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道徳教育と倫理学

は
じ
め
に

道
徳
教
育
は
必
要
な
の
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
社
会
に
一
定
の
秩
序
を
与
え
る
た
め
に
き
ち
ん
と
ル
ー
ル
や
規
範
を
教
え
る
こ
と
が
学
校
教

育
に
と
っ
て
必
要
だ
と
考
え
な
い
人
は
い
な
い
だ
ろ
う
。
総
論
と
し
て
、
道
徳
教
育
の
重
要
性
は
誰
し
も
が
認
め
る
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
モ
ラ
ル
の
復
権
が
叫
ば
れ
、
道
徳
教
育
重
視
の
施
策
が
行
わ
れ
る
近
年
の
風
潮
は
何
に
由
来
す
る
の
か
。
そ
れ
は
、「
モ
ラ
ル
の
低
下
」

と
言
わ
れ
る
現
象
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
一
九
九
八
年
の
中
教
審
答
申
「
幼
児
期
か
ら
の
心
の
教
育
の
在
り
方
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
も
、
社
会

全
体
の
モ
ラ
ル
低
下
を
問
い
直
す
こ
と
が
、
子
ど
も
た
ち
の
豊
か
な
人
間
性
を
育
む
条
件
だ
と
し
て
い
る（

１
（。

そ
の
際
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
「
規
範
意

識
」
で
あ
る
。
教
育
再
生
の
文
脈
の
中
で
、
道
徳
教
育
を
強
化
し
、
規
範
意
識
を
身
に
つ
け
る
こ
と
に
よ
り
モ
ラ
ル
の
復
権
を
は
か
る
と
い
う
も

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
問
題
は
「
モ
ラ
ル
の
低
下
」
と
い
う
時
の
「
モ
ラ
ル
」
そ
の
も
の
の
内
容
が
意
味
す
る
も
の
や
「
規
範
意
識
」
と
は
そ
も

そ
も
何
か
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

道
徳
教
育
と
倫
理
学

渡　

部　
　
　

明
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こ
こ
で
は
、
現
行
の
道
徳
教
育
の
あ
り
方
に
対
し
て
、
倫
理
学
は
何
が
言
え
る
か
を
考
察
し
て
み
よ
う
。
ま
ず
、
現
行
の
道
徳
教
育
の
構
造
を

簡
単
に
見
る
。
教
え
る
べ
き
道
徳
は
何
で
あ
り
、
い
か
に
教
え
る
の
か
。（
１
）
次
に
、
こ
れ
に
対
す
る
若
干
の
批
判
を
概
観
す
る
。
現
行
の
道
徳

教
育
の
何
が
問
題
な
の
か
。（
２
）
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
批
判
の
論
点
を
整
理
し
、
現
行
の
道
徳
教
育
の
改
革
に
示
唆
を
与
え
る
た
め
に
、
そ
の
構

造
の
分
析
を
行
っ
て
み
た
い
。（
３
）

１
．
現
行
の
道
徳
教
育

道
徳
教
育
と
は
何
だ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
「
徳
は
教
え
ら
れ
る
か
」
と
い
う
『
メ
ノ
ン
』
篇
の
根
本
的
問
い
は
置
い
て
お
く
と
し
て
も
、
道
徳

教
育
の
主
眼
は
、
子
ど
も
た
ち
に
価
値
や
生
き
方
を
考
え
さ
せ
る
こ
と
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
論
を
俟
た
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
日
本

に
お
け
る
道
徳
教
育
と
は
「
道
徳
性
の
発
達
」
を
促
す
教
育
で
あ
る
。
発
達
段
階
に
応
じ
た
課
題
と
し
て
設
定
さ
れ
た
、「
児
童
（
生
徒
）
が
自
覚

を
深
め
自
分
の
も
の
と
し
て
身
に
つ
け
発
展
さ
せ
て
い
く
必
要
が
あ
る
道
徳
的
価
値
を
含
む
内
容
を
、
短
い
文
章
で
平
易
に
表
現
し
た
も
の
」

（「
解
説　

道
徳
編
」）
が
道
徳
教
育
の
核
に
な
る
。
こ
れ
を
記
述
し
た
現
行
の
学
習
指
導
要
領
を
見
て
み
よ
う
。
小
・
中
学
校
「
学
習
指
導
要
領
」

第
３
章
「
道
徳
」
の
第
２
に
は
以
下
の
よ
う
な
四
区
分
が
視
点
と
し
て
設
け
ら
れ
て
い
る
。

	

①
主
と
し
て
自
分
自
身
に
関
す
る
こ
と
。

	

②
主
と
し
て
他
の
人
と
の
か
か
わ
り
に
関
す
る
こ
と
。

	

③
主
と
し
て
自
然
や
崇
高
な
も
の
と
の
か
か
わ
り
に
関
す
る
こ
と
。

	

④
主
と
し
て
集
団
や
社
会
と
の
か
か
わ
り
に
関
す
る
こ
と
。
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①
は
「
自
己
と
自
己
の
か
か
わ
り
」
と
し
て
、
自
己
の
あ
り
方
を
自
己
自
身
に
問
い
、
人
間
と
し
て
の
自
己
の
あ
り
方
に
つ
い
て
自
覚
し
、
望

ま
し
い
自
己
の
形
成
に
努
め
る
た
め
の
対
自
的
な
内
容
で
あ
る
。
②
は
「
自
己
と
他
者
の
か
か
わ
り
」
と
し
て
、
自
己
を
他
人
と
の
か
か
わ
り
の

中
で
捉
え
、
望
ま
し
い
人
間
関
係
を
育
て
て
い
く
た
め
の
対
他
的
な
内
容
で
あ
る
。
③
は
「
自
己
と
自
然
及
び
超
越
的
な
も
の
と
の
か
か
わ
り
」

と
し
て
、
自
己
を
自
然
や
美
し
い
も
の
、
人
間
の
力
を
超
え
た
崇
高
な
も
の
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
捉
え
、
人
間
と
し
て
の
あ
り
方
を
深
め
、

敬
虔
な
心
の
育
成
に
つ
と
め
る
対
超
自
己
的
な
内
容
で
あ
る
。
④
は
「
自
己
と
集
団
・
共
同
体
と
の
か
か
わ
り
」
と
し
て
、
自
己
を
さ
ま
ざ
ま
な

社
会
集
団
や
郷
土
、
国
家
、
国
際
社
会
と
の
関
係
の
な
か
で
捉
え
、
国
際
社
会
に
生
き
る
日
本
人
と
し
て
の
自
覚
に
立
ち
、
民
主
的
で
文
化
的
な

社
会
お
よ
び
国
家
の
成
員
と
し
て
必
要
な
道
徳
性
を
身
に
つ
け
る
対
社
会
的
な
内
容
で
あ
る（

２
（。

自
己

－

自
己
、
自
己

－

他
者
、
自
己

－

自
然
、
自

己

－

社
会
と
い
う
関
係
性
を
視
点
と
し
た
こ
の
四
つ
の
区
分
は
も
ち
ろ
ん
相
互
に
連
関
し
て
い
る
。
全
体
と
し
て
道
徳
教
育
は
構
想
さ
れ
て
い

