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東北大学大学院
情報科学研究科教授

堀田龍也

情
報
モ
ラ
ル
教
育
は
、

「
心
の
教
育
×
情
報
社
会
に

　
関
す
る
知
識
」

は
じ
め
に

ま
も
な
く
児
童
生
徒
一
人
一
台
の
情
報
端
末
が
整
備

さ
れ
ま
す
。
I
C
T
を
活
用
し
て
必
要
な
情
報
に
ア
ク

セ
ス
し
、
自
分
に
と
っ
て
ど
の
情
報
が
必
要
か
判
断

し
、
得
ら
れ
た
情
報
を
組
み
合
わ
せ
、
自
分
の
考
え
を

付
け
加
え
て
発
信
す
る
…
…
と
い
っ
た
一
連
の
学
習
活

動
が
各
教
科
等
の
中
で
期
待
さ
れ
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
学
習
活
動
に
よ
っ
て
身
に
つ
く
問
題
発

見
・
解
決
能
力
、
探
究
的
な
態
度
、
社
会
の
現
状
と
自

己
の
関
心
を
つ
な
げ
て
学
ん
で
い
く
学
び
に
向
か
う
力

な
ど
、
各
教
科
等
の
知
識
・
理
解
を
超
え
た
学
び
方
の

ス
キ
ル
の
育
成
が
求
め
ら
れ
る
時
代
で
す
。

こ
う
し
た
学
習
を
支
え
る
基
盤
と
な
る
資
質
・
能
力

の
一
つ
と
し
て
、
情
報
活
用
能
力
（
情
報
モ
ラ
ル
を
含

む
）
が
学
習
指
導
要
領
総
則
に
位
置
付
き
ま
し
た
。
各

学
校
で
は
教
育
課
程
を
編
成
す
る
際
に
、
情
報
活
用
能

力
が
し
っ
か
り
と
身
に
つ
く
よ
う
に
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
・

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

本
稿
で
は
、
こ
の
情
報
活
用
能
力
の
育
成
と
情
報
モ

ラ
ル
教
育
に
つ
い
て
取
り
上
げ
ま
す
。

情
報
モ
ラ
ル
教
育
に
関
す
る
国
の
動
向

二
〇
二
〇
年
四
月
公
表
の
内
閣
府
「
青
少
年
の
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
利
用
環
境
実
態
調
査
」
に
よ
れ
ば
、
中
学

生
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
利
用
率
は
、
男
子
九
四
・
〇

%
、
女
子
九
六
・
一
%
で
す
。
そ
の
う
ち
、
ス
マ
ー
ト

フ
ォ
ン
で
の
利
用
は
、
男
子
六
四
・
七
%
、
女
子
七

三
・
二
%
と
な
っ
て
お
り
、
男
子
よ
り
女
子
の
方
が
多

い
傾
向
に
あ
り
ま
す
。

そ
れ
に
対
し
て
、
タ
ブ
レ
ッ
ト
で
の
利
用
は
、
男
子

三
六
・
〇
%
、
女
子
二
九
・
五
％
、
携
帯
ゲ
ー
ム
機
で
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の
利
用
は
、
男
子
四
二
・
二
%
、
女
子
二
一
・
八
%
で

あ
り
、
女
子
よ
り
男
子
の
方
が
多
い
傾
向
に
あ
り
ま
す
。

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て

い
る
中
学
生
が
、
平
日
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し

て
い
る
時
間
は
、
平
均
で
一
三
三
・
五
分
と
二
時
間
以

上
で
あ
り
、
三
時
間
以
上
と
回
答
し
た
中
学
生
が
三

三
・
七
%
存
在
し
ま
す
。
ち
な
み
に
、
利
用
時
間
に
つ

い
て
は
男
女
で
大
き
な
差
は
み
ら
れ
ま
せ
ん
。

こ
の
よ
う
に
、
す
で
に
児
童
生
徒
の
I
C
T
へ
の
接

触
傾
向
は
次
第
に
低
年
齢
化
し
て
い
ま
す
。
他
国
と
異

な
っ
て
い
る
の
は
、
日
本
で
は
学
校
教
育
へ
の
I
C
T

環
境
整
備
が
大
幅
に
遅
れ
て
い
た
た
め
、
学
習
活
動
に

お
い
て
I
C
T
を
活
用
す
る
経
験
が
児
童
生
徒
に
ほ
と

ん
ど
な
く
、
そ
の
結
果
、
彼
ら
が
I
C
T
を
遊
び
の
道

具
と
し
て
し
か
捉
え
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
で
す
。

そ
し
て
、
十
分
な
学
習
経
験
を
も
た
な
い
ま
ま
見
よ

う
見
ま
ね
で
ネ
ッ
ト
に
ア
ク
セ
ス
し
、
ネ
ッ
ト
情
報
の

適
切
な
読
解
の
方
法
論
を
知
ら
ず
に
ク
リ
ッ
ク
し
た

り
、
不
適
切
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
特
徴
を
知
ら

ず
に
ト
ラ
ブ
ル
に
巻
き
込
ま
れ
た
り
し
て
い
ま
す
。

近
年
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
過
度
な
利
用
に
よ
る
ネ

ッ
ト
依
存
や
、
ネ
ッ
ト
詐
欺
・
不
正
請
求
な
ど
の
ネ
ッ

ト
被
害
、
リ
ベ
ン
ジ
ポ
ル
ノ
な
ど
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

上
の
犯
罪
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
へ
の
不
適
切
な
投
稿

に
よ
る
社
会
問
題
な
ど
が
頻
発
し
て
い
ま
す
。

と
り
わ
け
、
ネ
ッ
ト
依
存
に
よ
り
日
頃
の
生
活
リ
ズ

ム
が
崩
れ
、
学
習
時
間
が
奪
わ
れ
る
な
ど
の
影
響
が
生

じ
て
い
る
問
題
や
、
ネ
ッ
ト
い
じ
め
等
に
ま
つ
わ
る
児

童
生
徒
へ
の
指
導
が
喫
緊
の
課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
の
課
題
の
多
く
は
、「
遵
法
精
神
、
公
徳
心
」

や
「
節
度
、
節
制
」、「
善
悪
の
判
断
」、「
友
情
、
信

頼
」
な
ど
、
道
徳
的
価
値
に
引
き
つ
け
て
検
討
で
き
る

も
の
で
、
現
実
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
の
道
徳
的
判

断
力
の
育
成
と
し
て
題
材
化
で
き
る
内
容
で
す
。

そ
の
た
め
、
学
校
の
教
育
活
動
全
体
を
通
し
て
行
う

道
徳
教
育
の
要
で
あ
る
特
別
の
教
科
道
徳
（
以
下
、
道

徳
科
）
は
、
情
報
モ
ラ
ル
教
育
に
お
い
て
も
中
核
的
な

役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。

し
か
し
、
情
報
モ
ラ
ル
教
育
に
関
す
る
指
導
は
、
学

習
指
導
要
領
総
則
に
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
分

か
る
よ
う
に
、
学
校
の
教
育
活
動
全
体
に
お
い
て
意
図

的
・
計
画
的
に
行
う
も
の
で
す
。

学
習
指
導
要
領
に
お
け
る

情
報
モ
ラ
ル
教
育
に
関
す
る
記
述

小
学
校
の
『
学
習
指
導
要
領
解
説
　
総
則
編
』
で

は
、「
学
習
の
基
盤
と
な
る
資
質
・
能
力
」
に
関
し
て

次
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
各
学
校
に
お
い
て
は
、
児
童
の
発
達
の
段
階
を
考

慮
し
、
言
語
能
力
、
情
報
活
用
能
力
（
情
報
モ
ラ
ル
を

含
む
。）、
問
題
発
見
・
解
決
能
力
等
の
学
習
の
基
盤
と

な
る
資
質
・
能
力
を
育
成
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
よ

う
、
各
教
科
等
の
特
質
を
生
か
し
、
教
科
等
横
断
的
な

視
点
か
ら
教
育
課
程
の
編
成
を
図
る
も
の
と
す
る
。」

中
学
校
、
高
等
学
校
及
び
特
別
支
援
学
校
で
も
同
様
で

す
。ま

た
、『
学
習
指
導
要
領
　
解
説
　
特
別
の
教
科
　

道
徳
編
』
に
お
け
る
指
導
計
画
の
作
成
と
内
容
の
取
扱

い
の
項
目
で
は
、「
児
童
（
生
徒
）
の
発
達
の
段
階
や

特
性
等
を
考
慮
し
、
第
２
に
示
す
内
容
と
の
関
連
を
踏

ま
え
つ
つ
、
情
報
モ
ラ
ル
に
関
す
る
指
導
を
充
実
す
る

こ
と
。」
と
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
、
教
材
に
つ
い
て
は
、「
情
報
化
へ
の
対
応

等
の
現
代
的
な
課
題
な
ど
」
の
題
材
を
「
発
達
の
段
階

に
応
じ
て
取
り
上
げ
る
」
場
合
に
は
、「
単
に
情
報
機

器
の
操
作
や
活
用
な
ど
、
そ
の
注
意
点
を
扱
う
の
で
は

な
く
、
活
用
す
る
の
は
人
間
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
例
え

ば
『
節
度
、
節
制
』
や
『
規
則
の
尊
重
』
な
ど
関
わ
り

の
あ
る
道
徳
的
価
値
に
つ
い
て
考
え
を
深
め
る
こ
と
が

大
切
で
あ
る
。」
と
記
述
さ
れ
て
い
ま
す
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
道
徳
科
に
お
い
て
情
報
モ
ラ
ル

に
関
す
る
指
導
を
行
う
際
に
は
、
道
徳
科
の
内
容
と
の

関
連
を
踏
ま
え
る
こ
と
に
留
意
す
べ
き
と
な
っ
て
い

て
、
情
報
モ
ラ
ル
に
関
す
る
学
習
指
導
は
す
べ
て
道
徳

科
で
行
う
と
規
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が

確
認
で
き
ま
す
。

で
は
、
S
N
S
の
特
性
の
よ
う
な
I
C
T
に
関
す
る
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道徳ジャーナル
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知
識
等
の
理
解
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。

こ
れ
ら
は
道
徳
科
の
教
育
内
容
で
は
な
い
と
は
い
え
、

実
際
に
は
道
徳
的
価
値
だ
け
で
は
情
報
モ
ラ
ル
教
育
と

し
て
は
不
十
分
で
す
。

『
中
学
校
学
習
指
導
要
領
　
解
説
　
特
別
の
教
科
　

道
徳
編
』
で
は
、「
情
報
モ
ラ
ル
と
道
徳
科
の
内
容
」

と
し
て
「
例
え
ば
、
思
い
や
り
、
感
謝
や
礼
儀
に
関
わ

る
指
導
の
際
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
書
き
込
み
の

す
れ
違
い
な
ど
に
つ
い
て
触
れ
た
り
、
遵
法
精
神
、
公

徳
心
に
関
わ
る
指
導
の
際
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の

ル
ー
ル
や
著
作
権
な
ど
法
や
き
ま
り
に
触
れ
た
り
す
る

こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
情
報
機
器
を
使
用
す
る

際
に
は
、
使
い
方
に
よ
っ
て
は
相
手
を
傷
つ
け
る
な

ど
、
人
間
関
係
に
負
の
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
も
あ
る
た

め
、
指
導
上
の
配
慮
を
行
う
必
要
が
あ
る
」
と
示
さ
れ

て
い
ま
す
。
小
学
校
学
習
指
導
要
領
で
も
同
様
で
す
。

児
童
生
徒
は
日
常
的
に
情
報
機
器
に
接
し
、
そ
れ
を

介
し
て
他
者
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
し
て
い
る
の

で
、
対
面
、
書
き
言
葉
、
写
真
、
動
画
な
ど
の
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
ツ
ー
ル
の
特
性
を
踏
ま
え
た
適
切
な

