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一 

問
題
の
所
在 

林
（
二
〇
〇
二
）
は
中
学
校
・
高
等
学
校
に
お
け
る
ス
ク
ー
ル

カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
の
体
験
か
ら
、
通
常
の
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
の
一
環

と
し
て
、
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
の
抱
え
る
問
題
に
応
じ
て
、
ま
た
場
に

応
じ
て
、
モ
ラ
ル
ジ
レ
ン
マ
対
話
の
導
入
・
挿
入
の
可
能
性
に
つ

い
て
言
及
し
て
い
る
。
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
が
抱
え
る
問
題
の
あ
る
部

分
が
、
道
徳
的
な
判
断
に
つ
い
て
考
え
た
り
、
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
と

の
対
話
を
し
た
り
す
る
こ
と
で
解
決
に
向
か
う
と
考
え
ら
れ
る
場

合
に
、
事
前
に
わ
た
さ
れ
た
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
の
問
題
に
即
し
た
資

料
に
基
づ
い
て
対
話
が
な
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
ま
だ
具

体
的
な
事
例
報
告
は
あ
ま
り
な
い
が
、
場
合
に
よ
っ
て
は
現
場
で

実
践
さ
れ
た
こ
と
や
成
果
が
十
分
に
期
待
さ
れ
る
。
そ
の
プ
ロ
グ 

          

ラ
ム
開
発
が
待
た
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
林
の
モ
ラ
ル
ジ
レ
ン
マ

対
話
の
提
案
の
背
景
は
、
「
生
徒
の
規
範
意
識
の
低
さ
」
に
あ
る
。

制
度
的
に
集
団
を
前
提
と
し
た
一
斉
指
導
形
態
の
道
徳
の
時
間
で

は
、
個
々
の
問
題
行
動
の
裏
に
存
在
す
る
規
範
意
識
の
低
さ
を
直

接
指
導
す
る
こ
と
は
意
図
さ
れ
て
い
な
い
。
林
は
学
校
・
学
級
で

の
道
徳
教
育
の
意
義
を
認
め
た
上
で
、
全
体
指
導
で
も
れ
て
い
く

個
々
の
生
徒
の
規
範
意
識
を
高
め
る
一
つ
の
提
案
と
し
て
、
モ
ラ

ル
ジ
レ
ン
マ
対
話
を
挙
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。
全
体
指
導
の
場
で
、

規
範
意
識
の
低
い
生
徒
を
指
導
し
よ
う
と
し
て
も
難
し
い
こ
と
は

容
易
に
予
想
が
つ
く
。
そ
も
そ
も
生
徒
に
よ
っ
て
は
、
そ
の
指
導

の
場
に
す
わ
っ
て
い
る
だ
け
で
も
規
範
に
従
う
ぎ
り
ぎ
り
の
ラ
イ

ン
で
あ
る
場
合
も
あ
ろ
う
。
道
徳
教
育
と
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
や
対

 

Ｇ
Ｐ
の
取
り
組
み
の
一
部
が
、
研
究
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
天
野
の
論
文
と
し
て
日
本
道
徳
教
育
学
会
機
関
誌
『
道
徳
と
教
育
』
三
二
五

号
に
掲
載
さ
れ
る
。
そ
の
投
稿
原
稿
を
Ｐ
Ｄ
Ｆ
化
し
た
も
の
を
こ
こ
に
掲
載
す
る
。
原
稿
か
ら
の
Ｐ
Ｄ
Ｆ
化
な
の
で
＊
ペ
ー
ジ
表
記
や

割
付
は
機
関
誌
に
掲
載
さ
れ
る
も
の
と
は
異
な
る
。
ま
た
、
一
部
省
略
し
た
部
分
が
あ
る
。 

い
の
ち
の
授
業
に
お
け
る
モ
ラ
ル
ジ
レ
ン
マ
対
話
の
試
み
と
検
討 
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話
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
接
近
、
統
合
へ
の
試
み
と
し
て
注
目
で
き
る
。 

で
は
、
こ
う
し
た
道
徳
に
お
け
る
対
話
的
ア
プ
ロ
ー
チ
、
モ
ラ

ル
ジ
レ
ン
マ
対
話
は
ど
の
よ
う
な
さ
ら
な
る
可
能
性
を
秘
め
て
い

る
の
で
あ
ろ
う
か
。
規
範
意
識
に
関
わ
る
ジ
レ
ン
マ
以
外
で
は
ど

の
よ
う
な
効
果
が
期
待
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
一
対
一
の
対
話

と
ま
で
は
い
か
な
い
ま
で
も
、
教
室
全
員
に
よ
る
モ
ラ
ル
ジ
レ
ン

マ
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
の
よ
う
な
大
掛
か
り
で
な
い
、
指
導
者
と

少
人
数
の
生
徒
と
の
話
し
合
い
は
道
徳
性
に
ど
の
よ
う
に
影
響
を

与
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
検
証
す
る
と
と
も
に
、

林
の
提
案
す
る
モ
ラ
ル
ジ
レ
ン
マ
対
話
を
提
案
に
終
わ
ら
せ
る
こ

と
な
く
、
事
例
を
収
集
す
る
一
助
と
し
、
か
つ
ま
た
モ
ラ
ル
ジ
レ

ン
マ
対
話
に
つ
い
て
発
見
、
探
索
を
意
図
と
し
た
授
業
の
効
果
に

つ
い
て
報
告
す
る
。
こ
う
し
た
モ
ラ
ル
ジ
レ
ン
マ
対
話
は
個
別
臨

床
の
場
面
、
例
え
ば
生
徒
指
導
場
面
に
お
い
て
も
実
践
可
能
で
あ

る
が
、
今
回
は
特
に
道
徳
の
授
業
で
の
実
践
を
取
り
上
げ
た
い
。

そ
こ
で
得
ら
れ
た
知
見
を
、「
臨
床
的
な
道
徳
ア
プ
ロ
ー
チ
」
を
模

索
す
る
手
が
か
り
に
し
て
い
き
た
い
。 

二 

本
研
究
の
目
的 

（
一
）
中
学
校
一
年
生
に
お
い
て
、
指
導
者
と
生
徒
の
モ
ラ
ル
ジ

レ
ン
マ
対
話
が
道
徳
性
の
発
達
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
る
か
、