る
。そ

し
て
、
こ
の
四
区
分
に
典
型
的
な
諸
目
標
が
、
発
達
段
階
に
応
じ
た
形
で
徳
目
主
義
的
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
の
が
「
学
習
指
導
要
領
」
の

特
徴
で
あ
る
。（
小
学
校
低
学
年
1（
、
中
学
年
1（
、
高
学
年
22
の
計
5（
の
価
値
項
目
、
中
学
校
で
は
、
小
学
校
の
内
容
の
発
展
深
化
と
し
て
24
の
価

値
が
指
導
内
容
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。）
こ
れ
ら
が
教
え
る
べ
き
「
内
容
」
で
あ
る
。

例
え
ば
、
①
に
か
か
わ
る
内
容
は
、
小
学
校
第
１
学
年
お
よ
び
第
２
学
年
で
の
記
述
で
は
、
以
下
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

	

（
１
）
健
康
や
安
全
に
気
を
付
け
、
物
や
金
銭
を
大
切
に
し
、
身
の
回
り
を
整
え
、
わ
が
ま
ま
を
し
な
い
で
、
規
則
正
し
い
生
活
を
す
る
。

	

（
２
）
自
分
が
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
勉
強
や
仕
事
は
、
し
っ
か
り
と
行
う
。

	

（
３
）
良
い
こ
と
と
悪
い
こ
と
の
区
別
を
し
、
よ
い
と
思
う
こ
と
を
進
ん
で
行
う
。

	

（
４
）
嘘
を
つ
い
た
り
ご
ま
か
し
た
り
し
な
い
で
、
素
直
に
伸
び
伸
び
と
生
活
す
る
。
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こ
れ
ら
は
、
生
活
態
度
、
勤
勉
・
努
力
、
自
由
と
規
律
、
正
直
・
誠
実
と
い
っ
た
徳
目
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
第
５
学
年
お
よ
び
第
６
学
年
に
な

る
と
次
の
よ
う
に
変
化
す
る
。

	

（
１
）
生
活
を
振
り
返
り
、
節
度
を
守
り
節
制
に
心
掛
け
る
。

	

（
２
）
よ
り
高
い
目
標
を
た
て
、
希
望
と
勇
気
を
も
っ
て
く
じ
け
な
い
で
努
力
す
る
。

	

（
３
）
自
由
を
大
切
に
し
、規
律
あ
る
行
動
を
す
る
。

	

（
４
）
誠
実
に
、
明
る
い
心
で
楽
し
く
生
活
す
る
。

	

（
５
）		

真
理
を
大
切
に
し
、
進
ん
で
新
し
い
も
の
を

求
め
、
工
夫
し
て
生
活
を
よ
り
よ
く
す
る
。

	

（
６
）		

自
分
の
特
徴
を
知
っ
て
、
悪
い
と
こ
ろ
を
改

め
よ
い
と
こ
ろ
を
積
極
的
に
伸
ば
す
。

	

こ
れ
ら
は
、
低
学
年
の
内
容
に
不
撓
不
屈
、
勇
気
、

真
理
愛
、
個
性
の
尊
重
と
い
う
徳
目
が
加
わ
る
こ
と

に
よ
り
、
発
展
・
深
化
を
表
現
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
内
容
は
、
小
学
校
６
カ
年
と
中
学
校

を
通
し
て
、
一
貫
性
を
も
っ
て
お
り
、
体
系
性
と
系

統
性
を
備
え
て
構
造
化
さ
れ
て
い
る
。
整
理
さ
れ
た

分
類
を
一
覧
に
し
て
み
よ
う
。（
下
図
参
照
）

１　主として自分自身に関すること

低学年 中学年 高学年
節度ある生活態度、自立・自制 ① ① ①
思慮・反省
勤勉・努力 ②
不撓不屈＜忍耐・克己心＞希望
勇気
自由と規律 ③ ③ ③ ③
正直・誠実、明朗 ④ ④ ④
真理愛、創意・工夫 ⑤ ④
個性の尊重 ⑤ ⑥ ⑤

低学年 中学年 高学年
日常的な礼儀作法 ① ① ① ①
思いやり・親 ② ② ② ②
友情・信頼 ③ ③ ③ ③
健全な異性観 ④
寛容・謙虚 ④ ⑤
尊敬・感謝 ④ ④ ⑤ ⑥

低学年 中学年 高学年
自然愛＜動植物愛護、環境保全＞ ② ② ② ②
生命の尊重 ① ① ① ①
敬虔・畏敬 ③ ③ ③
人間愛 ③

低学年 中学年 高学年
役割と責任の自覚 ③ ④
規則の尊重、権利・義務 ① ①
公徳心、社会連帯 ②
校正・公平、正義 ② ③
勤労の精神、社会への奉仕、公共心 ② ② ④ ⑤
家族愛 ③ ③ ⑤ ⑥
愛校心 ④ ④ ⑥ ⑦
郷土愛 ⑤ ⑤ ⑧
愛国心 ⑨
国際理解・親善、人類愛 ⑧ ⑩

小学校
中学校

２　主として他の人とのかかわりに関すること

３　主として自然や崇高なものとのかかわりに関すること

４　主として集団や社会とのかかわりに関すること

中学校
小学校

小学校
中学校

⑦
⑥

②

①

中学校
小学校

② ②

① ①

「道徳」内容項目の学年・学校別発展図
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教
育
基
本
法
に
も
謳
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
学
校
教
育
は
人
格
の
完
成

を
目
指
し
て
お
り
（
第
１
条
）、
そ
の
た
め
に
全
教
育
活
動
を
通
じ
て
、
道

徳
性
の
養
成
を
行
う
道
徳
教
育
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
道
徳
の
指
導
は
、
学
校
教
育
の
全
体
を
通
じ
て
、
道
徳
的
判
断

力
、
道
徳
的
心
情
、
道
徳
的
態
度
と
実
践
意
欲
と
い
う
道
徳
性
の
関
連
し

あ
っ
た
三
要
素
を
育
成
す
る
こ
と
を
目
標
と
し
て
い
る
。（「
学
習
指
導
要

領
」
第
３
章
「
道
徳
」
の
第
１
「
目
標
」）
そ
の
具
体
的
内
容
が
、
先
述
の

「
道
徳
」
内
容
な
の
で
あ
る（

３
（。

全
体
的
構
想
は
、
非
常
に
体
系
的
か
つ
網
羅
的
で
優
れ
て
い
る
と
い
う

こ
と
は
言
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
内
容
を
教
え
る
道
徳
教
育
全
体
の
構
造

は
下
の
図
の
よ
う
に
な
る（

４
（。

２
．
主
た
る
道
徳
教
育
批
判
の
論
点

現
行
の
道
徳
教
育
の
「
内
容
」
が
優
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
ひ
と
ま
ず
認
め
る
と
し
て
も
、
そ
れ
が
所
与
の
も
の
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
、

す
な
わ
ち
そ
の
自
明
性
が
前
提
と
な
っ
た
教
育
に
問
題
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。「
道
徳
」
と
は
何
か
を
根
本
的
に
問
い
直
す
こ
と
な
く
、
構
造
化
さ

れ
た
「
内
容
」
を
ど
う
教
え
る
か
と
い
う
こ
と
が
学
校
に
お
け
る
道
徳
教
育
の
本
質
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
技
術

