ど
も
の
「
規
範
意
識
」

を
強
調
し
な
が
ら
、
政
府
の
競
争
主
義
的
な
教
育
施
策
が
逆
に
モ
ラ
ル
の
土
壌
を
掘
り
崩
し
て
い
る
の
で

す
。
な
お
か
つ
強
調
さ
れ
る
「
規
範
意
識
」
と
は
、
戦
後
初
期
、
文
部
省
が
従
来
の
道
徳
教
育
に
つ
い
て

述
べ
て
い
た
よ
う
に
、
「
い
か
に
既
成
の
秩
序
に
服
従
す
る
か
と
い
ふ
個
人
の
心
術
」
（
文
部
省
『
中
等

学
校
・
青
年
学
校
公
民
教
師
用
書
』
一
九
四
六
年
、
二
頁
）
、
つ
ま
り
は
服
従
心
を
作
り
上
げ
よ
う
と
す

る
も
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

な
お
、
こ
の
点
で
は
、
国
連
・
子
ど
も
の
権
利
委
員
会
第
二
回
日
本
審
査
最
終
見
解
（
二
〇
〇
四
年
一

月
）
に
あ
る
つ
ぎ
の
勧
告
に
も
注
目
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

「
児
童
の
意
見
の
尊
重

27

児
童
の
意
見
の
尊
重
に
関
し
、
締
約
国
が
改
善
に
向
け
て
努
力
し
て
い
る

点
に
つ
き
留
意
し
つ
つ
も
、
委
員
会
は
依
然
と
し
て
、
児
童
に
対
す
る
社
会
の
旧
来
の
態
度
に
よ
っ
て
、

彼
ら
の
意
見
の
尊
重
が
家
庭
、
学
校
、
そ
の
他
の
施
設
、
そ
し
て
社
会
全
体
に
お
い
て
制
限
さ
れ
て
い
る

点
に
つ
い
て
懸
念
す
る
。
／
28

委
員
会
は
、
締
約
国
に
対
し
、
条
約
第
12
条
に
鑑
み
、
（a）
児
童
の
意
見

の
尊
重
を
促
進
し
、
家
庭
、
裁
判
所
、
行
政
組
織
、
施
設
及
び
学
校
に
お
い
て
、
児
童
に
影
響
を
及
ぼ
す

全
て
の
事
項
や
政
策
策
定
へ
の
児
童
の
参
加
を
円
滑
に
す
る
こ
と
、
又
、
児
童
が
こ
の
権
利
を
認
識
す
る

よ
う
確
保
す
る
こ
と(

以
下

（b)
(c)
(d)
略
）
を
勧
告
す
る
。
」
（
外
務
省
仮
訳
）

子
ど
も
の
権
利
条
約
第
一
二
条
が
求
め
て
い
る
よ
う
に
、
子
ど
も
の
意
見
の
尊
重
と
結
び
つ
い
て
こ
そ
、

た
ん
な
る
服
従
的
規
範
で
は
な
く
、
子
ど
も
た
ち
の
自
主
的
・
自
律
的
な
規
範
が
形
成
さ
れ
る
の
で
す
。

し
か
し
、
こ
の
点
で
は
、
日
本
政
府
が
二
〇
〇
八
年
四
月
、
国
連
・
子
ど
も
の
権
利
委
員
会
に
提
出
し
た

第
三
回
報
告
書
に
「
205

な
お
、
学
校
に
お
い
て
は
、
校
則
の
制
定
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
編
成
等
は
、
児

童
個
人
に
関
す
る
事
項
と
は
言
え
ず
、
第
12
条
第
1
項
で
い
う
意
見
を
表
明
す
る
権
利
の
対
象
と
な
る
事

項
で
は
な
い
」
と
い
う
驚
く
べ
き
記
述
の
あ
る
こ
と
が
き
び
し
く
批
判
さ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

Ⅲ

学
校
（
公
教
育
の
機
関
）
に
お
け
る
道
徳
教
育

ー

学
校
の
教
育
活
動
全
体
の
「
道
徳
教
育
」
化
を
排
し
、
学
校
の
教
育
活
動
全
体
を
通
じ
て
の
道

徳
教
育
の
創
造
を
ー

道
徳
教
育
は
、
長
ら
く
国
家
に
よ
る
イ
ン
ド
ク
ト
リ
ネ
ー
シ
ョ
ン
（
価
値
の
押
し
つ
け
）
の
別
名
で
し

た
。
今
な
お
、
そ
の
歴
史
は
終
わ
っ
て
い
ま
せ
ん
。
し
た
が
っ
て
、
民
主
的
な
教
師
の
間
に
道
徳
教
育
へ

の
反
発
、
ア
レ
ル
ギ
ー
が
あ
る
こ
と
に
は
理
由
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
現
代
、
私
た
ち
が
社
会
の
主
人

