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ま 

え 

が 

き 

 
「

特

別

の

教

科 

道

徳

」
で

は

、
一

人

一

人

の

生

徒

が

、
答

え

が

一

つ

で

な

い

課

題

に

道

徳

的

に

向

き

合

う
「

考

え

、
議

論

す

る

道

徳

」
へ

と

質

的

に

転

換

し

、
道

徳

教

育

の

充

実
・
強

化

を

図

る

こ

と

が

求

め

ら

れ

て

い

ま

す

。 

県

教

育

委

員

会

で

は

、

平

成

七

年

度

及

び

平

成

十

二

年

度

に

郷

土

岡

山

に

つ

い

て

深

く

理

解

し

、

郷

土

を

愛

す

る

心

豊

か

な

生

徒

を

育

成

す

る

た

め

、

道

徳

教

育

用

郷

土

資

料

集

を

刊

行

い

た

し

ま

し

た

。 

こ

の

た

び

、
こ

の

資

料

集

を

よ

り

一

層

活

用

し

て

い

た

だ

く

た

め

、
内

容

や

構

成

に

つ

い

て

見

直

し

、
改

訂

版

と

し

て
「

岡

山

県

道

徳

教

育

郷

土

資

料

集
（

中

学

校

）
授

業

パ

ッ

ケ

ー

ジ

」
を

作

成

い

た

し

ま

し

た

。

道

徳

教

育

の

特

性

に

鑑

み

れ

ば

、

地

域

の

特

色

を

生

か

せ

る

地

域

教

材

は

、

生

徒

に

と

っ

て

特

に

身

近

な

も

の

に

感

じ

ら

れ

、

教

材

に

親

し

み

な

が

ら

、

ね

ら

い

と

す

る

道

徳

的

価

値

に

つ

い

て

考

え

を

深

め

る

こ

と

が

で

き

る

と

考

え

て

お

り

ま

す

。 

各

学

校

に

お

い

て

は

、

こ

の

授

業

パ

ッ

ケ

ー

ジ

の

目

的

を

十

分

に

理

解

し

て

大

い

に

活

用

さ

れ

、

指

導

方

法

の

一

層

の

工

夫

改

善

を

進

め

、

道

徳

科

の

目

標

を

実

現

さ

れ

る

よ

う

期

待

し

ま

す

。 

終

わ

り

に

、

本

資

料

の

作

成

に

当

た

り

御

協

力

い

た

だ

き

ま

し

た

関

係

各

位

に

対

し

、

心

か

ら

感

謝

申

し

上

げ

ま

す

。 

 

令

和

六

年

三

月 

岡

山

県

教

育

庁

義

務

教

育

課 
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授
業
パ
ッ
ケ
ー
ジ
の
構
成
と
利
用
の
仕
方 

 

一 

本
書
の
構
成
に
つ
い
て 

 

 

１ 

本
書
は
、
第
１
部
の
「
教
材
」
と
第
２
部
の
「
指
導
案
」
で
構
成
し
た
。
教
材
は
前
か
ら
、
指
導
案
は
後
ろ
か
ら
開
い
て
利
用
で
き
る

よ
う
に
し
た
。 

 

２ 

「
教
材
」
は
、
岡
山
県
に
ゆ
か
り
の
あ
る
先
人
の
伝
記
や
逸
話
な
ど
を
取
り
上
げ
て
い
る
。 

３ 

「
指
導
案
」
に
は
、
教
材
を
活
用
す
る
際
、
参
考
と
な
る
本
時
案
や
板
書
例
、
他
教
科
等
と
の
関
連
を
掲
載
し
て
い
る
。 

 

二 

本
書
の
利
用
に
つ
い
て 

 

１ 

教
材
は
、
指
導
す
る
時
期
や
生
徒
の
実
態
等
を
考
慮
し
て
適
宜
工
夫
を
加
え
、
柔
軟
で
多
様
な
活
用
を
図
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。 

 

２ 

指
導
案
は
、
例
と
し
て
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
活
用
に
当
た
っ
て
は
、
地
域
社
会
や
生
徒
の
実
態
等
を
十
分
考
慮
し
て
、
創
意
工
夫
し

て
い
た
だ
き
た
い
。 

 

３ 

本
書
は
、
学
校
内
で
授
業
に
使
用
す
る
場
合
、
複
製
し
て
差
し
支
え
な
い
。 

 

４ 

本
書
の
教
材
、
指
導
案
は
、
県
教
育
庁
義
務
教
育
課
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
収
録
さ
れ
て
い
る
の
で
、
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て
活
用
す
る

と
が
可
能
で
あ
る
。 
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真
の
友
と
と
も
に 

ー 

大
原
孫 ま

ご

三 さ

ぶ

郎 ろ

う 

ー 
 

白
壁
の
町
、
倉
敷
。
文
化
都
市
と
し
て
も
名
高
い
こ
の
町
の
中
心
に
大
原
美
術
館 

が
あ
る
。 

こ
の
美
術
館
の
設
立
者
、
大
原
孫ま

ご

三
郎

さ
ぶ
ろ
う

は
、
明
治
十
三
年
（
一
八
八
〇
年
）
、
今 

の
倉
敷
市
に
生
ま
れ
た
。 

大
原
家
は
、
当
時
、
百
町
歩
を
超
え
る
土
地
を
所
有
す
る
地
主
で
あ
っ
た
が
、
こ 

の
後
、
大
き
な
紡
績

ぼ
う
せ
き

会
社
を
経
営
す
る
ほ
ど
の
財
産
家
と
な
っ
た
。 

兄
の
病
死
で
か
け
が
え
の
な
い
跡あ

と

継つ

ぎ
と
な
っ
た
孫
三
郎
は
、
自
由
気
ま
ま
で
、
わ
が
ま
ま
い
っ
ぱ
い
に
育
て
ら
れ
た
。
周
囲
か
ら
は

「
生な

ま

意
気

い

き

な
や
つ
」
と
言
わ
れ
、
少
年
時
代
の
孫
三
郎
は
、
心
を
許
し
合
え
る
友
達
が
い
な
か
っ
た
。 

  

十
六
歳
に
な
っ
た
孫
三
郎
は
、
父
親
の
反
対
も
あ
っ
た
が
、
家
族
の
説
得
に
よ
り
上
京
を
許
さ
れ
、
東
京
専
門
学
校
（
現
在
の
早
稲
田

わ

せ

だ

大
学
）
に
入
学
し
た
。
「
あ
の
大
原
の
息
子
」
と
い
う
特
別
な
視
線
か
ら
逃
れ
、
真
の
友
人
を
求
め
て
都
会
暮
ら
し
を
始
め
た
の
だ
。
し

か
し
、
そ
の
新
し
い
生
活
も
一
年
と
は
続
か
な
か
っ
た
。
彼
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
悪
友
た
ち
に
そ
そ
の
か
さ
れ
て
、
孫
三
郎
の
生
活
は

乱
れ
、
多
額
の
借
金
を
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
。 

  

事
情
を
知
っ
た
父
親
の
激
し
い
怒
り
を
受
け
、
倉
敷
へ
連
れ
戻も

ど

さ
れ
た
。
夜
汽
車
の
中
で
、
孫
三
郎
は
車
窓
を
流
れ
る
暗
闇

く
ら
や
み

を
ぼ
ん
や

り
と
見
つ
め
て
い
た
。 

（
大
変
な
過
ち
を
犯
し
て
し
ま
っ
た
。
自
分
は
、
い
っ
た
い
こ
れ
か
ら
ど
う
し
た
ら
い
い
ん
だ
。
） 

明
治
三
十
二
年
（
一
八
九
九
年
）
七
月
、
失
意
の
孫
三
郎
に
一
大
転
機
が
訪
れ
た
。
人
に
誘
わ
れ
て
行
っ
た
岡
山
孤こ

児じ

院い
ん

の
慈じ

善ぜ
ん

音
楽

大
原
家
…
父
親
は
倉
敷
紡

績
社
長
の
大
原
孝
四
郎

こ

う

し

ろ

う

。
大

原
家
は
、
明
治
末
期
頃
に
約

五
〇
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル
を
超

え
る
土
地
を
所
有
す
る
大

地
主
。 

孤
児
院
…
両
親
に
死
別
す

る
な
ど
し
て
、
頼
れ
る
人

が
い
な
く
な
っ
た
子
供
を

養
育
す
る
施
設
。 

百
町
歩
…
約
一
〇
〇
ヘ
ク

タ
ー
ル
。 
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会
で
、
院
長
の
石
井
十
次

じ
ゅ
う
じ

に
出
会
っ
た
の
だ
。
自
分
の
全
て
を
か
け
て
孤
児
の
救
済
と
教
育
の
た
め
に
走
り
回
る
十
次
の
姿
に
、
孫
三

郎
は
身
が
震ふ

る

え
る
の
を
感
じ
た
。 

（
こ
ん
な
人
が
い
る
の
だ
、
こ
ん
な
生
き
方
が
あ
っ
た
の
だ
…
…
。
） 

そ
し
て
、
孫
三
郎
と
十
次
と
の
交
友
が
始
ま
っ
た
。
良
い
本
を
読
む
よ
う
に
、
日
記
を
つ
け
る
よ
う
に
と
十
次
は
親し

ん

身み

に
な
っ
て
孫

三
郎
に
忠
告
し
た
。
孫
三
郎
も
ま
た
、
毎
日
が
悪
戦
苦
闘
の
孤
児
院
経
営
に
つ
い
て
、
十
次
の
相
談
相
手
と
な
っ
た
。
孤
児
院
の
一
室

で
深
夜
ま
で
語
り
合
い
な
が
ら
、
孫
三
郎
は
自
分
と
い
う
人
間
が
変
わ
っ
て
い
く
の
を
感
じ
て
い
た
。 

  

十
次
の
強
い
影
響
を
受
け
、
人
の
た
め
に
、
社
会
の
た
め
に
、
自
分
の
生
涯

し
ょ
う
が
い

と
財
産
と
を

捧
さ
さ
げ

げ
よ
う
と
考
え
た
孫
三
郎
は
、
一
時
は

千
二
百
人
も
の
子
ど
も
を
抱
え
て
い
た
岡
山
孤
児
院
へ
の
資
金
援
助
を
手
始
め
に
、
次
々
と
社
会
事
業
を
手
が
け
て
い
っ
た
。 

同
じ
こ
ろ
、
孫
三
郎
は
児
島
虎と

ら

次
郎

じ

ろ

う

と
い
う
若
い
画
家
と
出
会
っ
た
。
虎
次
郎
は
孫
三
郎
の
一
歳
年
下
で
、
家
業
の
か
た
わ
ら
絵
の
道

を
志
し
、
単
身
東
京
で
勉
強
を
続
け
る
苦
学
生
だ
っ
た
。
虎
次
郎
は
、
画
家
と
し
て
生
き
て
い
く
決
意
を
と
つ
と
つ
と
話
し
、
そ
の
ひ

た
む
き
な
情
熱
と
純
粋
な
人
柄
は
孫
三
郎
の
胸
を
打
っ
た
。 

（
こ
こ
に
も
、
す
ば
ら
し
い
人
が
い
た
。
虎
次
郎
さ
ん
は
誠
実
で
、
信
頼
で
き
る
人
だ
。
こ
の
人
と
友
達
に
な
り
た
い
。
そ
し
て
、
彼
の

才
能
を
伸
ば
す
手
伝
い
が
し
た
い
。
） 

孫
三
郎
は
、
虎
次
郎
を
物
心

ぶ
っ
し
ん

両
面

り
ょ
う
め
ん

に
わ
た
っ
て
援
助
し
、
虎
次
郎
も
ま
た
孫
三
郎
の
期
待
に
こ
た
え
よ
う
と
創
作
に
打
ち
込
ん
だ
。

孫
三
郎
の
紹
介
で
、
十
次
と
出
会
っ
た
虎
次
郎
は
、
岡
山
孤
児
院
に
寄
宿
し
て
、
昼
は
子
ど
も
た
ち
を
モ
デ
ル
に
筆
を
と
り
、
夜
は
孫
三