授
業
前
後
の
生
徒
の
判
断
理
由
づ
け
の
記
述
内
容
か
ら
検
証
す
る
。

た
だ
し
、
生
徒
の
道
徳
性
の
段
階
を
上
げ
さ
せ
る
こ
と
そ
の
も
の

を
意
図
と
し
て
実
践
す
る
も
の
で
は
な
い
。 

（
二
）
指
導
者
と
生
徒
の
モ
ラ
ル
ジ
レ
ン
マ
対
話
の
逐
語
録
か
ら
、

（
一
）
の
結
果
の
背
景
に
つ
い
て
考
察
を
行
う
と
と
も
に
、
モ
ラ

ル
ジ
レ
ン
マ
対
話
の
可
能
性
や
問
題
点
を
提
起
す
る
。
な
お
後
掲

の
逐
語
録
に
つ
い
て
は
、
実
際
の
言
い
直
し
や
言
い
よ
ど
み
も
訂

正
す
る
こ
と
な
く
そ
の
ま
ま
記
述
し
て
あ
る
。 

三 

本
研
究
の
方
法 

Ａ
県
Ｂ
市
、
公
立
中
学
校
一
年
生
一
ク
ラ
ス
に
お
い
て
、
モ
ラ

ル
ジ
レ
ン
マ
対
話
の
授
業
を
行
う
（
平
成
十
八
年
二
月
、
三
学
期

に
実
施
済
み
）
。
事
前
に
生
徒
は
資
料
「
困
っ
て
し
ま
っ
た
王
様
」

（
注
一
）
を
読
み
、
第
一
回
目
の
ジ
レ
ン
マ
に
対
す
る
自
分
の
判

断
と
そ
の
理
由
を
記
述
す
る
。
授
業
で
は
、
ま
ず
再
度
資
料
の
読

み
合
わ
せ
を
行
う
（
実
際
に
は
指
導
者
た
ち
に
よ
る
劇
仕
立
て
の

範
読
を
行
っ
た
）
。 

そ
の
後
、
座
席
を
分
散
し
、
生
徒
十
五
名
に
対
し
、
指
導
者
五

名
、
つ
ま
り
生
徒
三
名
に
対
し
て
指
導
者
が
一
名
と
す
る
グ
ル
ー

プ
が
五
つ
作
ら
れ
る
。
指
導
者
と
生
徒
は
、
生
徒
一
名
に
つ
き
十

分
ず
つ
指
導
者
と
資
料
の
ジ
レ
ン
マ
の
内
容
に
つ
い
て
対
話
す
る
。

他
の
二
名
の
生
徒
は
そ
の
や
り
と
り
の
様
子
を
す
ぐ
横
で
聞
く
こ

と
で
、
自
分
の
判
断
と
理
由
づ
け
に
つ
い
て
合
計
二
十
分
間
考
え

る
。
五
グ
ル
ー
プ
の
対
話
の
終
了
時
間
を
合
わ
せ
る
た
め
、
三
人

と
の
対
話
が
早
く
終
了
し
た
場
合
に
は
、
指
導
者
と
生
徒
三
人
は
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内
容
に
つ
い
て
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
行
う
。
終
了
後
、
第
二
回

目
の
ジ
レ
ン
マ
に
対
す
る
自
分
の
判
断
理
由
づ
け
を
記
入
す
る
。 

授
業
の
効
果
の
検
証
に
は
、
生
徒
が
記
述
し
た
二
回
分
の
判
断

と
理
由
づ
け
の
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
と
、
会
話
の
様
子
を
記
録
し
た
映

像
資
料
、
お
よ
び
対
話
の
逐
語
録
を
用
い
る
。
判
断
の
理
由
づ
け

が
コ
ー
ル
バ
ー
グ
（K

o
h
lb

e
rg, L

）
の
道
徳
性
発
達
理
論
に
基
づ

き
、
発
達
段
階
の
ど
こ
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
、
複
数
の
判
定
者

が
個
別
に
判
定
を
行
う
（
表
一
）
。
そ
の
後
、
双
方
が
判
定
結
果
を

つ
き
あ
わ
せ
、
一
致
率
を
算
出
す
る
と
と
も
に
、
一
致
し
な
か
っ

た
部
分
を
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
で
判
定
す
る
（
な
お
、
人
間
の
道

徳
性
は
多
面
性
を
有
し
て
い
る
と
言
え
る
。
そ
の
意
味
で
、
資
料

中
の
主
人
公
に
対
す
る
判
断
理
由
づ
け
の
記
述
だ
け
で
は
、
個
々

の
生
徒
の
道
徳
性
を
確
定
し
き
れ
な
い
限
界
が
存
在
す
る
）
。 

判
断
理
由
づ
け
の
記
述
内
容
か
ら
授
業
の
前
後
で
の
変
化
に
有

意
差
が
現
れ
る
か
ど
う
か
、
分
散
分
析
に
よ
っ
て
検
証
す
る
。
ま

た
通
常
モ
ラ
ル
ジ
レ
ン
マ
と
言
え
ば
、
意
見
の
練
り
合
わ
せ
が
ク

ラ
ス
全
体
に
よ
る
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
形
式
で
行
わ
れ
る
と
こ
ろ
、

今
回
は
指
導
者
と
の
対
話
を
行
う
こ
と
と
、
仲
間
と
指
導
者
の
対

話
の
様
子
を
聞
く
の
み
で
あ
る
。
分
散
分
析
の
結
果
に
つ
い
て
、

ま
た
可
能
性
や
問
題
点
に
つ
い
て
、
対
話
の
逐
語
録
な
ど
の
質
的

な
デ
ー
タ
か
ら
考
察
を
行
う
。
必
要
に
応
じ
て
、
対
話
を
行
っ
た

指
導
者
の
印
象
、
感
想
な
ど
の
デ
ー
タ
も
併
用
す
る
。 

四 

授
業
実
践
校
、
学
級
に
関
す
る
補
足 

実
践
研
究
の
実
施
校
は
、
授
業
当
時
全
校
生
徒
は
五
十
名
、
各

学
年
と
も
一
ク
ラ
ス
で
あ
る
。
生
徒
は
概
し
て
ま
じ
め
で
純
朴
で

あ
り
、
進
ん
で
人
に
迷
惑
を
か
け
る
よ
う
な
こ
と
は
決
し
て
し
な

い
。
し
か
し
幼
少
期
か
ら
人
の
出
入
り
が
少
な
く
、
子
ど
も
間
の

人
間
関
係
が
強
く
固
定
さ
れ
て
し
ま
う
傾
向
が
あ
る
。
幼
稚
園
時

代
か
ら
中
学
校
卒
業
ま
で
の
十
年
以
上
を
同
じ
ク
ラ
ス
で
過
ご
す

割
合
の
方
が
高
く
な
っ
て
い
る
。
全
職
員
を
あ
げ
て
道
徳
の
授
業

に
大
変
熱
心
で
あ
る
。 

授
業
ク
ラ
ス
で
あ
る
一
年
生
は
十
五
名
で
、
校
風
の
ま
じ
め
、

純
朴
に
加
え
、「
元
気
が
よ
い
」
と
い
う
こ
れ
ま
で
の
本
中
学
校
生

徒
の
カ
ラ
ー
に
は
な
い
よ
さ
を
も
っ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
明
る

く
あ
い
さ
つ
が
で
き
、
授
業
で
も
挙
手
、
発
表
が
積
極
的
に
な
さ

れ
て
い
る
。
担
任
で
あ
る
三
十
代
男
性
教
諭
の
こ
と
を
、
生
徒
も

保
護
者
も
心
か
ら
慕
っ
て
い
る
様
子
を
校
長
は
じ
め
多
く
の
教
職

員
か
ら
聞
く
こ
と
が
で
き
た
。 

五 

本
授
業
に
つ
い
て 

（
一
）
モ
ラ
ル
ジ
レ
ン
マ
対
話 

林
は
前
掲
書
に
お
い
て
、
モ
ラ
ル
ジ
レ
ン
マ
対
話
の
難
し
さ
に

つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
モ
ラ
ル
ジ
レ
ン
マ
対
話
に

お
い
て
も
、
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
は
、
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
の
判
断
理
由
づ

け
に
応
じ
て
、
そ
の
一
段
階
上
の
対
話
を
持
ち
か
け
る
必
要
が
あ
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る
。
そ
の
意
味
で
は
、
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
は
発
達
段
階
の
全
段
階
の

理
由
づ
け
に
つ
い
て
十
分
に
理
解
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」 

 

対
話
と
し
て
成
立
す
る
た
め
に
は
、
今
回
の
資
料
に
つ
い
て
の

全
段
階
の
理
由
づ
け
の
理
解
だ
け
で
な
く
、｢

モ
ラ
ル
ジ
レ
ン
マ
対

話
を
成
立
さ
せ
る
話
し
方｣

と
で
も
言
う
べ
き
も
の
に
メ
ン
バ
ー

全
員
が
習
熟
す
る
必
要
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
つ
ま
り
対
話
の

序
盤
、
早
い
段
階
で
生
徒
の
理
由
づ
け
段
階
を
判
断
し
な
く
て
は

な
ら
な
い
。
今
回
は
ま
ず
指
導
者
が
、
生
徒
の
理
由
づ
け
を
無
批

判
に
傾
聴
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
め
る
。
そ
し
て
そ
の
一
段
階
上
か