公
と
し
て
う
ち
立
て
る
べ
き
道
徳
は
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
人
類
共
生
の
た
め
の
規
範
で
す
。
と
す
る

な
ら
ば
私
た
ち
が
押
し
つ
け
の
「
道
徳
教
育
」
を
批
判
す
る
だ
け
で
な
く
、
人
類
共
生
の
た
め
の
道
徳
教

育
を
創
造
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
す
。
こ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
私
は
、
一
九
八
九
年
、
関
係



民
間
教
育
研
究
団
体
の
協
力
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
「
新
学
習
指
導
要
領
『
道
徳
教
育
・
特
別
活
動
』
批
判
・

実
践
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」
に
お
い
て
「
道
徳
教
育
を
ど
う
と
ら
え
、
ど
う
実
践
す
る
か
」
と
題
す
る
提
案
を

行
い
ま
し
た
（
宇
田
川
宏
・
藤
田
昌
士
・
大
畑
佳
司
編
著
『
「
道
徳
」
授
業
を
の
り
こ
え
る
』
所
収
、
明

治
教
育
新
書
、
一
九
九
一
年
）
。
い
ま
、
そ
の
提
案
を
ふ
り
か
え
り
な
が
ら
、
私
た
ち
が
め
ざ
す
道
徳
教

育
の
構
想
を
あ
ら
た
め
て
提
案
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

一
、
学
校
に
お
け
る
道
徳
教
育
の
目
標
を
ど
う
と
ら
え
る
か

①
子
ど
も
の
自
主
的
な
価
値
選
択
と
行
為
の
能
力
を
育
て
る
。

子
ど
も
は
現
に
「
良
心
の
自
由
」
（
日
本
国
憲
法
第
19
条
、
子
ど
も
の
権
利
条
約
第
14
条
）
の
主
体

で
あ
る
と
同
時
に
、
「
良
心
の
自
由
」
の
主
体
と
し
て
成
長
す
る
過
程
に
あ
る
存
在
で
す
。
そ
の
主
体
で

あ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
自
主
的
な
価
値
選
択
と
行
為
の
能
力
を
子
ど
も
が
獲
得
す
る
こ
と
を
私
た
ち
は
援
助

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
で
、
そ
の
自
主
的
な
価
値
選
択
と
行
為
の
能
力
（
つ
ま
り
は
道
徳
性
）

は
認
識
と
感
情
と
の
両
面
、
あ
る
い
は
価
値
・
規
範
意
識
、
共
感
能
力
や
科
学
的
・
合
理
的
判
断
力
な
ど

の
諸
要
素
か
ら
成
る
総
合
的
な
性
格
を
も
っ
た
能
力
で
す
。
学
校
に
お
け
る
道
徳
教
育
が
基
本
的
に
は
学

校
の
教
育
活
動
全
体
を
通
じ
て
行
わ
れ
る
べ
き
理
由
が
こ
こ
に
あ
り
ま
す
。

な
お
、
こ
の
目
標
は
、
戦
後
、
一
九
五
一
年
版
『
学
習
指
導
要
領
一
般
編
（
試
案
）
』
が
掲
げ
た
「
判

断
力
と
実
践
力
に
富
ん
だ
自
主
的
、
自
律
的
人
間
の
形
成
」
と
い
う
戦
後
道
徳
教
育
の
「
初
心
」
に
つ
ら

な
る
も
の
で
す
。

②
人
権
尊
重
を
基
本
と
す
る
民
主
的
な
価
値
・
規
範
意
識
を
育
て
る
。

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
現
代
の
道
徳
は
人
類
共
生
の
た
め
の
規
範
で
す
。
そ
の
規
範
は
自
他
が
共
有

す
る
基
本
的
人
権
を
ひ
と
し
く
尊
重
し
合
う
こ
と
を
基
本
と
す
る
も
の
と
い
え
ま
す
。
戦
前
・
戦
時
の
教

育
勅
語
に
も
と
づ
く
道
徳
が
「
皇
運
扶
翼
」
を
頂
点
と
す
る
価
値
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
を
な
し
て
い
た
の
に

対
し
て
、
私
た
ち
は
現
代
の
道
徳
を
人
権
の
尊
重
を
基
本
と
し
、
そ
れ
に
由
来
す
る
も
の
と
し
て
と
ら
え

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

な
お
、
こ
の
目
標
に
お
い
て
は
、
道
徳
性
が
そ
の
核
心
を
な
す
価
値
・
規
範
意
識
に
焦
点
化
し
て
と
ら

え
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
目
標
は
、
一
九
五
三
年
、
教
育
課
程
審
議
会
が
「
社
会
科
の
改
善
に
関