郎
や
十
次
と
共
に
語
り
明
か
す
よ
う
に
な
っ
た
。 

明
治
四
十
年
（
一
九
〇
七
年
）
、
孤
児
院
で
の
情
景
を
描
い
た
虎
次
郎
の
絵
は
、
東
京
勧
業

か
ん
ぎ
ょ
う

博
覧
会

は
く
ら
ん
か
い

美
術
展
で
一
等
賞
を
取
っ
た
。

自
分
の
こ
と
の
よ
う
に
喜
ん
だ
孫
三
郎
は
、
さ
ら
に
本
場
で
学
ん
で
ほ
し
い
と
、
彼
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
留
学
に
送
り
出
し
た
。 

虎
次
郎
と
の
出
会
い
…
こ

の
年
、
東
京
美
術
学
校
に

入
学
し
た
虎
次
郎
が
応
募

し
た
奨
学
生

し
ょ
う
が
く
せ
い

の
面
接
が
、

二
人
の
出
会
い
だ
っ
た
。

孫
三
郎
は
、
郷
土
出
身
の

有
望
な
若
者
を
援
助
し
よ

う
と
「
大
原
奨
学
会
」
を
設

立
し
て
い
た
。 

一
等
賞
…
こ
の
美
術
展
で

一
等
賞
を
取
り
、
宮
内

く

な

い

省

御
買
上

お
か
い
あ
げ

と
な
っ
た
「
な
さ

け
の
庭
」
は
、
虎
次
郎
が
岡

山
孤
児
院
に
住
み
込
ん

で
、
そ
の
情
景
を
描
い
た

も
の
で
あ
る 
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虎
次
郎
は
、
多
く
の
画
家
と
の
交
流
を
通
し
て
多
く
の
も
の
を
学
び
、
創
作
活
動
に
邁
進

ま
い
し
ん

し
た
。
ベ
ル
ギ
ー
の
美
術
学
校
を
首
席
で

卒
業
し
た
の
ち
に
帰
国
し
た
。
し
か
し
、
虎
次
郎
の
よ
う
な
大
器
を
日
本
の
中
に
埋う

も
れ
さ
せ
る
の
は
惜お

し
い
と
考
え
た
孫
三
郎
は
、

朝
鮮
・
中
国
へ
の
旅
行
を
、
ま
た
二
度
目
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
留
学
を
勧す

す

め
た
。
期
待
ど
お
り
、
虎
次
郎
は
日
本
人
と
し
て
初
め
て
サ
ロ
ン
・

ソ
シ
エ
テ
・
ナ
シ
ョ
ナ
ル
の
正
会
員
に
な
り
、
パ
リ
で
最
も
認
め
ら
れ
た
日
本
人
に
な
っ
た
。 

そ
ん
な
あ
る
日
、
孫
三
郎
の
元
に
、
虎
次
郎
か
ら
思
い
が
け
な
い
手
紙
が
届
い
た
。
「
若
い
画
家
た
ち
の
勉
強
の
た
め
に
、
日
本
の
芸

術
界
の
た
め
に
、
西
洋
の
近
代
名
画
を
日
本
で
見
る
機
会
を
作
り
た
い
。
そ
の
た
め
に
、
本
物
の
絵
を
少
し
で
も
多
く
日
本
に
買
っ
て

帰
り
た
い
。
孫
三
郎
さ
ん
、
力
を
貸
し
て
ほ
し
い
。
」
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。 

当
時
は
、
美
術
品
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
な
ど
、
金
持
ち
の
道
楽
と
思
わ
れ
て
い
た
。
そ
の
上
、
第
一
次
大
戦
後
の
不
景
気
で
、
孫
三
郎
の

事
業
の
経
営
状
態
は
大
変
厳
し
か
っ
た
。
そ
も
そ
も
、
留
学
の
目
的
は
、
虎
次
郎
自
身
の
絵
の
勉
強
の
た
め
で
あ
っ
た
は
ず
だ
。 

（
虎
次
郎
さ
ん
、
洋
画
の
収
集
は
そ
ん
な
に
も
意
義
あ
る
こ
と
な
の
か
。
） 

何
通
に
も
お
よ
ぶ
懇
願

こ
ん
が
ん

の
手
紙
を
前
に
、
孫
三
郎
は
悩
ん
だ
。 

 

八
か
月
後
、
迷
っ
た
末
に
孫
三
郎
は
洋
画
購
入
を
認
め
る
電
報
を
打
ち
、
そ
の
費
用
を
送 

っ
た
。 

（
私
に
は
絵
の
価
値
は
十
分
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
虎
次
郎
さ
ん
は
、
優
れ
た
洋
画
が 

必
ず
や
日
本
美
術
教
育
の
た
め
に
、
社
会
の
た
め
に
役
立
つ
も
の
と
信
じ
て
い
る
。
そ 

し
て
彼
は
、
私
な
ら
そ
の
考
え
を
理
解
す
る
は
ず
だ
と
確
信
し
て
い
る
。
私
も
、
彼
の
信 

念
と
情
熱
を
信
じ
よ
う
。
） 

 

昭
和
四
年
（
一
九
二
九
年
）
、
虎
次
郎
は
ア
ト
リ
エ
で
倒た

お

れ
、
四
十
七
歳
の
短
い
生
涯

し
ょ
う
が
い 

虎次郎からの手紙を前に思案に暮れる孫三郎 

サ
ロ
ン
・
ソ
シ
エ
テ
・
ナ

シ
ョ
ナ
ル
…
一
八
六
二

年
に
創
設
さ
れ
た
フ
ラ

ン
ス
の
美
術
団
体
。
フ
ラ

ン
ス
美
術
の
中
核
を
支

え
て
い
た
。 
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を
閉
じ
た
。 

そ
し
て
翌
年
、
虎
次
郎
の
遺
志
を
継
い
だ
孫
三
郎
の
手
に
よ
っ
て
、
大
原
美
術
館
は
開
館
し
た
。 

「
虎
次
郎
さ
ん
、
や
っ
と
で
き
た
よ
、
日
本
で
最
初
の
洋
画
の
美
術
館
が
。
私
た
ち
の
願
い
が
つ
ま
っ
た
美
術
館
じ
ゃ
。
そ
し
て
、
君
が

望
ん
だ
よ
う
に
、
こ
の
倉
敷
を
、
き
っ
と
文
化
の
中
心
地
に
し
て
み
せ
る
よ
。
」 

  

そ
れ
か
ら
九
十
年
、
「
友
情
」
と
い
う
固
い
き
ず
な
で
結
ば
れ
た
二
人
の
生
き
ざ
ま
を
見
つ
め
て
き
た
名
画
の
数
々
は
、
今
日
も
「
世

界
の
オ
オ
ハ
ラ
」
の
壁
を
飾
っ
て
い
る
。 

   

 

 

児
島
虎
次
郎
略
年
譜 

一
八
八
一 

高
梁
市
成
羽
町
に
生
ま
れ
る
。 

一
九
〇
一 

絵
を
学
ぶ
た
め
に
東
京
に
出
る
。 

一
九
〇
二 

東
京
美
術
学
校
（
現
東
京
芸
術
大
学
）
に
入
学
す
る
。 

一
九
〇
四 

東
京
美
術
学
校
を
卒
業
す
る
。 

一
九
〇
八 

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
留
学
す
る
。 

一
九
一
二 

ベ
ル
ギ
ー
の
ゲ
ン
ト
美
術
ア
カ
デ
ミ
ー
を
首
席
で
卒
業
す
る
。 

一
九
一
三 

石
井
十
次
の
長
女
友 と

も

子 こ

と
孫
三
郎
の
媒
酌

ば
い
し
ゃ
く

で
結
婚
す
る
。 

一
九
二
〇 

サ
ロ
ン
・
ソ
シ
エ
テ
・
ナ
シ
ョ
ナ
ル
の
日
本
人
初
の
正
会
員
に
な
る
。 

同
年 

 

モ
ネ
の
「
睡
蓮

す
い

れ
ん

」
の
買
い
付
け
に
成
功
す
る
。 

一
九
二
二 

エ
ル
・
グ
レ
コ
の
「
受
胎

じ
ゅ

た
い

告
知

こ

く

ち

」
の
買
い
付
け
に
成
功
す
る
。 

一
九
二
九 
虎
次
郎
没
す
る
。 

大
原
孫
三
郎
略
年
譜 

一
八
八
〇 

 

倉
敷
市
に
生
ま
れ
る
。 

一
八
九
七 

 

東
京
専
門
学
校
（
現
早
稲
田
大
学
）
に
入
学
す
る
。 

一
八
九
九 

石
井
十
次
と
出
会
う
。
大
原
奨
学
会

し
ょ
う
が
く
か
い

を
設
立
す
る
。 

一
九
〇
二 

児
島
虎
次
郎
と
出
会
う
。 

一
九
〇
六 

倉
敷
紡
績
社
長
と
倉
敷
銀
行
（
現
中
国
銀
行
）
頭
取

と
う

ど
り

に
就
任
す
る
。 

一
九
一
四 

大
原
奨
農
会

し
ょ
う
の
う
か
い

（
現
岡
山
大
学
内
）
を
設
立
す
る
。
石
井
十
次
没 ぼ

っ

す
る
。 

一
九
一
七 

石
井
記
念
愛
染

あ
い

ぜ
ん

園 え
ん(

貧
困
者
対
象
の
夜
学
校･

保
育
所)

を
設
立
す
る
。 

一
九
一
九 

大
原
社
会
問
題
研
究
所
（
現
法
政
大
学
内
）
を
設
立
す
る
。 

一
九
二
一 

倉
敷
労
働
科
学
研
究
所(

現
大
原
記
念
労
働
科
学
研
究
所)

を
設
立
す
る
。 

一
九
二
三 

倉
紡

く
ら

ぼ
う

中
央
病
院
（
現
倉
敷
中
央
病
院
）
を
開
院
す
る
。 

一
九
二
六 

倉
敷
絹
織

け
ん
し
ょ
く

（
現
ク
ラ
レ
）
を
設
立
す
る
。 

一
九
三
〇 

大
原
美
術
館
を
開
館
す
る
。 

一
九
四
三 

孫
三
郎
没
す
る
。 
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土
を
味
わ
う
男 

― 

金か

ね

重
陶

し

げ

と

う

陽よ

う 

― 

 

「
良
い
土
は
お
い
し
い
も
の
で
す
ぜ
。
」 

男
は
土
を
手
に
取
る
と
、
そ
れ
を
口
に
含ふ

く

み
、
か
ん
で
味
を
確
か
め
た
。 

こ
の
男
こ
そ
、
人
間
国
宝
に
ま
で
な
っ
た
金
重
陶
陽

か

ね

し

げ

と

う

よ

う

そ
の
人
で
あ
る
。 

  

陶
陽
は
明
治
二
十
九
年
（
一
八
九
六
）
一
月
三
日
、
備
前
の
古
い
窯
元

か
ま
も
と 

の
一
つ
金
重
家
の
長
男
と
し
て
、
岡
山
県
和
気
郡
伊
部

い

ん

べ

村
（
現
在
の
備
前 

市
伊
部
）
に
生
ま
れ
た
。
陶
陽
が
生
ま
れ
た
明
治
時
代
は
文
明
開
化
の
時 

代
で
、
西
洋
の
も
の
を
取
り
入
れ
る
の
に
忙

い
そ
が

し
く
て
、
古
く
か
ら
あ
る
日 

本
の
文
化
が
軽か

ろ

ん
じ
ら
れ
た
時
代
で
も
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
備
前
焼
も
見
向
き
も
さ
れ
ず
、
彼
の
家
の
生
活
も
楽
で
は
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
毎
日
の
食
べ
る
米
が
満
足
に
な
い
と
き
で
さ
え
、
幼
い
陶
陽
が
父
の
仕
事
場
の
土
を
ま
た
ぎ
で
も
し
よ
う
も
の
な
ら
、
父
に

し
か
り
飛
ば
さ
れ
た
。 

  