ら
生
徒
の
理
由
づ
け
に
対
話
に
よ
る
揺
さ
ぶ
り
を
か
け
て
い
く
。

対
話
の
逐
語
録
か
ら
、
ど
の
程
度
そ
の
こ
と
が
妥
当
で
あ
っ
た
か

が
検
証
さ
れ
よ
う
。
も
っ
と
も
、
対
話
の
様
子
を
他
の
二
人
の
生

徒
に
そ
ば
で
聞
か
せ
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
結
果
と
し
て
指
導
者

側
が
生
徒
と
は
逆
の
判
断
か
ら
の
理
由
づ
け
を
持
ち
出
す
揺
さ
ぶ

り
の
種
類
が
多
く
な
る
こ
と
が
、
指
導
者
側
の
不
十
分
さ
を
補
う

こ
と
に
も
な
ろ
う
。 

だ
が
先
の
通
り
、
こ
の
対
話
は
生
徒
の
判
断
を
変
え
る
こ
と
や

判
断
理
由
づ
け
の
段
階
を
上
げ
る
こ
と
そ
の
も
の
を
意
図
と
す
る

の
で
は
な
い
。
生
徒
の
判
断
の
理
由
を
明
確
化
し
た
り
、
気
づ
か

な
い
別
の
判
断
や
理
由
づ
け
に
気
づ
か
せ
た
り
す
る
こ
と
、
ま
た

生
徒
が
そ
の
よ
う
な
考
え
を
持
つ
に
い
た
っ
た
体
験
を
思
い
出
し
、

自
由
に
語
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
、
ひ
い
て
は
自
分
と
は
別
の
道

徳
的
な
判
断
を
し
う
る
他
者
へ
の
役
割
取
得
の
能
力
の
獲
得
を
、

そ
の
生
徒
と
の
個
別
の
関
係
性
の
中
で
促
進
す
る
手
立
て
を
探
索

す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
の
で
あ
る
。 

（
二
）
い
の
ち
の
授
業
と
の
整
合
性 

本
実
践
で
は
平
成
十
八
年
一
月
に
協
力
校
校
長
よ
り
、
一
年
生

と
二
年
生
に
対
し
て
二
月
に
四
回
で
道
徳
と
し
て
「
い
の
ち
の
授

業
」
づ
く
り
を
依
頼
さ
れ
た
。
本
授
業
は
い
の
ち
の
授
業
を
テ
ー

マ
と
す
る
四
回
の
う
ち
の
一
回
と
い
う
位
置
づ
け
で
あ
る
（
注
二
）。

い
の
ち
の
授
業
と
本
授
業
の
整
合
性
に
つ
い
て
は
、
①
資
料
「
困

っ
て
し
ま
っ
た
王
様
」
が
「
生
命
尊
重
」
と
「
遵
法
・
規
範
意
識
」

の
ジ
レ
ン
マ
を
あ
つ
か
っ
て
い
る
こ
と
、
②
は
じ
め
の
五
分
間
の

傾
聴
に
よ
り
、
自
分
の
考
え
や
理
由
づ
け
に
つ
い
て
指
導
者
か
ら

受
け
入
れ
ら
れ
る
体
験
を
行
う
こ
と
、
が
挙
げ
ら
れ
る
。
指
導
者

た
ち
の
授
業
前
の
予
想
で
は
、
娘
の
処
刑
は
「
ひ
ど
い
人
と
仲
間

か
ら
思
わ
れ
た
く
な
い
」
と
い
う
生
徒
の
気
持
ち
か
ら
選
択
さ
れ

に
く
い
と
し
て
い
た
。
し
か
し
実
際
に
は
ど
ち
ら
の
判
断
も
生
徒

か
ら
は
出
さ
れ
た
。
ま
た
後
述
の
通
り
、
抽
出
生
徒
は
指
導
者
と

の
対
話
に
よ
り
、
指
導
者
の
注
意
を
自
分
に
向
け
ら
れ
た
こ
と
を

よ
ろ
こ
ん
で
い
る
様
子
が
観
察
さ
れ
た
。 

（
三
）
抽
出
生
徒 

 

担
任
教
諭
は
四
回
の
実
践
を
通
し
て
変
容
を
追
跡
す
る
抽
出
生

徒
と
し
て
、
理
由
や
願
い
と
と
も
に
二
名
の
生
徒
を
挙
げ
た
。
主
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に
こ
の
二
人
に
つ
い
て
、
逐
語
録
（
注
三
）
に
よ
る
質
的
な
デ
ー

タ
解
析
を
行
う
。 

  
（
一
部
省
略
） 

 

六 

結
果
と
考
察 

 

一
名
の
生
徒
が
、
自
分
の
対
話
の
順
番
が
終
了
し
た
と
こ
ろ
で

不
調
に
つ
き
退
室
し
た
。
こ
の
生
徒
の
デ
ー
タ
は
除
き
、
生
徒
十

四
名
に
つ
い
て
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
一
）
授
業
前
後
で
判
断
理
由
づ
け
が
、
上
が
っ
た
生
徒
九
名
、

下
が
っ
た
生
徒
三
名
、
変
わ
ら
な
か
っ
た
生
徒
二
名
で
あ
り
、
人

数
の
変
化
に
は
有
意
差
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
な
お
判
定
は
道

徳
教
育
研
究
室
所
属
の
二
名
の
院
生
が
行
い
、
一
致
率
は

0.8
57

で
あ
っ
た
。 

ま
た
段
階
の
昇
降
の
全
体
的
傾
向
を
分
散
分
析(

一
要
因
被
験
者

内)

で
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
有
意
差
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た

（
［F

(
1
,
1
3
)
=
1
.
7
8
 
n
s

］
）
。 

 

判
断
理
由
づ
け
の
段
階
の
変
化
に
、
授
業
前
後
で
有
意
差
が
認

め
ら
れ
な
っ
た
理
由
に
つ
い
て
以
下
の
こ
と
が
考
察
さ
れ
る
。 

①
生
徒
と
指
導
者
の
意
図
的
な
組
み
合
わ
せ
が
何
ら
か
の
影
響
を

与
え
た
可
能
性
（
資
料
の
読
み
取
り
、
内
容
の
理
解
が
困
難
と
思

わ
れ
る
生
徒
を
学
級
担
任
が
担
当
し
た
。
生
徒
指
導
上
難
点
の
あ

る
生
徒
（
対
話
後
、
教
室
か
ら
出
た
生
徒
。
日
頃
か
ら
教
室
に
入

り
づ
ら
い
傾
向
が
強
か
っ
た
。
）
を
学
級
へ
の
介
入
回
数
が
多
い
院

生
（
筆
者
）
が
担
当
し
た
。
抽
出
生
徒
の
Ａ
女
と
Ｕ
男
を
教
職
経

験
最
長
の
院
生
が
担
当
し
た
。
） 

②
生
徒
が
自
分
の
判
断
に
か
た
く
な
に
な
り
や
す
か
っ
た
可
能
性

（
は
じ
め
は
じ
っ
く
り
と
自
分
の
判
断
理
由
づ
け
を
先
生
が
聴
い

て
く
れ
る
が
、
途
中
か
ら
自
分
の
発
言
を
反
対
の
立
場
か
ら
揺
さ

ぶ
ら
れ
て
し
ま
う
。
ま
た
指
導
者
五
名
中
三
名
が
、
今
回
が
こ
の

ク
ラ
ス
へ
の
授
業
介
入
が
初
め
て
で
あ
り
、
半
分
以
上
の
生
徒
は

話
し
た
こ
と
も
な
い
指
導
者
と
対
話
し
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ

た
。
） 

③
指
導
者
同
士
の
打
ち
合
わ
せ
や
ロ
ー
ル
プ
レ
イ
な
ど
の
事
前
練

習
の
不
十
分
さ
（
本
授
業
に
つ
い
て
打
ち
合
わ
せ
は
院
生
四
名
の

み
、
し
か
も
一
回
で
、
担
任
は
メ
ー
ル
で
の
や
り
取
り
を
除
い
て

授
業
前
の
確
認
の
み
で
あ
っ
た
。
ま
た
対
話
逐
語
録
か
ら
は
、「
国

民
の
立
場
」
か
ら
考
え
さ
せ
る
ゆ
さ
ぶ
り
が
少
な
い
傾
向
が
認
め

ら
れ
た
。
つ
ま
り
揺
さ
ぶ
り
を
か
け
る
立
場
と
し
て
は
、
あ
る
程

度
の
偏
り
が
存
在
し
た
。
） 

④
資
料
に
即
し
た
判
断
理
由
づ
け
段
階
の
理
解
不
足
（
指
導
者
側

の
具
体
的
な
生
徒
の
発
言
の
想
定
範
囲
が
狭
か
っ
た
。
段
階
が
ば

ら
ば
ら
な
生
徒
三
人
と
の
連
続
の
対
話
に
指
導
者
が
十
分
対
応
で

き
な
か
っ
た
。
後
掲
の
例
は
、
生
徒
よ
り
も
指
導
者
の
方
が
低
い
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判
断
理
由
づ
け
か
ら
対
話
し
て
し
ま
っ
た
部
分
で
あ
る
。
） 

※
判
断
理
由
づ
け
の
段
階
が
か
み
合
っ
て
い
な
い
対
話
部
分
の
例

生
徒
「
実
は
、
民
は
死
ぬ
の
が
怖
く
て
法
律
を
守
っ
て
い
る
と
思
う
ん 

で
す
ね
。
こ
れ
は
法
律
が
間
違
っ
て
い
ま
す
。
法
律
は
民
を
幸
せ
に

す
る
た
め
も
の
な
ん
じ
ゃ
な
い
か
っ
て
思
う
ん
で
す
よ
ね
。
（お
よ
ぜ

四
段
階
）
」 

指
導
者
「
で
も
ぜ
う
は
言
っ
て
も
さ
、
法
律
を
守
ら
せ
れ
ば
王
様
は
楽

だ
よ
。
（
二
段
階
）
」 

⑤
三
人
の
生
徒
の
順
番
が
影
響
し
た
可
能
性
（
生
徒
は
判
断
も
理

由
づ
け
の
段
階
も
様
々
で
あ
る
。
順
番
と
し
て
、
は
じ
め
に
対
話

す
る
か
、
自
分
に
程
よ
い
影
響
を
与
え
る
理
由
づ
け
段
階
の
生
徒

の
語
り
に
耳
を
傾
け
た
後
で
語
る
か
、
自
分
と
は
二
段
階
以
上
異

な
る
段
階
の
生
徒
の
後
で
語
る
か
、
に
よ
っ
て
も
差
が
出
た
可
能

性
が
考
え
ら
れ
る
。
対
話
の
可
能
性
を
探
索
す
る
目
的
だ
が
、
授

業
形
態
を
と
ら
ね
ば
な
ら
な
い
実
践
上
の
限
界
と
も
言
え
る
。
） 

（
二
）
対
話
逐
語
録
の
分
析
と
考
察 

抽
出
生
徒
Ａ
女
に
つ
い
て 

①
息
の
長
い
発
言
を
早
口
で
一
気
に
、
し
か
も
う
れ
し
そ
う
に
話

す
。
ま
た
指
導
者
へ
の
「
は
い
」
と
い
う
返
事
や
細
か
い
う
な
づ

き
が
多
い
。 

 

指
導
者
「
は
ー
な
る
ほ
ど
ね
ー
・・・人
を
殺
し
た
わ
け
で
は
、
な
い
、
か

ら
ね
（
Ａ
女
う
な
ず
く
）
ぜ
れ
に
対
し
て
厳
し
す
ぎ
る
ん
じ
ゃ
な
い

か
と
（
Ａ
女
う
な
ず
く
）
。
ふ
ん
。
ぜ
ん
な
こ
と
を
思
っ
て
、
処
刑
す

べ
き
で
は
な
い
、
っ
て
、
思
っ
（
Ａ
女
「は
い
」）た
の
ね
。
」 

Ａ
女
「
は
い
。
法
律
を
改
正
す
べ
き
だ
と
思
っ
て
ま
し
た
。
」 

指
導
者
「
あ
、
法
律
を
改
正
す
べ
き
だ
と
、
む
し
れ
ね
、
ん
ー
・・・
と
こ

れ
が
（
Ａ
女
う
な
ず
く
）
、
い
ま
（
Ａ
女
う
な
ず
く
）
、
前
の
子
の
話
を

聞
い
た
ら
（
Ａ
女
「
は
い
」
）
処
刑
す
べ
き
と
い
う
考
え
も
、
こ
、
で
て

き
て
い
る
ん
だ
よ
ね
（
Ａ
女
「
は
い
」）。
」 

 

（
一
部
省
略
） 

 ②
判
断
の
基
準
に
「
み
ん
な
が
」
楽
し
く
、
幸
せ
に
、
が
あ
る
。

バ
ラ
ン
ス
を
う
ま
く
と
ろ
う
と
し
す
ぎ
る
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
。

相
談
場
面
で
は
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
人
間
関
係
で
行
き
詰
り
そ

う
な
雰
囲
気
さ
え
感
じ
ら
れ
る
。 

 

指
導
者
「
Ａ
女
さ
ん
は
あ
の
こ
の
話
を
読
ん
で
ど
ん
な
感
じ
が
、
し
ま

し
た
か
？
」 

Ａ
女
「
い
や
、
す
ご
い
複
雑
な
話
だ
な
ー
と
（
指
導
者
「
う
ー
ん
」
）
思
っ

た
ん
で
す
け
ど
、
や
や
こ
し
い
て
い
う
か
（
指
導
者
「
う
ー
ん
」
）・・な

ん
か
、
ど
っ
ち
に
転
ん
で
も
誰
か
が
必
ず
不
幸
に
な
る
よ
う
な
気

が
し
た
の
で
複
雑
だ
な
ー
と
お
も
っ
た
ん
で
す
け
ど
。
」 
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指
導
者
「
だ
か
ら
さ
っ
き
か
ら
Ａ
女
さ
ん
が
言
っ
て
る
け
ど
、
ど
っ
ち
に

決
め
た
と
し
て
も
、
な
に
か
ど
っ
か
で
悲
し
い
と
か
、
つ
、
つ
ら
い
事

が
起
こ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
っ
て
い
う
。
」 

Ａ
女
「
み
ん
な
幸
せ
に
な
る
方
法
を
考
え
た
方
が
、
い
い
じ
ゃ
な
い
で

す
か
（
指
導
者
、
う
な
ず
き
な
が
ら
笑
う
）
。
や
っ
ぱ
り
人
生
楽
し

く
い
き
た
い
し
（
指
導
者
笑
う
「だ
よ
ね
、
だ
よ
ね
。
」）
。
で
も
ぜ
う

す
る
と
も
の
す
ご
く
難
し
い
次
元
に
入
る
ん
で
す
よ
ね
。
」 

 

Ａ
女
「
で
も
か
と
い
っ
て
王
様
が
ぜ
の
国
を
、
な
ん
と
か
、
平
和
に
す
る

た
め
に
、
決
め
た
厳
し
い
法
律
の
せ
い
で
、
多
分
今
ま
で
何
人
か
人

が
処
刑
に
さ
れ
て
い
る
と
思
う
か
ら
（
指
導
者
「
う
ん
う
ん
」
）、
も

う
お
き
て
し
ま
っ
た
こ
と
は
ど
う
し
よ
う
も
な
い
し
（
指
導
者
「
う

ー
ん
」）
、
ぜ
れ
を
ど
う
、
み
ん
な
が
幸
せ
に
な
る
よ
う
に
転
が
せ
る

か
が
問
題
な
ん
で
す
よ
ね
ー
。
」 

 