論
や
方
法
論
と
し
て
の
道
徳
教
育
の
あ
り
方
に
対
し
て
批
判
を
加
え
る
者
は
決
し
て
少
な
く
な
い
。
若
干
の
批
判
を
見
て
み
よ
う
。

教
育
学
者
の
松
下
良
平
は
次
の
よ
う
な
主
張
を
す
る
。
学
校
で
教
え
な
く
て
も
社
会
の
中
に
一
定
の
道
徳
的
秩
序
が
あ
る
の
は
、
日
常
生
活
の

学校教育
↓

人格の完成
↓

学校の道徳教育
↓

人間尊重の精神
生命に対する畏敬の念

↓ ↓

伝統と文化を
尊重し、我が
国と郷土を

する

公共の精神を尊び、
民主的な社会・国家
の発展に努める

国際社会の
和・発展や

環境の保全に
貢献する

道徳性の養成

各教科 特別活動 総合的学習の時間 外国語活動 校内外生活

道徳の時間

↓ ↓

道徳的判断力 道徳的心情
道徳的態度と
実践意欲

道徳的実践力の育成

愛

平

道徳教育の構造
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中
に
道
徳
の
規
範
が
埋
め
込
ま
れ
る
か
ら
だ
と
し
て
、
生
活
の
中
か
ら
自
生
し
て
く
る
多
様
性
の
あ
る
暗
黙
の
規
則
を
「
共
同
体
道
徳 

」
と
す
る
。

「
共
同
体
道
徳
は
、
共
通
の
活
動
に
携
わ
っ
た
り
、
共
通
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
協
働
し
た
り
し
て
い
る
人
び
と
の
あ
い
だ
で
、
行
為
が
も
た
ら
す
も

の
の
価
値
に
つ
い
て
暗
黙
の
う
ち
に
一
致
や
合
意
が
得
ら
れ
る
と
き
に
、
自
生
的
に
生
ま
れ
て
き
ま
す
。
共
通
の
活
動
や
問
題
に
か
か
わ
っ
て
い

る
人
び
と
が
各
人
の
価
値
づ
け
を
め
ぐ
っ
て
、（
直
接
的
あ
る
い
は
間
接
的
に
）
互
い
に
呼
び
か
け
、
応
え
る
こ
と
を
く
り
か
え
す
と
、
し
だ
い
に

人
び
と
全
体
（
共
同
体
）
に
と
っ
て
の
よ
き
事
態
や
あ
し
き
事
態
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
て
き
ま
す
。
そ
の
よ
き
事
態
を
促
し
た
り
、
あ
し
き
事
態

を
避
け
た
り
す
る
た
め
に
、
共
同
体
道
徳
は
存
在
し
て
い
る
の
で
す
。

（
５
（」

こ
れ
に
対
し
て
、
規
範
意
識
の
強
化
や
ル
ー
ル
の
遵
守
を
強
調
す
る
現
在
の
道
徳
教
育
が
「
市
場
モ
ラ
ル
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、「
共
同
体

道
徳
」
と
は
区
別
さ
れ
る
。「
市
場
モ
ラ
ル
が
め
ざ
す
の
は
、
各
人
の
私
的
欲
望
を
解
放
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
混
乱
や
も
め
ご
と

や
争
い
を
防
止
し
て
、
社
会
秩
序
を
確
保
す
る
こ
と
で
す
。
た
だ
し
秩
序
の
確
保
が
本
来
の
目
的
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
理
性
の
計
算
に
も
と
づ
く

相
互
の
契
約
を
通
じ
て
秩
序
を
確
立
し
、
欲
望
追
求
に
一
定
の
歯
止
め
を
設
け
る
こ
と
を
通
じ
て
、
逆
に
そ
の
欲
望
追
求
を
安
全
か
つ
安
定
的
に

お
こ
な
え
る
よ
う
に
す
る
こ
と
、
こ
れ
が
本
来
の
目
的
な
の
で
す
。

（
６
（」

そ
し
て
、
市
場
化
を
積
極
的
に
進
め
る
近
年
の
社
会
が
ル
ー
ル
や
規
範
遵
守
を
求
め
る
が
故
に
、
現
在
の
道
徳
教
育
は
「
市
場
モ
ラ
ル
」
に
与

す
る
も
の
だ
と
彼
は
主
張
す
る
。「
市
場
モ
ラ
ル
」
の
も
つ
二
面
性
、
す
な
わ
ち
私
的
欲
望
の
肯
定
（
自
己
保
存
の
た
め
の
自
然
権
を
承
認
す
る
側

面
）
と
私
的
欲
望
の
否
定
（
社
会
契
約
に
基
づ
き
設
定
さ
れ
た
自
然
法
に
従
う
よ
う
に
命
ず
る
側
面
）
の
中
で
、
通
常
は
私
的
欲
望
否
定
が
表
立
っ

て
い
る
が
、
そ
の
背
後
に
は
肯
定
が
控
え
て
い
る
の
だ
と
言
う
。
道
徳
教
育
を
通
じ
て
、「
共
同
体
道
徳
」
と
「
市
場
モ
ラ
ル
」
の
二
つ
の
道
徳
性

を
取
り
出
す
と
こ
ろ
が
彼
の
議
論
の
特
徴
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
、
共
同
体
主
義
（
こ
こ
で
は
他
者
は
か
け
が
え
の
な
い
存
在
と
し
て
捉
え
ら
れ
て

い
る
。
共
同
体
の
伝
統
や
他
者
に
制
約
さ
れ
た
存
在
と
し
て
の
人
間
が
問
題
に
な
る
。）
と
自
由
主
義
（
こ
こ
で
は
自
分
の
た
め
に
な
る
こ
と
を
欲

望
す
る
存
在
で
あ
り
、
ル
ー
ル
に
従
う
、
自
由
な
個
人
と
し
て
の
人
間
が
問
題
に
な
る
。）
の
対
立
構
図
か
ら
、
前
者
の
優
位
を
主
張
し
て
い
る
も

の
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
社
会
の
求
め
る
義
務
の
重
視
が
ポ
イ
ン
ト
で
あ
ろ
う
。
前
者
は
「
他
者
の
思
い
を
自
分
の
も
の
と
し
て
受
け
と
め
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る
」
が
ゆ
え
の
「
自
己
愛
の
他
者
へ
の
拡
張
と
し
て
の
思
い
や
り
」、
後
者
は
「
反
利
己
主
義
と
し
て
の
思
い
や
り
」
と
し
て
、「
利
己
主
義
の
否

定
」、「
利
他
主
義
や
自
己
犠
牲
の
勧
め
」
と
い
っ
た
キ
ー
ワ
ー
ド
で
対
立
軸
を
構
築
し
て
い
る
。

ま
た
、
河
野
哲
也
は
言
う
。「
道
徳
性
と
は
、
相
手
の
ニ
ー
ズ
に
対
し
て
共
感
的
に
ケ
ア
す
る
態
度
を
と
り
、
必
要
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
た
め

の
社
会
制
度
の
改
革
に
着
手
す
る
過
程
の
中
に
表
現
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
道
徳
性
と
は
、
そ
れ
自
身
が
教
育
的
な
も
の
で
あ
る
。
道
徳
性
の
本
質