十
四
歳
、
高
等
小
学
校
を
卒
業
の
年
。
家
は
依
然

い

ぜ

ん

と
し
て
貧
し
か
っ
た
。 

（
上
級
の
学
校
へ
進
学
し
た
い
。
し
か
し
、
貧
し
い
家
は
ど
う
な
る
だ
ろ
う
。
） 

（
自
分
は
こ
の
由
緒

ゆ
い
し
ょ

あ
る
金
重
家
を
継つ

が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
備
前
焼
に
未
来
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。)  

心
は
揺ゆ

れ
動
き
、
眠
れ
な
い
夜
が
続
い
た
。 

（
よ
し
、
自
分
で
備
前
焼
の
未
来
を
切
り
開
こ
う
。
自
分
が
先
祖
の
残
し
て
く
れ
た
も
の
を
受
け
継
ぎ
、
い
つ
ま
で
も
人
々
か
ら
愛
さ

人
間
国
宝
…
重
要
無
形
文

化
財
保
持
者
。
演
劇
・
音

楽
・
工
芸
技
術
な
ど
で
高

度
な
技
術
を
有
す
る
人
を

国
が
認
定
し
て
い
る
。 

高
等
小
学
校
…
尋

常

じ
ん
じ
ょ
う

小

学
校
の
後
、
学
ぶ
学
校
の

こ
と
。 

文
明
開
化
…
明
治
時
代
に

な
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
ア

メ
リ
カ
の
近
代
的
な
文
化

を
取
り
入
れ
て
、
世
の
中

の
様
子
が
変
わ
っ
た
こ

と
。 
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れ
る
作
品
を
作
ろ
う
。
） 

 

陶
陽
は
進
学
を
あ
き
ら
め
た
。
十
六
歳
の
と
き
か
ら
、
一
人
で
窯か

ま

を
た
き
、
一
人
で
焼
き
物
を
売
っ
て
歩
い
た
。
ほ
と
ん
ど
金
に
は

な
ら
な
か
っ
た
が
、
一
生
懸
命

い
っ
し
ょ
う
け
ん
め
い

だ
っ
た
。 

「
金
に
も
な
ら
な
い
も
の
を
よ
く
そ
ん
な
に
熱
心
に
や
る
も
の
だ
。
」 

近
所
の
人
は
あ
き
れ
て
見
て
い
た
。 

「
良
い
も
の
は
そ
う
た
や
す
く
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
悪
い
も
の
が
売
れ
る
の
が
不
思
議
だ
。
」 

陶
陽
は
言
い
返
し
た
。
そ
し
て
、
焼
き
物
や
古
美
術
品
の
展
示
会
を
欠
か
さ
ず
見
て
回
っ
た
。 

 
 

あ
る
日
、
陶
陽
は
京
都
の
財
産
家
を
訪
れ
た
。
そ
こ
で
古こ

備び

前ぜ
ん

を
見
た
。 

「
こ
れ
だ
。
」 

人
が
使
い
や
す
い
よ
う
に
す
る
工
夫
か
ら
生
ま
れ
た
無
駄

む

だ

の
な
い
形
の
美
し
さ
と
力
強
さ
が
あ
っ
た
。
そ
の
日
か
ら
、
茶
器
作
り
を

始
め
た
。
だ
が
、
す
ぐ
に
大
き
な
壁
に
突つ

き
当
た
っ
て
し
ま
っ
た
。 

陶
陽
は
、
作
っ
た
茶
器
を
茶さ

道ど
う

の
先
生
の
と
こ
ろ
に
持
っ
て
行
っ
た
。 

「
こ
れ
は
使
い
物
に
な
り
ま
せ
ん
ね
。
表
面
が
ざ
ら
ざ
ら
し
て
茶
巾

ち
ゃ
き
ん

が
引
っ
掛か

か
っ
て
し
ま
う
で
し
ょ
う
。
」 

先
生
は
、
茶
器
を
じ
っ
と
な
が
め
た
り
な
で
た
り
し
た
後
、
そ
う
言
っ
た
。 

「
備
前
焼
で
は
良
い
茶
器
は
作
れ
な
い
。
茶
道
を
何
も
知
ら
な
い
田
舎
人

い
な
か
び
と

が
茶
器
な
ど
作
れ
る
も
の
か
。
」 

人
々
が
笑
っ
て
い
る
声
が
耳
に
入
っ
て
く
る
。
物
事
の
厳
し
さ
を
思
い
知
ら
さ
れ
た
。 

（
多
く
の
人
々
に
本
当
に
愛
さ
れ
る
も
の
を
作
り
た
い
。
そ
し
て
、
桃
山
時
代
の
古
備
前
に
追
い
つ
き
た
い
。
） 

茶
巾
…
お
茶
を
た
て
る
時
、

茶
碗

ち
ゃ
わ
ん

を
ぬ
ぐ
う
の
に
用
い

る
麻
布
。 

古
備
前
…
江
戸
時
代
前
期

ま
で
に
制
作
さ
れ
た
備
前

焼
。 
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陶
陽
は
、
そ
れ
か
ら
表
千
家

お
も
て
せ
ん
け

の
茶
を
習
い
、
大
阪
や
京
都
ま
で
古
備
前
を
見
に
出 

か
け
た
。
そ
し
て
、
茶
器
を
作
っ
て
は
考
え
、
考
え
て
は
作
っ
た
。
友
人
か
ら
、
い 

い
か
げ
ん
に
や
め
る
よ
う
忠
告
さ
れ
た
が
、
ど
う
し
て
も
後
に
は
引
け
な
か
っ
た
。 

（
何
か
が
違ち

が

う
、
何
か
が
…
…
。
） 

陶
陽
は
行
き
詰づ

ま
っ
た
。 

（
そ
う
だ
。
土
だ
。
土
は
備
前
焼
の
生
命

い

の

ち

な
の
だ
。
） 

 
 

そ
れ
か
ら
と
い
う
も
の
、
毎
日
毎
日
、
手
に
マ
メ
を
つ
く
り
な
が
ら
伊
部
付
近
の 

田
ん
ぼ
を
掘ほ

り
あ
さ
っ
て
土
を
調
べ
た
。
ふ
と
、
土
に
も
味
が
あ
る
の
で
は
な
い
か 

と
思
い
、
口
に
含
ん
で
み
た
。
す
る
と
場
所
に
よ
っ
て
土
の
味
が
違
っ
て
い
た
。
土 

を
な
め
る
の
で
口
の
周
り
に
泥ど

ろ

を
つ
け
て
歩
い
て
い
て
、
お
か
し
く
な
っ
た
と
思
わ 

れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
ま
た
、
田
ん
ぼ
に
穴
を
開
け
た
ら
、
水
が
漏も

っ
て
困
る
と
し 

か
ら
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
ま
っ
白
に
雪
で
お
お
わ
れ
た
日
に
は
、
ス
コ
ッ
プ
を
握に

ぎ 

る
指
は
凍こ

お

り
そ
う
で
、
白
い
息
を
吹
き
か
け
な
が
ら
掘
っ
た
。 

 

や
が
て
来
た
春
、
桜
の
満
開
の
下
で
も
掘
り
続
け
た
。
土
を
探
し
求
め
て
、
何
度
桜
の
花
を
見
た
こ
と
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
な
か
な

か
思
う
よ
う
な
土
は
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
。
疲つ

か

れ
は
て
て
腰こ

し

を
お
ろ
し
、
一
人
た
め
息
を
つ
い
た
。
そ
れ
か
ら
ど
れ
く
ら
い
の
時
間
が

た
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。 

（
よ
し
、
も
う
一
度
四
、
五
寸
の
と
こ
ろ
を
掘
っ
て
み
よ
う
。
） 

表
千
家
…
茶
道
の
流
派
の

ひ
と
つ
。 

伊
部
の
田
ん
ぼ
…
現
在
伊

部
の
田
ん
ぼ
の
下
層
部
の

干
寄

ひ

よ

せ

と
呼
ば
れ
る
粘
土

ね

ん

ど

が

備
前
焼
の
最
高
の
粘
土
と

さ
れ
て
い
る
。 

 

四
、
五
寸
…
一
寸
は
約
三
セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
。
四
、
五
寸

は
約
十
二
～
十
五
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
。 
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気
を
取
り
直
し
て
掘
り
起
こ
し
、
い
つ
も
の
よ
う
に
そ
こ
の
土
を
口
に
含
ん
だ
。
み
る
み
る
う
ち
に
陶
陽
の
目
か
ら
涙
が
あ
ふ
れ
だ

し
た
。 

（
お
い
し
い
。
こ
れ
だ
。
こ
れ
が
探
し
求
め
て
い
た
土
だ
。
） 

汗
と
涙
と
土
と
で
ぐ
し
ゃ
ぐ
し
ゃ
の
顔
の
ま
ま
、
田
ん
ぼ
の
持
ち
主
の
と
こ
ろ
に
駆か

け
込こ

ん
だ
。 

「
あ
の
土
な
ん
で
す
。
」 

ぶ
し
つ
け
に
切
り
出
し
た
。 

「
陶
陽
さ
ん
か
ね
。
ま
あ
、
そ
こ
で
顔
を
洗
い
な
さ
い
。
」 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

手
ぬ
ぐ
い
を
差
し
出
さ
れ
て
や
っ
と
我
に
返
っ
た
。
そ
の
土
を
足
で
踏ふ

ん
で
、
練
っ
て
は
小
さ
な
石
粒

い
し
つ
ぶ

を
取
り
除
き
、
練
り
直
し
て

は
ま
た
小
さ
な
石
粒
を
取
り
除
い
て
、
一
年
寝
か
せ
た
。
や
っ
と
土
の
作
り
方
を
発
見
し
、
桃
山
時
代
の
よ
う
な
土
味

つ
ち
あ
じ

を
出
す
こ
と
が

で
き
た
と
き
に
は
、
陶
陽
は
三
十
四
歳
に
な
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
土
の
完
成
は
、
同
時
に
陶
陽
の
焼
成

や
き
な
り

の
工
夫
、
す
な
わ
ち
火
へ
の

挑
戦

ち
ょ
う
せ
ん

へ
の
始
ま
り
で
も
あ
っ
た
。 

 

 

    

金
重
陶
陽
略
年
譜 

一
八
九
六 

備
前
市
伊
部
に
生
ま
れ
る
。
本
名
は
金
重
勇
。 

一
九
一
〇 

父
楳 ば

い

陽 よ
う

に
つ
い
て
作
陶
を
始
め
る
。 

一
九
三
〇 

古
備
前
の
美
を
求
め
て
土
を
探
し
、
研
究
し
て
桃
山
調
の
土
味
を
出
す
こ 

と
に
成
功
す
る
。 

一
九
五
二 
 

北
大
路

き

た

お

お

じ

魯
山
人

ろ

さ

ん

じ

ん

、
イ
サ
ム
・
ノ
グ
チ
ら
が
備
前
を
訪
れ
、
交
友
を
深
め
る
。 

こ
れ
に
よ
り
備
前
焼
が
全
国
的
な
視
野
で
評
価
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。 

焼
成
…
火
の
温
度
の
上

げ
下
げ
を
す
る
こ
と
に

よ
り
、
作
品
の
肌 は

だ

に
変
化

を
つ
け
る
こ
と
。
陶
陽
は

火
の
性
格
を
よ
く
知
っ

て
お
り
、
「
窯 か

ま

焚 た

き
の
名

人
」
と
呼
ば
れ
た
。 

 

一
九
五
六 

重
要
無
形
文
化
財
保
持
者
（
人
間
国
宝
）
に
認
定
さ
れ
る
。 

一
九
六
〇 

岡
山
県
文
化
賞
を
受
賞
す
る
。 

一
九
六
六 

紫
綬

し

じ

ゅ

褒
章

ほ
う
し
ょ
う

を
受
賞
す
る
。 

一
九
六
七 

昭
和
天
皇
・
皇
后
両
陛
下
の
伊
部
行
幸

ぎ
ょ
う
こ
う

啓 け
い

の
際
、
ろ
く
ろ
で
大
鉢
を
作
っ
て 

ご
覧 ら

ん

に
入
れ
る
。 

 
 

同
年 

 