こ
こ
か
ら
場
に
応
じ
て
判
断
の
基
準
を
ゆ
る
め
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
い
け
る
よ
う
な
、
Ａ
女
に
対
す
る
個
別
の
指
導
が
提
案
さ

れ
う
る
と
言
え
よ
う
。
資
料
の
設
定
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
よ
る
架

空
の
国
の
話
で
あ
る
。
Ａ
女
に
こ
の
ク
ラ
ス
内
の
状
況
に
よ
り
即

し
た
ジ
レ
ン
マ
資
料
を
提
示
す
る
こ
と
に
よ
り
、
人
間
関
係
に
ま

つ
わ
る
悩
み
の
解
決
の
糸
口
を
探
し
出
せ
る
か
も
し
れ
な
い
。 

抽
出
生
徒
Ｕ
男
に
つ
い
て 

 

全
体
と
し
て
発
言
が
長
く
、
言
い
直
し
、
言
い
換
え
、
繰
り
返

し
が
多
い
。
困
っ
た
よ
う
な
表
情
や
動
き
続
け
る
手
か
ら
し
て
も
、

不
安
や
自
信
の
な
さ
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。 

 

指
導
者
「で
は
（
Ｕ
男
「は
い
」）
、
Ｕ
男
君
は
、
こ
の
王
様
は
、
ど
う
す
べ

き
だ
と
思
い
ま
す
か
？
」 

Ｕ
男
「え
、
え
っ
と
僕
は
（
指
導
者
「う
ん
」
）、
ど
っ
ち
を
選
ん
で
も
、
あ

れ
な
ん
で
す
よ
ね
、
必
ず
、
あ
の
誰
か
が
や
っ
ぱ
り
言
っ
た
よ
う
に

（
指
導
者
「う
ん
う
ん
」）
、
悲
し
む
っ
て
い
う
か
（指
導
者
「う
ん
」）、

ぜ
ん
な
感
じ
が
す
る
ん
で
す
ね
。
で
僕
は
、
王
様
は
、
こ
れ
は
あ
の

ー
、
処
刑
す
べ
き
で
は
な
い
と
（
指
導
者
「
お
お
ー
」
）
思
う
ん
で
す

よ
（
指
導
者
「う
う
ん
う
ん
」）
。
ま
あ
、
あ
の
処
刑
、
す
べ
る
き
だ
と

か
ぜ
う
い
う
意
見
は
全
く
な
く
て
（
指
導
者
「う
ん
う
ん
」
）
、
も
う
、

ど
っ
ち
か
、
ど
っ
ち
も
ど
っ
ち
っ
て
い
う
考
え
じ
ゃ
な
く
て
、
こ
れ
も

う
ど
っ
ち
も
ど
っ
ち
だ
か
ら
（指
導
者
「う
ん
」）
、
ど
っ
ち
か
選
ば
な

き
ゃ
し
ょ
う
が
な
い
わ
け
じ
ゃ
な
い
で
す
か
（指
導
者
「う
ん
う
ん
う

ん
う
ん
」）だ
か
ら
、
僕
は
ど
っ
ち
か
っ
て
い
う
と
っ
て
い
う
か
も
う
ほ

ん
と
に
、
処
刑
す
べ
き
じ
ゃ
な
い
。
」 

 

Ｕ
男
「
ぜ
う
い
う
意
見
で
す
ね
、
ま
ぜ
う
い
う
意
見
（
指
導
者
「
う
ー

ん
」
）
・
・
も
し
処
刑
す
る
と
し
た
ら
や
っ
ぱ
さ
っ
き
言
っ
た
よ
う
に
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弟
の
今
後
を
保
障
し
て
か
ら
、
処
刑
っ
て
い
う
ん
な
ら
、
納
得
で
き

る
ん
で
す
け
ど
、
ま
ぜ
れ
保
証
し
て
な
い
わ
け
だ
か
ら
ほ
ん
と
に

（
指
導
者
「
う
ん
う
ん
う
ん
う
ん
」）・ぜ
こ
が
納
得
で
き
な
い
。
」 

指
導
者
「
弟
、
じ
ゃ
王
様
が
も
し
ぜ
の
弟
さ
ん
の
こ
と
は
、
あ
の
、
ち
ゃ

ん
と
面
倒
見
る
っ
て
な
っ
た
ら
、
処
刑
、
す
、
す
べ
き
？
」 

Ｕ
男
「
ほ
ー
わ
ま
あ
、
ぜ
れ
で
も
、
ぜ
う
は
い
っ
て
も
や
っ
ぱ
あ
れ
な
ん

で
す
よ
ね
。
ぜ
う
い
う
と
こ
れ
の
問
題
じ
ゃ
な
い
、
か
ん
じ
だ
よ
ね
、

ぜ
の
ー
い
ま
ー
。
や
っ
ぱ
法
律
自
体
が
間
違
っ
て
い
る
っ
て
い
う
か

ん
じ
（
指
導
者
「
あ
ー
」
）
。
下
手
す
れ
ば
こ
の
国
に
平
和
は
一
生
来

な
い
だ
れ
う
っ
て
感
じ
の
（
指
導
者
「
あ
、
こ
の
ま
ま
だ
と
」
）こ
の
ま

ま
だ
と
（
指
導
者
「
お
ー
」
）
。
ぜ
ん
な
感
じ
で
す
よ
ね
、
や
っ
ぱ
。
」 

 

抽
出
生
徒
と
し
た
担
任
の
願
い
や
、
日
頃
の
自
信
に
満
ち
た
Ｕ

男
の
発
言
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
こ
の
原
因
に
つ
い
て
三
つ
の
仮