が
教
育
的
態
度
に
あ
る
な
ら
ば
、
道
徳
教
育
と
は
、
子
ど
も
を
教
育
す
る
者
へ
と
成
長
さ
せ
て
い
く
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
道
徳
教
育
と
は
、
教

育
す
る
こ
と
を
教
育
す
る
こ
と
で
あ
る
。

（
７
（」

こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
批
判
的
思
考
と
し
て
の
哲
学
を
導
入
す
る
こ
と
を
提
案
す
る
。

彼
は
道
徳
教
育
を
民
主
主
義
や
シ
チ
ズ
ン
シ
ッ
プ
の
教
育
と
し
て
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
的
な
立
場
か
ら
と
ら
え
直
し
て
い
る
。
道
徳
教
育
は
「
リ

ベ
ラ
ル
な
民
主
主
義
社
会
を
維
持
し
、
発
展
さ
せ
る
働
き
を
担
う
主
権
者
を
育
成
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

（
８
（」

こ
こ
で
は
個
人
の
自
由
の
強
調
が

ポ
イ
ン
ト
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
先
の
区
別
で
言
え
ば
、「
市
場
モ
ラ
ル
」
の
優
位
の
主
張
に
な
る（

９
（。

さ
ら
に
、
村
松
聡
は
、「
自
分
を
愛
し
、
尊
重
す
る
こ
と
」
と
「
理
性
的
に
考
え
る
こ
と
」
が
現
在
の
道
徳
教
育
、
と
り
わ
け
「
学
習
指
導
要

領
」
に
は
欠
け
て
い
る
と
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、「
ユ
ウ
ダ
イ
モ
ニ
ズ
ム
」（
幸
福
主
義
）
の
倫
理
観
を
道
徳
教
育
に
導
入
す
る
こ
と
を
提
案
す
る（

（1
（

。

「
学
習
指
導
要
領
」
は
、
常
識
的
に
考
え
て
大
切
と
さ
れ
た
も
の
を
、
項
目
別
に
並
べ
て
い
っ
た
も
の
で
、
特
定
の
倫
理
観
が
反
映
さ
れ
に
く
い

構
造
に
な
っ
て
い
る
。
徳
目
主
義
的
か
つ
義
務
論
的
な
指
導
要
領
に
お
い
て
、
自
己
愛
は
道
徳
の
テ
ー
マ
に
な
り
に
く
い
と
す
れ
ば
、
ど
の
よ
う

な
道
徳
教
育
が
あ
り
う
る
の
か
。
彼
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
を
ベ
ー
ス
に
、「
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
倫
理
か
ら
「
自

ら
し
た
い
」
倫
理
へ
の
変
換
を
提
起
す
る
。
そ
れ
は
ユ
ウ
ダ
イ
オ
ニ
ズ
ム
が
人
間
の
本
質
的
機
能
、
働
き
、
あ
り
方
を
充
分
に
発
揮
す
る
生
を
目

指
す
も
の
で
あ
り
、
自
愛
の
運
動
が
中
心
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
倫
理
教
育
を
義
務
論
的
に
考
え
る
こ
と
（
す
べ
き
／
し
て
は
な
ら
な
い
）

と
個
人
の
自
己
決
定
重
視
に
考
え
る
こ
と
と
の
対
立
構
図
と
は
別
の
視
点
で
見
る
こ
と
に
な
る
。
自
己
愛
に
も
と
づ
く
自
己
実
現
あ
る
い
は
自
己

愛
の
拡
張
と
し
て
の
思
い
や
り
と
い
っ
た
も
の
を
幸
福
と
い
う
観
点
か
ら
主
張
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

以
上
の
道
徳
教
育
批
判
の
論
点
と
し
て
、
二
つ
の
道
徳
性
、
自
己
愛
（
自
分
を
大
切
に
す
る
こ
と
）、
批
判
的
思
考
、
幸
福
主
義
と
い
っ
た
も
の
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が
あ
が
っ
て
き
た
。
こ
れ
ら
は
ど
れ
も
道
徳
教
育
の
構
造
を
再
考
す
る
た
め
に
必
要
な
要
素
だ
と
思
わ
れ
る
。

３
．
道
徳
教
育
と
倫
理
学

若
干
の
道
徳
教
育
批
判
を
概
観
し
た
が
、
そ
れ
で
は
倫
理
学
は
道
徳
教
育
の
何
を
問
題
に
す
れ
ば
い
い
の
か
。
そ
れ
は
、
道
徳
教
育
自
身
の
構

造
を
批
判
す
る
こ
と
、
そ
し
て
新
た
な
枠
組
み
を
提
示
す
る
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
二
つ
の
道
徳
性
を
勘
案
し
て
い
な
い
と
い
う
批
判
、
政

治
性
が
欠
け
て
い
る
と
い
う
批
判
、
自
己
愛
を
欠
い
て
い
る
と
い
う
批
判
、
す
べ
て
は
道
徳
教
育
の
構
造
上
の
欠
陥
と
言
え
な
く
も
な
い
。

前
節
で
見
た
二
つ
の
道
徳
性
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
自
己
愛
の
問
題
と
結
び
つ
け
て
、「
個
体
と
特
殊
者
」
の
問
題
と
し
て
あ
ら
た
め
て
考
え
よ

う
。（
Ｂ（

（（
（

）
そ
し
て
、
批
判
的
思
考
と
幸
福
の
問
題
は
ネ
ル
・
ノ
デ
ィ
ン
グ
ス
の
主
張
を
参
考
に
し
よ
う
。（
Ａ
）

そ
し
て
、
倫
理
学
的
な
二
つ
の
問
題
提
起
に
よ
っ
て
道
徳
教
育
の
変
革
に
示
唆
を
与
え
う
る
と
い
う
こ
と
を
こ
こ
で
は
示
し
て
み
た
い
。
そ
れ

は
、「
ケ
ア
リ
ン
グ
倫
理
」
と
「
二
つ
の
人
間
理
解
」
と
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
道
徳
教
育
を
構
造
化
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

（
Ａ
）
ノ
デ
ィ
ン
グ
ス
の
「
ケ
ア
リ
ン
グ
倫
理
」

ノ
デ
ィ
ン
グ
ス
は
、
主
著
『
ケ
ア
リ
ン
グ

－

倫
理
と
道
徳
の
教
育
：
女
性
の
観
点
か
ら
』
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
、
ケ
ア
の
倫
理
学
の
提
唱
者

で
あ
る
。

道
徳
性
＝
自
然
な
ケ
ア
リ
ン
グ
の
関
係
と
は
、
よ
き
人
間
関
係
の
こ
と
で
あ
る（

（1
（

。
相
互
的
な
人
間
関
係
の
中
で
相
手
の
ニ
ー
ズ
を
察
し
て
、
そ

れ
に
応
答
し
て
い
く
ケ
ア
リ
ン
グ
こ
そ
が
、
よ
き
人
間
関
係
と
し
て
の
道
徳
の
基
礎
で
あ
る
。
道
徳
性
は
、
公
平
を
原
則
と
す
る
理
性
か
ら
生
ま