没 ぼ
っ

す
る
。（
七
十
二
歳
）
勲 く

ん

四
等

よ
ん

と
う

旭
日
小
綬

き
ょ
く
じ
つ
し
ょ
う
じ
ゅ

賞
し
ょ
う

受
賞
を
受
賞
す
る
。 
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岐
路

き

ろ

に
立
つ 

ー 

山
室
軍

や

ま

む

ろ

ぐ

ん

平 ぺ

い 

ー 

   

新
見
市
（
旧
哲
多

て

っ

た

町
）
の
本
郷

ほ
ん
ご
う

小
学
校
の
校
庭
の
片
隅
に
、
「
山
室
軍
平

や
ま
む
ろ
ぐ
ん
ぺ
い

」
の
像
が 

立
っ
て
い
る
。 

 

軍
平
は
、
明
治
五
年
に
こ
の
地
の
貧
し
い
農
家
の
八
番
目
の
子
ど
も
と
し
て
生
ま
れ
た
。 

軍
平
が
生
ま
れ
た
当
時
の
日
本
は
、
公
共
の
福
祉

ふ

く

し

対
策
が
十
分
で
な
く
、
食
べ
る
も
の
さ 

え
満
足
に
得
ら
れ
ず
、
貧
し
い
生
活
の
ま
ま
死
ん
で
い
く
人
も

珍
め
ず
ら

し
く
な
か
っ
た
。 

 

軍
平
は
そ
ん
な
社
会
的
に
弱
い
立
場
の
人
々
を
救
う
た
め
に
、
お
金
や
食
べ
物
を
提
供 

し
た
り
、
結
核

け
っ
か
く

療
養
所

り
ょ
う
よ
う
じ
ょ

や
貧
し
い
人
の
た
め
の
病
院
を
開
設
し
た
り
、
不
況
対
策
と
し 

て
労
働
者
紹
介
所
を
開
設
し
た
り
す
る
な
ど
、
数
々
の
社
会
福
祉
事
業
に
取
り
組
ん
だ
。 

  

そ
ん
な
彼
の
生
き
方
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
の
は
、
母
、
と
も
の
存
在
だ
っ
た
。
と
も
は
と
て
も
優
し
い
人
で
、
貧
し
い
人
が
訪
ね

て
く
る
と
、
自
分
の
食
べ
物
が
無
く
な
っ
て
も
、
食
べ
物
を
与
え
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
っ
た
。
と
も
の
後
ろ
姿
を
見
て
育
っ
た
軍
平
は
、

人
を
思
い
や
る
優
し
さ
を
自
然
に
身
に
付
け
て
い
っ
た
。 

  

ま
た
、
軍
平
は
幼
い
こ
ろ
か
ら
多
く
の
書
物
を
読
ん
で
育
っ
た
。
向
学
心
が
強
く
、
い
つ
か
は
学
問
で
身
を
立
て
た
い
と
考
え
て
い
た
。

そ
の
思
い
が
募つ

の

っ
て
、
十
四
歳
の
時
に
上
京
。
活
版
所
の
職
工

し
ょ
っ
こ
う

と
し
て
働
き
な
が
ら
、
英
語
や
政
治
・
経
済
な
ど
を
独
学
で
学
ん
だ
。
勉

学
に
励は

げ

む
中
で
自
分
の
将
来
を
考
え
た
と
き
、
と
も
の
影
響
も
あ
っ
て
か
、
世
の
中
の
弱
い
立
場
の
人
を
救
い
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
強

く
な
っ
て
い
っ
た
。 

岐

路

…

わ

か

れ

道

。 

活
版
所
…
活
字
を
組
ん
で
、

印
刷
す
る
と
こ
ろ
。 
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そ
ん
な
と
き
、
あ
る
人
か
ら
「
単
に
知
識
を
得
る
こ
と
に
重
き
を
置
か
ず
、
人
徳
を
磨
き
、
知
識
や
人
徳
を
も
っ
て
人
の
た
め
に
尽つ

く

せ
る
人
物
を
作
り
た
い
」
と
考
え
た
新
島
襄

に
い
じ
ま
じ
ょ
う

の
教
え
や
人
格
の
す
ば
ら
し
さ
な
ど
の
う
わ
さ
を
聞
き
、
ぜ
ひ
教
え
を
請こ

い
た
い
と
考
え
る

よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
学
資
の
め
ど
も
た
た
な
い
ま
ま
に
、
新
島
襄
の
大
学
へ
進
学
を
決
意
し
た
。 

  

大
学
に
入
学
し
て
か
ら
は
、
学
問
の
お
も
し
ろ
さ
や
深
さ
に
ひ
か
れ
、
尊
敬
す
る
先
生
や
先
輩
た
ち
に
も
恵
ま
れ
、
心
豊
か
な
日
々
を

送
っ
て
い
た
。
だ
か
ら
、
経
済
的
な
困
難
も
乗
り
越
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
、
尊
敬
す
る
新
島
先
生
が
亡
く
な
っ
て
、
大
学
で
は
、

「
神
・
宇
宙
・
人
生
・
永
遠
」
な
ど
、
抽
象
的
な
こ
と
ば
か
り
が
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
軍
平
も
た
く
さ
ん
の
本
を
読
み
、

数
多
く
の
講
演
を
聞
い
て
勉
強
に
励は

げ

ん
だ
。
し
か
し
、
学
べ
ば
学
ぶ
ほ
ど
、
抽
象
的
な
こ
と
ば
か
り
論
じ
て
、
そ
れ
を
現
実
の
生
活
の
中

で
生
か
そ
う
と
し
な
い
学
問
の
あ
り
方
に
疑
問
を
感
じ
、
学
問
に
対
す
る
興
味
も
だ
ん
だ
ん
薄う

す

れ
て
い
く
の
だ
っ
た
。 

  

軍
平
は
迷
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
心
身
と
も
に
疲
れ
果
て
て
い
た
。 

（
大
学
を
や
め
る
べ
き
か
。
そ
れ
と
も
こ
の
ま
ま
卒
業
ま
で
続
け
る
べ
き
か
。
） 

学
資
は
も
と
よ
り
、
そ
の
日
の
食
事
代
も
な
か
っ
た
。
十
日
間
以
上
の
断
食
は
、
身
体
に
は
か
な
り
こ
た
え
た
が
、
何
度
も
同
じ
よ
う

な
苦
難
を
乗
り
越
え
て
き
た
。
そ
れ
以
上
に
軍
平
を
苦
し
め
て
い
る
も
の
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
学
問
に
対
す
る
迷
い
で
あ
り
、
自
分
の

生
活
に
目
的
を
見
い
だ
せ
な
く
な
っ
た
不
安
だ
っ
た
。 

  

そ
の
時
、
脳
裏
に
よ
き
理
解
者
で
あ
り
、
経
済
的
な
援
助
を
し
て
く
れ
た
吉
田
の
優
し
い
顔
が
浮う

か
ん
で
き
た
。 

（
今
大
学
を
や
め
た
ら
、
自
分
の
食
費
を
切
り
詰つ

め
て
、
わ
た
し
の
学
資
に
充あ

て
て
く
だ
さ
り
、
励
ま
し
の
言
葉
を
幾
度

い

く

ど

と
な
く
か
け
て

く
だ
さ
っ
た
吉
田
さ
ん
に
何
と
言
え
ば
い
い
の
だ
ろ
う
。
） 

 

ま
た
、
「
岡
山
孤
児
院
の
た
め
に
力
を
貸
し
て
ほ
し
い
。
」
と
言
っ
た
石
井
十
次

じ
ゅ
う
じ

の
言
葉
が
思
い
出
さ
れ
た
。
い
ず
れ
は
社
会
的
・
経

新
島
襄 

（
一
八
四
三
～
九
〇
） 

ア
マ
ー
ス
ト
大
学
を
卒

業
。
岩
倉
使
節
団
に
随
行

ず
い
こ
う

し
欧
米
の
教
育
施
設
を
視

察
。
帰
国
後
、
京
都
に
同
志

社
英
学
校
（
後
の
同
志
社

大
学
）
を
創
立
。
キ
リ
ス
ト

教
精
神
に
基
づ
く
教
育
に

専
念
し
た
。 

人
徳
…
他
人
の
苦
し
み
や

つ
ら
さ
を
の
ぞ
き
、
喜
び

や
楽
し
み
を
与
え
よ
う
と

す
る
徳
。 

学
資
…
学
問
を
修
め
る
の

に
必
要
な
費
用
。
学
費
。 

吉
田
…
吉
田
清
太
郎
。
軍

平
の
恩
人
の
一
人
。
同
志

社
大
学
の
先
輩
。 

脳
裏
…
頭
の
中
。
心
の
中
。 
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済
的
に
恵め

ぐ

ま
れ
な
い
人
の
た
め
に
働
き
た
い
と
考
え
て
い
た
軍
平
に
と
っ
て
、
一
つ
の
模
範

も

は

ん

で
あ
り
、
大
き
な
刺
激

し

げ

き

に
な
っ
て
い
た
の
が

十
次
で
あ
り
、
十
次
の
開
い
た
岡
山
孤
児

こ

じ

院
だ
っ
た
。
十
次
は
自
ら
の
私
財
を
す
べ
て
つ
ぎ
込
み
、
孤
児
を
救
う
た
め
の
施
設
を
建
て
た

の
だ
っ
た
。
彼
の
孤
児
に
対
す
る
深
い
愛
情
は
、
彼
の
生
活
の
す
べ
て
に
表
れ
て
い
た
。
軍
平
は
以
前
か
ら
、
大
学
で
寄
付
を
集
め
、
石

井
の
も
と
に
送
っ
て
い
た
。 

あ
る
時
、
岐
阜
や
愛
知
を
中
心
に
大
地
震
が
起
こ
り
、
七
千
名
以
上
の
人
々
の
命
が
奪う

ば

わ
れ
、
十
四
万
戸
以
上
の
家
屋
が
失
わ
れ
た
。

学
生
だ
っ
た
軍
平
は
、
い
て
も
立
っ
て
も
い
ら
れ
な
く
な
っ
た
。
そ
し
て
、
自
ら
の
考
え
で
、
孤
児
の
救
済
の
た
め
に
、
被
災
地
の
ほ
と

ん
ど
の
役
場
に
行
っ
て
、
岡
山
孤
児
院
で
孤
児
を
お
世
話
で
き
る
こ
と
を
知
ら
せ
て
歩
い
た
。
被
災
地

ひ

さ

い

ち

の
子
ど
も
た
ち
の
泣
き
叫
ぶ
声

や
哀あ

わ

れ
に
や
せ
細
っ
た
姿
が
、
軍
平
の
行
動
力
を
一
層
高
め
た
。
十
次
は
軍
平
の
行
動
に
感
謝
し
、
そ
の
行
動
力
に
影
響
を
受
け
、
自

ら
被
災
地
に
出
向
き
、
孤
児
救
済
に
取
り
か
か
っ
た
。
軍
平
は
、
十
次
と
知
り
合
い
、
活
動
に
協
力
で
き
た
こ
と
に
よ
り
、
十
次
の
生
き

方
に
深
い
共
感
を
覚
え
た
の
だ
っ
た
。
軍
平
の
心
の
中
は
、
す
ぐ
に
で
も
貧
し
い
人
や
恵
ま
れ
な
い
人
の
た
め
に
働
き
た
い
と
い
う
気

持
ち
で
い
っ
ぱ
い
に
な
っ
て
い
た
。 

 

軍
平
は
、
迷
っ
た
末
に
、
五
年
間
学
び
、
卒
業
を
目
の
前
に
し
た
大
学
を
去
っ
た
。 

  

そ
れ
か
ら
数
年
後
の
十
二
月
、
雪
が
ち
ら
つ
く
東
京
の
街
頭
で
、
道
行
く
人
々
に
何
度
も
何
度
も
こ
う
呼
び
か
け
て
い
る
軍
平
の
姿

が
あ
っ
た
。 

「
も
う
す
ぐ
お
正
月
が
き
ま
す
。
し
か
し
今
、
食
べ
る
物
は
も
ち
ろ
ん
着
る
物
も
、
そ
し
て
、
住
む
と
こ
ろ
に
も
困
っ
て
い
る
人
々
が

