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道
徳
教
育
が
小
学
校
で
は
二
〇
一

八
年
度
か
ら
、
中
学
校
で
は
二
〇
一

九
年
度
か
ら
「
特
別
の
教
科
」
と
し

て
強
化
さ
れ
る
。
こ
れ
ま
で
二
回
に

わ
た
り
、
通
知
表
の
「
評
価
」
に
つ

い
て
、
愛
国
心
や
畏
敬
の
念
に
つ
い

て
、
な
ど
を
論
じ
て
き
た
。
最
後
に

宗
教
者
の
役
割
に
つ
い
て
も
考
え
て

み
た
い
。

検
定
教
科
書
の
登
場

　
文
部
科
学
省
は
今
回
の
教
科
化
を
機

会
に
、
子
ど
も
同
士
の
討
論
を
重
視
す

る
道
徳
教
育
を
目
指
す
、
と
い
う
。
上

か
ら
教
え
込
む
の
で
は
な
く
、
話
し
合

い
を
尊
重
す
る
路
線
の
よ
う
だ
。
弱
い

者
い
じ
め
は
い
け
な
い
と
か
、
助
け
合

お
う
と
か
、
討
論
を
通
し
て
共
通
の
認

識
が
深
ま
る
か
も
し
れ
な
い
。
と
く
に

公
衆
道
徳
や
公
共
性
に
関
わ
る
分
野
に

つ
い
て
は
、
話
し
合
い
で
決
め
た
こ
と

は
守
ろ
う
、
と
い
っ
た
空
気
が
出
て
く

る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

　
一
方
で
、
文
部
科
学
省
の
検
定
す
る

道
徳
教
科
書
が
初
め
て
登
場
す
る
。
こ

れ
ま
で
は
同
省
編
集
の
副
教
材
『
私
た

ち
の
道
徳
』（
二
〇
一
三
年
度
ま
で
は

『
心
の
ノ
ー
ト
』）
や
、
各
地
域
で
採
用

す
る
副
読
本
が
使
わ
れ
て
い
た
が
、
こ

れ
か
ら
は
教
科
書
会
社
制
作
の
検
定
教

科
書
と
な
る
。

　
そ
の
編
集
作
業
は
こ
れ
か
ら
始
ま
る

が
、
気
に
な
る
こ
と
も
あ
る
。
従
来
は

学
校
や
教
師
の
裁
量
に
あ
る
程
度
は
任

さ
れ
て
い
た
授
業
が
、
文
部
科
学
省
の

意
向
に
沿
っ
た
内
容
に
縛
ら
れ
る
だ
ろ

う
か
ら
だ
。
こ
れ
ま
で
も
学
習
指
導
要

領
で
方
向
づ
け
さ
れ
て
は
い
た
が
、
検

定
を
通
じ
て
授
業
の
進
め
方
や
題
材
の

選
択
に
い
っ
そ
う
枠
が
は
め
ら
れ
る
の

で
は
な
い
か
。

弱
さ
や
醜
さ
も
語
り
た
い

　
た
と
え
ば
、
現
在
使
わ
れ
て
い
る
中

学
校
用
『
私
た
ち
の
道
徳
』
の
一
二
〇

頁
に
は
こ
ん
な
一
文
が
あ
る
。

　
《
欠
点
や
弱
点
の
な
い
人
間
は
い
な

い
。
誰
の
心
の
中
に
も
弱
さ
や
醜
