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二
〇
一
八
年
度
か
ら
公
立
学
校
の

道
徳
教
育
が
「
教
科
」
に
格
上
げ
さ

れ
る
。
前
号
で
は
、
通
知
表
に
評
価

が
記
さ
れ
る
こ
と
な
ど
を
宗
教
の
視

点
も
ま
じ
え
て
紹
介
し
た
。
今
回
は

「
愛
国
心
」
や
「
畏
敬
の
念
」
を
考
え

る
。

低
学
年
か
ら
「
我
が
国
」

　
新
し
い
学
習
指
導
要
領
で
は
、
小
学

一
、二
年
生
に
も「
我
が
国
や
郷
土
の
文

化
と
生
活
に
親
し
み
、
愛
着
を
も
つ
こ

と
」（
傍
線
は
筆
者
）を
教
え
る
よ
う
に

な
る
。
こ
れ
ま
で
は
「
郷
土
の
文
化
や

生
活
に
…
…
」
と
な
っ
て
お
り
、三
、四

年
か
ら
「
我
が
国
や
郷
土
の
…
…
」
と

な
っ
て
い
た
。
ま
ず
は
身
近
な
郷
土
愛

を
育
ん
で
か
ら
「
我
が
国
」
を
教
え
て

い
た
の
だ
が
、
今
後
は
低
学
年
か
ら
愛

国
心
を
教
え
る
わ
け
だ
。

　
文
部
科
学
省
は
幼
い
と
き
か
ら
国
家

へ
の
帰
属
心
や
忠
誠
心
を
植
え
付
け
た

い
ら
し
い
。
し
か
し
、
い
ま
は
国
際
結

婚
や
海
外
移
住
や
二
重
国
籍
が
珍
し
く

な
い
時
代
だ
。
国
籍
と
て
も
絶
対
で
は

な
く
、
た
ま
た
ま
の
出
生
に
よ
る
相
対

的
な
価
値
で
あ
る
。
も
っ
と
大
ら
か
で

い
い
気
が
す
る
。
ヤ
ク
ル
ト
球
団
の
フ

ァ
ン
た
る
私
は
、
オ
ラ
ン
ダ
領
ア
ン
テ

ィ
ル
諸
島
出
身
の
バ
レ
ン
テ
ィ
ン
外
野

手
が
巨
人
の
日
本
人
投
手
を
打
ち
の
め

す
こ
と
を
日
々
願
っ
て
い
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
衛
星
テ
レ
ビ
で
大
リ
ー