行
動
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
る
学
習
指
導
が
望
ま
れ
ま
す
。

ま
た
、
同
解
説
で
は
、「
情
報
機
器
の
使
い
方
や
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
操
作
、
危
機
回
避
の
方
法
や
そ
の
際

の
行
動
の
具
体
的
な
練
習
を
行
う
こ
と
に
そ
の
主
眼
を

置
く
の
で
は
な
い
」
と
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
危
機
回
避

に
必
要
な
知
識
等
に
つ
い
て
は
あ
く
ま
で
そ
の
後
の
道

徳
的
な
判
断
を
促
す
た
め
の
前
提
知
識
と
し
て
提
供
す

る
に
過
ぎ
な
い
の
で
す
。

し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
、
情
報
モ
ラ
ル
教
育
を
実
施

す
る
際
の
大
き
な
課
題
で
も
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、
昨

今
多
く
見
ら
れ
る
S
N
S
で
の
様
々
な
ト
ラ
ブ
ル
は
、

相
手
を
思
い
や
る
気
持
ち
や
、
ル
ー
ル
を
守
る
と
い
っ

た
、
道
徳
的
価
値
に
関
係
す
る
内
容
が
含
ま
れ
る
一
方

で
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
S
N
S
の
仕
組
み
に
関
す
る

知
識
・
理
解
が
な
い
と
適
切
に
判
断
で
き
な
い
と
い
う

現
実
が
あ
り
ま
す
。

す
な
わ
ち
、
道
徳
的
な
判
断
を
児
童
生
徒
に
求
め
て

も
、
そ
の
基
盤
と
し
て
情
報
お
よ
び
情
報
技
術
、
情
報

社
会
等
に
関
す
る
基
本
的
な
知
識
・
理
解
が
必
要
と
な

る
の
で
す
。

S
N
S
で
の
様
々
な
ト
ラ
ブ
ル
は
道
徳
科
に
お
け
る

題
材
と
し
て
扱
う
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
も
の

の
、
そ
の
た
め
に
必
要
と
な
る
情
報
お
よ
び
情
報
技

術
、
情
報
社
会
等
に
関
す
る
基
本
的
な
知
識
・
理
解
は

道
徳
教
育
の
目
標
そ
の
も
の
で
は
な
い
と
い
う
矛
盾
に

ぶ
つ
か
り
ま
す
。

情
報
モ
ラ
ル
教
育
＝
心
の
教
育
×

情
報
社
会
に
関
す
る
知
識

こ
れ
ら
は
、
情
報
モ
ラ
ル
教
育
が
重
視
さ
れ
始
め
て

以
来
、
ず
っ
と
横
た
わ
る
課
題
で
す
。
し
か
し
、
情
報

技
術
そ
の
も
の
や
、
情
報
サ
ー
ビ
ス
、
ツ
ー
ル
等
に
大

き
な
変
化
が
生
じ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
学
校
レ
ベ
ル
で

児
童
生
徒
の
活
用
実
態
を
把
握
し
た
り
、
他
校
や
他
地

域
で
起
こ
っ
た
事
案
等
に
関
す
る
最
新
の
情
報
の
入
手

に
努
め
る
体
制
を
準
備
し
た
り
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。
情
報
モ
ラ
ル
に
関
す
る
事
案
の
多
く
は
、
学
習
指

導
と
生
徒
指
導
の
い
ず
れ
に
も
関
わ
る
も
の
で
あ
る
と

同
時
に
、
学
校
内
と
学
校
外
に
ま
た
が
る
も
の
で
あ

り
、
多
く
の
人
が
関
わ
る
傾
向
に
あ
る
た
め
、
適
切
な

指
導
体
制
の
確
立
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
各
教
科
等
と
道
徳
科
と
を
ど
の
よ
う

に
関
係
付
け
て
情
報
モ 

ラ
ル
教
育
を
行
う
の
か
と
い
う

課
題
は
、
学
校
の
教
育
活
動
全
体
を
見
越
し
た
適
切
な

教
育
内
容
の
配
置
の
課
題
で
あ
り
、
そ
れ
は
す
な
わ
ち

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
観
点
か
ら
の
情
報

モ
ラ
ル
教
育
の
充
実
の
問
題
な
の
で
す
。

道
徳
科
は
情
報
モ
ラ
ル
教
育
の
要
で
あ
る
と
し
て

も
、
教
育
課
程
全
体
の
中
で
ど
の
よ
う
に
情
報
モ
ラ
ル

教
育
を
実
施
す
る
の
か
、
各
学
校
の
実
状
や
課
題
、
指

導
体
制
等
を
踏
ま
え
て
検
討
す
る
こ
と
が
肝
要
と
な
り

ま
す
。

 

（
ほ
り
た
　
た
つ
や
）
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授
業
で
は
気
付
き
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
考
え
る
。
そ
こ
で
、
児
童
の
気
付
き
を
中

心
に
授
業
を
構
築
し
た
。

授
業
の
概
要

○
主
題
名
　
責
任
と
規
律
あ
る
行
動

○
内
容
項
目
　
Ａ
　
善
悪
の
判
断
、
自
律
、

自
由
と
責
任
　

○
教
材
名
「
会
話
の
ゆ
く
え
」（『
新
・
み
ん

な
の
道
徳
　
６
』
学
研
）

○
あ
ら
す
じ
　
あ
ゆ
み
は
、
合
唱
コ
ン
ク
ー

ル
に
向
け
て
優
勝
を
目
指
し
て
も
っ
と
上
手

に
な
り
た
い
と
思
い
始
め
た
が
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で

の
会
話
が
う
ま
く
進
ま
ず
、
他
人
へ
の
非
難

に
な
っ
て
し
ま
う
。

○
ね
ら
い
　
相
手
の
表
情
が
見
え
な
い
こ
と

や
、
他
の
人
に
は
見
ら
れ
な
い
仲
間
内
で
の

会
話
で
あ
る
な
ど
の
特
徴
か
ら
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
は

他
者
へ
の
誹
謗
中
傷
や
相
手
の
気
分
を
害
す

る
発
言
が
起
き
や
す
い
こ
と
に
気
付
き
、
Ｓ

Ｎ
Ｓ
上
で
も
自
分
の
言
動
に
責
任
を
も
つ
こ

と
に
つ
い
て
考
え
を
深
め
る
。

○
想
定
す
る
児
童
の
気
付
き
　
Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
も

つ
特
徴
が
、
会
話
が
よ
く
な
い
方
向
に
進
ん

だ
要
因
で
あ
る
と
気
付
か
せ
た
い
。
そ
の
た

め
に
、
こ
の
会
話
は
ク
ラ
ス
の
み
ん
な
が
も

っ
と
上
手
に
な
る
た
め
に
始
め
た
こ
と
や
、

Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
特
徴
に
目
を
向
け
さ
せ
る
。

授
業
の
実
際

①
Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
よ
さ
に
つ
い
て

児
童
は
、
自
分
の
経
験
を
振
り
返
り
、
友

達
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
取
れ
た
り
、

す
ぐ
情
報
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
り
し
て
便

利
だ
と
答
え
て
い
た
。

②
あ
ゆ
み
が
い
つ
も
連
絡
を
取
り
合
っ
て
い

る
Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
グ
ル
ー
プ
に
連
絡
を
取
っ
た
理

由
に
つ
い
て

こ
こ
で
は
、
あ
ゆ
み
は
ク
ラ
ス
全
体
で
優

勝
を
目
指
し
て
頑
張
り
た
い
と
い
う
思
い
が

あ
る
こ
と
を
押
さ
え
た
。

③
こ
の
会
話
の
み
ん
な
の
発
言
で
よ
く
な
い

も
の
と
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て

児
童
は
「
な
○
こ
」
に
対
す
る
発
言
に
注

目
し
、
そ
の
理
由
で
あ
る
「
見
ら
れ
て
い
な

い
か
ら
」
や
「
陰
口
み
た
い
」
な
ど
か
ら
Ｓ

Ｎ
Ｓ
の
特
徴
を
押
さ
え
る
こ
と
が
で
き
た
。

④
あ
ゆ
み
の
よ
く
な
い
点
と
、
そ
の
理
由
に

つ
い
て

こ
こ
で
も
、
児
童
は
「
な
○
こ
」
へ
の
発

言
に
話
を
合
わ
せ
て
い
っ
た
こ
と
が
よ
く
な

い
と
し
て
い
た
。
ま
た
、
ソ
プ
ラ
ノ
パ
ー
ト

に
「
が
ん
ば
っ
て
」
と
い
う
部
分
か
ら
、
表

情
が
見
え
な
い
か
ら
誤
解
を
与
え
た
り
、
相

手
の
気
持
ち
を
考
え
に
く
い
と
い
う
Ｓ
Ｎ
Ｓ

の
特
徴
に
気
付
い
て
い
た
。

⑤
あ
ゆ
み
に
足
り
な
か
っ
た
も
の
に
つ
い
て

Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
特
徴
と
し
て
非
難
に
つ
な
が
り

や
す
い
こ
と
に
気
付
き
、
自
分
の
発
言
の
影

響
を
考
え
る
こ

と
や
、
自
分
の

考
え
を
し
っ
か

り
も
つ
こ
と
の

大
切
さ
に
つ
い

て
考
え
て
い

た
。
ま
た
、
ク

ラ
ス
の
こ
と
に

つ
い
て
一
部
の

Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
グ
ル

ー
プ
で
話
し
た

こ
と
が
原
因
で

あ
る
と
考
え
る

児
童
も
い
た
。

成
果
と
課
題

授
業
の
最
後
に
書
か
せ
た
道
徳
ノ
ー
ト
の

記
述
か
ら
、
児
童
は
Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
特
徴
に
気
付

き
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
も
相
手
の
こ
と
を
考
え
、
自

分
の
発
言
に
責
任
を
も
つ
大
切
さ
を
理
解
す

る
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
な
か
な
か
意
見
が
出
な
い
場
面

も
あ
っ
た
の
で
、
児
童
が
さ
ら
に
考
え
た
く

な
る
工
夫
が
必
要
で
あ
る
。

 