れ
る
の
で
は
な
く
、
ケ
ア
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
「
共
感

－

受
容
的
（em

pathy-reception
）」
モ
ー
ド
か
ら
生
じ
る
。
ケ
ア
リ
ン
グ
に
は
、
他
者
へ

の
「
共
感
」
が
含
ま
れ
て
い
る（

（1
（

。
道
徳
性
は
他
者
へ
の
共
感
か
ら
始
ま
り
、
そ
の
よ
う
な
情
感
を
基
礎
と
し
て
構
築
さ
れ
る
よ
き
人
間
関
係
に
そ
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の
本
質
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
ノ
デ
ィ
ン
グ
ス
の
立
論
は
道
徳
感
情
論
の
流
れ
に
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
学
校
教
育
を
ケ
ア
リ
ン
グ
の

視
点
で
再
構
築
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
。
教
育
の
第
一
目
標
は
、
ケ
ア
リ
ン
グ
の
維
持
、
向
上
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
教
育
は
倫
理
的
な
理
想
を

育
む
こ
と
を
第
一
優
先
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
の
手
段
と
し
て
、
彼
女
は
対
話
、
練
習
、
奨
励
を
挙
げ
て
い
る（

（1
（

。
基
本
的
に
は
、
ケ

ア
し
ケ
ア
さ
れ
る
関
係
と
い
う
人
間
存
在
の
あ
り
方
に
即
し
た
倫
理
学
が
構
想
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
ケ
ア
リ
ン
グ
を
道
徳
教
育
の
一
つ
の
モ
デ
ル
と
し
て
、
ケ
ア
リ
ン
グ
を
発
展
さ
せ
た
形
で
の
別
の
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
も
道
徳
教
育
を
再

構
想
し
て
い
る
。
そ
れ
は
幸
福
を
観
点
に
し
た
り
、
批
判
的
思
考
に
よ
る
学
校
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
で
あ
っ
た
り
す
る
の
だ
が
、『
幸
福
と
教
育
』
や

『
批
判
的
レ
ッ
ス
ン
』
で
は
、
先
の
道
徳
教
育
批
判
の
論
点
で
も
あ
っ
た
、
幸
福
や
批
判
的
思
考
か
ら
構
想
す
る
道
徳
教
育
論
を
展
開
し
て
い
る
。

そ
の
際
に
、
自
ら
の
幸
福
な
生
き
方
を
他
者
と
と
も
に
求
め
る
こ
と
が
道
徳
教
育
の
核
に
な
る
。

他
者
の
ケ
ア
に
積
極
的
で
あ
る
こ
と
、
あ
る
い
は
他
者
に
対
す
る
想
像
力
を
失
わ
ず
に
い
る
こ
と
は
、
他
者
と
の
よ
り
よ
い
人
間
関
係
を
目
指

そ
う
と
す
る
道
徳
的
生
き
方
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
生
き
方
は
、
意
味
あ
る
生
と
成
長
を
求
め
て
絶
え
ず
探
求
し
よ
う
と
す
る
批
判
的
態
度
を
特

徴
と
す
る
。
道
徳
性
が
、
他
者
へ
の
共
感
か
ら
始
ま
り
、
他
者
の
成
長
を
促
す
援
助
に
そ
の
本
質
を
も
つ
と
す
れ
ば
、
現
行
の
道
徳
教
育
と
は
違
っ

た
形
に
な
る
だ
ろ
う
。

現
行
の
よ
う
に
、
身
に
つ
け
る
べ
き
徳
目
を
あ
ら
か
じ
め
前
提
す
る
こ
と
の
み
が
道
徳
教
育
で
は
な
い
。
そ
う
し
た
徳
目
を
提
示
し
、
価
値
あ

る
も
の
と
し
て
誰
に
も
一
律
に
道
徳
性
を
養
わ
せ
る
こ
と
が
道
徳
教
育
で
は
な
い
と
ノ
デ
ィ
ン
グ
ス
は
考
え
て
い
る
。
そ
も
そ
も
、
道
徳
的
行
為

の
源
泉
を
普
遍
的
な
い
し
は
一
般
的
に
成
立
す
る
と
考
え
ら
れ
る
原
理
や
規
則
に
求
め
る
の
で
は
な
く
、
身
近
な
人
に
対
し
て
自
然
に
覚
え
る
情

感
に
求
め
る
の
だ
か
ら
。
そ
れ
故
、
他
者
と
と
も
に
生
き
、
成
長
す
る
と
い
う
現
実
に
道
徳
教
育
を
向
か
わ
せ
る
こ
と
の
必
要
性
を
主
張
す
る
。

幸
福
と
道
徳
教
育
の
関
係
に
つ
い
て
、
ノ
デ
ィ
ン
グ
ス
は
次
の
よ
う
に
言
う
。「
幸
福
と
教
育
と
は
、
本
来
は
密
接
に
関
係
し
て
い
る
。
幸
福
は

教
育
の
目
的
の
一
つ
で
あ
る
べ
き
で
あ
り
、
よ
い
教
育
は
個
人
の
幸
福
に
も
集
団
の
幸
福
に
も
大
い
に
貢
献
す
る
。（

（1
（

」
ま
ず
、
幸
福
で
あ
る
こ
と
が

教
育
の
目
的
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
教
え
、
学
ぶ
と
い
う
経
験
は
幸
福
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
先
の
ユ
ー
ダ
イ
オ
に
ズ
ム
と
も
繋
が
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る
論
点
で
あ
る
。
し
か
し
、
幸
福
は
必
ず
し
も
順
調
な
経
験
で
は
な
い
。
幸
福
に
は
つ
ま
ず
き
や
受
苦
が
含
ま
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
次
に
、

「
幸
福
の
た
め
の
教
育
は
不
幸
に
つ
い
て
の
教
育
も
同
様
に
含
み
込
ま
ね
ば
な
ら
な
い
、
他
者
の
不
幸
を
共
有
す
る
こ
と
を
学
ぶ
べ
き
で
あ
り
、
逆

説
的
で
あ
る
に
し
て
も
、
こ
の
こ
と
が
幸
福
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
。（

（1
（

」
と
さ
れ
る
。
ひ
と
つ
に
は
幸
福
と
不
幸
は
正
反
対
の
も
の
で
は
な
い
か

ら
、
わ
れ
わ
れ
の
経
験
に
は
幸
福
と
不
幸
が
と
も
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
他
者
と
不
幸
を
共
有
す
る
こ
と
で
互
い
の
幸
福
に
到
達
す
る
こ

と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
そ
れ
故
、
ケ
ア
リ
ン
グ
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
「
相
互
に
支
え
合
う
仕
方
で
人
々
が
他
者
と
作
用
し

や
す
い
よ
う
な
状
態（

（1
（

」
を
創
造
す
る
こ
と
が
肝
要
な
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
他
者
へ
の
共
感
や
想
像
力
を
働
か
せ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
新
し

い
状
況
を
他
者
と
と
も
に
創
造
し
よ
う
と
い
う
批
判
的
思
考
を
も
働
か
せ
て
い
る
の
だ
と
言
え
よ
う
。

そ
し
て
、
ノ
デ
ィ
ン
グ
ス
に
よ
れ
ば
、
批
判
的
思
考
は
「
道
徳
的
・
社
会
的
に
重
要
な
事
柄
、
す
な
わ
ち
個
人
の
意
志
決
定
や
行
為
や
信
念
に