た
く
さ
ん
い
ま
す
。
皆
さ
ん
の
ご
厚
意

こ

う

い

で
、
そ
の
よ
う
な
人
々
を
救
っ
て
い
た
だ
き
た
い
の
で
す
。
お
金
で
も
食
べ
物
で
も
な
ん
で
も

け
っ
こ
う
で
す
。
ど
う
か
皆
さ
ん
、
ご
協
力
く
だ
さ
い
。
」 

孤
児
院
…
両
親
に
死
別
す

る
な
ど
し
て
、
頼
れ
る
人

が
い
な
く
な
っ
た
子
供
を

養
育
す
る
施
設
。 

大
地
震
…
濃
尾

の

う

び

地
震
の
こ

と
。 

一
八
九
一
年
十
月
二
十
八

日
濃
尾
平
野
に
発
生
し
た

激
震
。 
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な
か
な
か
善
意
の
品
物
は
集
ま
ら
な
か
っ
た
が
、
軍
平
は
一
向
に
く
じ
け
る
様
子
も
な
く
、
さ
ら
に
大
き
な
声
で
呼
び
か
け
続
け
る

の
だ
っ
た
。
そ
の
顔
は
、
明
る
く
力
強
く
自
信
に
満
ち
て
い
て
、
迷
い
は
な
か
っ
た
。 

  

そ
の
う
ち
、
あ
る
老
婦
人
が
餅も

ち

を
か
ご
に
入
れ
て
く
れ
て
か
ら
、
一
人
ま
た
一
人
と
、
お
金
や
パ
ン
・
果
物
・
お
か
し
な
ど
を
か
ご
に

入
れ
て
く
れ
た
。 

「
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
で
、
温
か
い
気
持
ち
で
お
正
月
を
迎む

か

え
ら
れ
る
人
が
増
え
ま
す
。
ご

厚
意
に
感
謝
し
ま
す
。
」 

軍
平
は
、
か
ご
に
集
ま
っ
た
物
を
一
つ
一
つ
配
る
と
き
の
こ
と
を
思
う
と
、
う
れ
し
く
て
た
ま
ら
な
か
っ
た
。
雪
の
舞
い
落
ち
る
空

に
、
貧
し
い
人
々
の
笑
顔
が
次
々
と
浮
か
ん
で
く
る
の
だ
っ
た
。 

        

山
室
軍
平
略
年
譜 

一
八
七
二 

 

阿
哲
郡
本
郷
村
に
生
ま
れ
る
。 

 
 
 
 

 

一
八
八
〇 

 

養
子
と
な
る
。（
足
守
の
杉
本
弥
太
郎
宅
・
軍
平
の
母
の
弟
） 

一
八
八
六 

築
地

つ

き

じ

活
版
製
造
所
の
職
工
と
な
る
。 

一
八
八
九 

同
志
社
大
学
に
入
学
す
る
。 

一
八
九
二 

救
世
軍
に
入
隊
す
る
。 

一
八
九
四 

高
梁
の
教
会
で
伝
道
師
と
し
て
働
く
。 

一
八
九
六 

日
本
初
の
救
世
士
官
と
な
る
。 

 

一
八
九
九 

佐
藤
機
恵
子
と
結
婚
す
る
。 

 
 
 
  
 
  
 
 

妻
と
と
も
に
「
平
民
の
福
音
」
を
執
筆
す
る
。 

一
九
〇
四 

第
三
回
救
世
軍
大
会
へ
出
席
の
た
め
渡
欧
す
る
。 

一
九
〇
九 

慈
善
鍋
の
運
動
を
始
め
る
。 

一
九
二
六 

児
童
虐
待
防
止
運
動
を
始
め
る
。 

一
九
四
〇 

三
月
一
三
日 

没
す
る
。 
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社
会
福
祉
の
先
覚
者

せ

ん

か

く

し

ゃ 
 

ー 

留
岡

と

め

お

か

幸 こ

う

助 す

け 

ー 
   

北
海
道
紋
別
郡

も
ん
べ
つ
ぐ
ん

遠
軽
町

え
ん
が
る
ち
ょ
う

留
岡

と
め
お
か

、
こ
こ
に
北
海
道
家
庭
学
校
（
以
下
「
家
庭
学
校
」

と
い
う
。
）
が
あ
る
。
こ
の
家
庭
学
校
は
、
現
在
民
間
の
施
設
と
し
て
は
全
国
で
た

だ
一
つ
の
男
子
の
児
童
自
立
支
援
施
設
で
あ
る
。
礼
拝
堂
や
宿
舎
、
畜
舎
な
ど
三

十
二
棟
に
の
ぼ
る
施
設
を
は
じ
め
、
農
場
や
山
林
を
含ふ

く

む
四
百
三
十
九
ヘ
ク
タ
ー

ル
の
こ
の
教
育
農
場
は
、
大
正
三
年
（
一
九
一
四) 

の
開
設
以
来
、
二
千
五
百
名
以

上
の
少
年
た
ち
の
社
会
復
帰
を
助
け
て
き
た
。 

こ
の
家
庭
学
校
の
創
始
者
が
、
留
岡
幸
助
で
あ
る
。 

   

元
治

げ

ん

じ

元
年
（
一
八
六
四
）
、
幸
助
は
、
備
中
松
山
城
下
（
現
在
の
高
梁

た
か
は
し

市
）
で
町
人
の
子
に
生
ま
れ
、
す
ぐ
に
米
屋
を
営
む
留
岡
家
の
養
子

と
な
っ
た
。                                       

 

 

少
年
時
代
の
あ
る
日
、
幸
助
は
士
族
の
子
と
け
ん
か
を
し
た
。
相
手
が
木
刀
で
打
っ
て
き
た
の
に
対
し
、
自
分
は
相
手
の
腕
に
か
み
つ
い

て
抵
抗
し
た
の
で
あ
る
。
相
手
の
士
族
の
家
は
怒
り
、
幸
助
の
義
父
に
取
り
引
き
の
中
止
を
伝
え
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
幸
助
は
義
父
に
殴な

ぐ

り
倒
さ
れ
る
と
い
う
罰
を
受
け
た
の
で
あ
る
。   

（
も
と
も
と
は
相
手
の
暴
力
が
原
因
な
の
に
、
な
ぜ
自
分
だ
け
が
罰
を
受
け
る
の
か
。
相
手
の
暴
力
は
棚た

な

上
げ
に
し
て
、
自
分
だ
け
罪
人
扱

い
さ
れ
た
の
で
は
あ
ま
り
に
も
不
公
平
だ
。
） 

こ
う
し
た
出
来
事
を
通
し
て
、
身
分
差
別
は
不
合
理
だ
と
感
じ
て
い
た
幸
助
は
、
そ
の
後
、
神
の
前
で
は
士
族
も
町
人
も
同
じ
価
値
を
も 

北
海
道

ほ
っ
か
い
ど
う

紋
別
郡

も
ん
べ
つ
ぐ
ん

遠
軽
町

え
ん
が
る
ち
ょ
う

留
岡

と
め
お
か 

        

紋
別
市 

  

サ
ロ
マ
湖 

 

先
覚
者
…
人
々
よ
り
先
に
物

事
の
道
理
や
時
代
の
流
れ
の

変
化
を
見
抜
き
、
事
を
行
っ
た

人
。 

 

児
童
自
立
支
援
施
設
…
児
童

福
祉
法
に
基
づ
く
児
童
施
設

の
一
つ
で
、
不
良
行
為
を
す
る

お
そ
れ
の
あ
る
児
童
や
家
庭

環
境
等
か
ら
生
活
指
導
を
要

す
る
児
童
を
入
所
さ
せ
、
必
要

な
指
導
を
行
っ
て
自
立
を
支

援
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。     

  

士
族
…
明
治
維
新
の
際
、
旧
武

士
階
級
に
与
え
ら
れ
た
身
分
。

法
律
上
の
特
権
は
な
い
。 

 

棚
上
げ
…
問
題
を
一
時
的
に

未
処
理
・
未
解
決
の
ま
ま
に
し

て
お
く
こ
と
。 
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っ
て
い
る
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
の
教
え
に
触
れ
、
高
梁
教
会
で
洗
礼
を
受
け
た
。
そ
し
て
、
明
治
十
八
年
（
一
八
八
五
）
、
京
都
の
同
志
社
英

学
校
に
進
学
し
た
。
当
時
同
志
社
英
学
校
で
は
、
世
の
中
へ
の
奉
仕
を
自
分
の
使
命
と
し
て
、
社
会
的
に
弱
い
立
場
の
人
々
に
尽
く
す
こ
と

を
教
え
と
し
て
い
た
。 

「
留
岡
君
、
君
は
こ
の
先
ど
う
し
た
い
ん
だ
い
。
」 

同
志
社
英
学
校
で
友
人
と
な
っ
た
岡
本
に
尋
ね
ら
れ
た
幸
助
は
、
手
に
持
っ
て
い
た
本
の
表
紙
を
見
せ
た
。 

「
実
は
、
こ
の
『
監
獄

か
ん
ご
く

改
良
家
と
し
て
の
ジ
ョ
ン
・
ハ
ワ
ー
ド
』
と
い
う
伝
記
を
読
ん
で
、
僕
は
身
震
い
が
し
て
ね
。
そ
れ
で
僕
は
、
監
獄

改
良
に
取
り
組
も
う
か
と
考
え
て
い
る
ん
だ
よ
。
」 

「
な
ぜ
監
獄
な
ん
だ
い
。
世
間
で
は
、
罪
人
は
ど
ん
な
愛
を
も
っ
て
し
て
も
改
善
で
き
な
い
と
し
て
、
冷
た
く
見
捨
て
て
い
る
こ
と
な
の
に
。
」 

 
 

 
 

 
 

岡
本
は
尋
ね
た
。 

幸
助
の
脳
裏
に
は
、
少
年
の
日
に
感
じ
た
あ
の
苦
い
思
い
出
が
浮
か
ん
で
い
た
。 

「
僕
は
そ
う
は
思
わ
な
い
ん
だ
。
」
と
言
っ
て
か
ら
、
幸
助
は
話
を
続
け
た
。 

「
政
府
は
、
罪
人
を
北
海
道
に
送
り
こ
み
、
ま
る
で
牛
馬
の
よ
う
に
扱
っ
て
過
酷

か

こ

く

な
環
境
で
働
か
せ
る
そ
う
だ
。
い
く
ら
な
ん
で
も
ひ
ど
す

ぎ
る
よ
。
人
間
は
、
き
っ
か
け
さ
え
あ
れ
ば
、
自
分
の
間
違
い
に
気
付
き
改
心
す
る
こ
と
だ
っ
て
で
き
る
と
思
う
よ
。
だ
か
ら
僕
は
、
罪

人
の
心
の
支
え
に
な
り
た
い
ん
だ
。
ハ
ワ
ー
ド
の
よ
う
に
、
一
本
の
蝋
燭

ろ
う
そ
く

に
な
っ
て
社
会
の
暗
黒
を
照
ら
し
た
い
。
」 

幸
助
の
決
意
は
固
か
っ
た
。 

 

幸
助
は
同
志
社
英
学
校
を
卒
業
後
、
教
会
で
の
伝
道
生
活
を
経
て
、
ア
メ
リ
カ
に
渡
り
、
監
獄
事
業
に
つ
い
て
学
ん
だ
。
そ
し
て
、
帰
国

後
は
非
行
少
年
た
ち
の
自
立
を
支
え
る
「
家
庭
学
校
」
を
設
立
し
よ
う
と
考
え
た
。
罪
人
の
多
く
が
不
遇

ふ

ぐ

う

な
少
年
時
代
を
送
り
罪
を
犯
し 

洗
礼
…
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
な

る
た
め
の
儀
式
。 

 

同
志
社
英
学
校
…
の
ち
の
同

志
社
大
学
に
な
る
。 

     

監
獄
…
受
刑
者
・
刑
事
被
告

人
・
被
疑
者
を
監
視
す
る
施

設
。 

         

伝
道
…
そ
の
宗
教
の
教
え
を

伝
え
広
め
て
、
信
仰
を
う
な
が

す
こ
と
。 

 