グ
・
ヤ
ン
キ
ー
ス
の
マ
ー
君
の
活
躍
を

観
て
喜
ん
で
も
い
る
。
彼
が
日
本
で
活

躍
し
て
い
た
と
き
か
ら
応
援
し
て
い
た

か
ら
だ
。
見
ず
知
ら
ず
の
選
手
な
ら
、

日
本
人
で
あ
っ
て
も
さ
ほ
ど
関
心
を
持

た
な
い
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
こ
う
し
た

日
本
び
い
き
も
身
近
な
郷
土
愛
の
延
長

上
の
話
な
の
だ
。

　
心
の
奥
底
ま
で
愛
国
心
に
染
ま
り
た

く
な
い
の
は
、
た
と
え
ば
「
カ
ジ
ノ
解

禁
で
金
も
う
け
を
目
論
む
国
な
ど
、
愛

せ
る
か
」
な
ど
と
批
判
す
る
権
利
を
留

保
し
て
お
き
た
い
か
ら
で
も
あ
る
。
良

い
話
が
続
け
ば
親
日
に
、
怪
し
い
話
が

続
け
ば
嫌
日
に
─
こ
れ
が
自
然
な
感

情
の
よ
う
に
思
う
。

愛
国
心
は
人
類
愛
に
通
じ
る
か

　
一
九
六
六
年
に
中
央
教
育
審
議
会
が

文
部
大
臣
に
答
申
し
た
「
期
待
さ
れ
る

人
間
像
」
を
読
み
直
し
て
み
た
。
道
徳

教
育
の
今
日
ま
で
を
方
向
付
け
た
基
本

文
書
で
あ
る
。

　《
個
人
の
幸
福
も
安
全
も
国
家
に
よ

る
と
こ
ろ
が
き
わ
め
て
大
き
い
。
世
界

人
類
の
発
展
に
寄
与
す
る
道
も
国
家
を

通
じ
て
開
か
れ
て
い
る
の
が
普
通
で
あ

る
。
国
家
を
正
し
く
愛
す
る
こ
と
が
国

家
に
対
す
る
忠
誠
で
あ
る
。
正
し
い
愛

国
心
は
人
類
愛
に
通
ず
る
。》

　
結
構
じ
ゃ
な
い
か
、
と
思
う
方
も
お

ら
れ
よ
う
。
し
か
し
、
こ
の
答
申
が
出

さ
れ
た
時
代
の
背
景
を
振
り
返
っ
て
み

た
い
。
同
じ
六
六
年
に
は
旧
紀
元
節
が

「
建
国
記
念
の
日
」と
し
て
復
活
し
て
い

る
。
続
い
て
靖
国
神
社
法
案
が
国
会
に

何
度
も
提
出
さ
れ
、
君
が
代
の
不
斉
唱

な
ど
で
学
校
教
員
の
処
分
も
各
地
で
繰

り
返
さ
れ
て
い
く
。
紀
元
節
で
歌
わ
れ

た
「
雲
に
聳そ

び
ゆ
る
高
千
穂
の
…
…
」
と

い
っ
た
、
古
色
蒼
然
た
る
復
古
主
義
が

背
後
に
見
え
隠
れ
す
る
。

　
実
は
、
私
に
は
「
正
し
い
愛
国
心
は

人
類
愛
に
通
じ
る
」
と
い
う
論
理
が
分

か
ら
な
い
。
本
当
に
そ
う
だ
ろ
う
か
。

た
と
え
ば
、イ
エ
ス
は
当
時
の
ロ
ー
マ・

ユ
ダ
ヤ
国
家
に
逆
ら
っ
て
十
字
架
上
で

隣
人
愛
を
説
い
た
は
ず
だ
。
釈
尊
に
し

て
も
、
王
子
と
し
て
生
ま
れ
育
っ
た
釈

迦
国
を
捨
て
て
人
類
普
遍
の
道
を
求
め

た
方
で
あ
る
。

　
本
来
、
仏
教
で
は
「
愛
」
は
賞
め
ら

れ
た
言
葉
で
は
な
い
。
愛
執
、
偏
愛
、

愛
着
、
愛
欲
、
喝
愛
と
い
っ
た
言
葉
が

示
す
よ
う
に
、
執
着
や
煩
悩
、
そ
し
て

固
定
観
念
や
排
他
主
義
に
結
び
つ
く
か

ら
だ
。
頑
固
で
偏
狭
な
「
愛
」
を
乗
り

「
道
徳
の
教
科
化
を
め
ぐ
っ
て
」
②
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越
え
、
大
き
な
慈
悲
に
至
る
こ
と
こ
そ