つ
い
て
、
理
性
を
確
実
に
働
か
せ
る
こ
と（

（1
（

」
だ
と
定
義
さ
れ
、
個
人
が
何
を
信
じ
、
ど
の
よ
う
に
意
志
決
定
す
る
か
と
い
う
点
で
、
人
間
の
あ
ら

ゆ
る
場
面
に
か
か
わ
る
も
の
だ
と
説
明
さ
れ
る
。
ま
た
、
同
時
に
、
あ
る
場
面
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
は
「
こ
ん
な
ふ
う
に
感
じ
る
べ
き
で
は
な
い
」

と
考
え
る
よ
り
も
、「
な
ぜ
私
は
こ
ん
な
ふ
う
に
感
じ
て
し
ま
う
の
か
を
」
問
う
方
に
意
味
が
あ
る
と
い
う（

（1
（

。
つ
ま
り
、
批
判
的
思
考
は
個
人
の
情

動
や
感
じ
方
と
も
関
連
づ
け
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、
学
校
で
育
ま
れ
る
べ
き
批
判
的
思
考
は
、
形
式
的
技
法
と
し
て
の
批
判
、

あ
る
い
は
他
の
可
能
性
を
否
定
し
排
除
す
る
も
の
と
し
て
の
批
判
を
身
に
つ
け
る
こ
と
で
は
な
く
、
創
造
的
、
協
同
的
な
も
の
と
し
て
の
反
省
的

思
考
（reflective thinking

）
を
発
揮
す
る
こ
と
だ
と
さ
れ
る
。
批
判
的
思
考
と
い
う
他
者
と
の
創
造
が
、
幸
福
を
目
指
す
道
徳
教
育
と
重
な
り

合
う
の
で
あ
る
。

受
苦
の
状
況
の
中
で
他
者
と
と
も
に
意
味
あ
る
生
と
は
何
か
を
問
い
続
け
る
こ
と
が
幸
福
と
結
び
つ
く
。「
規
範
意
識
」
を
身
に
つ
け
る
こ
と
、

「
モ
ラ
ル
の
低
下
」
を
問
い
直
す
こ
と
が
道
徳
教
育
の
改
革
の
要
で
あ
り
、
そ
の
強
化
に
よ
っ
て
教
育
再
生
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
方
向

性
は
問
題
で
あ
ろ
う
。
あ
る
理
想
と
な
る
生
き
方
を
目
指
さ
ざ
る
を
え
な
い
現
行
の
道
徳
教
育
は
、
何
の
た
め
に
生
き
る
の
か
と
い
う
問
い
が
等

閑
に
付
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
ケ
ア
リ
ン
グ
を
軸
と
し
て
、
幸
福
を
求
め
、
批
判
的
思
考
を
働
か
せ
る
教
育
に
よ
っ
て
、
こ
れ
を
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変
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
ノ
デ
ィ
ン
グ
ス
は
示
し
て
い
る
の
で
あ
る（

11
（

。

（
Ｂ
）
個
体
と
特
殊
者
と
い
う
観
点
か
ら
の
人
間
理
解
を
利
用
し
た
道
徳
教
育

次
に
、
二
つ
の
人
間
理
解
を
こ
の
問
題
に
取
り
入
れ
て
み
よ
う
。
こ
こ
で
は
「
個
体
と
特
殊
者
」
と
い
う
観
点
を
導
入
し
よ
う（

1（
（

。

ま
ず
、
個
体
と
特
殊
者
と
を
概
括
的
に
区
別
し
て
み
よ
う
。
ま
ず
特
殊
者
だ
が
、
こ
れ
は
「
特
殊
者

－

一
般
者
」
の
系
列
で
考
え
ら
れ
る
存
在

者
の
こ
と
で
あ
る
。
特
殊
者
に
は
あ
る
タ
イ
プ
を
も
つ
一
般
者
が
先
行
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
特
殊
者
は
代
替
可
能
な
存
在
者
で
あ
る
。
こ
れ
は

様
々
に
記
述
さ
れ
る
存
在
者
で
も
あ
る
。
そ
れ
故
、
様
々
な
性
質
や
利
害
関
係
を
と
も
な
う
。
そ
れ
に
対
し
て
個
体
は
一
般
者
の
先
行
を
受
け
な

い
唯
一
者
を
示
し
て
い
て
、
か
け
が
え
の
な
い
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
こ
れ
は
決
し
て
記
述
の
束
に
還
元
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ

れ
故
、
性
質
や
利
害
関
係
を
記
述
し
え
な
い
。
そ
も
そ
も
記
述
に
よ
る
他
と
の
比
較
を
拒
否
す
る
存
在
者
な
の
で
あ
る
。
他
者
と
共
に
生
き
る
上

で
、
個
体
性
の
把
握
は
重
要
で
あ
る
。
そ
し
て
、
個
体
と
し
て
の
関
係
を
構
築
す
る
こ
と
が
道
徳
性
に
関
わ
る
。
先
述
の
よ
う
に
、
道
徳
性
の
源

泉
で
あ
る
と
こ
ろ
の
他
者
へ
の
共
感
や
想
像
力
を
働
か
せ
る
た
め
に
は
他
者
性
の
成
立
が
不
可
欠
で
あ
る
。

で
は
、
他
者
性
の
成
立
と
は
い
か
な
る
こ
と
な
の
か
。
そ
れ
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
可
能
に
な
る
こ
と
で
、
心
が
通
じ
合
う
（
心
が
伝

わ
る
）
こ
と
が
可
能
に
な
る
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
そ
の
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
と
り
あ
え
ず
は
他
者
性
の
成
立
と
と
ら
え
よ
う
。
し
か

し
、
心
が
伝
わ
る
と
い
う
こ
と
と
他
者
性
の
成
立
と
は
い
か
な
る
関
係
に
あ
る
の
か
。

そ
も
そ
も
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
は
何
か
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
（com

m
unication

）
の
語
源
は
、
ラ
テ
ン
語
の
コ
ミ
ュ
ニ
ス
（com

-

m
unis

）
す
な
わ
ち
共
通
し
た
も
の
、
あ
る
い
は
共
有
物
（com

m
on

）
で
あ
る
。「
共
有
」
あ
る
い
は
「
共
通
」
が
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
ろ
う
。
伝
達

を
通
し
て
、「
何
か
が
共
有
さ
れ
る
」
と
い
う
事
態
、
な
い
し
は
そ
の
進
行
の
プ
ロ
セ
ス
が
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
意
味
に
と
っ
て
重
要
な
の
で

あ
る
。「
伝
達
共
有
プ
ロ
セ
ス
」
あ
る
い
は
「
伝
達
の
共
有
」
と
い
う
の
が
正
し
い
意
味
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
共
有
さ
れ
る
の

は
「
情
感
」
で
あ
ろ
う
。
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「
心
」
と
い
う
の
は
そ
も
そ
も
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
（
こ
れ
は
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、
非
言
語
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
問
わ
ず
）

や
社
会
的
な
関
係
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
と
考
え
た
い
。
そ
れ
故
、「
心
」
の
問
題
と
は
、「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
可
能
性
」（
特
殊
者
で
は
な
く
、

個
体
と
し
て
の
関
係
を
構
築
す
る
こ
と
）
の
問
題
で
あ
り
、
も
っ
と
言
え
ば
「
共
感
可
能
性
」（
特
殊
者
で
は
な
く
、
個
体
と
し
て
認
知
す
る
こ