監
獄
事
業
…
そ
れ
ま
で
監
獄

は
罰
を
与
え
る
施
設
と
考
え

ら
れ
て
い
た
が
、
十
九
世
紀

末
、
監
獄
で
は
受
刑
者
は
過
去

に
つ
い
て
罰
せ
ら
れ
、
将
来
に

備
え
て
訓
練
さ
れ
る
べ
き
と

い
う
考
え
に
よ
っ
て
、
監
獄
を

改
良
す
る
動
き
が
起
こ
っ
た
。 
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た
こ
と
か
ら
、
罪
を
犯
す
前
の
少
年
期
か
ら
支
援
す
る
こ
と
が
重
要
と
考
え
た
か
ら
だ
。
彼
は
ま
ず
、
東
京
の
巣す

鴨が
も

に
家
庭
学
校
を
設
立

し
た
。
し
か
し
、
厳
し
い
大
自
然
こ
そ
が
人
間
を
育
て
て
く
れ
る
と
信
じ
、
北
海
道
の
社
名

し

ゃ

な

淵ふ
ち

に
北
海
道
家
庭
学
校
を
設
立
し
た
い
と
考

え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
理
想
に
燃
え
る
幸
助
に
思
わ
ぬ
壁
が
立
ち
は
だ
か
っ
た
。 

家
庭
学
校
の
設
立
に
向
け
て
、
地
域
か
ら
反
対
の
声
が
上
が
っ
た
の
だ
。
住
民
た
ち
は
、
非
行
少
年
が
集
め
ら
れ
る
家
庭
学
校
が
地
域

に
悪
い
影
響
を
及お

よ

ぼ
す
の
で
は
な
い
か
と
心
配
し
て
い
た
の
だ
。 

「
少
年
た
ち
は
確
か
に
過

あ
や
ま

ち
を
犯
し
た
け
れ
ど
、
そ
れ
は
、
親
と
離
れ
ば
な
れ
に
な
り
生
き
て
い
く
上
で
仕
方
な
く
過
ち
を
犯
し
て
し
ま 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

っ
た
者
が
多
い
の
で
す
。
自
分
で
生
き
て
い
く
力
を
身
に
付
け
れ
ば
、
こ
の
先
再
び
過
ち
を
犯
す
こ
と
は
な
い
と
私
は
信
じ
て
い
ま
す
。 

 
 

 
 

家
庭
学
校
は
、
少
年
た
ち
が
自
ら
過
ち
を
反
省
し
、
こ
れ
か
ら
生
き
て
い
く
力
を
身
に
付
け
て
い
く
た
め
の
施
設
で
す
。
私
は
、
彼
ら
の 

 

過
去
に
と
ら
わ
れ
ず
、
未
来
に
希
望
を
も
た
せ
て
や
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
ど
う
か
彼
ら
に
や
り
直
す
機
会
を
も
た
せ
て
や
っ
て
く
だ
さ

い
。
」 

幸
助
は
、
家
庭
学
校
設
立
へ
の
理
解
を
求
め
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。 

こ
う
し
た
努
力
の
末
、
よ
う
や
く
設
立
し
た
家
庭
学
校
で
、
幸
助
は
少
年
た
ち
の
立
ち
直
り
に
向
け
て
、
試
行

し

こ

う

錯
誤

さ

く

ご

の
日
々
を
重
ね
た
。 

 

当
時
、
少
年
た
ち
を
収
容
す
る
施
設
の
多
く
は
、
高
い
塀へ

い

や
見
張
り
台
が
あ
り
、
逃
げ
ら
れ
な
い
よ
う
に
し
っ
か
り
と
監
視
す
る
こ
と

が
当
た
り
前
だ
っ
た
。
し
か
し
、
幸
助
は
そ
れ
で
は
、
少
年
た
ち
は
立
ち
直
れ
な
い
と
考
え
て
い
た
。
幸
助
は
、
家
庭
的
な
雰
囲
気
の
中
で

少
年
た
ち
一
人
一
人
と
向
き
合
い
、
彼
ら
が
家
族
と
し
て
大
切
に
さ
れ
る
こ
と
、
自
然
の
中
で
一
生
懸
命
働
く
こ
と
で
自
分
が
役
に
立
っ

て
い
る
と
い
う
実
感
を
も
た
せ
る
こ
と
が
大
切
だ
と
考
え
て
い
た
。
彼
ら
の
一
面
だ
け
を
見
て
判
断
す
る
の
で
は
な
く
、
彼
ら
を
信
じ
彼

ら
の
よ
さ
や
可
能
性
を
引
き
出
し
伸
ば
す
こ
と
で
、
彼
ら
に
社
会
の
中
で
生
き
て
い
く
力
を
身
に
付
け
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
そ
の
た
め
家

庭
学
校
で
は
、
鍵か

ぎ

の
な
い
部
屋
で
少
年
た
ち
と
職
員
が
共
に
生
活
す
る
よ
う
に
し
た
。
ま
た
、
学
校
で
の
勉
強
だ
け
で
な
く
荒
れ
た
土
地 
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を
開
墾
し
、
野
菜
を
育
て
た
り
牛
馬
の
世
話
を
し
た
り
す
る
な
ど
共
に
汗
を
流
し
て
働
く
中
で
、
彼
ら
の
可
能
性
を
引
き
出
し
て
い
っ
た
。 

世
間

せ

け

ん

で
は
陰
口
を
た
た
か
れ
、
見
向
き
も
さ
れ
な
か
っ
た
の
に
、
こ
こ
で
は
一
人
の
人
間
と
し
て
大
切
に
さ
れ
、
一
生
懸
命
働
け
ば
そ

れ
が
周
り
か
ら
認
め
ら
れ
、
大
自
然
も
そ
れ
に
応こ

た

え
て
く
れ
る
、
こ
の
こ
と
が
、
少
年
た
ち
の
す
さ
ん
だ
心
を
次
第
に
回
復
さ
せ
て
い
っ

た
。
そ
し
て
、
一
生
懸
命
働
く
少
年
た
ち
の
姿
は
、
家
庭
学
校
の
設
立
に
否
定
的
だ
っ
た
人
々
の
心
を
動
か
し
、
家
庭
学
校
は
地
域
に
受
け

入
れ
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

北
海
道
家
庭
学
校
が
あ
る
地
に
は
「
留
岡
」
と
い
う
名
が
つ
い
て
い
る
。
そ 

れ
は
、
自
分
の
生
き
る
価
値
、
生
き
る
目
的
を
見
い
だ
し
て
ほ
し
い
と
い
う
思 

い
で
少
年
た
ち
に
寄
り
添
い
、
可
能
性
を
信
じ
て
自
立
を
支
え
続
け
て
き
た
幸 

助
の
長
年
の
功
績
を
た
た
え
た
も
の
で
あ
る
。
児
童
福
祉
法
の
改
正
に
よ
り
罪 

を
犯
し
た
児
童
を
受
け
入
れ
る
施
設
か
ら
社
会
的
に
養
護
が
必
要
な
児
童
を
受 

け
入
れ
る
施
設
へ
と
変
わ
っ
て
き
て
い
る
が
、
現
在
も
豊
か
な
自
然
の
中
で
、 

幸
助
の
思
い
は
受
け
継
が
れ
、
少
年
た
ち
の
大
切
な
居
場
所
と
な
っ
て
い
る
。 

            

留
岡
幸
助
の
略
年
譜 

一
八
六
四 

備
中
松
山
城
下
（
現
在
の
高
梁
市
）
で
町
人
の
子
と
し
て
生
ま
れ
る
。 

 

一
八
九
九 

巣
鴨
家
庭
学
校
創
設
。
以
後
、
校
長
を
務
め
る
。 

一
八
八
五 

同
志
社
英
学
校
別
科
神
学
科
に
進
む
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

警
察
監
獄
学
校
教
授
と
な
る
。 

 
 
 
 
 

大
学
卒
業
後 

丹
波
第
一
教
会
で
伝
道
生
活
に
入
る
。 

 
 
 
 
 
 
 

一
九
○
○ 
内
務
省
嘱
託
と
な
る
。（
～
一
九
一
四
） 

一
八
九
一 

北
海
道
空
知
集
治
監
教
誨
師
と
な
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一
九
一
四 

北
海
道
に
渡
り
、
北
海
道
家
庭
学
校(

家
庭
学
校
北
海
道 

一
八
九
四  

渡
米
遊
学
（
三
十
歳
）。（
～
一
八
九
六
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

農
場
・
社
名
淵
分
校)

を
開
校
。（
五
十
歳
） 

 
 
 
 
 

そ
の
後
、
霊
南
坂
教
会
牧
師
、
巣
鴨
監
獄
教
誨
師
と
な
る
。 

 
 
 
 
 

一
九
三
三 

勇
退
し
、
名
誉
校
長
と
な
る
。
翌
年
、
没
す
る
。 

※
１ 

教
誨 か

い

師
…
刑
務
所
・
少
年
院

な
ど
で
、
収
容
者
に
対
し
て

徳
性
の
育
成
を
目
的
と
し
て

教
育
す
る
人
。 

 

※
２ 

嘱
託

し
ょ
く
た
く

…
通
常
の
社
員
・
職
員

と
は
異
な
り
、
そ
の
能
力
な

ど
を
生
か
し
て
特
定
の
仕
事

を
依
頼
さ
れ
た
人
。 

※
１ 

※
２ 
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荒
波
を
乗
り
越
え
て 

ー 

吉
備
真
備

き

び

の

ま

き

び 

ー 

   

飛
鳥
時
代
の
終
わ
り
、
六
九
五
年
の
春
、
下
道

し
も
つ
み
ち

郡ぐ
ん

八
田

や

た

郷ご
う

（
現
在
の
倉
敷
市
真
備

ま

び

町
箭や

田た

）
に
大
き
な
産
声

う
ぶ
ご
え

が
響
い
た
。
圀く

に

松ま
つ

（
の
ち

の
真
備
）
の
誕
生
で
あ
る
。
す
く
す
く
と
育
っ
た
圀
松
は
、
父
が
奈
良
の
都
で
宮
廷
の
警
備
を
す
る
仕
事
を
し
て
い
た
た
め
、
両
親
と
と

も
に
都
で
生
活
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。 

圀
松
は
よ
く
勉
学
に
励
み
、
国
に
仕
え
る
役
人
を
養
成
す
る
「
大
学
寮
」
に
入
学
し
た
。
こ
の
大
学
寮
は
、
全
国
に
一
つ
し
か
な
く
、

位
の
高
い
役
人
の
子
ど
も
だ
け
が
入
る
こ
と
が
で
き
た
。
父
の
位

が
低
か
っ
た
圀
松
は
、
特
別
に
試
験
を
受
け
て
合
格
し
た
。
圀
松

は
、
誰
よ
り
も
一
生
懸
命
学
問
に
励
ん
だ
。
そ
し
て
首
席
で
卒
業

し
、
名
前
を
真
備
と
改
め
る
こ
と
を
許
さ
れ
た
。 

 

七
一
七
年
、
真
備
は
、
第
八
次
遣
唐
船
留
学
生
に
選
ば
れ
、
僧
の

玄
昉

げ
ん
ぼ
う

や
貴
族
の
阿
倍

あ

べ

の

仲な
か

麻
呂

ま

ろ

ら
と
共
に
、
四
隻せ

き

の
船
に
乗
り
、
唐
に

向
け
て
出
発
し
た
。
真
備
は
、
ま
だ
二
十
三
歳
の
若
者
だ
っ
た
。 

遣
唐
船
の
旅
は
、
大
変
危
険
な
も
の
で
あ
っ
た
。
当
時
は
、
季
節

風
の
知
識
に
乏と

ぼ

し
く
、
遣
唐
船
は
よ
く
難
破

な

ん

ぱ

し
た
。
そ
こ
で
遣
唐
大

使
と
副
使
は
必
ず
別
々
の
船
に
乗
り
、
無
事
に
着
い
た
方
が
国
の

代
表
を
務
め
た
。
ま
た
無
事
に
着
い
て
も
、
次
の
遣
唐
船
の
迎
え
は

圀
松
…
荒
木
栄
悦
著
「
吉

備
真
備
物
語
」
の
中
で
使

用
さ
れ
た
架
空
の
幼
名
。 

首
席
…
一
番
い
い
成
績
。 



21 

 