（
や
ま
も
と
　
た
け
ひ
ろ
）

情
報
モ
ラ
ル
の
授
業

―
児
童
の
気
付
き
を
重
視
し
て
―

大
阪
府
大
阪
市
立
深
江

小
学
校

　教
頭

山
本

　岳
大
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道徳ジャーナル
107号

人
物
教
材
を
扱
う
際
は
、
そ
の
人
物
の
全

体
像
を
知
っ
て
お
く
こ
と
が
有
効
で
あ
る
。

本
稿
は
、
人
物
に
つ
い
て
の
事
前
学
習
と
、

そ
れ
を
基
に
し
た
授
業
展
開
を
提
案
す
る
。

授
業
の
概
要

〇
主
題
名
　
や
る
べ
き
こ
と
を
し
っ
か
り
と

〇 

教
材
名
　
お
ら
も
い
し
ゃ
に
な
る
（『
新
・

み
ん
な
の
ど
う
と
く
　
２
』
学
研
）

〇 

内
容
項
目
　
希
望
と
勇
気
、
努
力
と
強
い

意
志

〇 

ね
ら
い
　
勉
強
や
仕
事
を
頑
張
る
こ
と
が

な
り
た
い
自
分
に
つ
な
が
る
こ
と
に
気
付

き
、
く
じ
け
ず
最
後
ま
で
し
っ
か
り
努
力

し
よ
う
と
す
る
態
度
を
養
う
。

【
事
前
の
取
り
組
み
】

授
業
を
行
う
数
週
間
前
に
教
材
を
読
ま

せ
、
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
を
配
布
し
た
。
ワ
ー
ク

シ
ー
ト
に
は
、
野
口
英
世
の
年
譜
と
人
物

像
、
偉
業
を
書
く
欄
を
設
け
た
。
ま
た
、
教

室
に
は
英
世
の
伝
記
や
関
連
図
書
を
用
意
し

て
、
い
つ
で
も
読
め
る
よ
う
に
し
た
。
英
世

へ
の
理
解
や
興
味
が
よ
り
深
ま
る
よ
う
に
、

教
材
文
に
な
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
紹
介
し
た
。

子
ど
も
た
ち
が
調
べ
て
き
た
も
の
は
整
理
し

て
掲
示
し
、
英
世
の
人
物
像
を
学
級
全
体
で

共
有
で
き
る
よ
う
に
し
た
。

【
導
入
】

野
口
英
世
に
つ
い
て
知
っ
て
い
る
こ
と
や

事
前
に
調
べ
た
こ
と
の
確
認
、
共
有
。

【
展
開
】

〇
…
発
問
　
　
・
…
子
ど
も
の
発
言

↓
…
子
ど
も
の
発
言
か
ら
表
れ
た
反
応

〇 

お
話
を
読
ん
で
野
口
英
世
に
つ
い
て
思
っ

た
こ
と
を
言
い
ま
し
ょ
う
。

・ 

左
手
に
や
け
ど
を
し
た
の
に
、
人
が
寝
て

い
る
間
も
勉
強
を
頑
張
っ
て
す
ご
い
。

↓
そ
れ
を
続
け
た
の
も
す
ご
い
。

・ 

い
じ
め
ら
れ
て
、
学
校
に
行
か
な
い
と
言

っ
た
清
作
（
改
名
前
の
英
世
の
名
前
）
に

お
母
さ
ん
の
励
ま
し
の
気
持
ち
が
伝
わ
っ

た
。

・
本
当
に
医
者
に
な
っ
た
の
が
す
ご
い
。

〇 

清
作
は
ど
ん
な
思
い
か
ら
、
勉
強
や
仕
事

に
取
り
組
み
続
け
た
の
で
し
ょ
う
。

・ 

ば
か
に
さ
れ
な
い
よ
う
に
勉
強
で
差
を
つ

け
て
や
ろ
う
と
い
う
思
い
が
強
か
っ
た
。

↓ 

「
て
ん
ぼ
う
」
と
言
わ
れ
た
く
な
か
っ
た
。

悔
し
か
っ
た
。

・
手
が
動
く
よ
う
に
な
っ
て
感
動
し
た
。

↓ 

全
然
動
か
な
か
っ
た
手
が
、
ち
ょ
っ
と
で

も
動
く
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
す
ご
い
。

・ 

将
来
す
ご
い
人
に
な
っ
て
み
せ
る
と
い
う

気
持
ち
が
誰
よ
り
も
強
か
っ
た
か
ら
。

・ 
一
生
懸
命
頑
張
っ
て
い
る
お
母
さ
ん
を
見

て
、
自
分
も
頑
張
ろ
う
と
思
っ
た
。

↓ 

お
母
さ
ん
の
励
ま
し
の
言
葉
を
信
じ
た
。

↓ 

小
林
栄
先
生
や
渡
部
鼎
先
生
た
ち
も
助
け

て
く
れ
た
。

〇 

野
口
英
世
の
生
き
方
か
ら
、
自
分
に
取
り

入
れ
た
い
こ
と
は
何
で
し
ょ
う
。

（
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に
記
入
）

【
終
末
】

英
世
が
好
き
だ
っ
た
言
葉
「
忍
耐
」
と
、

母
シ
カ
が
英
世
に
宛
て
た
手
紙
の
紹
介
。

お
わ
り
に

子
ど
も
た
ち
は
事
前
学
習
に
よ
り
、
英
世

の
業
績
や
人
間
関
係
、
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
交
え

て
発
問
に
答
え
て
い
た
。
友
達
の
発
表
を
受

け
、
自
分
が
知
っ
て
い
る
こ
と
や
考
え
た
こ

と
を
つ
な
げ
て
発
表
す
る
姿
も
あ
っ
た
。

悔
し
さ
か
ら
の
反
動
、
医
学
へ
の
感
動
、

母
親
へ
の
感
謝
や
愛
、
多
く
の
人
の
支
え
な

ど
多
様
な
意
見
が
あ
り
、
英
世
の
生
き
方
の

ど
の
点
に
感
銘
を
受
け
た
か
う
か
が
え
た
。

偉
人
の
生
き
方
を
自
分
事
と
し
て
考
え
る

こ
と
に
も
つ
な
が
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ワ
ー

ク
シ
ー
ト
に
は
、
勉
強
を
頑
張
り
た
い
、
我

慢
す
る
こ
と
も
大
切
、
あ
き
ら
め
ず
に
取
り

組
む
な
ど
の
意
見
が
多
く
見
ら
れ
た
。

さ
ら
に
自
分
事
と
し
て
人
物
の
生
き
方
を

捉
え
、
多
面
的
・
多
角
的
に
考
え
を
深
め
ら

れ
る
授
業
が
展
開
で
き
る
よ
う
、
研
鑽
を
重

ね
た
い
。

 

（
ま
え
た
　
あ
き
ひ
こ
）

事
前
学
習
を
活
用
し
た

人
物
教
材
の
授
業
提
案

鳥
取
大
学
附
属
小
学
校

教
諭

　

