
       

学
校
に
お
け
る
道
徳
教
育
は
二
重
構
造
を
な
し

て
い
る
。
ひ
と
つ
は
、
学
校
の
教
育
活
動
全
体
を

通
じ
て
行
う
道
徳
教
育
で
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
は

道
徳
科
で
行
う
道
徳
教
育
で
あ
る
。 

 

こ
の
二
つ
は
車
の
両
輪
の
ご
と
く
連
係
し
合
っ

て
確
か
な
道
徳
性
が
養
わ
れ
て
い
く
。 

 

学
校
の
教
育
活
動
全
体
を
通
じ
て
行
う
道
徳
教

育
に
は
偶
発
的
、
表
面
的
、
断
片
的
、
副
次
的
と

い
っ
た
特
徴
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
道
徳
教
育

の
要
と
な
る
学
習
機
会
（
道
徳
科
）
が
必
要
に
な

る
。 

 

１
「
道
徳
科
」
学
習
、
５
つ
の
特
質 

①
道
徳
的
諸
価
値
に
つ
い
て
理
解
す
る
学
習 

 

そ
れ
ぞ
れ
の
価
値
は
、
⑴
「
人
間
と
し
て
生
き

る
上
で
大
切
な
こ
と
だ
」
、
⑵
「
し
か
し
、
な
か
な

か
そ
れ
を
実
現
す
る
の
は
難
し
い
」、
⑶
「
価
値
を

実
現
し
た
り
、
で
き
な
か
っ
た
り
し
た
時
の
感
じ

方
や
考
え
方
は
皆
一
様
で
は
な
い
」
と
い
う
こ
と 

      

を
理
解
す
る
学
習
で
あ
る
。 

②
自
己
を
見
つ
め
る
学
習 

 

道
徳
は
自
分
自
身
の
問
題
で
あ
る
。「
自
分
は
ど

う
か
」
と
自
分
に
問
い
続
け
る
営
み
で
あ
る
。 

し
た
が
っ
て
、
道
徳
科
は
道
徳
的
価
値
に
照
ら

し
て
自
己
を
見
つ
め
、
自
己
理
解
を
深
め
て
い
く

学
習
で
あ
る
。 

③
物
事
を
多
面
的
・
多
角
的
に
考
え
る
学
習 

 
子
供
は
他
者
と
対
話
し
た
り
活
動
し
た
り
す
る

中
で
、「
物
事
は
見
る
側
面
や
見
る
角
度
に
よ
っ
て

見
え
方
が
違
っ
て
見
え
て
く
る
」
こ
と
を
学
ぶ
学

習
で
あ
る
。
そ
れ
は
価
値
理
解
と
同
時
に
、
人
間

理
解
や
他
者
理
解
を
深
め
る
こ
と
に
通
じ
る
。 

こ
う
し
た
学
習
を
通
し
て
、
子
供
は
道
徳
的
価

値
の
自
覚
を
深
め
、
自
己
の
生
き
方
に
つ
い
て
の

考
え
を
深
め
て
い
く
。 

④
自
己
の
生
き
方
に
つ
い
て
の
考
え
を
深
め
る
学

習 

 

①
～
③
の
特
質
に
共
通
し
て
言
え
る
こ
と
は
、

道
徳
科
は
自
分
は
ど
う
生
き
る
か
を
問
い
続
け
る

学
習
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
今
ま
で
や
こ

れ
か
ら
の
自
分
の
生
き
方
を
考
え
る
学
習
で
あ
る
。 

⑤
「
道
徳
性
を
育
て
る
」
の
が
目
標 

道
徳
性
と
は
、
道
徳
的
「
判
断
力
」「
心
情
」「
実

践
意
欲
」「
態
度
」
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
道

徳
的
実
践
の
原
動
力
（
発
条
）
と
な
る
内
面
的
な

力
の
こ
と
で
あ
る
。 

人
間
は
心
が
充
実
す
れ
ば
自
ず
か
ら
行
動
が
変

わ
る
。
そ
の
内
面
の
充
実
を
期
し
て
行
わ
れ
る
の

が
道
徳
科
の
授
業
で
あ
る
。 

 ２
「
道
徳
科
授
業
」
成
立
、
究
極
の
４
点 

①
よ
い
教
材
を
選
ぶ
！ 

 