す
る
答
申
」
の
な
か
で
「
社
会
科
の
改
善
に
当
っ
て
力
を
注
ぐ
べ
き
面
の
一
つ
は
、
基
本
的
人
権
の
尊
重

を
中
心
と
す
る
民
主
的
道
徳
の
育
成
で
あ
る
」
と
述
べ
た
、
そ
の
戦
後
道
徳
教
育
の
「
初
心
」
に
つ
ら
な

る
も
の
で
す
。
ま
た
、
子
ど
も
の
権
利
条
約
が
掲
げ
る
「
人
権
及
び
基
本
的
自
由
の
尊
重
」
（
第29

条
）

と
い
う
教
育
の
理
念
と
も
響
き
合
う
も
の
で
す
。

さ
て
、
私
た
ち
が
め
ざ
す
民
主
的
な
道
徳
教
育
は
、
①
の
目
標
を
基
本
に
、
そ
れ
が
②
の
目
標
に
結
び

つ
く
過
程
を
援
助
す
る
も
の
で
す
。
と
は
い
え
、
ど
の
よ
う
な
教
育
の
過
程
が
こ
の
二
つ
の
目
標
の
統
一

を
保
障
す
る
の
か
、
よ
り
立
ち
入
っ
た
検
討
が
必
要
で
す
が
、
一
つ
に
は
、
健
康
で
ゆ
た
か
な
く
ら
し
を

し
た
い
、
自
由
で
あ
り
た
い
、
自
分
の
も
っ
て
い
る
能
力
を
で
き
る
だ
け
伸
ば
し
た
い
、
人
に
認
め
ら
れ

た
い
な
ど
、
子
ど
も
の
も
つ
人
間
的
な
願
い
に
依
拠
す
る
教
育
過
程
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
一
つ
に
は
、
子

ど
も
の
自
然
や
社
会
や
人
間
に
つ
い
て
の
科
学
的
な
認
識
を
は
ぐ
く
む
教
育
過
程
で
あ
る
こ
と
、
こ
の
二

つ
が
不
可
欠
な
要
件
と
な
る
で
し
ょ
う
。
ま
た
、
そ
の
教
育
過
程
は
、
一
定
の
価
値
指
向
に
も
と
づ
く
教

師
の
は
た
ら
き
か
け
を
含
み
な
が
ら
も
、
基
本
的
に
は
子
ど
も
の
納
得
と
子
ど
も
に
よ
る
価
値
の
（
再
）

発
見
の
過
程
と
し
て
組
織
さ
れ
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

二
、
学
校
に
お
け
る
道
徳
教
育
の
三
つ
の
層

①
「
潜
在
的
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
」
（hidden curriculum

）

学
校
に
お
け
る
道
徳
教
育
の
第
一
の
層
は
「
潜
在
的
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
」
で
す
。
こ
こ
で
「
潜
在
的
カ
リ



キ
ュ
ラ
ム
」
と
は
教
師
と
子
ど
も
と
の
関
係
、
子
ど
も
ど
う
し
の
関
係
、
学
校
の
き
ま
り
な
ど
の
も
と
で

な
さ
れ
る
「
非
公
式
の
学
習
」
を
指
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
肯
定
的
な
場
合
も
あ
れ
ば
否
定
的
な
場
合
も

あ
り
ま
す
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
潜
在
的
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
無
視
し
た
道
徳
教
育
は
砂
上
に
楼
閣
を
築

く
よ
う
な
も
の
で
す
。
た
と
え
ば
言
葉
と
し
て
は
「
人
間
尊
重
」
を
説
き
な
が
ら
、
子
ど
も
を
成
績
で
差

別
し
た
り
、
子
ど
も
の
意
見
を
無
視
し
た
り
し
て
い
る
と
し
た
ら
、
そ
こ
に
は
甚
だ
し
い
矛
盾
が
あ
る
と

い
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
学
校
の
「
潜
在
的
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
」
の
点
検
と
子
ど
も
の
学
校
参
加

を
含
む
そ
の
民
主
的
な
組
み
替
え
が
必
要
で
す
。

②
教
科
指
導
と
教
科
外
活
動
を
と
お
し
て
の
道
徳
教
育

こ
こ
で
問
題
は
第
二
の
層
に
移
り
ま
す
。
そ
の
中
で
も
と
く
に
教
科
指
導
と
道
徳
教
育
と
の
関
係
に
つ

い
て
い
う
な
ら
ば
、
ま
ず
「
態
度
主
義
」
（
「
態
度
形
成
」
の
名
に
よ
る
認
識
の
忌
避
と
歪
曲
）
へ
の
批

判
が
問
題
を
考
え
る
前
提
と
な
り
ま
す
。
そ
の
上
で
、
そ
の
教
科
の
特
質
に
も
と
づ
き
教
科
固
有
の
目
標

を
追
求
す
る
過
程
が
道
徳
教
育
と
と
り
結
ぶ
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
ま
ず
、
先
に
も