さ
が

あ
る
》

　
ど
ん
な
人
間
も
、
た
と
え
ば
殿
上
人

か
ら
地ぢ

下げ

人に
ん
ま
で
、
す
べ
て
の
人
が
欠

点
や
醜
さ
を
持
っ
て
い
る
、
と
い
う
の

だ
。
文
部
科
学
省
の
公
式
文
書
と
し
て

は
画
期
的
な
宣
言
か
も
し
れ
な
い
。
実

は
二
〇
〇
二
年
度
か
ら
の
『
心
の
ノ
ー

ト
』
に
も
同
様
の
文
章
が
あ
り
、
私
は

か
ね
て
注
目
し
て
き
た
。
こ
の
自
覚
が

あ
っ
て
こ
そ
、
真
の
人
間
探
求
、
宗
教

や
思
想
が
始
ま
る
か
ら
だ
。

　
し
か
し
、
せ
っ
か
く
の
人
間
理
解
も

さ
ほ
ど
深
ま
っ
て
は
い
か
な
い
。
す
ぐ

続
い
て
《
同
時
に
、
人
間
は
そ
の
弱
さ

や
醜
さ
を
克
服
し
た
い
と
、
願
う
心
を

も
っ
て
い
る
》
と
あ
り
、
こ
の
章
の
テ

ー
マ
《
人
間
の
強
さ
や
気
高
さ
を
信
じ

生
き
る
》
へ
、
明
る
く
、
あ
っ
さ
り
、

元
気
よ
く
進
ん
で
い
く
。

　
鈴
木
大
拙
は『
日
本
的
霊
性
』（
岩
波

文
庫
な
ど
）
で
、
万
葉
集
を
例
に
「
古

代
の
日
本
人
は
き
わ
め
て
素
朴
な
自
然

児
で
あ
っ
た
」
と
論
じ
た
。
野
山
を
愛

し
、
別
れ
を
悲
し
み
、
恋
を
し
、
神
々

を
畏
れ
る
、
そ
の
子
供
っ
ぽ
さ
を
か
ら

か
っ
て
い
る
。
そ
し
て
日
本
人
の
内
面

が
本
当
に
進
ん
だ
の
は
鎌
倉
期
に
入
っ

て
か
ら
で
あ
り
、
そ
こ
で
初
め
て
本
当

の
霊
性
や
内
省
、
そ
し
て
超
越
へ
の
関

心
が
深
ま
っ
た
、
と
書
い
て
い
た
。

　
そ
も
そ
も
華
厳
経
に
は
《
我
昔
所
造

諸
悪
業
、
皆
由
無
始
貪
瞋
癡
、
従
身
口

意
之
所
生
、
一
切
我
今
皆
懺
悔
》
と
い

う
懺
悔
文
が
あ
る
。
仮
に
、
縁
が
あ
っ

て
懺
悔
や
罪
と
い
っ
た
宗
教
の
根
幹
に

触
れ
た
教
師
が
い
た
と
し
て
、
前
述
の

《
欠
点
や
弱
点
の
な
い
人
間
は
い
な
い
》

の
箇
所
を
も
っ
と
深
く
教
え
ら
れ
る
と

し
た
ら
、そ
れ
は
素
晴
ら
し
い
こ
と
だ
。

検
定
教
科
書
な
ど
の
水
準
を
超
え
て
大

い
に
語
っ
て
も
ら
い
た
い
。
道
徳
教
育

の
「
強
化
」
が
そ
う
し
た
創
意
を
阻
ま

な
い
よ
う
に
も
願
い
た
い
。

「
道
徳
の
教
科
化
を
め
ぐ
っ
て
」
③
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教
え
る
側
へ
の
懸
念