が
釈
尊
の
教
え
だ
っ
た
。

か
ら
ご
こ
ろ

　
─
排
外
主
義
の
懸
念

　
近
年
の
国
際
情
勢
、
と
く
に
近
隣
某

国
の
膨
張
主
義
を
憂
え
る
と
き
、
自
衛

力
を
全
否
定
す
る
こ
と
は
難
し
く
な
っ

て
も
き
た
。
そ
う
で
は
あ
る
の
だ
が
、

気
に
な
る
の
は
こ
う
し
た
「
外
圧
」
を

理
由
に
愛
国
心
を
こ
と
さ
ら
に
叫
び
、

さ
ら
に
は
日
本
が
特
別
な
国
で
あ
る
か

の
よ
う
に
言
い
立
て
る
流
れ
で
あ
る
。

威
勢
の
い
い
独
善
主
義
が
ま
た
ぞ
ろ
顔

を
出
し
て
き
た
。

　
こ
う
し
た
思
潮
は
、
近
世
で
は
江
戸

後
期
の
本
居
宣
長
ま
で
遡
る
。「
古
事

記
」
を
研
究
し
た
宣
長
は
、
日
本
を
神

国
と
見
立
て
、
キ
リ
ス
ト
教
は
も
ち
ろ

ん
、
仏
教
も
儒
教
も
「
か
ら
ご
こ
ろ
」

と
し
て
排
撃
し
た
。
そ
の
思
想
は
平
田

篤
胤
や
長
州
の
志
士
た
ち
に
受
け
継
が

れ
、
明
治
の
薩
長
政
権
に
よ
る
「
廃
仏

毀
釈
」
へ
と
繋
が
っ
た
。

　
外
来
の
宗
教
や
思
想
を
排
除
し
て
何

を
優
先
さ
せ
た
の
か
。
教
育
史
を
ひ
も

と
く
と
、
一
八
九
〇
年
に
は
「
教
育
勅

語
」
が
公
布
さ
れ
た
。
九
年
後
の
文
部

省
訓
令
十
二
号
は
、
公
私
立
学
校
で
の

宗
教
教
育
を
禁
止
し
、
仏
教
も
キ
リ
ス

ト
教
も
学
校
現
場
か
ら
締
め
出
す
。
そ

の
一
方
で
「
神
道
は
宗
教
に
あ
ら
ず
」

と
し
、
戦
時
中
は
子
ど
も
た
ち
に
神
社

参
拝
を
強
制
し
た
。
そ
し
て
、
こ
う
し

た
排
外
主
義
は
今
日
も
「
ヘ
イ
ト
ス
ピ

ー
チ
」
な
ど
に
生
き
続
け
て
い
る
。

畏
敬
の
念
へ
の
疑
問

　
道
徳
が
正
式
の
教
科
に
格
上
げ
さ
れ

る
こ
と
で
、
先
生
た
ち
は
「
宗
教
的
情

操
」
に
も
い
っ
そ
う
真
剣
に
取
り
組
ま

ね
ば
な
ら
な
く
な
る
。
現
行
の
学
習
指

導
要
領
で
は
《
人
間
の
力
を
超
え
た
も

の
に
対
す
る
畏
敬
の
念
を
深
め
る
》
と

な
っ
て
い
る
分
野
だ
。

　
こ
の
「
畏
敬
の
念
」
と
い
う
概
念
は

も
と
も
と
、
ア
ル
ベ
ル
ト
・
シ
ュ
ヴ
ァ

イ
ツ
ァ
ー
博
士
が
諸
宗
教
に
通
用
す
る

価
値
観
と
し
て
提
唱
し
た
。
日
本
の
教

育
界
で
も
昭
和
初
期
か
ら
注
目
さ
れ
て

き
た
が
、
宗
教
に
関
心
の
薄
い
教
師
た

ち
に
は
い
か
に
も
難
題
だ
っ
た
ろ
う
。

夏
の
夜
空
に
輝
く
満
天
の
星
を
見
上
げ

さ
せ
て
お
茶
を
濁
す
、
と
い
っ
た
指
導

も
多
か
っ
た
よ
う
だ
。

　
し
か
し
、
そ
も
そ
も
、
こ
の
「
畏
敬

の
念
」
は
宗
教
的
情
操
の
本
質
な
の
だ

ろ
う
か
。
詳
し
く
は
拙
著
『
宗
教
の
教

科
書
　
十
二
週
』（
ト
ラ
ン
ス
ビ
ュ
ー
）

の
付
章
を
お
読
み
い
た
だ
き
た
い
が
、

少
な
く
と
も
仏
教
の
根
本
と
は
違
う
、

と
私
は
考
え
て
い
る
。

　
た
と
え
ば
、
東
京
・
浅
草
の
浅
草
寺

を
訪
ね
る
と
、本
堂
正
面
に
「
施せ

無む

畏い

」

と
書
か
れ
た
額
が
か
か
っ
て
い
る
（
写

真
）。
畏お
そ

れ
無
き
を
施
す
、怖
が
ら
な
く

て
も
い
い
、
と
い
う
意
味
だ
。
畏
れ
の

対
象
に
な
る
よ
う
な
モ
ノ
は
存
在
せ

ず
、
一
切
は
無
と
い
う
正
し
い
覚
り
こ

そ
が
大
切
、
と
教
え
て
い
る
。

　
な
る
ほ
ど
、
原
始
・
太
古
に
あ
っ
て

は
雷
鳴
も
地
震
も
伝
染
病
も
夢
も
、
不

思
議
で
畏
れ
多
き
存
在
だ
っ
た
。
ユ
ダ

ヤ
教
も
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
も
、
人
間
の
力

を
超
え
た
モ
ノ
を
日
々
畏
れ
て
き
た
。

神
社
の
社
殿
で
は
「
畏か

し
こみ
、
畏か
し
こみ
、
申

す
」
と
祝
詞
を
あ
げ
て
い
る
。

　
一
方
、
た
と
え
ば
、
孔
子
は
「
怪
力

乱
神
を
語
ら
ず
」
と
教
え
た
。
イ
エ
ス

は
畏
れ
よ
り
も
愛
を
語
っ
た
。
だ
れ
よ

り
も
二
千
五
百
年
ほ
ど
前
、
釈
尊
は
そ

う
し
た
「
迷
い
」
か
ら
の
解
脱
を
説
か

れ
て
い
る
。
そ
ん
な
疑
問
も
多
い
「
畏

敬
の
念
」
を
学
校
で
教
え
続
け
る
狙
い

は
結
局
の
と
こ
ろ
、
や
は
り
あ
の
神
な

が
ら
の
道
な
の
で
は
な
い
か
…
…
と
も

思
え
て
く
る
の
で
あ
る
。

＊

　
最
終
回
の
次
号
で
は
、
道
徳
教
育
と

仏
教
者
の
役
割
に
つ
い
て
考
え
る
。
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一
九
四
一
年
生
ま
れ
。
早
稲
田
大
学
政

治
学
科
卒
。朝
日
新
聞
社
で
論
説
委
員
、大

阪
本
社
学
芸
部
長
、東
京
本
社
「
こ
こ
ろ
」

編
集
長
な
ど
を
務
め
、
二
〇
〇
三
年
に
退

社
。東
京
医
療
保
健
大
学
教
授
を
経
て
、現

在
は
立
正
大
学
講
師
と
し
て
「
宗
教
教
育

論
」
を
担
当
。
著
書
に
『
宗
教
を
ど
う
教

え
る
か
』『
宗
教
の
教
科
書
　
十
二
週
』、編

著
に
『
戦
争
と
追
悼
─
靖
国
問
題
へ
の

提
言
』。

（写真提供：菅原伸郎）