説
が
提
示
さ
れ
る
。
Ｕ
男
は
こ
れ
ま
で
よ
く
考
え
て
、
自
分
の
意

見
を
ま
と
め
て
か
ら
発
言
し
て
い
た
。
し
か
し
対
話
で
は
そ
れ
が

難
し
か
っ
た
。
あ
る
い
は
、
Ｕ
男
は
年
上
の
人
（
指
導
者
、
先
生
）

に
対
し
て
自
分
の
意
見
を
言
い
続
け
る
経
験
が
少
な
か
っ
た
。
つ

ま
り
い
つ
も
す
ぐ
に
自
分
の
意
見
を
受
け
入
れ
て
も
ら
う
こ
と
が

で
き
て
い
た
の
に
、
揺
さ
ぶ
ら
れ
続
け
た
。
ま
た
は
、
Ｕ
男
は
自

分
の
意
見
に
反
論
さ
れ
た
り
、
疑
問
を
呈
さ
れ
た
り
す
る
経
験
そ

の
も
の
が
少
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。 

こ
の
仮
説
が
正
し
い
と
す
る
と
、
担
任
の
願
い
を
実
現
す
る
た

め
に
は
、
Ｕ
男
に
対
し
て
個
別
に
、
意
見
の
異
な
る
仲
間
と
の
調

整
の
仕
方
を
考
え
さ
せ
た
り
、
教
え
た
り
す
る
指
導
を
行
う
こ
と

や
、
先
生
や
指
導
者
に
対
す
る
ア
サ
ー
テ
ィ
ブ
な
表
現
の
ス
キ
ル

訓
練
を
行
う
方
向
が
示
唆
さ
れ
る
。 

し
か
し
Ｕ
男
の
よ
う
な
優
等
生
型
リ
ー
ダ
ー
と
目
さ
れ
る
生
徒

が
ど
こ
に
も
い
る
と
こ
ろ
か
ら
翻
っ
て
考
え
て
み
る
と
、
優
等
生

型
生
徒
に
は
、
ジ
レ
ン
マ
対
話
は
も
ろ
い
部
分
が
存
在
す
る
の
か

も
し
れ
な
い
。 

全
体
的
な
傾
向
に
つ
い
て
（
対
話
後
の
感
想
か
ら
） 

「
先
生
と
話
し
た
り
、
仲
間
が
先
生
と
話
し
て
い
る
の
を
聞
い

た
り
し
た
と
思
い
ま
す
。
だ
れ
の
、
ど
ん
な
意
見
や
話
が
印
象
に

残
っ
て
い
ま
す
か
？ 

ま
た
そ
れ
は
な
ぜ
で
す
か
？
」
と
の
問
い

に
対
し
て
生
徒
十
四
人
中
、
十
三
人
が
記
入
し
た
。
そ
の
う
ち
六

人
は
仲
間
の
名
前
を
二
名
も
あ
げ
て
そ
の
発
言
に
つ
い
て
記
入
し

た
。
し
か
し
指
導
者
の
発
言
に
は
ひ
と
り
も
言
及
し
な
か
っ
た
。

こ
の
結
果
に
つ
い
て
は
、
一
年
生
担
当
の
院
生
チ
ー
ム
で
の
事
前

の
話
し
合
い
の
予
想
が
は
ず
れ
た
。
理
由
と
し
て
二
点
が
考
察
さ

れ
る
。 

①
指
導
者
の
言
葉
に
気
づ
き
を
得
よ
う
と
す
る
態
度
が
は
ぐ
く
ま

れ
に
く
か
っ
た
（
逆
の
判
断
に
つ
い
て
の
理
由
づ
け
を
提
示
さ
れ

る
こ
と
で
、
自
分
の
理
由
づ
け
を
否
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
気
分
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に
な
り
続
け
て
し
ま
っ
た
）
。 

②
い
つ
も
の
仲
間
が
ど
う
判
断
す
る
か
、
の
方
に
興
味
が
強
か
っ

た
（
仲
間
の
対
話
を
聴
い
て
い
る
時
間
は
、
生
徒
に
と
っ
て
苦
痛

で
は
な
い
か
、
と
予
想
し
て
い
た
。
し
か
し
ビ
デ
オ
を
見
直
す
と
、

興
味
を
持
っ
た
表
情
や
真
剣
に
考
え
て
い
る
様
子
な
ど
、
聴
く
中

で
精
神
的
に
、
積
極
的
に
対
話
に
参
加
し
て
い
る
姿
が
観
察
さ
れ

た
）
。 

七 

本
研
究
の
ま
と
め
と
今
後
の
課
題 

（
一
）
本
研
究
の
ま
と
め 

 

中
学
校
一
年
生
に
対
す
る
モ
ラ
ル
ジ
レ
ン
マ
対
話
の
授
業
に
お

い
て
は
、
授
業
前
後
の
判
断
理
由
づ
け
の
段
階
の
昇
降
に
お
い
て

有
意
差
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
抽
出
生
徒
と
指
導
者
と
の
対
話

逐
語
録
デ
ー
タ
か
ら
は
、
生
徒
の
判
断
と
逆
の
判
断
理
由
づ
け
か

ら
の
問
い
か
け
が
、
対
話
上
の
抵
抗
に
つ
な
が
っ
て
い
る
よ
う
に

解
釈
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
が
自
分
の
判
断
理
由
づ
け
に
固
執
さ
せ

て
し
ま
っ
た
疑
い
は
拭
え
な
い
。
ま
た
発
言
の
内
容
や
様
子
か
ら
、

そ
の
生
徒
の
抱
え
る
問
題
に
即
し
た
個
別
指
導
の
あ
り
方
が
い
く

つ
か
提
起
さ
れ
た
。 

（
二
）
今
後
の
課
題 

指
導
者
側
に
つ
い
て 

①
生
命
尊
重
を
含
む
ジ
レ
ン
マ
が
、
子
ど
も
の
生
命
尊
重
の
意
識

の
向
上
、
さ
ら
に
は
行
動
化
に
資
す
る
か
に
つ
い
て
の
検
証
（
例

え
ば
必
ず
し
も
対
話
で
な
く
、
モ
ラ
ル
ジ
レ
ン
マ
授
業
で
、
自
傷

行
為
の
抑
制
や
停
止
に
ど
の
程
度
効
果
が
あ
る
の
か
。
） 

②
対
話
を
す
る
前
に
、
判
断
理
由
づ
け
段
階
の
熟
知
と
、
そ
の
資

料
に
そ
っ
た
判
断
理
由
づ
け
表
の
理
解
の
徹
底 

③
対
話
用
資
料
の
収
集
（
ジ
レ
ン
マ
資
料
に
は
、
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ

ョ
ン
向
き
の
資
料
と
対
話
向
き
の
資
料
が
存
在
し
う
る
か
も
し
れ

な
い
。
あ
る
い
は
明
確
な
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
よ
り
、
学
校
で
の
場
面

な
ど
生
徒
の
日
常
に
よ
り
近
い
物
語
仕
立
て
の
方
が
自
分
の
意
見

を
出
し
や
す
い
か
も
し
れ
な
い
。
） 

④
臨
床
的
な
実
践
事
例
の
蓄
積
と
分
析
（
例
え
ば
、
個
別
の
生
徒

の
抱
え
る
問
題
に
即
し
た
価
値
葛
藤
を
含
む
資
料
を
与
え
た
場
合

の
効
果
の
検
証
） 

⑤
共
感
的
・
受
容
的
な
対
話
の
組
み
立
て
（
今
回
の
報
告
は
、
揺

さ
ぶ
り
を
中
心
と
し
て
対
話
を
組
み
立
て
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ

れ
は
林
が
前
掲
書
で
ふ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
問
題
を
抱
え
た
生
徒

に
対
す
る
継
続
的
な
か
か
わ
り
に
、
こ
の
モ
ラ
ル
ジ
レ
ン
マ
対
話

を
差
し
挟
ん
で
い
く
発
想
か
ら
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
生
徒
の
判
断

理
由
づ
け
に
共
感
し
た
り
、
徹
底
的
に
受
容
す
る
と
こ
ろ
か
ら
対

話
を
構
築
し
て
い
く
可
能
性
も
大
い
に
探
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
） 

⑥
揺
さ
ぶ
り
の
か
け
方
そ
の
も
の
の
検
討
（
生
徒
の
揺
さ
ぶ
り
方

に
も
様
々
な
言
葉
が
考
え
ら
れ
る
。
逆
の
判
断
を
ぶ
つ
け
る
よ
う

な
言
い
方
ば
か
り
で
は
な
く
、
「
こ
の
人
の
気
持
ち
は
ど
う
だ
ろ
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う
？
」
「
も
し
君
が
こ
の
人
だ
っ
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
？
」
な
ど
と

様
々
な
条
件
の
提
示
に
よ
る
対
話
の
構
築
が
、
生
徒
自
ら
の
役
割

の
取
得
に
応
じ
た
積
極
的
な
判
断
を
促
す
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
） 

生
徒
側
に
つ
い
て 

①
問
題
を
か
か
え
た
子
ど
も
の
資
料
の
理
解
力
（
生
徒
が
抱
え
て

い
る
問
題
の
種
類
に
よ
っ
て
は
、
対
話
の
元
に
な
る
資
料
の
読
解

が
困
難
な
場
合
が
想
定
さ
れ
る
。
） 

②
資
料
の
事
前
の
読
み
を
宿
題
に
し
う
る
か
（
継
続
的
な
か
か
わ

り
に
モ
ラ
ル
ジ
レ
ン
マ
対
話
を
差
し
挟
む
と
き
、「
次
回
、
こ
の
内

容
に
つ
い
て
話
し
た
い
か
ら
読
ん
で
き
て
。
」と
指
示
し
て
も
実
現

す
る
こ
と
は
難
し
い
。
資
料
の
読
解
に
時
間
が
か
か
り
、
対
話
に

ま
で
た
ど
り
着
け
な
い
で
終
わ
っ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
。
） 