前
田

　明
彦
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は
じ
め
に

本
校
が
市
教
育
委
員
会
か
ら
の
研
究
委
嘱

を
受
け
た
の
が
二
年
半
前
。
以
前
か
ら
道
徳

の
授
業
に
興
味
を
も
っ
て
い
た
が
、
研
究
委

嘱
を
き
っ
か
け
に
、
研
究
主
任
と
し
て
、
ま

た
、
道
徳
教
育
推
進
教
師
と
し
て
、
様
々
な

立
場
を
意
識
し
て
実
践
に
取
り
組
ん
で
き

た
。
セ
ミ
ナ
ー
に
参
加
し
て
教
材
の
効
果
的

な
使
い
方
を
学
ん
だ
り
、
生
徒
の
思
考
を
刺

激
す
る
発
問
の
大
切
さ
を
知
っ
た
り
す
る
な

ど
、
こ
の
数
年
間
で
多
く
を
吸
収
す
る
こ
と

が
で
き
た
。
中
で
も
、「
教
材
と
の
出
合
わ

せ
方
」
に
つ
い
て
学
ん
だ
こ
と
が
、
今
の
自

分
の
道
徳
授
業
に
大
き
く
影
響
を
与
え
て
い

る
と
感
じ
る
。

授
業
の
実
際

○
主
題
名
　
勤
労
を
通
し
て
の
社
会
貢
献

○
内
容
項
目
　
勤
労

○
教
材
名
「『
血
の
通
っ
た
義
足
』
を
作
り

た
い
」（『
中
学
生
の
道
徳
　
明
日
へ
の
扉
３

年
』
学
研
）

○
ね
ら
い

義
肢
装
具
士
と
い
う
仕
事
を
通
し
て
、

「
お
金
の
た
め
で
な
く
、
患
者
の
た
め
、
納

得
の
い
く
仕
事
が
し
た
い
」
と
思
う
よ
う
に

な
っ
た
臼
井
さ
ん
の
姿
と
、
生
徒
自
身
の
二

年
生
で
の
職
場
体
験
を
重
ね
合
わ
せ
て
考
え

る
こ
と
に
よ
り
、
自
ら
の
勤
労
観
を
「
や
り

が
い
」「
人
の
た
め
」
と
い
う
視
点
で
見
つ

め
、
職
業
選
択
に
つ
い
て
よ
り
広
い
視
野
で

職
業
を
選
択
す
る
意
識
を
高
め
る
。

教
材
に
つ
い
て

義
肢
装
具
士
で
あ
る
臼
井
二
美
男
さ
ん
。

臼
井
さ
ん
は
、
ど
ん
な
こ
と
を
考
え
て
義
足

製
作
に
取
り
組
み
、
何
を
大
事
に
し
て
い
る

の
か
。
義
足
を
作
る
こ
と
以
外
に
も
多
く
の

こ
と
を
大
切
に
し
、
こ
れ
ま
で
に
七
千
人
以

上
の
サ
ポ
ー
ト
を
し
て
き
た
臼
井
さ
ん
。
そ

の
姿
を
通
し
て
生
徒
た
ち
は
「
勤
労
観
」

や
、
自
分
が
で
き
る
「
社
会
貢
献
」
に
つ
い

て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

本
教
材
を
効
果
的
に
扱
う
た
め
に
、
臼
井

さ
ん
の
声
を
聴
け
る
映
像
が
必
要
だ
と
考
え

た
。
ま
た
、
患
者
さ
ん
た
ち
が
、
臼
井
さ
ん

に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
印
象
を
も
っ
て
い
る

の
か
を
加
え
る
こ
と
で
、
臼
井
さ
ん
の
仕
事

に
対
す
る
熱
い
姿
勢
が
よ
り
伝
わ
る
だ
ろ
う

と
考
え
た
。

そ
こ
で
「
陸
上
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
」
に
所

属
す
る
方
々
と
、
臼
井
さ
ん
の
イ
ン
タ
ビ
ュ

ー
、
映
像
な
ど
を
組
み
合
わ
せ
て
授
業
に
臨

ん
だ
。

授
業
展
開

【
導
入
】
何
の
た
め
に
働
く
の
か
を
考
え
る

職
場
体
験
の
経
験
を
想
起
さ
せ
、
働
く
と

き
に
何
を
大
事
に
し
た
か
、
こ
れ
か
ら
ど
ん

な
こ
と
を
重
視
し
て
職
業
選
択
を
し
て
い
く

か
に
つ
い
て
問
い
、「
自
分
が
何
の
た
め
に

働
く
の
か
、
働
く
と
は
ど
ん
な
こ
と
な
の

か
」
を
改
め
て
考
え
さ
せ
た
。

【
教
料
の
提
示
】
教
材
と
の
出
合
い
を
効
果

・「
か
わ
い
そ
う
な
人
と
思
わ
れ
て
い
な
い

こ
と
が
分
か
っ
た
」

・「
臼
井
さ
ん
が
い
た
か
ら
今
の
自
分
が
い

る
」

・「
義
足
を
つ
け
て
、
思
い
っ
き
り
走
り
た

い
。
一
位
に
な
り
た
い
」

と
話
す
女
性
や
少
年
の
表
情
を
見
る
こ
と
に

よ
り
、
生
徒
た
ち
は
「
血
の
通
っ
た
義
足
を

作
り
た
い
」
と
い
う
臼
井
さ
ん
の
思
い
を
少

し
ず
つ
具
体
的
に
感
じ
る
こ
と
が
で
き
て
い

っ
た
。

【
臼
井
さ
ん
の
思
い
を
聴
く
】

生
徒
に
、
臼
井
さ
ん
本
人
の
温
か
さ
も
含

め
、
熱
い
思
い
と
仕
事
に
対
す
る
姿
勢
を
感

じ
さ
せ
た
い
。
そ
う
考
え
、
臼
井
さ
ん
が
イ

ン
タ
ビ
ュ
ー
に
答
え
て
い
る
動
画
の
一
部
を

視
聴
さ
せ
た
。
教
科
書
の
中
の
人
が
、
話
を

し
、
義
足
を
つ
け
て
い
る
人
々
を
全
力
で
支

え
よ
う
と
し
て
い
る
。
動
画
を
用
い
る
こ
と

で
、
本
文
中
の
言
葉
が
、
さ
ら
に
説
得
力
を

帯
び
て
く
る
。
生
徒
全
員
が
食
い
入
る
よ
う

に
動
画
を
見
て
い
た
。

【
臼
井
さ
ん
の
生
き
方
か
ら
学
べ
る
こ
と
を

考
え
、
発
表
す
る
】

教
材
と
動
画
か
ら
、
生
徒
は
臼
井
さ
ん
の

生
き
方
に
感
動
し
「
す
ご
い
」
と
感
じ
て
い

た
。「
す
ご
い
」
と
は
具
体
的
に
何
か
。
自

分
の
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
た
「
働
く
こ
と
」
と

比
べ
て
、
何
を
考
え
た
の
か
。
自
分
の
勤
労

観
を
改
め
て
考
え
、「
臼
井
さ
ん
の
生
き
方

か
ら
学
ん
だ
こ
と
」
を
授
業
の
振
り
返
り
と

し
て
書
か
せ
、
自
由
に
発
表
さ
せ
た
。
限
ら

れ
た
時
間
に
も
か
か
わ
ら
ず
二
十
人
以
上
の

生
徒
が
、
途
切
れ
る
こ
と
な
く
次
々
と
発
表

を
続
け
た
。
教
材
全
体
か
ら
大
き
く
心
を
動

か
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
。

お
わ
り
に

教
材
の
も
つ
力
を
最
大
限
に
活
用
す
る
た

め
に
は
、
生
徒
の
教
材
に
対
す
る
「
読
み
た

い
」
や
「
何
だ
ろ
う
」
を
高
め
て
か
ら
、
出

合
わ
せ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
導

入
で
ス
ラ
イ
ド
を
用
い
て
、
臼
井
さ
ん
の
勤

労
観
や
働
く
姿
勢
を
意
識
づ
け
た
。
展
開
で

は
動
画
を
用
い
て
、
患
者
さ
ん
の
声
・
思
い

を
知
ら
せ
、
臼
井
さ
ん
の
温
か
く
熱
い
思
い

も
伝
え
る
こ
と
が
で
き
た
。

ま
た
、
教
材
に
載
っ
て
い
る
写
真
を
そ
の

ま
ま
使
っ
た
り
、
一
部
を
隠
し
て
提
示
し
た

り
す
る
こ
と
も
効
果
的
で
あ
る
。
授
業
の
導

入
で
生
徒
の
心
を
思
い
っ
き
り
つ
か
む
。
そ

ん
な
道
徳
授
業
を
今
後
も
目
指
し
て
い
く
。

 

（
は
い
だ
　
ゆ
う
き
）

教
材
と
の
出
合
わ
せ
方
を
工
夫
し
た
道
徳
授
業

〜
ス
ラ
イ
ド
と
動
画
を
効
果
的
に
組
み
合
わ
せ
て
〜

愛
知
県
豊
川
市
立
一
宮
中
学
校

教
諭灰

田

　有
希
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的
に
す
る
た
め
に
、
ス
ラ
イ
ド
を
用
い
た
。

教
材
に
出
て
く
る
臼
井
さ
ん
の
仕
事
に
対
す

る
思
い
を
一
言
ず
つ
提
示
す
る
こ
と
で
、
生

徒
を
引
き
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、

ど
ん
な
仕
事
を
し
て
い
る
人
な
の
か
を
考
え

さ
せ
る
た
め
に
、
臼
井
さ
ん
の
顔
写
真
や
、

パ
ラ
リ
ン
ピ
ア
ン
の
谷
真
海
選
手
を
サ
ポ
ー

ト
し
て
い
る
写
真
、
義
足
を
つ
け
て
い
る
少

年
と
一
緒
に
写
っ
て
い
る
写
真
の
そ
れ
ぞ
れ

を
、
一
部
隠
し
て
提
示
し
た
。

そ
の
後
、
臼
井
さ
ん
が
義
肢
装
具
士
で
あ

る
こ
と
を
紹
介
し
、
義
足
の
作
り
方
を
確
認

し
た
。
さ
ら
に
「
血
の
通
っ
た
義
足
を
作
り

た
い
」
の
「
血
の
通
っ
た
」
の
部
分
を
隠

し
、
ど
の
よ
う
な
義
足
を
作
り
た
い
と
思
っ

て
い
る
の
か
を
考
え
さ
せ
て
か
ら
、
教
材
と

出
合
わ
せ
た
。

【
教
材
の
範
読
】
教
師
に
よ
る
範
読
中
、
臼

井
さ
ん
の
働
き
方
に
つ
い
て
、
心
を
動
か
さ

れ
た
部
分
に
線
を
引
か
せ
る
。
そ
れ
を
生
徒

同
士
で
共
有
さ
せ
、
そ
の
部
分
を
選
ん
だ
理

由
を
発
表
さ
せ
た
。
ど
の
ペ
ー
ジ
か
ら
も
、

臼
井
さ
ん
の
仕
事
に
対
す
る
熱
意
や
相
手
を

大
切
に
し
よ
う
と
い
う
思
い
が
伝
わ
っ
て
く

る
。
生
徒
は
そ
れ
ら
に
共
感
し
「
自
分
だ
っ

た
ら
」
と
い
う
視
点
で
働
く
こ
と
に
つ
い
て

考
え
る
こ
と
が
で
き
て
い
た
。

【
支
え
ら
れ
て
い
る
人
々
の
声
を
聴
く
】

　
義
足
を
作
っ
て
も
ら
っ
た
方
々
が
、
臼
井

さ
ん
に
対
し
て
ど
ん
な
思
い
を
も
ち
、
ど
の

よ
う
に
支
え
ら
れ
て
い
る
と
感
じ
て
い
る
の

か
、
そ
れ
を
聴
く
こ
と
に
よ
り
、
本
文
に
出

て
く
る
言
葉
が
よ
り
確
か
な
も
の
に
な
る
。

そ
う
考
え
て
、
臼
井
さ
ん
が
立
ち
上
げ
た
陸

上
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
の
メ
ン
バ
ー
が
話
し
て

い
る
動
画
の
一
部
を
視
聴
さ
せ
た
。

・「
義
足
に
つ
い
て
か
っ
こ
い
い
と
思
う
よ

う
に
な
っ
た
」

・「
見
せ
た
い
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
」

・「
か
わ
い
そ
う
な
人
と
思
わ
れ
て
い
な
い

こ
と
が
分
か
っ
た
」

・「
臼
井
さ
ん
が
い
た
か
ら
今
の
自
分
が
い

る
」

・「
義
足
を
つ
け
て
、
思
い
っ
き
り
走
り
た

い
。
一
位
に
な
り
た
い
」

と
話
す
女
性
や
少
年
の
表
情
を
見
る
こ
と
に

よ
り
、
生
徒
た
ち
は
「
血
の
通
っ
た
義
足
を

作
り
た
い
」
と
い
う
臼
井
さ
ん
の
思
い
を
少

し
ず
つ
具
体
的
に
感
じ
る
こ
と
が
で
き
て
い

っ
た
。

【
臼
井
さ
ん
の
思
い
を
聴
く
】

生
徒
に
、
臼
井
さ
ん
本
人
の
温
か
さ
も
含

め
、
熱
い
思
い
と
仕
事
に
対
す
る
姿
勢
を
感

じ
さ
せ
た
い
。
そ
う
考
え
、
臼
井
さ
ん
が
イ

ン
タ
ビ
ュ
ー
に
答
え
て
い
る
動
画
の
一
部
を

視
聴
さ
せ
た
。
教
科
書
の
中
の
人
が
、
話
を

し
、
義
足
を
つ
け
て
い
る
人
々
を
全
力
で
支

え
よ
う
と
し
て
い
る
。
動
画
を
用
い
る
こ
と

で
、
本
文
中
の
言
葉
が
、
さ
ら
に
説
得
力
を

帯
び
て
く
る
。
生
徒
全
員
が
食
い
入
る
よ
う

に
動
画
を
見
て
い
た
。

【
臼
井
さ
ん
の
生
き
方
か
ら
学
べ
る
こ
と
を

考
え
、
発
表
す
る
】

教
材
と
動
画
か
ら
、
生
徒
は
臼
井
さ
ん
の

生
き
方
に
感
動
し
「
す
ご
い
」
と
感
じ
て
い

た
。「
す
ご
い
」
と
は
具
体
的
に
何
か
。
自

分
の
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
た
「
働
く
こ
と
」
と

比
べ
て
、
何
を
考
え
た
の
か
。
自
分
の
勤
労

観
を
改
め
て
考
え
、「
臼
井
さ
ん
の
生
き
方

か
ら
学
ん
だ
こ
と
」
を
授
業
の
振
り
返
り
と

し
て
書
か
せ
、
自
由
に
発
表
さ
せ
た
。
限
ら

れ
た
時
間
に
も
か
か
わ
ら
ず
二
十
人
以
上
の

生
徒
が
、
途
切
れ
る
こ
と
な
く
次
々
と
発
表

を
続
け
た
。
教
材
全
体
か
ら
大
き
く
心
を
動

か
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
。

お
わ
り
に

教
材
の
も
つ
力
を
最
大
限
に
活
用
す
る
た

め
に
は
、
生
徒
の
教
材
に
対
す
る
「
読
み
た

い
」
や
「
何
だ
ろ
う
」
を
高
め
て
か
ら
、
出

合
わ
せ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
導

入
で
ス
ラ
イ
ド
を
用
い
て
、
臼
井
さ
ん
の
勤

労
観
や
働
く
姿
勢
を
意
識
づ
け
た
。
展
開
で

は
動
画
を
用
い
て
、
患
者
さ
ん
の
声
・
思
い

を
知
ら
せ
、
臼
井
さ
ん
の
温
か
く
熱
い
思
い

も
伝
え
る
こ
と
が
で
き
た
。

ま
た
、
教
材
に
載
っ
て
い
る
写
真
を
そ
の

ま
ま
使
っ
た
り
、
一
部
を
隠
し
て
提
示
し
た

り
す
る
こ
と
も
効
果
的
で
あ
る
。
授
業
の
導

入
で
生
徒
の
心
を
思
い
っ
き
り
つ
か
む
。
そ

ん
な
道
徳
授
業
を
今
後
も
目
指
し
て
い
く
。

 

（
は
い
だ
　
ゆ
う
き
）
〈参考文献〉
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は
じ
め
に