い
つ
来
る
か
わ
か
ら
ず
、
三
十
年
後
に
戻
っ
た
例
も
あ
っ
た
。 

家
族
の
心
配
も
相
当
な
も
の
だ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
旅
に
対
す
る
自
分
自
身
の
不
安
も
大
き
か
っ
た
。
し
か
し
、
真
備
は
大
学
寮
の
講

義
だ
け
で
は
物
足
り
な
さ
を
感
じ
て
お
り
、
唐
で
本
物
の
学
問
を
学
び
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
日
増
し
に
強
く
な
っ
て
、
留
学
生
に
な
る

こ
と
を
決
意
し
た
。 

 

唐
の
都
、
長
安
は
世
界
で
最
先
端

さ
い
せ
ん
た
ん

の
政
治
制
度
や
文
化
が
あ
り
、
遣
唐
使
は
、
そ
の
進
ん
だ
仕
組
み
を
日
本
に
取
り
入
れ
、
国
家
の
確

立
を
め
ざ
す
た
め
に
派
遣

は

け

ん

さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
真
備
た
ち
は
新
し
い
学
問
や
政
治
制
度
な
ど
多
く
の
こ
と
を
日
本
に
持
ち
帰
ろ
う
と

必
死
で
学
ん
だ
。 

十
七
年
の
歳
月
が
流
れ
、
待
ち
に
待
っ
た
遣
唐
船
が
日
本
か
ら
着
い
た
と
い
う
知
ら
せ
が
届
い
た
。
真
備
た
ち
は
長
安
を
出
発
し
、
陸

路
を
経
て
、
船
に
乗
り
込
み
つ
い
に
種
子
島

た
ね
が
し
ま

に
流
れ
着
い
た
。
そ
し
て
島
伝
い
に
北
上
し
、
半
年
以
上
か
け
て
、
七
三
五
年
の
春
、
よ
う

や
く
奈
良
の
都
に
帰
り
着
く
こ
と
が
で
き
た
。 

 

真
備
は
、
唐
か
ら
持
っ
て
帰
っ
て
き
た
知
識
や
経
験
を
活
か
し
、
新
し
い
国
を
作
ろ
う
と
動
き
始
め
た
。
病
気
で
困
っ
て
い
る
民
衆
の

た
め
に
医
療
を

施
ほ
ど
こ

し
て
薬
を
与
え
、
米
の
と
れ
な
い
民
衆
の
た
め
に
、
新
し
い
作
物
の
作
り
方
を
教
え
た
。
さ
ら
に
儒
教
や
仏
教
を
盛
ん

に
し
て
、
唐
の
よ
う
な
国
を
作
る
こ
と
を
天
皇
に
提
案
し
た
。
こ
う
し
て
国
の
た
め
に
尽
力
し
た
真
備
は
天
皇
の
信
頼
を
得
て
、
姓
を
与

え
ら
れ
、
「
吉
備
朝
臣
真
備
」
と
名
乗
る
こ
と
を
許
さ
れ
た
。 

 

し
か
し
、
当
時
政
権
を
握
っ
て
い
た
藤
原
仲
麻
呂
に
う
と
ま
れ
、
真
備
は
筑
前

ち
く
ぜ
ん
の

守か
み

、
続
い
て
肥
前

ひ
ぜ
ん
の

守か
み

と
し
て
都
か
ら
遠
く
離
れ
た
九
州

へ
と
追
い
や
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
真
備
は
、
九
州
で
生
活
す
る
よ
う
に
な
っ
て
も
、
常
に
都
の
様
子
や
国
づ
く
り
の
こ
と
が
気
に
か
か
っ

て
い
た
。 

長
安
…
唐
の
中
心
的
な
都

市
で
、
人
口
一
〇
〇
万
人

を
超
え
、
文
化
の
中
心
と

し
て
栄
え
て
い
た
。 

種
子
島
…
鹿
児
島
県
の
南

方
に
あ
る
島
。 

肥
前
…
現
在
の
佐
賀
県
あ

た
り
。 

筑
前
…
現
在
の
福
岡
県
北

西
部
。 
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そ
ん
な
折
に
、
都
か
ら
一
通
の
手
紙
が
届
い
た
。
今
度
は
遣
唐
副
使
と
し
て
再
び
唐
へ
向
か
う
よ
う
に
と
い
う
内
容
で
あ
っ
た
。 

真
備
に
と
っ
て
は
、
嬉
し
い
知
ら
せ
だ
っ
た
。
今
の
日
本
は
国
の
政
治
が
乱
れ
、
豪
族
た
ち
に
よ
る
激
し
い
権
力
争
い
が
起
こ
っ
て
い

る
。
貧
し
い
生
活
を
し
て
い
る
人
々
も
、
そ
の
争
い
に
巻
き
込
ま
れ
て
命
を
失
っ
て
い
る
の
だ
。
さ
ら
に
は
日
照
り
や
干
ば
つ
が
続
い
て

飢
饉

き

き

ん

が
起
こ
り
、
人
々
は
税
が
払
え
ず
苦
し
ん
で
い
る
。
国
の
政
治
の
仕
組
み
を
整
え
て
、
人
々
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
国
に
し
て
い
く

た
め
に
は
、
も
う
一
度
唐
に
行
っ
て
多
く
の
こ
と
を
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

そ
う
考
え
た
真
備
で
は
あ
っ
た
が
、
同
時
に
不
安
も
重
く
の
し
か
か
っ
て
き
た
。
唐
ま
で
の
航
海
は
決
し
て
安
全
で
は
な
い
。
前
回
は

た
ま
た
ま
無
事
に
戻
っ
て
こ
ら
れ
た
が
、
命
を
落
と
し
た
仲
間
た
ち
も
大
勢
い
る
。
再
度
日
本
に
戻
っ
て
こ
ら
れ
る
と
い
う
保
証
は
な
い
。

年
齢
も
五
十
五
歳
を
過
ぎ
て
い
る
。
い
く
ら
多
く
の
こ
と
を
学
ん
で
も
、
そ
れ
を
持
ち
帰
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、
新
し
い
国
づ
く
り

を
進
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
。 

 
 

ど
う
す
べ
き
か
考
え
抜
い
た
末
、
そ
れ
で
も
再
び
唐
に
行
く
こ
と
を
決
意
し
た
真
備
は
、
七
五
一
年
、
第
十
次
遣
唐
副
使
と
し
て
遣
唐

船
に
乗
り
日
本
を
出
発
し
た
。 

真
備
は
、
遣
唐
副
使
と
し
て
の
任
務
を
果
た
す
と
と
も
に
、
以
前
共
に
唐
に
渡
っ
た
阿
倍
仲
麻
呂
と
再
会
し
、
政
治
や
仏
教
、
文
化
な

ど
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
深
く
学
ん
だ
。
そ
の
後
、
一
緒
に
帰
る
こ
と
と
な
っ
た
仲
麻
呂
ら
の
乗
っ
た
船
は
嵐
で
遭
難

そ
う
な
ん

し
、
日
本
に
戻
る
こ

と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
真
備
の
船
は
ま
ず
沖
縄
に
着
き
、
さ
ら
に
紀
伊
半
島
に
流
れ
着
い
た
後
、
無
事
都
に
帰
る
こ
と
が
で
き
た
。 

 
 

 
 

こ
の
と
き
真
備
は
唐
の
高
僧
で
あ
っ
た
鑑が

ん

真じ
ん

を
日
本
に
招
き
、
日
本
の
仏
教
界
の
立
て
直
し
に
努
め
た
。
ま
た
、
造ぞ

う

東
大
寺

と
う
だ
い
じ

長
官

ち
ょ
う
か
ん

に
就

任
し
、
奈
良
の
都
に
東
大
寺
を
建
立
す
る
責
任
者
と
し
て
の
役
目
を
果
た
し
た
。
ま
た
、
藤
原
仲
麻
呂
の
反
乱
を
い
ち
早
く
鎮
圧

ち
ん
あ
つ

す
る
な

ど
治
安
の
乱
れ
も
治
め
た
。
そ
れ
ら
の
功
績
か
ら
真
備
は
、
中
納
言

ち
ゅ
う
な
ご
ん

、
大
納
言

だ
い
な
ご
ん

と
な
り
七
十
二
歳
の
と
き
、
右う

大
臣

だ
い
じ
ん

（
天
皇
、
法
王

ほ
う
お
う

、
左さ

造
東
大
寺
長
官
…
東
大
寺

を
建
立
す
る
責
任
者
。 

鎮
圧
…
反
乱
を
武
力
に
よ

っ
て
し
ず
め
る
こ
と
。 
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大
臣

だ
い
じ
ん

に
次
ぐ
地
位
）
に
ま
で
昇
進
し
た
。 

 

真
備
は
、
地
方
の
位
の
低
い
役
人
の
子
ど
も
に
生
ま
れ
た
が
、
よ
く

学
び
、
政
治
上
の
重
要
人
物
と
し
て
活
躍
し
た
。
奈
良
時
代
の
儀
式
の

様
式
を
確
立
し
、
国
を
治
め
る
律
令
制
度
の
仕
組
み
を
改
革
し
た
と
い

わ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
も
真
備
は
自
分
の
一
族
を
重
用

ち
ょ
う
よ
う

す
る
こ
と
も

な
く
、
自
分
の
使
命
を

全
ま
っ
と

う
す
る
こ
と
に
全
力
を
注
ぐ
清
潔
な
学
者

で
あ
っ
た
。 

右
大
臣
を
辞
め
た
真
備
は
、
故
郷
に
帰
っ
て
余
生
を
過
ご
し
、
七
七

五
年
に
八
十
一
歳
で
没ぼ

っ

し
て
い
る
。 

 

 

     

吉
備
真
備
略
年
譜 

七
一
七 

第
八
次
遣
唐
留
学
生
と
し
て
入
唐
。 

七
三
五 

帰
国
。
そ
の
後
、
大
学
助
と
な
り
、
知
識
人
と
し
て
活
躍
。 

七
四
六 

姓
を
与
え
ら
れ
、「
吉
備
朝
臣
真
備
」
と
名
乗
る
。 

七
五
〇 

筑
前
守
、
次
い
で
肥
前
守
と
し
て
左
遷
さ
れ
る
。 

七
五
一 

第
十
次
遣
唐
副
使
と
し
て
、
二
度
目
の
入
唐
。 

七
五
三 

帰
国
。
そ
の
後
、
太
宰
大
弐
と
し
て
、
九
州
に
左
遷
さ
れ
る
。 

七
六
四 

中
央
に
帰
る
。
造
東
大
寺
長
官
と
な
る
。
そ
の
後
、
中
納
言
、
大
納 

言
、
右
大
臣
と
な
る
。 

七
七
一 

右
大
臣
を
辞
め
る
。 

七
七
五 
八
一
歳
で
没
す
る
。 

 

重
用
…
そ
の
人
を
重
ん
じ

て
重
要
な
役
に
就
か
せ
る

こ
と
。 
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わ
が
兵
法
の
ま
ま
に 

 

ー 

宮
本
武
蔵 

ー 
   

関
ヶ
原
の
合
戦
（
一
六
〇
〇
年
）
か
ら
四
年
後
、
武
蔵
は
京
に
い
た
。
一
番
強
い
兵
法
者
を
打
ち
破
り
、
名
を
上
げ
る
た
め
で
あ
る
。 