教
材
は
道
徳
科
授
業
の
命
で
あ
る
。
よ
い
教
材

は
子
供
の
心
を
鮮
明
に
映
し
出
す
。
一
方
、
よ
く

な
い
教
材
は
映
り
が
悪
い
。
そ
ん
な
教
材
を
い
く

ら
い
じ
っ
て
も
よ
い
授
業
に
な
ら
な
い
。 

よ
い
教
材
と
は
、「
ね
ら
い
に
合
っ
て
い
る
」「
分

り
や
す
い
」
「
興
味
・
関
心
が
も
て
る
」「
臨
場
感

が
あ
る
」
教
材
の
こ
と
を
い
う
。
教
師
の
心
に
響

き
、
教
師
が
惚
れ
込
ん
だ
教
材
は
間
違
い
な
く
よ

い
教
材
と
い
え
る
。 

 

逆
に
よ
く
な
い
教
材
に
は
、
そ
の
味
わ
い
が
な

い
。
授
業
者
の
下
心
が
見
え
見
え
で
、「
子
供
の
今

明
治
図
書
「
道
徳
教
育
」
２
０
１
４
・
２
月
号
原
稿
（
没
版
）
を
改
訂 
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「
道
徳
科
」
授
業
の
特
質 

そ
の
特
質
を
踏
ま
え
た
授
業
づ
く
り
の
た
め
に 

 

後
藤 

忠 



に
向
か
っ
て
種
（
教
材
）
を
蒔
い
て
い
る
」
よ
う

で
実
に
胡
散
臭
い
。
こ
う
い
う
教
材
は
子
供
の
心

に
何
ら
残
ら
ず
、
す
ぐ
に
忘
れ
去
ら
れ
る
。 

 

道
徳
科
で
「
種
を
蒔
く
」
の
は
教
師
の
仕
事
で

あ
る
。
そ
の
種
が
芽
を
出
し
、
花
を
咲
か
せ
る
の

は
子
供
自
身
の
問
題
で
あ
る
。
蒔
い
た
種
は
芽
が

出
な
い
か
も
し
れ
な
い
、
花
は
咲
か
な
い
か
も
し

れ
な
い
。
し
か
し
、
蒔
か
ぬ
種
は
生
え
な
い
の
で

あ
る
。
だ
か
ら
種
は
蒔
き
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
れ
が
教
師
の
仕
事
で
あ
る
。 

せ
っ
か
く
蒔
く
な
ら
、
良
質
の
種
を
蒔
く
、
そ

れ
が
教
師
の
誠
意
と
い
う
も
の
だ
と
思
う
。 

②
教
材
提
示
に
命
を
懸
け
る
！ 

 

 

教
師
は
何
度
も
何
度
も
範
読
の
練
習
を
し
て
、

迫
真
の
教
材
提
示
に
努
め
る
。
教
材
提
示
は
「
間
」

が
大
切
で
あ
る
。間
の
工
夫
を
練
習
で
会
得
す
る
。 

 

教
材
提
示
は
一
回
き
り
の
真
剣
勝
負
で
あ
る
。

そ
の
一
回
で
子
供
の
完
璧
な
教
材
理
解
を
目
指
す

の
で
あ
る
。
授
業
中
、
く
ど
く
ど
と
お
話
の
事
実

確
認
を
し
な
く
て
済
む
よ
う
に
す
る
た
め
で
あ
る
。 

 

何
回
も
練
習
し
た
ら
低
学
年
の
短
い
教
材
な
ど

は
暗
記
し
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
暗
記
す

る
の
が
目
的
で
は
な
い
。
何
度
も
練
習
す
る
と
教

材
の
字
面
の
奥
に
あ
る
も
の
が
浮
か
ん
で
見
え
て

く
る
。
そ
れ
を
つ
か
む
の
が
目
的
で
あ
る
。 

③
「
本
時
の
ね
ら
い
」
を
鮮
明
に
立
て
る
！ 

 

道
徳
に
限
ら
ず
、「
本
時
の
ね
ら
い
」
は
授
業
の

出
口
で
あ
る
。
授
業
終
了
時
に
子
供
が
ど
こ
に
立

っ
て
い
る
か
、
そ
れ
を
示
す
の
が
ね
ら
い
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
ね
ら
い
が
曖
昧
だ
と
授
業
が
ぶ
れ