義
務
教
育
最
後
の
一
年
と
な
る
中
学
三
年

生
に
は
、
ど
の
教
師
も
様
々
な
願
い
や
思
い

を
も
っ
て
接
し
て
い
る
。
副
担
任
と
い
う
立

場
で
あ
っ
て
も
そ
れ
は
同
じ
で
あ
る
。
道
徳

の
授
業
は
本
来
担
任
の
担
当
な
の
か
も
し
れ

な
い
が
、
本
校
で
は
道
徳
が
教
科
化
さ
れ
る

前
年
ま
で
は
、
担
任
に
こ
だ
わ
ら
ず
に
多
く

の
教
師
が
各
学
級
道
徳
の
授
業
に
積
極
的
に

携
わ
っ
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
生
徒
は
新
鮮

味
の
あ
る
授
業
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
、
多

様
な
見
方
や
考
え
方
に
つ
な
が
る
き
っ
か
け

を
作
る
こ
と
が
で
き
た
よ
う
に
思
う
。
教
師

に
と
っ
て
も
実
践
を
積
み
重
ね
議
論
す
る
こ

と
を
通
し
て
道
徳
科
に
関
す
る
研
修
の
内
容

を
深
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
以
下
の
内
容
は
、

本
校
で
の
研
修
お
よ
び
旭
川
市
教
育
研
究
会

の
道
徳
部
会
の
研
究
発
表
会
で
公
開
し
た
授

業
を
も
と
に
し
て
い
る
。
実
に
多
く
の
方
々

の
助
言
を
い
た
だ
き
、
チ
ー
ム
と
し
て
取
り

組
む
こ
と
の
成
果
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。

道
徳
科
の
授
業
で
大
切
な
も
の

道
徳
の
授
業
を
構
築
す
る
上
で
素
朴
な
疑

問
が
い
く
つ
も
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、「
そ
ん

な
こ
と
も
知
ら
な
い
の
」
と
思
わ
れ
そ
う

で
、
恥
ず
か
し
く
て
聞
き
に
く
い
と
感
じ
て

い
た
。
し
か
し
、
同
じ
よ
う
な
疑
問
を
抱
え

て
い
る
教
師
が
案
外
多
く
い
る
こ
と
が
分
か

り
、
道
徳
の
授
業
に
対
す
る
抵
抗
感
が
少
し

ず
つ
薄
れ
て
い
っ
た
。
次
の
五
点
は
、
チ
ー

ム
の
中
で
よ
く
話
題
に
な
っ
た
も
の
で
、
今

後
も
大
切
に
し
た
い
視
点
と
考
え
て
い
る
。

な
お
、
資
料
と
し
て
「
中
学
校
道
徳
Q
＆

A
」「
中
学
校
道
徳
科
ス
タ
ー
ト
ブ
ッ
ク
」

（
学
研
）
を
何
度
も
読
み
、
参
考
に
し
た
。

① 

授
業
内
容

　 

学
習
指
導
要
領
を
何
度
も
読
み
、
授
業
内

容
が
価
値
項
目
に
合
っ
て
い
る
か
検
討
す

る
。

・ 

自
分
勝
手
な
思
い
込
み
や
価
値
観
に
な
っ

て
は
い
な
い
か
。

② 

生
徒
の
実
態

　 

何
を
ど
の
場
面
で
ど
の
よ
う
に
考
え
さ
せ

た
い
の
か
、
生
徒
の
実
態
を
考
慮
し
た
上

で
明
確
に
す
る
。

③ 

中
心
発
問
、
補
助
発
問

　 

妥
当
な
発
問
か
ど
う
か
。（「
問
い
返
し
」

の
準
備
）

④ 

話
し
合
い

・ 「
考
え
、
議
論
す
る
道
徳
」
に
な
っ
て
い

る
か
。

⑤
そ
の
他

・ 

道
徳
の
つ
も
り
が
国
語
の
授
業
に
な
っ
て

い
な
い
か
。

・ 

よ
い
教
材
が
、
授
業
者
の
進
め
方
で
生
か

さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
な
い
か
。

・ 

授
業
の
中
で
考
え
が
揺
さ
ぶ
ら
れ
る
場
面

が
あ
る
か
。

・ 

授
業
形
態
が
ワ
ン
パ
タ
ー
ン
に
な
り
、
生

徒
が
飽
き
な
い
か
。

授
業
の
実
際

公
開
授
業
の
教
材
選
び
に
悩
ん
で
い
た
と

こ
ろ
、
国
語
科
の
教
師
か
ら
「
詩
」
で
や
っ

チ
ー
ム
で
取
り
組
ん
だ

道
徳
の
教
科
化
に
向
け
て
の
実
践

北
海
道
旭
川
市
立
東
光
中
学
校

教
諭虻

川

　謙
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て
み
て
は
と
提
案
が
あ
っ
た
。
短
い
中
に
も

考
え
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
と
言
う
の
で

あ
る
。
そ
の
結
果
、
吉
野
弘
さ
ん
の
詩
「
夕

焼
け
」
を
教
材
に
、
生
徒
と
「
思
い
や
り
」

に
つ
い
て
考
え
る
授
業
を
実
践
し
た
。
国
語

が
苦
手
で
あ
る
自
分
が
詩
を
扱
う
の
は
と
て

も
難
し
い
と
思
っ
た
が
、
こ
の
詩
に
登
場
す

る
主
人
公
の
心
の
葛
藤
に
共
感
す
る
と
こ
ろ

が
あ
り
、
生
徒
た
ち
に
も
ぜ
ひ
考
え
て
ほ
し

い
と
思
い
、
教
材
と
し
て
使
用
し
た
。
授
業

を
公
開
す
る
に
あ
た
り
、
多
く
の
先
生
方
の

ご
協
力
を
い
た
だ
き
、
本
当
に
た
く
さ
ん
の

こ
と
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
た
。

誰
で
も
「
思
い
や
り
」
の
大
切
さ
は
理
解

し
て
い
る
し
、
普
段
の
生
活
の
中
で
多
く
の

経
験
を
し
て
き
て
い
る
。
席
を
譲
る
と
い
う

行
為
を
経
験
し
た
生
徒
は
少
な
く
な
い
。
思

い
や
り
の
あ
る
行
動
が
で
き
、
ま
た
、
相
手

が
喜
ん
で
く
れ
た
と
き
は
多
く
の
人
に
と
っ

て
自
分
の
喜
び
と
も
な
り
、
豊
か
な
心
を
育

む
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
く
も
の
で
あ
る
。

た
だ
、
頭
で
は
理
解
で
き
て
い
て
も
、
行
動

に
は
な
か
な
か
結
び
つ
か
な
い
こ
と
が
多

い
。「
面
倒
く
さ
い
な
」「
断
ら
れ
た
ら
ど
う

し
よ
う
」「
余
計
な
お
世
話
か
も
」「
何
だ
か

恥
ず
か
し
い
な
」「
い
い
人
ぶ
っ
て
い
る
と

思
わ
れ
た
ら
」「
自
分
も
疲
れ
て
い
る
」
な

ど
、
周
り
の
目
を
気
に
し
て
し
ま
い
、
思
い

や
り
の
心
は
あ
る
の
だ
が
、
行
動
に
移
せ
な

い
。
そ
れ
ら
多
く
の
原
因
は
、
自
分
自
身
の

中
に
あ
る
こ
と
に
気
付
く
こ
と
が
で
き
る
よ

う
な
中
心
発
問
を
考
え
、
次
の
よ
う
に
授
業

を
構
築
し
た
。

◎
中
心
発
問

『
娘
は
な
ぜ
三
回
目
に
席
を
立
た
な
か
っ

た
の
か
。
こ
の
娘
に
思
い
や
り
の
心
が
あ
る

と
い
え
る
の
だ
ろ
う
か
』

 

 

る
。
そ
の
結
果
、
吉
野
弘
さ
ん
の
詩
「
夕
焼

け
」
を
題
材
に
、
生
徒
と
「
思
い
や
り
」
に

つ
い
て
考
え
る
授
業
を
考
え
実
践
し
た
。
国

語
が
苦
手
で
あ
る
自
分
自
身
が
、
し
か
も
詩

を
扱
う
の
は
と
て
も
難
し
い
こ
と
で
あ
る
と

思
っ
た
が
、
こ
の
詩
に
登
場
す
る
主
人
公
の

心
の
葛
藤
に
共
感
す
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
子

供
た
ち
に
も
ぜ
ひ
考
え
て
ほ
し
い
と
い
う
思

い
が
あ
り
、
題
材
と
し
て
使
用
さ
せ
て
い
た

だ
い
た
。
授
業
を
公
開
す
る
に
あ
た
り
、
多

く
の
先
生
方
の
ご
協
力
を
い
た
だ
き
、
本
当

に
た
く
さ
ん
の
こ
と
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き

た
。 

 
 

誰
で
も
「
思
い
や
り
」
の
大
切
さ
は
理
解

し
て
い
る
し
、
普
段
の
生
活
の
中
で
多
く
の

経
験
を
し
て
き
て
い
る
。
席
を
譲
る
と
い
う

行
為
も
経
験
し
た
生
徒
が
少
な
く
は
な
い
。

思
い
や
り
の
あ
る
行
動
が
で
き
、
そ
れ
に
対

し
て
相
手
が
喜
ん
で
く
れ
た
と
き
は
、
多
く

の
人
に
と
っ
て
自
分
の
喜
び
と
も
な
り
、
豊

か
な
心
を
育
む
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
く
も

の
と
考
え
る
。
た
だ
、
私
た
ち
は
頭
で
は
理

解
で
き
て
い
て
も
、
行
動
に
は
な
か
な
か
結

び
つ
か
な
い
こ
と
が
多
い
の
が
現
実
で
あ

る
。
「
面
倒
く
さ
い
な
」
「
断
ら
れ
た
ら
ど

う
し
よ
う
」
「
余
計
な
お
世
話
か
も
」
「
何

だ
か
恥
ず
か
し
い
な
」
「
い
い
人
ぶ
っ
て
い

る
と
思
わ
れ
た
ら
」
「
自
分
も
疲
れ
て
い

る
」
な
ど
、
周
り
の
目
を
気
に
し
て
し
ま

い
、
思
い
や
り
の
心
は
あ
る
の
だ
が
、
行
動

に
移
せ
な
い
。
そ
れ
ら
多
く
の
原
因
は
、
自

分
自
身
の
中
に
あ
る
こ
と
に
気
付
く
こ
と
が

で
き
る
よ
う
な
中
心
発
問
を
考
え
、
次
の
よ

う
に
授
業
を
構
築
し
て
い
っ
た
。 

◎
中
心
発
問 

『
娘
は
ぜ
３
回
目
席
を
立
た
な
か
っ
た
の

か
。
こ
の
娘
に
思
い
や
り
の
心
が
あ
る
と
い

え
る
の
だ
ろ
う
か
』 

          

そ
の
様
子
を
図
で
表
す
こ
と
で
心
の
葛
藤

を
理
解
し
、
整
理
で
き
れ
ば
と
考
え
、
右
の

よ
う
な
図
示
を
試
み
た
。 

（
横
の
破
線
は
、
思
い
や
り
の
行
動
を
妨
げ

る
様
々
な
障
害
が
あ
る
こ
と
を
示
し
た
） 

中
学
三
年
生
で
あ
り
、
「
思
い
や
り
」
に

つ
い
て
は
、
思
う
だ
け
で
は
な
く
行
動
が
求

め
ら
れ
る
こ
と
。
ま
た
、
相
手
の
立
場
を
理

解
し
た
上
で
見
守
り
、
寄
り
添
う
姿
勢
も
大

切
に
な
っ
て
く
る
こ
と
。
さ
ら
に
は
、
相
手

に
重
荷
に
な
ら
な
い
配
慮
も
必
要
な
場
合
が

あ
る
こ
と
に
気
付
く
こ
と
が
望
ま
し
い
と
考

え
て
い
た
。
授
業
の
中
で
は
、
そ
れ
に
近
い

意
見
が
出
て
き
た
の
だ
が
、
う
ま
く
取
り
上

げ
ら
れ
ず
、
全
体
の
も
の
に
す
る
こ
と
が
で

き
な
か
っ
た
の
は
、
大
変
反
省
し
て
い
る
点

で
あ
る
。 

 

◎
終
末
の
発
問 

『
つ
ら
い
気
持
ち
で
い
る
娘
に
あ
な
た
な

ら
ど
ん
な
言
葉
を
か
け
て
あ
げ
ま
す
か
』 

・
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
を
使
用
し
、
数
名
の
考
え

を
紹
介
し
て
授
業
を
終
え
た
。
（
省
略
） 

 