と
）
の
問
題
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
人
間
は
自
分
が
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
き
る
範
囲
」
や
「
共
感
で
き
る
範
囲
」
を
定
め
、
そ
の
外
側
に
対

し
て
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
や
共
感
す
る
こ
と
を
度
外
視
す
る
。
そ
の
範
囲
こ
そ
、
私
た
ち
が
「
心
が
あ
る
」
と
考
え
る
対
象
の
範
囲
で
あ
ろ

う
。
そ
れ
を
個
体
と
特
殊
者
の
問
題
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
こ
れ
を
道
徳
教
育
に
当
て
は
め
る
と
、『
ケ
ア
リ
ン
グ
』
で
言
う
と
こ

ろ
の
、
対
話
・
練
習
・
奨
励
に
よ
っ
て
育
ま
れ
る
人
間
関
係
こ
そ
が
個
体
の
人
間
関
係
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
他
者
と
共
に
生
き
る
上
で
、
自
己
愛
、
あ
る
い
は
自
分
を
大
切
に
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
ま
さ
に
個
体
の
レ
ベ
ル
で
考
え
る
こ
と
に

他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
自
分
を
大
切
に
す
る
と
い
う
こ
と
は
自
分
の
存
在
を
肯
定
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
個
体
の
次
元
で
語
ら
れ
る
べ
き

事
象
な
の
で
あ
る
。
か
け
が
え
の
な
い
自
分
を
肯
定
す
る
こ
と
を
ベ
ー
ス
に
他
者
と
共
に
生
き
る
視
点
を
も
た
ら
す
の
は
同
じ
く
個
体
把
握
で
あ

る
。
自
分
を
特
殊
者
と
し
て
で
は
な
く
、
個
体
と
し
て
認
知
す
る
こ
と
は
、
他
者
を
個
体
と
し
て
認
知
し
、
関
係
を
構
築
す
る
こ
と
と
同
根
で
あ

る
。
自
己
愛
と
は
、
す
な
わ
ち
存
在
肯
定
で
あ
る
。
自
分
を
大
切
に
す
る
こ
と
（
自
己
尊
重
）
は
自
尊
心
（self respect

）
や
自
愛
の
思
慮
（pru-

dence

）
と
い
う
個
体
認
識
で
あ
る
。
こ
れ
は
長
期
的
な
自
己
利
益
を
求
め
、
利
他
的
な
行
動
の
基
礎
に
な
る
も
の
で
あ
り
、
対
他
性
の
源
泉
で
も

あ
る
。
自
己
肯
定
で
き
な
い
特
殊
者
の
次
元
と
区
別
さ
れ
た
個
体
性
の
次
元
が
道
徳
教
育
の
基
礎
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
と
め
て
み
よ
う
。
人
間
理
解
の
た
め
の
二
つ
の
視
点
で
あ
る
個
体
と
特
殊
者
に
今
ま
で
考
察
さ
れ
た
道
徳
性
を
当
て
は
め
て
み
よ
う
。
共
同

体
道
徳
（
共
同
体
主
義
）
と
市
場
モ
ラ
ル
（
自
由
主
義
）
は
ひ
と
ま
ず
普
遍
的
原
則
や
原
理
と
の
関
わ
り
か
ら
一
般
性
を
も
つ
人
間
理
解
の
視
点

＝
特
殊
者
の
次
元
に
対
応
す
る
。（
ケ
ア
の
倫
理
か
ら
見
れ
ば
、
正
義
の
倫
理
と
指
摘
さ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。）
一
般
的
に
言
っ
て
、
共
同
体
道

徳
と
は
個
人
に
先
行
す
る
共
同
体
を
重
視
し
て
、
歴
史
的
に
形
成
さ
れ
て
き
た
共
同
体
の
伝
統
や
慣
行
の
中
で
の
み
、
個
人
は
道
徳
的
存
在
者
と

し
て
の
使
命
を
全
う
で
き
る
（
す
べ
き
／
す
べ
き
で
な
い
）
と
い
う
見
方
で
あ
り
、
市
場
モ
ラ
ル
（
自
由
主
義
）
と
は
他
者
に
危
害
を
与
え
な
い
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限
り
、
自
己
決
定
権
を
行
使
し
う
る
と
い
う
見
方
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
、
社
会
の
中
の
一
員
（
特
殊
者
）
と
し

て
の
関
係
性
、
一
般
的
な
他
者
（
特
殊
者
）
と
の
関
係
性
の
内
で
道
徳
性
は
問
題
に
な
る
。
現
行
の
道
徳
教
育

は
こ
の
地
平
に
属
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
二
者
択
一
の
道
徳
性
で
は
な
い
。

他
方
、
ケ
ア
リ
ン
グ
倫
理
は
、
共
感
を
源
泉
と
し
た
か
け
が
え
の
な
い
他
者
と
の
人
間
関
係
を
ベ
ー
ス
に
成

立
す
る
個
体
の
地
平
で
の
倫
理
観
で
あ
ろ
う（

11
（

。
個
体
と
特
殊
者
の
区
別
を
踏
ま
え
た
上
で
、
ケ
ア
リ
ン
グ
の
倫

理
を
道
徳
教
育
に
適
用
す
る
こ
と
の
必
要
性
が
、
現
行
の
道
徳
教
育
批
判
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
。

も
っ
と
も
、
自
己
愛
＝
自
己
肯
定
を
取
り
込
む
こ
と
に
よ
り
、
共
同
体
道
徳
（
共
同
体
主
義
）
と
市
場
モ
ラ

ル
（
自
由
主
義
）
も
個
体
の
地
平
で
語
ら
れ
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る（

11
（

。
全
体
構
造
は
下
図
の
通
り
で
あ
る
。

お
わ
り
に

道
徳
教
育
が
面
白
く
な
い
と
は
よ
く
言
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、「
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
」

（
徳
目
）
を
「
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
」
と
し
て
押
し
つ
け
ら
れ
る
よ
う
な
道
徳
教
育
の
構
造
そ
の
も
の
に

起
因
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
特
殊
者
の
地
平
の
ス
キ
ー
ム
に
由
来
す
る
と
考
え
た
い
。
そ
し
て
、「
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
」
を
「
自
ら
し
た
い
こ
と
」
へ
と
変
換
す
る
こ
と
は
、
個
体
性
の
地
平
で
考
え
る
こ
と

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
で
は
、
実
効
性
の
あ
る
道
徳
教
育
の
た
め
の
構
造
変
革
は
い
か
に
す
る
べ
き
な
の
か
。

そ
の
た
め
に
は
、
徳
目
主
義
的
な
現
行
の
道
徳
教
育
に
対
す
る
二
つ
の
視
点
で
、
道
徳
教
育
を
再
構
築
す
る
こ
と
が
必
要
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

幸
福
と
道
徳
教
育
の
関
連
を
重
視
し
、「
自
分
を
大
切
に
す
る
こ
と
」
か
ら
「
他
者
を
大
切
に
す
る
こ
と
」
へ
の
個
体
性
の
関
係
構
築
を
目
指
す
道

徳
教
育
が
今
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
共
同
体
モ
ラ
ル
と
市
場
モ
ラ
ル
を
個
体
性
の
レ
ベ
ル
で
再
構
築
す
る
こ
と
に