述
べ
た
よ
う
に
、
道
徳
性
が
認
識
と
感
情
か
ら
成
る
総
合
的
な
性
格
を
も
っ
た
能
力
で
あ
る
こ
と
を
考
え

る
と
、
教
科
指
導
が
子
ど
も
の
自
然
や
社
会
に
対
す
る
科
学
的
認
識
を
育
て
、
あ
る
い
は
人
間
的
な
感
情

を
豊
か
に
す
る
こ
と
自
体
が
す
で
に
道
徳
教
育
に
つ
な
が
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
と
同
時
に
、
た
と

え
ば
歴
史
教
育
に
お
い
て
日
本
の
民
主
的
伝
統
を
掘
り
起
こ
し
教
材
化
す
る
な
ど
、
よ
り
意
識
的
に
「
課

題
の
も
と
で
教
材
を
構
成
す
る
」
と
い
う
と
り
く
み
も
求
め
ら
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
授
業
を

そ
の
教
科
の
目
標
を
達
成
す
る
上
で
も
有
効
な
共
同
学
習
の
過
程
と
し
て
組
織
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て

子
ど
も
ど
う
し
の
結
び
つ
き
を
深
め
る
な
ど
、
学
習
形
態
・
学
習
方
法
の
面
か
ら
の
と
り
く
み
も
あ
り
ま

す
。
こ
れ
以
上
立
ち
入
っ
て
述
べ
る
余
裕
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
新
指
導
要
領
に
よ
る
学
校
の
教
育
活
動
全

体
の
「
道
徳
教
育
」
化
に
抗
し
て
、
教
科
や
特
別
活
動
が
道
徳
教
育
と
取
り
結
ぶ
べ
き
本
来
的
な
関
係
を
、

あ
ら
た
め
て
理
論
的
・
実
践
的
に
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

③
道
徳
教
育
に
お
け
る
取
り
立
て
指
導

こ
こ
で
申
し
上
げ
た
い
の
は
、
学
習
指
導
要
領
に
も
と
づ
く
「
道
徳
」
の
授
業
、
そ
こ
に
ま
つ
わ
る
徳

目
主
義
や
心
情
主
義
を
批
判
し
な
が
ら
、
他
方
で
は
私
た
ち
が
価
値
あ
る
教
材
を
選
ん
で
生
活
指
導
の
意

味
あ
る
補
足
と
し
て
の
道
徳
の
授
業
（
取
り
立
て
指
導
）
を
つ
く
る
と
い
う
実
践
的
な
課
題
が
あ
る
の
で

は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
雑
誌
『
生
活
指
導
』
が
昨
年
四
月
号
か
ら
連
載
し
て
き
た
「
私
の
授
業

づ
く
り

道
徳
」
が
そ
の
手
が
か
り
に
な
る
で
し
ょ
う
。
ま
た
、
私
は
、
現
在
の
「
道
徳
」
の
授
業
を
、

人
権
・
平
和
・
環
境
な
ど
の
テ
ー
マ
の
も
と
で
「
子
ど
も
と
と
も
に
生
き
方
を
考
え
る
総
合
学
習
」
と
し

て
再
組
織
し
て
い
く
道
も
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

お
わ
り
に
ー
私
た
ち
が
め
ざ
す
人
間
像
の
探
究
を
ー

道
徳
教
育
は
父
母
と
教
師
に
よ
る
共
同
の
事
業
で
す
。
そ
の
際
、
先
に
述
べ
た
よ
う
な
道
徳
教
育
の
目

標
を
私
た
ち
が
め
ざ
す
人
間
像
の
問
題
と
し
て
、
よ
り
具
体
化
し
血
肉
化
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

私
た
ち
は
ど
の
よ
う
な
人
間
像
を
め
ざ
す
の
か
、
父
母
と
教
師
が
語
り
合
い
な
が
ら
、
そ
し
て
子
ど
も
と

も
語
り
合
い
な
が
ら
、
基
本
的
に
は
子
ど
も
自
身
に
よ
る
人
間
像
の
探
究
・
追
求
を
励
ま
す
。
そ
の
こ
と

が
い
ま
、
道
徳
教
育
の
名
に
お
い
て
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。