ま
と
め 

チ
ー
ム
で
取
り
組
ん
だ
成
果
の
一
部
は
、

次
の
よ
う
に
な
っ
た
。 

・
教
材
観
を
は
っ
き
り
（
指
導
要
領
を
読

む
） 

・
中
心
発
問
は
妥
当
か
（
問
い
返
し
） 

・
生
徒
の
意
見
を
ど
う
整
理
し
て
い
く
か 

・
板
書
計
画
（
可
能
で
あ
れ
ば
図
を
活
用
） 

・
生
徒
が
書
い
た
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に
は
、
何

か
ひ
と
言
コ
メ
ン
ト
を
。 

 

お
わ
り
に 

中
学
校
で
は
、
特
別
の
教
科
道
徳
の
授
業

が
始
ま
っ
て
一
年
が
経
っ
た
。
教
科
書
や
ワ

ー
ク
シ
ー
ト
が
充
実
さ
れ
、
私
達
教
師
側
も

多
く
の
研
修
を
経
て
、
そ
れ
な
り
の
準
備
を

し
て
の
ス
タ
ー
ト
と
な
っ
た
。
思
う
よ
う
に

い
か
な
い
こ
と
ば
か
り
で
あ
る
が
、
や
り
が

い
を
感
じ
て
実
践
さ
れ
て
い
る
教
師
も
多
い

よ
う
に
感
じ
る
。
今
後
も
、
生
徒
と
と
も
に

学
ぶ
気
持
ち
を
忘
れ
ず
に
実
践
を
積
み
重
ね

て
い
き
た
い
。
（
あ
ぶ
か
わ 

ゆ
ず
る
） 

思いやりの心 

思いやりの

行動

恥ずかしい 
面倒くさい 

いい人ぶっている 
自分も疲れている 

そ
の
様
子
を
図
で
表
す
こ
と
で
心
の
葛
藤

を
理
解
し
、
整
理
で
き
れ
ば
と
考
え
、
右
の

よ
う
な
図
示
を
試
み
た
。

（
横
の
破
線
は
、
思
い
や
り
の
行
動
を
妨

げ
る
様
々
な
障
害
を
示
し
た
）

中
学
三
年
生
で
は
、「
思
い
や
り
」
に
つ

い
て
は
、
思
う
だ
け
で
は
な
く
行
動
が
求
め

ら
れ
る
こ
と
。
ま
た
、
相
手
の
立
場
を
理
解

し
た
上
で
見
守
り
、
寄
り
添
う
姿
勢
も
大
切

で
あ
る
こ
と
。
さ
ら
に
は
、
相
手
の
重
荷
に

な
ら
な
い
配
慮
も
必
要
な
場
合
が
あ
る
と
気

付
く
こ
と
が
望
ま
し
い
と
考
え
て
い
た
。
授

業
の
中
で
、
そ
れ
に
近
い
意
見
が
出
て
き
た

が
、
う
ま
く
取
り
上
げ
ら
れ
ず
、
学
級
で
共

有
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
が
反
省

点
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。

◎
終
末
の
発
問

『
つ
ら
い
気
持
ち
で
い
る
娘
に
あ
な
た
な

ら
ど
ん
な
言
葉
を
か
け
て
あ
げ
ま
す
か
』

・ 

ワ
ー
ク
シ
ー
ト
を
使
用
し
、
数
名
の
考
え

を
紹
介
し
て
授
業
を
終
え
た
。

研
究
の
ま
と
め

チ
ー
ム
で
取
り
組
ん
だ
研
究
授
業
の
成
果

は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

・ 

教
材
観
を
は
っ
き
り
も
つ
。（
指
導
要
領

を
読
む
）

・ 

中
心
発
問
は
妥
当
か
ど
う
か
考
え
る
。

（
問
い
返
し
）

・ 

生
徒
の
意
見
を
ど
う
整
理
し
て
い
く
か
考

え
る
。

・
板
書
計
画
（
可
能
で
あ
れ
ば
図
を
活
用
）

・ 

生
徒
が
書
い
た
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に
は
、
何

か
ひ
と
言
コ
メ
ン
ト
を
加
え
る
。

お
わ
り
に

中
学
校
で
は
、
特
別
の
教
科
道
徳
の
授
業

が
始
ま
っ
て
一
年
が
経
っ
た
。
教
科
書
や
ワ

ー
ク
シ
ー
ト
が
充
実
し
、
私
た
ち
教
師
側
も

多
く
の
研
修
を
経
て
、
そ
れ
な
り
に
準
備
を

し
て
の
ス
タ
ー
ト
と
な
っ
た
。
思
う
よ
う
に

い
か
な
い
こ
と
も
多
い
が
、
や
り
が
い
を
感

じ
て
実
践
し
て
い
る
教
師
も
多
い
よ
う
に
感

じ
る
。
今
後
も
、
生
徒
と
共
に
学
ぶ
気
持
ち

を
忘
れ
ず
に
実
践
を
積
み
重
ね
た
い
。

 