個　体 ケアリング倫理
幸福　批判的思考

共感（一般化できない）

自己愛
存在の肯定 他者と共に生きる

特殊者 共同体道徳（社会のため）

市場モラル（個人のため）
普遍的原則（一般性）

徳目主義

⎫
｜
⎬
｜
⎭
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つ
な
が
る
か
も
し
れ
な
い
。
具
体
的
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
課
題
と
し
て
残
る
が
、
構
造
の
素
描
で
も
っ
て
、
ひ
と
ま
ず
は
示
唆
に
と
ど
め
て
お
こ
う
。

註

（
1
）	「
新
し
い
時
代
を
拓
く
心
を
育
て
る
た
め
に
」
―
次
世
代
を
育
て
る
心
を
失
う
危
機
― （
中
央
教
育
審
議
会
答
申
平
成
十
年
六
月
三
〇
日
）

（
2
）	

例
え
ば
、
山
口
意
友
は
、
学
習
指
導
要
領
の
四
つ
の
視
点
を
「
道
徳
の
レ
ベ
ル
」（
②
④
）
と
「
美
学
の
レ
ベ
ル
」（
①
③
）
と
に
分
け
て
考
え
て
い
る
。

山
口
意
友
『
反
「
道
徳
」
教
育
論
』（P

H
P

新
書
、
二
〇
〇
七
年
）
二
〇
五

－

六
頁

（
3
）	

こ
の
よ
う
に
体
系
化
さ
れ
た
内
容
は
一
九
八
九
年
の
学
習
指
導
要
領
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
が
、
そ
の
策
定
に
は
日
本
倫
理
学
会
の
小
倉
志
祥
や
相
良
亨

ら
が
関
わ
っ
た
。
越
智
貢
他
『
教
育
の
倫
理
』（
シ
リ
ー
ズ
〈
人
間
論
の
21
世
紀
的
課
題
〉
６
）
十
頁
（
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
、
二
〇
〇
八
年
）
参
照

（
4
）	

図
表
は
、
村
田
昇
編
著
『
道
徳
の
指
導
法
』（
玉
川
大
学
出
版
部
、
二
〇
一
〇
年
）
に
よ
る
。

（
5
）	

松
下
良
平
『
道
徳
教
育
は
ホ
ン
ト
に
道
徳
的
か
？
「
生
き
づ
ら
さ
」
の
背
景
を
探
る
』
一
五
七
頁
（
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
一
一
年
）

（
（
）	

同
書
、
二
五
四
頁
以
下

（
（
）	

河
野
哲
也
『
道
徳
を
問
い
直
す
―
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
教
育
の
ゆ
く
え
』
一
九
五

－

六
頁
（
ち
く
ま
新
書
、
二
〇
一
一
年
）

（
（
）	

同
書
、
一
三
頁

（
（
）	

も
ち
ろ
ん
、
河
野
は
後
で
見
る
ノ
デ
ィ
ン
グ
ス
に
触
発
さ
れ
、「
道
徳
性
と
は
、
他
者
へ
の
共
感
か
ら
始
ま
り
、
他
者
の
自
律
的
な
成
長
を
促
す
援
助
に

こ
そ
そ
の
本
質
が
あ
る
」（
同
書
、
一
七
〇
頁
）
と
主
張
し
て
い
る
こ
と
は
付
記
し
て
お
く
。

（
10
）	

村
松
聡
「
今
の
道
徳
教
育
に
欠
け
て
い
る
も
の
」
参
照
、
加
藤
尚
武
・
草
原
克
豪
編
著
『「
徳
」
の
教
育
論
』（
芙
蓉
書
房
出
版
、
二
〇
〇
九
年
）

（
11
）	「
個
体
と
特
殊
者
」
の
問
題
を
応
用
倫
理
学
の
観
点
か
ら
論
じ
た
も
の
と
し
て
拙
著
を
参
照
。
渡
部
明
『
生
命
と
情
報
の
倫
理　
「
新
ス
タ
ー
ト
レ
ッ
ク
」

に
人
間
を
学
ぶ
』（
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
、
二
〇
一
〇
年
）

（
12
）	 N

el N
oddings, C

aring: A
 Fem

inine approach to ethics and m
oral education, U

niversity of C
arifornia P

ress 1（（4 , pp.4

	

邦
訳
：
ネ
ル
・
ノ
デ
ィ
ン
グ
ス
『
ケ
ア
リ
ン
グ
―
倫
理
と
道
徳
の
教
育
：
女
性
の
観
点
か
ら
』（
立
山
善
康
ほ
か
訳
、
晃
洋
書
房
、
一
九
九
七
年
）

（
13
）	 ibid. p.30
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（
14
）	 ibid. pp.1（1

（
15
）	 N

el N
oddings, H

appiness and E
ducation, C

am
bridge U

niversity P
ress 2003 , p.1

	
邦
訳
：『
幸
せ
の
た
め
の
教
育
』（
山
崎
洋
子
・
菱
刈
晃
夫
監
訳
、
知
泉
書
館
、
二
〇
〇
八
年
）

（
1（
）	 ibid. p.3（

（
1（
）	 ibid. p.35

（
1（
）	 N

el N
oddings,  C

ritical L
esson: W

hat O
ur Schools Should Teach, C

am
bridge U

niversity P
ress 200（ , p.4 ,32

（
1（
）	 ibid, p.5

（
20
）	

ノ
デ
ィ
ン
グ
ス
の
道
徳
教
育
に
関
す
る
可
能
性
に
つ
い
て
は
、
龍
崎
忠
（
岐
阜
聖
徳
学
園
大
学
教
育
学
部
）「
ノ
デ
ィ
ン
グ
ス
の
「
批
判
的
思
考
」
論
が

道
徳
教
育
に
示
唆
す
る
も
の
」（
発
表
要
旨
）
に
多
く
を
負
っ
て
い
る
。

（
21
）	

メ
デ
ィ
ア
教
育
に
関
し
て
は
拙
論
参
照
。
渡
部
明
「
メ
デ
ィ
ア
と
教
育
」、『
情
報
と
メ
デ
ィ
ア
の
倫
理
』（
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
、
二
〇
〇
八
年
）

（
22
）	

ノ
デ
ィ
ン
グ
ス
自
身
も
、
ケ
ア
の
倫
理
は
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
も
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
と
も
違
う
と
述
べ
て
い
る
。『
学
校
に
お
け
る
ケ
ア
の
挑
戦　

も
う
一
つ
の
教
育
を
求
め
て
』（
佐
藤
学
監
訳
、
ゆ
る
み
出
版
、
二
〇
〇
七
年
）
三
二
三
頁
以
下
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
参
照
。

（
23
）	

事
実
、
松
下
（
二
〇
一
一
年
）、
も
河
野
（
二
〇
一
一
年
）
も
そ
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
。
共
同
体
道
徳
は
「
他
者
の
声
に
対
す
る
応
答
」、
市
場
モ
ラ

ル
は
、「
社
会
の
民
主
的
な
再
構
成
」
と
し
て
、
ケ
ア
の
倫
理
か
ら
再
構
成
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
ろ
う
。

（
純
真
短
期
大
学
・
教
授
）
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