る
。 

 

と
こ
ろ
で
、
道
徳
科
の
ね
ら
い
は
各
教
科
の
そ

れ
に
比
べ
て
抽
象
的
で
曖
昧
な
も
の
が
多
い
よ
う

に
思
う
。
授
業
者
に
鮮
明
な
出
口
の
イ
メ
ー
ジ
が

な
い
授
業
ほ
ど
危
な
っ
か
し
い
授
業
は
な
い
。
濃

霧
の
中
を
ド
ラ
イ
ブ
し
て
い
る
よ
う
な
も
の
だ
。 

 

教
材
の
扱
い
と
関
係
づ
け
て
ね
ら
い
を
具
体
的

に
立
て
る
、
こ
の
こ
と
が
肝
心
で
あ
る
。 

④
導
入
を
し
っ
か
り
行
う
！ 

 
導
入
は
子
供
が
学
習
課
題
（
学
習
の
方
向
）
を

つ
か
み
、
学
習
意
欲
を
も
つ
段
階
で
あ
る
。
導
入

で
子
供
の
学
習
意
欲
に
火
が
つ
く
と
後
は
放
っ
て

お
い
て
も
ど
ん
ど
ん
学
習
が
進
む
。
だ
か
ら
、
導

入
を
疎
か
に
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
も
価
値
へ

の
導
入
が
基
本
で
あ
る
。（
教
材
へ
の
導
入
は
、
一

回
の
教
材
提
示
だ
け
で
は
子
供
の
完
璧
な
資
料
理

解
が
果
た
せ
な
い
と
判
断
し
た
時
だ
け
に
限
る
） 

 

以
上
の
４
点
が
適
え
ば
、「
道
徳
科
」
の
８
割
は

成
立
す
る
と
私
は
思
っ
て
い
る
。
し
か
も
、
こ
の

４
点
は
初
任
者
で
も
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。 

展
開
の
前
段
で
の
発
問
が
ど
う
の
、
展
開
の
後

段
で
の
自
己
の
振
り
返
り
が
ど
う
の
と
い
う
こ
と

に
ど
う
し
て
も
注
意
が
向
き
が
ち
で
あ
る
が
、
そ

れ
ら
は
子
供
の
側
に
立
て
ば
２
割
程
度
の
こ
と
に

過
ぎ
な
い
と
私
は
思
っ
て
い
る
。（
し
か
し
、
そ
れ

ら
を
軽
視
す
る
つ
も
り
は
毛
頭
な
い
。
発
問
や
話

し
合
い
活
動
、
自
己
を
見
つ
め
る
活
動
、
板
書
構

成
の
工
夫
な
ど
は
非
常
に
大
事
な
課
題
で
あ
る
と

思
っ
て
い
る
） 

 ３
「
道
徳
科
」
に
臨
む
教
師
の
身
構
え 

 

道
徳
科
授
業
は
教
師
の
人
間
性
で
行
う
も
の
で

あ
る
。
小
手
先
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
で
行
う
も
の
で
は

な
い
。 

 

教
師
も
人
間
と
し
て
は
発
展
途
上
中
な
の
だ
か

ら
、
週
に
一
度
「
教
師
と
し
て
の
自
分
」
か
ら
「
人

間
と
し
て
の
自
分
」
に
戻
る
時
間
と
と
ら
え
、
教

材
と
子
供
と
教
師
と
が
三
つ
巴
に
な
っ
て
自
己
を

見
つ
め
、
自
己
の
あ
り
方
や
生
き
方
に
つ
い
て
考

え
合
う
時
間
に
し
た
い
。 

 

そ
の
た
め
に
は
、
ひ
た
す
ら
傾
聴
に
努
め
、
子

供
の
思
い
を
受
容
的
に
、共
感
的
に
、
肯
定
的
に
、

待
つ
、
聴
く
、
受
け
止
め
る
こ
と
に
徹
す
る
。
そ

し
て
、
子
供
に
学
ぶ
と
い
う
身
構
え
を
堅
持
す
る

こ
と
が
大
切
で
あ
る
。 


