
  

「
道
徳
科
」
が
来
年
度
か
ら
小
学
校
で
本
格
的
に
実
施
さ
れ
ま
す
。
今
ま
で
の
「
道

徳
」と
は
違
っ
て
、今
回
の「
道
徳
科
」に
は
検
定
を
通
過
し
た
教
科
書
が
使
用
さ
れ
、

そ
し
て
学
習
状
況
を
評
価
し
、
指
導
要
録
や
通
知
表
な
ど
に
記
録
す
る
こ
と
に
な

る
と
聞
き
ま
す
。

　

辞
書
で
引
く
と
「
道
徳
」
と
は
、「
人
の
ふ
み
行
う
べ
き
道
」
と
あ
り
ま
す
。

小
学
生
の
私
は
「
道
徳
」
の
時
間
が
好
き
で
し
た
。
他
の
授
業
と
違
っ
て
暗
記

し
た
り
計
算
を
解
い
た
り
、
答
え
は
こ
れ
し
か
な
い
と
い
う
よ
う
な
事
も

な
く
、
ま
た
国
語
と
も
違
っ
て
漢
字
や
読
み
の
テ
ス
ト
が
あ
る
わ
け
で
も
な
い
の

で
す
。
先
生
は
他
の
授
業
で
は
出
て
こ
な
い
興
味
深
い
お
話
を
し
て
く
れ
た
り
す

る
の
で
す
。
そ
し
て
、
人
と
し
て
の
事
の
善
悪
を
押
し
つ
け
る
こ
と
な
く
諭
し
て

く
れ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
先
生
が
話
さ
れ
る
こ
と
は
、
子
ど
も
心
に
も
尤
も
な

こ
と
だ
と
思
え
ま
し
た
。
先
生
が
話
さ
れ
た
事
の
善
悪
と
両
親
が
何
時
も
躾
け
て

い
る
こ
と
が
同
じ
だ
っ
た
か
ら
そ
う
思
え
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
い
く
ら
学
校
で
、

道
徳
の
時
間
を
設
け
て
子
ど
も
達
に
教
え
た
と
し
て
も
、
家
に
帰
っ
た
時
に
親
達

が
、
道
徳
の
時
に
取
り
上
げ
た
「
人
と
し
て
ふ
み
行
う
べ
き
道
」
と
相
反
す
る
こ

と
を
し
て
い
た
り
話
し
て
い
て
は
、
子
ど
も
達
に
道
徳
心
が
身
に
付
く
は
ず
は
な

い
と
思
い
ま
す
。
親
た
る
も
の
、
我
が
子
を
し
っ
か
り
と
躾
け
た
上
で
、
小
学
校

へ
入
学
さ
せ
る
と
い
う
気
概
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
例
え
ば
、

我
が
子
が
い
じ
め
ら
れ
な
い
よ
う
に
心
配
す
る
前
に
、
我
が
子
が
他
の
子
ど
も
を

い
じ
め
た
り
し
な
い
子
ど
も
に
な
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
子
ど
も

は
、
一
番
身
近
に
い
る
親
を
見
て
育
つ
の
で
す
。
そ
れ
は
、
教
師
に
も
言
え
ま
す
。

毎
日
学
校
に
通
う
子
ど
も
達
に
と
っ
て
、
親
の
次
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
大
人

は
、
や
は
り
先
生
で
す
。
親
と
教
師
が
、
ま
っ
た
く
ち
ぐ
は
ぐ
な
こ
と
を
言
っ
て

い
て
は
、
子
ど
も
達
は
大
人
を
信
用
し
な
く
な
り
ま
す
。
そ
し
て
、
も
う
一
つ
。

ど
ん
な
に
い
い
こ
と
を
言
っ
て
も
、
そ
の
言
葉
と
相
反
す
る
行
動
を
大
人
達
、
特

に
親
や
教
師
が
し
て
い
た
な
ら
ば
、
子
ど
も
達
は
大
人
の
言
葉
は
信
じ
な
い
で
、

大
人
の
行
動
を
真
似
す
る
よ
う
に
な
る
で
し
ょ
う
。

　

釈
迦
十
大
弟
子
の
一
人
の
阿
難
尊
者
は
、
仏
教
の
教
え
は
何
か
と
問
わ
れ
、

　

諸し
ょ
あ
く
さ
ま
く
さ

悪
莫
作
（
諸
も
ろ
も
ろの

悪
は
作な

す
こ
と
莫な
か

れ
）

　

衆し
ゅ
ぜ
ん善

奉
行
（
衆
も
ろ
も
ろの

善
は
奉
行
せ
よ
）

と
答
え
ま
し
た
。
簡
単
に
言
え
ば
「
悪
い
こ
と
は
す
る
な
、
良
い
こ
と
を
せ
よ
」

と
言
う
意
味
で
す
。
分
か
り
き
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
か
の
有
名
な
白
楽
天
が
、

そ
の
昔
、
今
で
言
う
と
こ
ろ
の
知
事
の
よ
う
な
役
目
で
杭
州
に
赴
任
し
ま
し
た
。

こ
の
杭
州
の
秦
望
山
と
い
う
と
こ
ろ
に
道
林
和
尚
と
い
う
高
僧
が
い
る
こ
と
を
聞

き
、
早
速
会
い
に
行
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、
尊
い
教
え
を
伝
授
し
て
貰
お
う
と
「
仏

法
の
大
義
は
何
か
」
と
問
う
た
と
こ
ろ
、
道
林
和
尚
は
、「
諸
悪
莫
作　

衆
善
奉
行
、

悪
い
こ
と
は
す
る
な　

良
い
こ
と
を
せ
よ
」
と
言
っ
た
の
で
す
。
白
楽
天
は
、
そ

れ
な
ら
ば
誰
で
も
知
っ
て
い
る
こ
と
だ
と
が
っ
か
り
す
る
と
、「
三
歳
の
童
子
も
こ

れ
を
知
る
と
い
え
ど
も　

八
十
の
老
翁
も
な
お
行
い
が
た
し
」
と
道
林
和
尚
は
言

い
添
え
た
の
で
す
。
こ
れ
に
は
、
白
楽
天
も
唸
ら
な
い
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
で

し
た
。
道
林
和
尚
の
言
う
通
り
で
す
。
言
葉
で
は
何
と
で
も
良
い
こ
と
が
言
え
ま

す
が
、
そ
の
言
葉
通
り
に
良
い
こ
と
を
す
る
こ
と
は
、
人
間
な
か
な
か
出
来
な
い

も
の
で
す
。
口
で
は
立
派
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
親
や
教
師
、
大
人
達
が
、
そ
れ

と
は
相
反
す
る
行
動
を
し
て
い
て
は
、
子
ど
も
の
道
徳
教
育
は
無
に
帰
し
て
し
ま

い
「
人
の
ふ
み
行
う
べ
き
道
」
を
外
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

道
徳
は
一
日
一
日
そ
の
日
々
の
中
の
私
達
大
人
の
行
動
の
中
に
こ
そ
あ
る
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
私
も
大
人
と
し
て
、
そ
う
自
分
を
諫
め
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。
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