（
あ
ぶ
か
わ
　
ゆ
ず
る
）
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は
じ
め
に

新
学
習
指
導
要
領
で
示
さ
れ
る
「
考
え
、

議
論
す
る
道
徳
」
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、

生
徒
が
教
材
に
自
我
関
与
し
た
り
、
多
面

的
・
多
角
的
に
考
え
た
り
、
他
の
生
徒
か
ら

自
分
と
は
異
な
る
考
え
を
聞
い
た
り
す
る
こ

と
が
必
要
で
あ
る
。

し
か
し
、
特
別
支
援
学
級
（
知
的
）
で

は
、
学
年
や
発
達
段
階
の
異
な
る
生
徒
が
所

属
し
て
い
る
た
め
教
材
選
び
に
苦
労
が
あ

り
、
学
級
の
生
徒
数
が
八
人
以
下
で
あ
る
た

め
、
も
の
の
見
方
が
一
面
的
に
な
っ
た
り
、

広
が
り
に
く
く
な
っ
た
り
す
る
。

ど
の
よ
う
な
工
夫
を
す
れ
ば
「
考
え
、
議

論
す
る
道
徳
」
に
な
る
の
か
。
以
下
に
、
こ

れ
ま
で
の
実
践
か
ら
紹
介
す
る
。

有
効
だ
っ
た
工
夫

《
教
材
の
工
夫
》

特
別
支
援
学
級
（
知
的
）
の
生
徒
に
と
っ

て
学
年
相
当
の
道
徳
教
科
書
の
教
材
は
文
章

が
長
く
て
言
葉
が
難
し
い
。
教
材
の
内
容
を

理
解
で
き
な
け
れ
ば
自
我
関
与
も
話
し
合
い

も
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、
教
師
が
教
科
書
の

文
章
を
短
く
し
て
易
し
い
言
葉
で
書
き
直
し

た
り
、
教
材
を
創
作
し
た
り
し
た
。

《
板
書
の
工
夫
》

「
第
○
回
、
教
材
名
、
内
容
項
目
」
を
必

ず
板
書
し
た
。
特
に
「
内
容
項
目
」
に
つ
い

て
は
、
授
業
前
に
書
く
こ
と
で
生
徒
の
考
え

を
誘
導
し
な
い
よ
う
に
、
適
切
な
タ
イ
ミ
ン

グ
を
見
計
ら
っ
て
書
い
た
。
そ
う
す
る
こ
と

で
話
し
合
い
の
軸
が
ぶ
れ
に
く
く
な
っ
た
。

《
展
開
の
工
夫
》

学
級
人
数
の
少
な
さ
や
、
も
の
ご
と
を
一

面
的
に
捉
え
が
ち
に
な
る
こ
と
を
カ
バ
ー

し
、
多
面
的
・
多
角
的
に
考
え
る
た
め
に
、

ウ
ェ
ビ
ン
グ
マ
ッ
プ
や
ロ
ー
ル
プ
レ
イ
を
積

極
的
に
取
り
入
れ
た
。
ま
た
、
自
分
事
と
し

て
考
え
る
た
め
に
、「
あ
な
た
な
ら
ど
う
す

る
か
。」
と
ほ
ぼ
毎
回
問
い
掛
け
た
。

《
終
末
の
工
夫
》

生
徒
の
言
葉
や
考
え
を
否
定
し
な
い
で
、

積
極
的
に
認
め
た
。
そ
の
結
果
、
生
徒
が
安

心
し
て
発
言
す
る
よ
う
に
な
り
、
次
の
道
徳

授
業
へ
の
意
欲
付
け
に
な
っ
た
。

《
そ
の
他
の
工
夫
》

板
書
と
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
の
様
式
を
統
一
し

た
。
そ
れ
に
よ
り
、
ど
こ
に
自
分
の
考
え
を

書
く
か
、
生
徒
が
混
乱
す
る
こ
と
が
な
く
な

っ
た
。
ま
た
、
板
書
し
た
生
徒
の
意
見
に
ネ

ー
ム
プ
レ
ー
ト
を
は
り
、
視
覚
化
し
た
こ
と

で
、
発
表
が
つ
な
が
り
や
す
く
な
り
、
気
持

ち
が
そ
れ
に
く
く
な
っ
た
。

机
の
配
置
は
大
き
く
Ｕ
字
型
に
す
る
こ
と

で
、
皆
で
考
え
る
雰
囲
気
に
な
り
、
発
表
が

聞
き
取
り
や
す
く
な
っ
た
。

授
業
の
実
際

〇
教
材
名

　お
悩
み
相
談
シ
リ
ー
ズ
②
「
人

は
皆
平
等
？
」（
自
作
教
材
）

〇
ね
ら
い

　自
信
を
失
っ
て
い
る
「
ぼ
く
」

へ
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
考
え
る
こ
と
を
通
し

て
、
自
分
の
よ
さ
を
見
つ
け
て
前
向
き
に

生
き
て
い
こ
う
と
す
る
態
度
を
養
う
。

考
え
、
議
論
す
る
道
徳
を
目
指
し
て

〜
特
別
支
援
学
級
（
知
的
）
で
の
実
践
〜

静
岡
県
御
前
崎
市
牧
之
原
市
学
校
組
合
立

御
前
崎
中
学
校
教
諭

平
井

　雅
子
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道徳ジャーナル
107号

〇
内
容
項
目

　向
上
心
、
個
性
の
伸
長

《
導
入
》

〇
平
等
と
は
ど
う
い
う
意
味
で
す
か
。

・
同
じ
　
　
・
一
緒

《
展
開
》

〇
人
は
皆
平
等
だ
ろ
う
か
。
ウ
ェ
ビ
ン
グ
マ

ッ
プ
を
作
っ
て
み
よ
う
。
平
等
で
あ
る
、

平
等
で
な
い
、
そ
の
他
の
三
つ
の
視
点
で

考
え
よ
う
。

（
個
別
に
ウ
ェ
ビ
ン
グ
マ
ッ
プ
作
り
。）

〇
発
表
し
よ
う
。

（
全
体
で
巨
大
ウ
ェ
ビ
ン
グ
マ
ッ
プ
作
り
。）

「
平
等
で
あ
る
」
の
視
点

・
誰
に
と
っ
て
も
一
日
は
二
十
四
時
間
。

・
陸
上
に
住
ん
で
い
る
。

・
皆
、
赤
ち
ゃ
ん
か
ら
大
人
に
な
る
。

「
平
等
で
な
い
」
の
視
点

・
寿
命
が
違
う
。　
・
住
む
場
所
が
違
う
。

・
性
格
が
違
う
。　
・
考
え
方
が
違
う
。

・
好
き
嫌
い
が
違
う
。　
・
人
そ
れ
ぞ
れ
。

〇
人
そ
れ
ぞ
れ
っ
て
言
葉
が
出
た
け
ど
、
そ

う
い
う
こ
と
を
な
ん
て
言
う
か
な
。

・
個
性

〇
実
は
今
日
は
「
向
上
心
、
個
性
の
伸
長
」

の
学
習
を
し
ま
す
。（
板
書
、
話
を
元
に

戻
し
て
、）「
人
そ
れ
ぞ
れ
だ
」
と
感
じ
る

も
の
は
他
に
あ
る
か
な
。

・
声
や
見
た
目
が
違
う
。

「
そ
の
他
」
の
視
点

（
意
見
な
し
。）

〇
皆
が
平
等
か
、
そ
う
で
な
い
か
、
ど
う
考

え
ま
す
か
。

（
生
徒
全
員
が
「
平
等
で
は
な
い
」
と
い
う

考
え
と
理
由
を
発
表
。）

〇
皆
が
平
等
で
は
な
い
ん
だ
ね
。
で
は
、
今

か
ら
あ
る
人
の
悩
み
相
談
を
聞
い
て
く
だ

さ
い
。（
教
師
に
よ
る
教
材
の
範
読
）

「
人
は
皆
平
等
？
」（
自
作
教
材
）

「
人
は
皆
平
等
で
あ
る
」な
ん
て
、
誰
が
言
っ
た

の
だ
ろ
う
。
そ
ん
な
の
う
そ
だ
。

ぼ
く
は
、
百
メ
ー
ト
ル
走
は
遅
い
し
、
体
育
の

部
の
全
員
リ
レ
ー
で
は
だ
れ
か
に
抜
か
さ
れ
る
。

持
久
走
だ
っ
て
遅
い
。
い
つ
も
ほ
と
ん
ど
ビ
リ
で
、

ま
さ
に
死
に
そ
う
に
な
り
な
が
ら
な
ん
と
か
ゴ
ー

ル
す
る
。
お
ま
け
に
算
数
は
も
っ
と
苦
手
。
算
数

が
な
く
な
れ
ば
い
い
の
に
と
思
っ
て
い
る
。

も
っ
と
イ
ケ
メ
ン
に
生
ま
れ
た
か
っ
た
。
な
ん

で
俳
優
の
○
○
○
○
み
た
い
に
イ
ケ
メ
ン
じ
ゃ
な

い
ん
だ
ろ
う
。

あ
ー
あ
。
神
様
は
い
じ
わ
る
だ
。
な
ぜ
ぼ
く
は

こ
ん
な
ふ
う
に
生
ま
れ
て
き
た
の
だ
ろ
う
。
な
ん

て
め
ぐ
ま
れ
て
い
な
い
の
だ
ろ
う
。

ぼ
く
を
作
っ
た
ど
こ
か
の
神
様
を
う
ら
む
よ
。

〇
こ
の
悩
み
に
、
あ
な
た
な
ら
ど
ん
な
ア
ド

バ
イ
ス
を
す
る
か
な
。

（
個
別
に
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に
記
入
。）

〇
ロ
ー
ル
プ
レ
イ
で
発
表
し
よ
う
。

（
全
員
が
相
談
者
と
ア
ド
バ
イ
ス
す
る
人
を

演
じ
た
。）

・
自
分
だ
け
の
よ
い
と
こ
ろ
が
あ
る
よ
。
　

・
違
い
は
個
性
の
一
つ
だ
よ
。

・
皆
そ
れ
ぞ
れ
だ
か
ら
落
ち
込
ま
な
く
て
も

大
丈
夫
。

〇
ア
ド
バ
イ
ス
を
聞
い
て
考
え
た
こ
と
を
書

こ
う
。

・
苦
手
も
見
方
に
よ
っ
て
は
よ
さ
に
な
る
。

・
皆
そ
れ
ぞ
れ
。
違
う
か
ら
い
い
。

《
終
末
》

〇
（
教
師
の
話
と
振
り
返
り
）

（
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に
評
価
を
記
入
。）

《
成
果
》

・
あ
え
て
、
生
徒
個
々
の
考
え
方
と
は
異
な

る
視
点
や
立
場
も
ウ
ェ
ビ
ン
グ
マ
ッ
プ
を

作
る
こ
と
で
も
の
の
見
方
が
広
が
っ
た
。

・
自
分
の
思
い
を
表
す
こ
と
が
苦
手
な
生
徒

も
ロ
ー
ル
プ
レ
イ
を
し
、
自
分
の
言
葉
で

ア
ド
バ
イ
ス
を
考
え
た
。

・
生
徒
に
よ
る
ア
ド
バ
イ
ス
は
、
違
い
は
個

性
で
あ
り
、
自
分
な
り
の
よ
さ
が
あ
る
と

い
っ
た
視
点
の
も
の
や
励
ま
し
だ
っ
た
。

温
か
く
前
向
き
な
言
葉
が
聞
か
れ
た
。

《
課
題
》

・
生
徒
の
考
え
を
引
き
出
そ
う
と
す
る
あ
ま

り
、
前
半
に
時
間
を
掛
け
過
ぎ
る
傾
向
が

あ
る
。
後
半
に
ゆ
と
り
を
も
つ
た
め
の
手

立
て
を
考
え
た
い
。

お
わ
り
に

「
考
え
、
議
論
す
る
道
徳
」
を
目
指
し
て

二
年
半
が
過
ぎ
た
。
現
在
、
六
人
の
生
徒
全

員
が
「
自
分
の
意
見
を
言
っ
た
り
人
の
意
見

を
聞
い
た
り
し
て
考
え
る
道
徳
は
楽
し
い
。」

と
言
う
。
そ
ん
な
言
葉
に
救
わ
れ
た
り
、
生

徒
の
授
業
で
の
様
子
に
手
応
え
を
感
じ
た
り

す
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
れ
か
ら
も
生
徒
の
力

と
な
る
道
徳
授
業
を
継
続
し
て
い
き
た
い
。

 

（
ひ
ら
い
　
ま
さ
こ
）
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い
じ
め
の
な
い
ま
と
ま
り
の
あ
る

ク
ラ
ス
に
し
た
い
と
思
っ
て
、

い
ろ
い
ろ
し
て
い
る
け
ど
…
…
。

○
×
市
の
中
学
校
で

い
じ
め
が
…
…

○○ニュース
体
育
祭
や
合
唱
コ
ン
ク
ー
ル
な
ど
で
、
ク
ラ
ス
に

い
じ
め
を
生
ま
な
い
力
が
つ
く
と
い
い
よ
ね
。

で
も
、
も
し
起
き
ち
ゃ
っ
た
ら

ど
う
し
よ
う
〜
。

い
じ
め
へ
の
対
応
は
、

防
止
も
合
わ
せ
て

大
き
く
3
つ
あ
る
よ
！

１
．
随
時
指
導

 

救
急
医
療
の
イ
メ
ー
ジ

・事実確認
・いじめを受けた児童生徒、
　その保護者に対する支援
・いじめを行った児童生徒や
　保護者に対する指導、助言
・再発防止に向けた
　全体への指導

２
．
予
防
的
な
指
導

 

健
康
診
断
の
イ
メ
ー
ジ

３
．
開
発
的
な
指
導

 
健
康
な
体
づ
く
り
の
イ
メ
ー
ジ

・ いじめが発生しないよう
な人間関係の調整

・ 「私たちのクラスでは、
いじめは許されない」と
いう集団機能の確立

・ 思いやりや
生命尊重などの
豊かな心を積極的に
育てる
　　・人格の尊重
　　・支持的風土づくり

こ
の
う
ち
2
と
3
が

道
徳
の
授
業
で
大
切

な
ん
だ
！

ち
ょ
う
ど
次
は
い
じ
め
に

関
連
す
る
教
材
で

授
業
な
ん
だ
。と

く
ち
ゃ
ん

何
か
い
い

ア
ド
バ
イ
ス

ち
ょ
う
だ
い
！

「
い
じ
め
を
し
ち
ゃ
ダ
メ
」
っ
て

か
け
声
だ
け
じ
ゃ
子
ど
も
に
は

響
か
な
い
！
　
真
正
面
か
ら

向
き
合
う
べ
し
！
　
か
な
。

き
れ
い
ご
と
じ
ゃ

だ
め
、
か
…
…
。

連載 9 回　いじめ防止編
マンガ・のはらあこ
監修・法政大学兼任講師 廣瀬仁郎先生

学
まなぶ

先生とくちゃん
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道
徳
の
授
業

 

…
…
そ
れ
で
ね
、

い
じ
め
を
し
て
は
い
け
な
い

っ
て
い
う
の
は
、
も
う
み
ん
な

な
ら
分
か
っ
て
い
る
と

思
う
ん
だ
。

分
か
っ
て
い
る
の
に

な
ぜ
い
じ
め
が
起
き
て

し
ま
う
ん
だ
ろ
う
？

登場人物に自分を重ねて
心の綱引きをしよう。

巻き込まれたくない。
みんなに合わせて
しまおうかな。

よい関係を築きたい。
このまま見過ごして
しまっていいのかな。

それぞれの視点に立って
自分ならどうするか考えよう。

ボールを
取りに行けと
命令する子

命令される子

それを周りで
見ている子

自
分
の
心
と
向
き
合
っ
て

い
じ
め
が
起
こ
ら
な
い
よ
う
に
、

ど
ん
な
心
が
大
切
か
を
深
め
た
い
ね
。

と
く
ち
ゃ
ん
、
今
日
の
授
業

ど
う
だ
っ
た
？

一
人
一
人
が
自
分
な
り
の
答
え

を
見
つ
け
ら
れ
る

い
い
授
業
だ
っ
た
と
思
う
よ
！

今
度
は
い
の
ち
の
教
材
で

い
じ
め
に
つ
い
て
考
え
る

授
業
を
し
て
み
た
い
な
。

い
じ
め
を
直
接
扱
っ
た
教
材
が

連
続
し
な
い
よ
う
に
配
慮
し
た
い
ね
。

次
回
は
情
報
モ
ラ
ル
を

意
識
し
た
授
業
づ
く
り
に

つ
い
て
ご
紹
介
！

自分事として考えさせるために多面的・多角的に考えさせるために
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　前回は、SDGsを教育現場で扱う上で意識したいことと
して、「学習者の行動変容をもたらす」、「SDGsのゴール
は相互につながっている」、「社会の出来事を自分事として
捉える工夫をする」という３点と、そのための授業での指
導について紹介しました。今回は、この３点を可能にする
ための環境整備と、深い学びにつなげるきっかけづくりに
ついて紹介したいと思います。

　道徳で扱うテーマに答えはありません。日本国憲法第
13条に「すべて国民は、個人として尊重される。生命、
自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の
福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊
重を必要とする」とあります。道徳は、教師や社会が求め
る道徳観を身につけさせるものではないという理解が必要
です。SDGsが目指す世界は理想的なものですが、その前
に憲法で保障されている個人を尊重する必要があります。
道徳やSDGsを学習するなかで、児童生徒が何を感じ、何
を思うかを尊重する意識が大切だと考えます。
　インターネットやメディアの言説を見ていると、昨今の
日本では「正しいか間違っているか」など、二元論で議論
をしていることが多いと感じます。新型コロナウイルス対
策でも、「経済か終息か」の議論がなされていますが、何
が正しいか、正しくないか、明確に判別できることはほと
んどありません。ある人の「正義」は異なる立場にいる人
にとっては「正義」ではない可能性もあります。グローバ

⃝違いを尊重する

ル社会では、社会的規範が異なることも多いため、違いを
受け止める力、他者を思う力、そして対話の中から意思決
定していく力が重要ではないでしょうか。「違い」に触れ
ると、心にモヤモヤが出てきます。モヤモヤが出ることは
当たり前だと受け入れ、お互いを否定するのではなく、双
方にとって共通していることは何か、相手の意見で理解で
きる部分はないか考えることで、前に進むきっかけができ
るでしょう。