③
自
分
の
判
断
理
由
づ
け
を
否
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
る
抵

抗
の
存
在
（
必
ず
し
も
担
任
で
は
な
く
、
例
え
ば
保
健
室
に
ジ
レ

ン
マ
資
料
を
常
備
す
る
の
も
一
案
か
。
） 

八 

引
用
・
参
考
文
献 

・
林
泰
成 

「
臨
床
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
る
モ
ラ
ル
ジ
レ
ン
マ
対

話
」 

『
道
徳
性
の
発
達
に
関
す
る
研
究
年
報
―
学
会
発
足
記
念

号 
2

0
0

1

年
度
版
』 

2
0

0
2
 

道
徳
性
発
達
実
践
学
会 

・J

・
ラ
イ
マ
ー
、D

・P

・
パ
オ
リ
ッ
ト
、R

・H

・
ハ
ー
シ
ュ

著 

荒
木
紀
幸
監
訳 

『
道
徳
性
を
発
達
さ
せ
る
授
業
の
コ
ツ
―

ピ
ア
ジ
ェ
と
コ
ー
ル
バ
ー
グ
の
到
達
点
―
』 

2
0

0
4
 

北
大
路
書

房 ・
徳
永
正
直
、
堤
正
史
、
宮
嶋
秀
光
、
林
泰
成
、
榊
原
志
保 

『
道

徳
教
育
論
―
対
話
に
よ
る
対
話
へ
の
教
育
―
』 

2
0

0
3
 

ナ
カ
ニ

シ
ヤ
出
版 

【注
】 

（
一
） 

資
料
「
困
っ
て
し
ま
っ
た
王
様
」
の
出
展
は
、
荒
木
紀

幸
編
著
『
モ
ラ
ル
ジ
レ
ン
マ
資
料
と
授
業
展
開
中
学
校

編
』（
一
九
九
〇
）
明
治
図
書
、
で
あ
る
。
以
下
は
そ
の

要
約
で
あ
る
。 

 

三
年
間
凶
作
続
き
の
シ
リ
ウ
ス
王
国
で
は
、
人
々
の

勤
労
意
欲
も
失
せ
、
盗
み
や
殺
人
強
盗
ま
で
起
き
て
い

た
。
人
々
は
お
互
い
を
疑
っ
て
い
た
。
王
様
は
こ
の
よ

う
な
心
の
飢
え
に
苦
慮
し
、
熟
慮
の
結
果
、
人
心
が
乱

れ
た
時
こ
そ
法
律
を
厳
し
く
し
て
国
を
治
め
る
べ
き
で

あ
る
と
い
う
結
論
を
く
だ
し
た
。
早
速
公
布
し
た
新
法

律
の
「
食
糧
を
盗
ん
だ
者
、
ま
た
は
奪
っ
た
者
は
い
か

な
る
理
由
に
せ
よ
死
刑
に
処
す
」
と
い
う
一
条
が
、
人
々

を
最
も
驚
か
せ
た
。 

 
 
 

 
 

法
律
が
施
行
さ
れ
て
か
ら
の
王
国
は
、
以
前
と
同
じ

よ
う
に
平
和
な
国
に
戻
り
つ
つ
あ
っ
た
。
人
々
は
一
生

懸
命
働
く
よ
う
に
な
り
、
自
分
の
食
糧
は
自
分
で
収
穫
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し
よ
う
と
い
う
意
欲
も
戻
っ
て
き
た
か
の
よ
う
で
あ
っ

た
。 

 
 
 

 
 

王
様
は
、
法
律
の
力
の
大
き
さ
に
ご
満
悦
で
あ
っ
た
。 

 
 
 

 
 

そ
ん
な
あ
る
日
、
王
様
の
前
に
食
糧
を
盗
ん
だ
と
し

て
十
四
、
五
歳
の
娘
が
引
き
出
さ
れ
た
。
理
由
を
た
ず

ね
る
王
様
に
娘
は
「
食
糧
を
盗
む
こ
と
が
ど
ん
な
に
悪

い
こ
と
か
、
ま
た
ど
ん
な
に
重
い
刑
に
処
せ
ら
れ
る
か

充
分
に
分
か
っ
て
お
り
ま
す
。
し
か
し
、
こ
う
す
る
よ

り
他
に
方
法
が
な
か
っ
た
の
で
す
。」
と
答
え
た
。 

 

さ
ら
に
家
臣
の
ガ
ウ
ス
に
よ
れ
ば
、
娘
に
は
両
親
が

な
く
四
歳
の
弟
が
い
た
。近
所
に
物
乞
い
し
て
い
た
が
、

だ
ん
だ
ん
冷
た
く
な
り
、
飢
え
る
弟
を
見
か
ね
て
盗
み

を
し
た
。
自
分
も
三
日
間
、
何
も
食
べ
て
い
な
い
。 

 
 
 

 
 

そ
れ
で
も
娘
は
自
分
よ
り
弟
に
食
べ
物
を
と
懇
願
し
、

ガ
ウ
ス
は
娘
の
助
命
を
願
っ
た
。
王
様
と
ガ
ウ
ス
は
言

い
合
う
。 

「
き
ま
り
は
き
ま
り
だ
。
法
律
に
例
外
を
作
っ
た
時
、

法
律
は
法
律
で
な
く
な
る
の
だ
。
冷
静
に
考
え
て
み
ろ
。

も
し
、
こ
の
娘
一
人
を
助
け
た
ら
、
シ
リ
ウ
ス
王
国
は

ま
た
元
の
よ
う
に
乱
れ
た
国
に
逆
戻
り
し
て
し
ま
う
の

だ
ぞ
。
お
前
は
そ
れ
で
い
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し

国
を
治
め
る
わ
し
に
は
、
と
て
も
で
き
な
い
こ
と
だ
。
」 

「
王
様
、
法
律
は
民
を
守
る
た
め
に
あ
る
の
で
は
あ
り

ま
せ
ん
か
。
こ
の
よ
う
に
人
心
が
す
さ
ん
で
い
る
今
こ

そ
、
こ
の
娘
の
罪
を
許
し
、
思
い
や
り
の
心
、
情
け
の

心
の
貴
さ
を
身
を
も
っ
て
示
す
べ
き
で
は
あ
り
ま
せ
ん

か
。
」 

「
法
律
が
厳
し
く
な
っ
て
国
は
平
和
に
な
っ
た
の
だ
。

そ
れ
を
喜
ん
で
い
る
民
も
い
る
の
だ
。
わ
し
は
、
そ
の

声
を
こ
の
耳
で
確
か
に
聞
い
た
の
だ
。
」 

 
 
 

 
 

王
様
は
少
女
を
処
刑
す
べ
き
か
、
す
べ
き
で
な
い
か
。

そ
れ
は
な
ぜ
か
。 

 

（
二
） 

本
実
践
は
筆
者
が
中
心
と
な
っ
て
構
想
し
、
実
践
し
た

が
、「
資
質
の
高
い
教
員
養
成
推
進
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
教
員

養
成

G
P

）
」
の
一
環
と
し
て
平
成
十
八
年
二
月
に
四
回

実
践
さ
れ
た
「
道
徳
の
授
業
づ
く
り
」
の
う
ち
の
一
回

と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
上
越
教
育
大
学
の
実
践
研

究
は
「
マ
ル
チ
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
る
実
践
力
の

形
成
―
学
校
現
場
の
教
育
課
題
に
対
応
し
た
学
校
教
育

プ
ロ
グ
ラ
ム
と
大
学
の
教
師
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
開
発

を
通
し
て
―
」
と
題
さ
れ
て
い
る
。
現
職
教
員
の
大
学

院
生
（
以
下
、
現
職
院
生
）
と
教
職
経
験
の
な
い
大
学

院
生
（
以
下
、
学
卒
院
生
）
に
よ
る
院
生
チ
ー
ム
と
大
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学
教
員
チ
ー
ム
、
そ
し
て
協
力
校
教
員
チ
ー
ム
の
三
つ