　
今
日
の
日
本
で
は
、
女
子
高
校
生
が

「
人
を
殺
し
て
み
た
か
っ
た
」な
ど
と
同

級
生
を
殺
す
事
件
も
起
き
て
い
る
。
欲

望
を
あ
お
り
に
あ
お
り
、
豊
か
さ
を
追

い
求
め
て
き
た
社
会
全
体
の
責
任
だ
ろ

う
。
小
学
生
に
は
難
し
く
と
も
、
中
学

生
に
は
た
だ
生
命
の
大
切
さ
を
説
く
だ

け
で
な
く
、
自
ら
の
死
、
他
人
と
の
別

れ
、
絶
望
な
ど
に
つ
い
て
、
も
う
少
し

考
え
さ
せ
て
お
き
た
い
。

　
と
い
っ
て
も
、
そ
こ
ま
で
深
め
る
こ

と
は
な
か
な
か
難
し
い
。
一
つ
の
理
由

は
、
道
徳
の
授
業
は
特
別
な
能
力
を
持

つ
教
師
が
担
当
す
る
の
で
な
く
、
ク
ラ

ス
担
任
が
そ
れ
ぞ
れ
の
教
室
で
話
す
こ

と
に
な
っ
て
い
る
か
ら
だ
。
ど
こ
の
公

立
学
校
で
も
、
宗
教
書
や
聖
書
や
仏
典

を
開
い
た
こ
と
の
あ
る
先
生
は
ご
く
少

数
だ
ろ
う
。
公
衆
道
徳
の
よ
う
な
分
野

は
と
も
か
く
、
内
面
に
つ
い
て
語
る
こ

と
は
あ
ま
り
期
待
で
き
な
い
。

　
今
後
、
教
員
研
修
の
機
会
を
ふ
や
す

と
か
、
大
学
の
教
職
課
程
を
強
化
す
る

と
か
、
そ
れ
な
り
の
対
策
は
と
ら
れ
る

は
ず
だ
。
し
か
し
、
ま
だ
ま
だ
人
生
経

験
の
浅
い
先
生
た
ち
に
そ
れ
が
可
能
だ

ろ
う
か
。
む
し
ろ
、
ベ
テ
ラ
ン
の
専
門

教
師
に
任
せ
る
、
あ
る
い
は
退
職
し
た

Ｏ
Ｂ
を
再
雇
用
す
る
、
と
い
っ
た
道
が

検
討
さ
れ
て
よ
い
。
道
徳
科
だ
け
で
な

く
、
国
語
科
や
芸
術
科
で
も
人
生
を
い

っ
そ
う
深
く
考
え
さ
せ
る
授
業
を
模
索

し
て
は
ど
う
だ
ろ
う
。

　
私
が
訪
ね
た
ド
イ
ツ
の
公
立
学
校
で

は
、
秋
の
一
日
、
修
道
院
に
出
掛
け
て

十
六
歳
く
ら
い
の
生
徒
た
ち
に
黙
想
を

さ
せ
て
い
た
。
神
奈
川
県
に
あ
る
カ
ト

リ
ッ
ク
系
の
栄
光
学
院
で
も
、
中
学
か

ら
高
校
ま
で
の
六
年
間
、
毎
授
業
の
始

ま
り
と
終
わ
り
に
三
分
間
の
瞑
黙
を
さ

せ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
、
積
極
的
に
孤

独
と
向
き
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
内
面
の

成
長
を
促
し
た
い
の
だ
。
公
立
学
校
で

は
難
し
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
何
か
学

ぶ
こ
と
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

　
ち
な
み
に
、
今
回
の
道
徳
教
育
の
教

科
化
は
、
宗
教
系
私
立
学
校
の
「
宗
教

科
」
と
直
接
は
結
び
つ
か
な
い
。
文
部

科
学
省
の
本
音
と
し
て
は
愛
国
心
な
ど

を
教
え
て
も
ら
い
た
い
だ
ろ
う
が
、
各

宗
教
各
宗
派
の
さ
ま
ざ
ま
な
教
義
に
ど

う
口
を
挟
む
べ
き
か
、
と
て
も
手
が
出

せ
な
い
と
い
う
こ
と
ら
し
い
。

人
格
の
完
成
を
目
指
し
て

　
公
立
学
校
で
も
宗
教
を
も
っ
と
教
え

て
ほ
し
い
、
と
い
う
声
を
よ
く
聞
く
。

し
か
し
、
日
本
は
欧
米
や
イ
ス
ラ
ム
諸

国
の
よ
う
に
特
定
の
宗
教
が
圧
倒
的
に

強
い
社
会
で
は
な
い
。
仏
教
で
あ
れ
、

神
道
で
あ
れ
、
特
定
の
教
義
や
儀
礼
を

そ
の
ま
ま
学
校
内
に
持
ち
込
む
こ
と
は

反
発
を
招
く
だ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
偉
大
な
先
人
の
「
思
想
」

を
背
景
に
人
生
を
語
る
こ
と
は
で
き
る

は
ず
だ
。
た
と
え
ば
、
教
育
基
本
法
は

一
九
四
七
年
に
制
定
さ
れ
た
旧
法
の
時

代
か
ら
、
教
育
の
目
的
に
「
人
格
の
完

成
」を
掲
げ
て
き
た
。
で
は
、こ
の「
人

格
の
完
成
」
と
は
何
な
の
か
。
人
に
よ

っ
て
立
場
に
よ
っ
て
答
え
は
さ
ま
ざ
ま

だ
ろ
う
が
、仏
教
者
な
ら
「
正
覚
」、つ

ま
り
迷
い
や
執
着
を
去
っ
て
物
事
を
あ

り
の
ま
ま
に
見
る
こ
と
と
考
え
た
い
。

こ
れ
な
ら
ば
科
学
教
育
と
矛
盾
も
し
な

い
し
、
狂
信
や
偏
狭
さ
を
否
定
す
る
力

に
も
な
る
だ
ろ
う
。

　
僧
侶
や
信
徒
が
教
え
を
公
立
学
校
に

持
ち
込
む
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
う
で

は
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
で
、
そ

れ
ぞ
れ
の
寺
院
で
、
ま
ず
は
若
い
教
師

や
親
た
ち
と
人
生
を
語
り
合
う
こ
と
は

可
能
で
は
な
い
か
…
…
。
こ
こ
ま
で
書

い
て
、
私
は
以
前
に
訪
れ
た
沖
縄
県
石

垣
市
に
あ
る
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
の
誓

願
寺
を
思
い
出
し
た
。
仏
教
不
毛
の
地

と
言
わ
れ
る
琉
球
列
島
で
、
日
本
最
西

南
の
寺
院
を
守
っ
て
ひ
た
す
ら
朝
夕
の

鐘
を
突
く
住
職
・
谷
口
隆
信
さ
ん
の
姿

で
あ
る
（
写
真
）。
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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）