道徳は、モヤモヤに気付かせたり、個人の価値観を揺さ
ぶったりする物語で溢れています。こうした体験を重ねて
いくことで、児童生徒自身の価値観や大切にしていること
とつながり、主体的な学びや行動の変容に向かう「内発的
動機付け」につながるのではないでしょうか。「内発的動
機付け」とは、デシ＆ライアン（2000）によると「個人
の内なる心理的欲求のために行動する」ということです。
報酬やプレッシャーといった外発的な動機付けではなく、
個々の楽しみや挑戦のために行動するというモチベーショ
ンのモデルの一つです。児童生徒が夢中になる、または
SDGsに関心をもつ仕掛けの一つとして、道徳を起点に学
習活動の幅を広げられると考えています。

カリキュラム・マネジメントという言葉をよく聞くよう
になりました。新学習指導要領の実践において重要視され

⃝夢中になる、関心をもつきっかけとしての道徳

⃝カリキュラム・マネジメントとは

話題のSDGs。中学校の学習指導要

領にも盛り込まれています。

SDGsの解説をはじめ、「取り入れ

たい！」と思える学校現場における

実践などを、連載でご紹介していき

ます。

SDGs教育と
カリキュラム・マネジメント

第３回連載

i

i-iii_journal107_KUW_F1.indd   1 2020/11/10   19:22



ていることの一つです。カリキュラム・マネジメントとは
田村（2011）によると、「各学校が、学校の教育目標を
よりよく達成するために、組織としてカリキュラムを創り、
動かし、変えていく、継続的かつ発展的な、課題解決の営
みである」とされています。この「カリキュラム」には、
教育機関によるフォーマル教育のほか、インフォーマル教
育（体系的ではない、家庭・就労・遊びの場からの学び）、
ノンフォーマル教育（学習塾や習い事などの、体系化され
た学校外教育）が含まれています。SDGsの学習において
は、学内で完結する学びだけではなく、学外での学習機会
を含めた学びのデザインが重要となります。

　学内ではどのような活動ができるでしょうか。ゴール
12の「つくる責任、つかう責任」を例に考えてみましょう。
ゴール12の前提にある社会背景としては、人口増加や気
候変動、有限な陸上・海洋資源などが挙げられます。リサ
イクルの仕組みを学ぶことで、エネルギーやゴミの分別と
いった身近な話題が関わっていることに気付く機会をつく
れます。普段使ったり食べたりしているものの製造過程を
調べることで、それが児童労働や低賃金での生産を強いて
作られたものであったり、多額の輸送コストや環境コスト
がかかったりしていることに気付く機会になります。消費
期限切れの製品がどうなるのかを学ぶことで、ある国では
大量廃棄があり、ある国では食べ物や必要なものが満足に
手に入らない現状があることについても学べます。

⃝学校内での活動

　学習するなかで出てくるたくさんの問いについて、児童
生徒と共に考えることが大切です。地球環境やエネルギー
の持続可能な利用のために地産地消やリサイクルを推し進
めることが、厳しい環境にある人の雇用を奪うことになら
ないか。そうならないためにはどのような制度が必要なの
か。制度をつくるのは誰か。私たちはそのために何ができ
るのか……。このように、経済・社会・環境に配慮しなが
ら「誰一人取り残さない」世界をつくるには何が必要で、
私たちは何ができるのか、といった個々の価値観・道徳観
に迫る問いが児童生徒からもたくさん生まれます。
　また、あるテーマを複数の教科を通して学んでいく「教
科横断型学習」も可能です。SDGsの理念とそれを達成す
るための17のゴールは、文理融合型のテーマばかりです。
右ページの表は、ゴール12の中にあるターゲットの一覧
です。それぞれの教科の切り口でどのような学習ができる
か、想像を膨らませてみてください。英語でこのテーマ全
体を扱うこともできます。理科や社会の切り口は考えやす
いかもしれませんが、環境負担を考える上では算数・数学
が必要です。また、実際に技術・家庭科、美術で何か作っ
てみることで、廃棄をどれだけ少なくして作れるかを体験
することができます。美術でポスターを作り、啓発活動を
するのもよいでしょう。身近な教科、題材から社会につな
げることはいくらでもできます。そこからさらにゴール２

「飢餓をゼロに」、ゴール１「貧困をなくそう」と関連させ
て、世界へとつなげていくこともできます。
　SDGsについて様々な教科＝レンズを通して学ぶことで

（文部科学省：H 28 , 30 ESD（持続可能な開発のための教育）推進の手引より）

ii
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　世界の中でも日本はESDの推進事例がたくさんある国
です。その中でも特に汎用性があり、活用しやすいものに
ESDカレンダーがあります。ユネスコスクールとして
ESDを推進してきた東京都江東区立八名川小学校では、
手島利夫前校長を中心に、ESDと学習指導要領・教科を
つなげ、ESDカレンダーとして可視化しました（左下の表）。
中学校では、奈良教育大学附属中学校が公表している
ESDカレンダーがあります（下の表）。
　これらを見ると、年間を通して設定した学習テーマにつ
いて、各教科の単元や特別活動等をつなぎ合わせた重層的
な学びを実践していることが分かります。学校活動が密接
にSDGsにつながっていることが伝わります。
　SDGsも道徳も、児童生徒が学びに向かう「内発的動機
付け」や「持続可能な社会の創り手」となるきっかけとし
て有用であることが伝われば幸いです。

一般社団法人グローバル教育推進プロジェクト（GiFT）
調査・研究統括　木村大輔

次回は、学校全体における「持続可能な社会の創り
手」の育成実現のポイント、その取り組みを自己評価
できる枠組みについてご紹介します。

⃝ESDカレンダー

奈良教育大学附属中学校ESDカレンダー ２学年
教科領域 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

F 他者とのコミュニケーションを行う 情報の収集・吟味・活用 多面的・総合的に物事を 見て、考えを深める

A 「アイス Ｃ「五重塔はなぜ プレゼン 「字のない葉書」 CD 「モアイは語る」 身近な人の

国 語 プラネット」 倒れないか」テーションをする （平和・戦争体験） 古文・漢詩・解説 (地球環境保全） 「物語」を探る
(地球環境保全) (世界遺産) Ｆ B （世界遺産・多文化共生） A （コミュニケーション）

臨海に関わって(依頼状・インタビュー) Ｆ F

文字式 連立方程式 １次関数 F F 図形の持つ F 確率

数 学 F 民族数学に 節水について F 電気料金の 神秘性を 偶然の可能性

親しむ 考えよう しくみ 感じる 未来を予測する力

D A D D F D D BE

英 語
ハワイの 地球環境 日本の食文化 日本の 将来の夢 旅と地域の文化

多言語国家
カンボジアの

伝統文化 環境保護 伝統文化 伝統芸能 （自分と社会の （異文化理解） 残留地雷

つながり） (戦争・平和)

日本の歴史 （原始・古代 ～ 中世前期） 日本の歴史 （ 中世後期 ～ 近世 ） 日本の歴史 ( 近代 ～ ）

社 会
C C D BE

奈良めぐり 臨海 A BCE 沖縄修学旅行事前学習 CD 奈良めぐり

事前指導 事前指導 D (沖縄の歴史・沖縄戦 事前指導

A A A

理 科
動物の生活と生物の変遷 電流とその利用 気象とその変化

（アメフラシの解剖） （環境・エネルギー 問題）
化学変化と原子・分子 (環境・水の循環）

(臨海実習の個人・班研究）

事前学習 臨海実習 事 後 学 習 沖縄修学旅行事前学習（ウチナーを知る・沖縄戦 の実相・タクシープラン ）

総合的な AD 答志島 （新聞・パネル作成） BE

学習 CD 公州交流学習 社会見学 CD 奈良めぐり

奈良めぐり CD BE （京都・平和ミュージアム） （興福寺）

（法隆寺）

E B

特別活動 行事報告会 学級読書会 人権学習 平和の集い

生徒会 文化のつどいに向けて 文化のつどい （人種差別） 卒業式

スポーツデイ

B

道徳 臨海実習に向けて 平和の集いに向けて 卒業式に向けて

A A

技 術 生 物 育 成 に 関 す る 技 術 エネルギーの変換方法や力の伝達のしくみ

（自然との共存・共栄） (エネルギーの有効活用)

A E

家 庭 食生活と自立（食文化の継承・フードマイレージ） 今の自分これからの自分 （性・ジェンダー・生命誕生の過程）

（環 境） （子どもの人権）

体育理論（スポーツを通じて自国や異文化を理解する） F

保健体育 F 球技(コミュニケーション・スキル） A 球技(コミュニケーション・スキル） F 球技(コミュニケーション・スキル）

スポーツデイに向けて 健康と環境

音 楽 D 沖縄の音楽 D 東アジアの音楽 D 日本の伝統音楽
F

臨海実習に基づく制作（答志島スタンプ） デ ザ イ ン の 意 味 F 他者のための美術 D

美 術 D 他国の美術を知る(国際理解・韓国） を考える （デザインを通じた社会参加・だれかのための椅子） 文化遺産に関わる制作（奈良めぐり）
(ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ) F 新聞から美術を読み取る（社会に目を向ける）

（ESD カテゴリー分類記号） A: 環境教育 B: 平和教育 C:世界遺産教育 D:多文化共生教育 E:人権・福祉(健康)教育（ｼﾞｪﾝﾀﾞｰ） F:基礎(ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ・多面的総合的批判的な見方等)

（出典：奈良教育大学附属中学校より）

（国連グローバルコンパクトウェブサイトより）

ターゲット

12.1 持続的な消費と生産に関する10年枠組みプログラム（10YFP）を実施し、先進国主導
の下、開発途上国の開発状況や能力を勘案し、すべての国々が対策を講じる。

12.2 2030年までに天然資源の持続可能な管理および効率的な利用を達成する。

12.3 2030年までに小売・消費レベルにおける世界全体の一人当たりの食品廃棄物を半減さ
せ、収穫後損失などの生産・サプライチェーンにおける食品の損失を減少させる。

12.4
2020年までに、合意された国際的な枠組みに従い、製品ライフサイクルを通じて化学
物質やすべての廃棄物の環境に配慮した管理を達成し、大気、水、土壌への排出を大幅
に削減することにより、ヒトの健康や環境への悪影響を最小限に留める。

12.5 2030年までに、予防、削減、リサイクル、および再利用（リユース）により廃棄物の
排出量を大幅に削減する。

12.6 大企業や多国籍企業をはじめとする企業に対し、持続可能な慣行を導入し、定期報告に
持続可能性に関する情報を盛り込むよう奨励する。

12.7 国内の政策や優先事項に従って持続可能な公共調達の慣行を促進する。

12.8 2030年までに、あらゆる場所の人々が持続可能な開発および自然と調和したライフス
タイルに関する情報と意識を持つようにする。

12.a 開発途上国に対し、より持続可能な生産消費形態を促進する科学的・技術的能力の強化
を支援する。

12.b 持続可能な開発が雇用創出、地元の文化・産品の販促につながる持続可能な観光業にも
たらす影響のモニタリングツールを開発・導入する。

12.c

破壊的な消費を奨励する非効率的な化石燃料の補助金を合理化する。これは、課税の再
編や該当する場合はこうした有害な補助金の段階的廃止による環境影響の明確化などを
通じ、各国の状況に応じて市場の歪みを是正することにより行うことができる。また、
その際は開発途上国の特別なニーズや状況を考慮し、開発への悪影響を最小限に留め、
貧困層や対象コミュニティを保護するようにする。

学習の幅が広がります。そこで児童生徒や教師から出てく
る「なぜ？」を大切に扱うことで、自ずと道徳の学習にも
つながっていくのではないでしょうか。
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