が
協
働
し
て
、
現
場
の
課
題
の
解
決
を
目
指
す
も
の
で

あ
る
。
課
題
に
つ
い
て
は
現
場
の
側
が
「
授
業
・
学
級

づ
く
り
」
「
政
策
づ
く
り
」
「
学
校
づ
く
り
」
の
中
か
ら

選
択
し
、
そ
れ
を
専
門
と
す
る
上
越
教
育
大
学
の
研
究

室
（
院
生
チ
ー
ム
と
大
学
教
員
チ
ー
ム
）
が
継
続
的
に

現
場
に
入
っ
て
、
協
力
校
教
員
チ
ー
ム
と
課
題
を
解
決

す
る
た
め
に
協
働
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
詳
細
に
つ

い

て

は

、

大

学

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

の

ア

ド

レ

ス

h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
j
u
e
n
.
ac.

jp
/co

nt
ent

s/
new

/i
nde

x.h

t
m
l

（
平
成
十
八
年
十
一
月
十
日
取
得
）
を
参
照
さ
れ
た

い
。 研

究
室
内
の
担
当
者
の
割
り
振
り
（
表
二
）
と
、
学

年
ご
と
の
授
業
計
画
（
表
三
、
筆
者
の
属
す
る
一
年
生

の
計
画
）
が
作
ら
れ
、
実
践
さ
れ
た
。
本
拙
論
に
お
い

て
は
断
わ
り
が
な
い
部
分
は
一
年
生
で
の
実
践
に
つ
い

て
述
べ
て
い
る
。 

 

（
三
） 

 

後
記
の
対
話
逐
語
録
の
表
記
上
の
規
則
に
つ
い
て
は
、

以
下
の
通
り
で
あ
る
。 

発
言
「
」 

デ
ー
タ
と
し
て
あ
つ
か
わ
れ
る
発
言
は
「
」

で
く
く
っ
て
あ
る
。
返
事
な
ど
が
割
り
込

ん
だ
部
分
は
さ
ら
に
（
）
を
被
せ
、
実
際

に
割
り
込
ん
だ
部
分
に
記
述
し
て
あ
る
。

ま
た
あ
い
ず
ち
や
笑
い
な
ど
、
対
話
を
理

解
す
る
上
で
必
要
と
思
わ
れ
る
動
作
も（
）

の
中
に
記
述
し
て
あ
る
。 

沈
黙 

・ 

句
点
は
ご
く
短
く
、
し
か
も
文
脈
上
の
切

れ
目
と
し
て
比
較
的
に
適
当
な
場
所
に
あ

る
沈
黙
。
そ
れ
よ
り
長
く
、
し
か
も
言
い

よ
ど
み
な
ど
に
含
ま
れ
る
も
の
は
・
で
示

し
た
。・
が
ひ
と
つ
あ
る
と
、
沈
黙
が
約
一

秒
の
目
安
で
あ
る
。 

 
 
 

 

長
音 

― 

母
音
を
の
ば
し
て
い
る
部
分
を
示
す
。
―

が
ひ
と
つ
あ
る
と
、
音
の
の
び
が
約
一
秒

の
間
続
い
て
い
る
目
安
で
あ
る
。 

http://www.juen.ac.jp/contents/new/index.html
http://www.juen.ac.jp/contents/new/index.html
http://www.juen.ac.jp/contents/new/index.html


13 

表１「困ってしまった王様」判断・理由づけ段階（上越教育大学道徳教育研究室で検討） 

 

処刑すべき 処刑すべきではない 

段階１ 他律的な道徳性             （罰－従順志向） （嫌な目、面倒な結果は避けた方がよい） 

 物理的な結果が善悪を決定する  罰を避け、権威に対して盲目的に服従することに価値を見出す  

・実際に盗みをしたのだから仕方がない。 

・決まっている法律は変えられない。 

・これまで処刑されてきた者の家族などに怒ら 

れたくない。 

・家臣や国民が王様に対して反乱を起こすと困る。 

・家臣や国民に嫌われたら困る。 

段階２ 個人主義，道具的な道徳性（自己本位志向） （自分にどんなメリットがあるか） 

 欲求を道具的に満たす行為が正しい行為  利益を得たりほめられたりすることが価値のあること 

・「すばらしい王様」として信頼が厚くなる 

（人気が出る）。 

・法律は守られ続けて国は安定するから統治に 

苦労しなくて済む。 

・これまで処刑されてきた者の家族などが納得 

させることができる。 

・気持ちが晴れる（自分がスッキリする）。 

・「すばらしい王様」として信頼が厚くなる（人気 

 が出る）。 

・少女や少女の家族から感謝される。 

・気持ちが晴れる（自分がスッキリする）。 

・かわいそうだからと判断しなくては、悪い王だと 

思われる。 

段階３ 対人的規範の道徳性             （他者への同調、あるいは「よい子」志向） （他者の視線） 

 他人から肯定されることが正しい行為 ステレオタイプのイメージに対して同調することが価値のあること 

（例；兄として、友達として、等の期待に恥じないように行動しようとする） 

・国民も例外を作ることは望んでいないはずだ。（

例外を作ることは一国の統治者たる王がやるこ 

とではない）。 

・法律が厳しくなって喜んでいる民もいる。 

・相手の事情を加味する采配ができる王を家臣も国 

民も望んでいるはずだ。 

・家臣や国民は、「情け深く思いやりのある王様で 

あってほしい」と思っているはずだ。 

段階４ 社会システムの道徳性             （法と秩序志向） （何のためにそのシステムがあるのか考える） 

 社会秩序を維持することが正しい行為  システムが役割や規則を規定しているように考える（システムとの

関係で人間をとらえることができはじめる）  

・法律を守らなければ、国の秩序が乱れてしま 

うかもしれない。 

・例外を認めないからこそ、法律としての意味 

があるのだ。 

・法律は、国民を守るためにあるはずのものだ。 

・今まで処刑してきた者たちと事情が違うとなら、 

 法律もそれに合わせて変えられるべきである。 

・少女を処刑することで、逆に国の秩序が乱れてし 

まうかもしれない。 
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表２ 道徳教育研究室のメンバーと授業づくり実践学級 

実践学級

Ａさん 女性30代 Ａ県公立小学校教諭 ２年生

現職派遣院生 Ｂさん 男性30代 Ｂ県公立小学校教諭 １年生

Ｃさん 男性30代 Ｃ県公立中学校教諭 １年生

Ｄさん 女性20代 現場経験あり １年生

学部卒業院生 Ｅさん 女性20代 ２年生

Ｆさん 女性20代 １年生

研究室教員 Ｇさん 男性40代 ２年生

道徳教育研究室のメンバーと実践学級

メンバーとその属性

 

 

 

 

表３ １年生の授業づくり実践内容の概要 

実践回 時数等 内容の概要

（事前授業）１　
どんな一字を選んだのか、仲間との発表・質問によ
る交流

（本授業）２　
自分の人生の「これまで」「これから」を漢字一字で
表現する「書」

（事後授業）２　
自分の「一字書の作品」にあった飾りつけを行い、
思いを語る発表会

第2回授業
(本論文報告授業)

1
先生と１対１でジレンマについて話し合う。同じジレ
ンマについての仲間と先生の対話を聞く。

第3回授業 1
仲間が困っている具体的な場面のロールプレイを
通じて、モラルスキルトレーニングを行う。

第4回授業 1 左右対称性から自分の身体を見つめなおす。

第1回授業

１年生の授業づくり実践内容の概要

 

 