武
蔵
が
倒
そ
う
と
し
た
吉
岡
家
は
、
京
に
「
室
町
兵
法
所

へ
い
ほ
う
じ
ょ

」
を
構
え
て
い
た
。
代
々
、
足
利
将
軍
家
の
剣
法

け
ん
ぽ
う

師
範
役

し
は
ん
や
く

を
務
め
て
き
た
名
門

で
あ
る
。
武
蔵
は
、
吉
岡
家
の
当
主
清せ

い

十
郎

じ
ゅ
う
ろ
う

に
果
た
し
状
を
突
き
つ
け
た
。 

「
こ
や
つ
の
企

た
く
ら

み
は
見
え
透
い
て
お
る
。
吉
岡
に
挑い

ど

ん
で
名
を
上
げ
た
い
と
い
う
、
た
だ
そ
れ
だ
け
の
こ
と
だ
。
」 

清
十
郎
は
放
っ
て
お
き
た
か
っ
た
が
、
挑
戦
に
応
じ
な
け
れ
ば
そ
れ
を
都
中
に
知
ら
せ
る
と
、
果
た
し
状
に
は
書
い
て
あ
っ
た
。
清
十
郎

が
受
け
て
立
た
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
、
武
蔵
は
仕
掛
け
て
い
た
の
で
あ
る
。 

数
人
の
門
弟

も
ん
て
い

を
従
え
て
、
清
十
郎
は
夜
明
け
前
に
京
の
北
の
外
れ
、
蓮
台

れ
ん
だ
い

寺
野

じ

の

に
や
っ
て
き
た
。 

「
武
蔵
は
、
ま
だ
現
れ
ぬ
か
。
」
清
十
郎
は
い
ら
だ
っ
て
い
た
。 

「
臆
病
風
に
吹
か
れ
た
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
」 

門
弟
が
気
休
め
を
言
っ
た
と
き
、
草
む
ら
か
ら
い
き
な
り
、
武
蔵
が
現
れ
た
。
不
意
を
突
い
た
武
蔵
の
出
現
に
、
清
十
郎
は
心
を
乱
さ
れ
、

表
情
に
も
そ
れ
が
表
れ
た
。
木
刀
を
構
え
た
清
十
郎
に
対
し
、
武
蔵
は
、
長
め
の
木
刀
を
提さ

げ
た
ま
ま
、
清
十
郎
と
の
距
離
を
一
気
に
詰
め

た
。
清
十
郎
の
技
も
性
格
も
事
前
に
調
べ
て
い
た
武
蔵
は
、
落
ち
着
き
、
大
胆
に
攻
め
、
勝
つ
た
め
に
万
全
を
期き

し
た
。
そ
し
て
も
う
ひ
と

つ
、
な
ん
と
し
て
も
一
番
強
い
兵
法
者
を
倒
す
の
だ
と
い
う
武
蔵
の
気
迫
が
、
勝
負
を
決
め
た
。 

武
蔵
は
清
十
郎
の
申
し
分
の
な
い
突
き
を
か
わ
し
、
飛
び
上
が
り
ざ
ま
に
木
刀
を
振
り
下
ろ
し
た
。
そ
の
一
撃
で
、
清
十
郎
は
倒
れ
た
。

慌あ
わ

て
ふ
た
め
く
門
弟
た
ち
を
尻
目
に
、
武
蔵
は
素
早
く
立
ち
去
っ
た
。
大
胆
に
し
て
細
心
、
武
蔵
の
完
勝
で
あ
る
。
武
蔵
は
兵
法
の
天
才
で

あ
っ
た
。 

   

兵
法
…
古
代
中
国
で
発
達
し

た
戦
闘
に
関
す
る
学
問
で
、

『
孫
子
』
『
呉
子
』
『
司
馬
法
』

な
ど
の
書
が
そ
の
代
表
。 

 

師
範
役
…
武
道
・
芸
道
・
学
問

の
指
導
者
。 

     

門
弟
…
弟
子
。 

 

蓮
台
寺
野
…
京
都
府
京
都
市

北
区
紫
野
十
二
坊
町
辺
り 
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武
蔵
は
、
十
三
歳
で
新
当
流

し
ん
と
う
り
ゅ
う

の
兵
法
者
・
有
馬
喜

あ

り

ま

兵
衛

き

へ

え

と
初
め
て
勝
負
を
し
、
こ
れ
に
打
ち
勝
つ
と
村
を
飛
び
出
し
た
。
武
芸
の
力
を
伸

ば
し
、
天
下
に
名
を
上
げ
、
ゆ
く
ゆ
く
は

侍
さ
む
ら
い

大
将

だ
い
し
ょ
う

に
、
さ
ら
に
は
一
国
の
大
名
に
な
る
こ
と
を
夢
見
て
、
武
者

む

し

ゃ

修
行

し
ゅ
ぎ
ょ
う

の
旅
に
出
た
の
で

あ
っ
た
。
諸
国
を
巡
っ
て
、
い
ろ
い
ろ
な
流
派
の
兵
法
者
と
六
十
数
回
の
勝
負
を
行
っ
た
が
、
一
度
も
敗
れ
て
い
な
い
と
い
う
。
そ
し
て
、

武
蔵
は
慶
長

け
い
ち
ょ
う

十
三
（
一
六
一
二
）
年
、
巌
流

が
ん
り
ゅ
う

島じ
ま

で
の
佐
々
木
小
次
郎
と
の
一
戦
に
よ
っ
て
、
名
声
を
天
下
に
鳴
り
響
か
せ
た
。
ま
さ
に
兵

法
者
と
し
て
名
を
上
げ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
武
蔵
は
、
戦
い
を
重
ね
る
中
で
、
こ
れ
ま
で
の
自
分
の
人
生
に
疑
問
を
感
じ
始
め
て

い
た
。
試
合
に
は
勝
ち
続
け
て
い
た
が
心
に
満
足
感
は
な
く
、
た
だ
む
な
し
さ
だ
け
が
残
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。 

「
わ
た
し
は
、
た
だ
目
の
前
の
強
い
相
手
に
勝
つ
こ
と
だ
け
を
考
え
て
き
た
。
は
た
し
て
、
こ
れ
で
よ
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
だ
ま
だ
、

修
行
を
積
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
剣
の
修
行
と
は
自
分
と
の
戦
い
な
の
だ
。
も
っ
と
心
を
磨
か
な
け
れ
ば
。
」 

武
蔵
は
、
髪
を
伸
ば
し
身
な
り
も
気
に
せ
ず
、
た
だ
「
自
分
の
生
き
方
と
は
何
か
」
、
「
人
生
と
は
何
か
」
を
深
く
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。 

「
今
ま
で
は
他
の
兵
法
者
と
比
べ
て
、
そ
の
強
い
相
手
に
勝
っ
て
世
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
こ
そ
が
自
分
の
生
き
方
だ
と
考
え
て
い
た
。
し
か 

 
 

し
、
本
当
の
兵
法
と
は
、
自
分
と
向
き
合
い
、
自
分
の
姿
を
あ
り
の
ま
ま
に
受
け
入
れ
、
自
分
の
あ
る
べ
き
姿
を
求
め
て
ひ
た
す
ら
努
力
す

る
こ
と
で
は
な
い
の
か
。
」 

武
蔵
は
、
戦
う
た
め
の
兵
法
で
は
な
く
、
兵
法
を
通
し
て
人
生
を
極き

わ

め
る
道
を
探
し
始
め
た
。
自
分
の
生
き
方
を
振
り
返
り
、
心
の
迷
い

を
捨
て
、
ひ
た
す
ら
自
分
の
道
を
求
め
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。 

  

寛
永

か
ん
え
い

十
四
（
一
六
三
七
）
年
の
あ
る
時
、
武
蔵
は
、
熊
本
城
主
細
川
忠た

だ

利と
し

に
招
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
家
臣

か

し

ん

と
し
て
召め

し
抱か

か

え
た
い
と

い
う
の
で
あ
る
。
今
や
熊
本
の
大
大
名

だ
い
だ
い
み
ょ
う

に
な
っ
た
細
川
家
が
、
年
老
い
た
自
分
を
迎
え
て
く
れ
る
と
い
う
だ
け
で
う
れ
し
か
っ
た
。
武
蔵 

 

新
当
流
…
剣
術
の
流
派
の
一

つ
。 

    

巌
流
島
（
船
島
）
…
山
口
県
彦

島
東
岸
の
離
れ
島
。 

        

佐
々
木
小
次
郎
…
生
没
不
詳
。

福
井
県
今
立
町
で
生
ま
れ
た

と
い
う
説
が
強
い
。 

           

細
川
忠
利
…
江
戸
時
代
前
期
の

大
名
。
豊
前
国
小
倉
藩
２
代
藩

主
、
肥
後
国
熊
本
藩
初
代
藩
主
。 
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は
五
十
歳
を
過
ぎ
て
よ
う
や
く
、
落
ち
着
き
の
場
所
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。 

「
こ
れ
か
ら
は
、
兵
法
か
ら
学
ん
だ
も
の
を
細
川
家
の
た
め
に
役
立
て
た
い
。
」 

武
蔵
は
藩
主

は
ん
し
ゅ

忠
利
の
も
と
を
訪
れ
て
は
、
兵
法
の
話
だ
け
で
な
く
、
絵
や
茶
道
、
禅ぜ

ん

に
つ
い
て
話
す
よ
う
に
な
っ
た
。 

「
武
蔵
よ
、
一
つ
私
に
達
磨

だ

る

ま

を
描
い
て
く
れ
ぬ
か
。
」 

 

武
蔵
は
忠
利
か
ら
頼
ま
れ
た
達
磨
の
絵
を
、
描
い
て
は
み
た
が
な
か
な
か
う
ま
く
描
け
な
か
っ
た
。
描
い
て
は
破
り
、
再
び
描
い
て
は

破
り
な
が
ら
、
何
日
も
悩
み
続
け
た
。
武
蔵
は
こ
の
世
で
最
高
の
達
磨
を
描
い
て
忠
利
に
献
上
し
た
い
と
強
く
思
っ
て
い
た
。 

眠
れ
ぬ
日
々
が
続
い
た
武
蔵
は
、
床と

こ

に
入
っ
て
ふ
と
、
以
前
の
勝
つ
こ
と
だ
け
に
こ
だ
わ
っ
て
い
た
頃
の
自
分
を
振
り
返
っ
た
。 

「
た
だ
う
ま
く
描
く
こ
と
を
考
え
る
の
で
は
な
く
、
わ
が
兵
法
の
ま
ま
に
、
心
の
ま
ま
に
描
く
こ
と
が
大
事
な
の
だ
。
」 

夜
半
過
ぎ
、
突
然
起
き
上
が
っ
た
武
蔵
は
、
灯ひ

を
と
も
し
て
紙
を
出
し
、
一
気
に
達
磨
を
描
き
筆
を
お
い
た
。
武
蔵
は
描
き
あ
が
っ
た
達

磨
を
観
た
。
半
眼

は
ん
が
ん

に
開
い
た
達
磨
の
目
が
、
八
方
を
に
ら
み
ま
わ
し
て
い
る
よ
う
だ
っ
た
。 

「
わ
し
の
絵
は
、
兵
法
に
遠
く
及お

よ

ば
な
い･･･

と
思
っ
て
い
た
が･･･

。
」 

 

廊
下
に
い
た
一
番
弟
子
の
求
馬
之

く

ま

の

助す
け

は
、
や
が
て
食
い
入
る
よ
う
に
達
磨
に
見
入
っ
た
。
達
磨
が
生
き
て
い
る
か
の
よ
う
に
求
馬
之
助

を
に
ら
ん
で
い
る
。
求
馬
之
助
は
思
わ
ず
達
磨
か
ら
目
を
そ
ら
し
た
。
恐
ろ
し
い
ま
で
の
絵
で
あ
る
と
、
求
馬
之
助
は
感
じ
た
の
で
あ
っ

た
。 

「
わ
か
っ
た
ぞ
、
求
馬
之
助
。
始
め
は
忠
利
様
の
仰お

お

せ
で
あ
り
、
何
と
し
て
も
う
ま
く
描
か
ね
ば
と
思
う
心
か
ら
、
か
え
っ
て
筆
の
伸
び
が

な
く
、
達
磨
に
は
ほ
ど
遠
い
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
が
昨
夜
は
、
わ
が
兵
法
の
ま
ま
に
、
心
の
ま
ま
に
描
け
た
の
だ
。
」 

 

    

禅
…
古
く
か
ら
イ
ン
ド
で
行

わ
れ
る
修
行
方
法
で
、
精
神
を

一
つ
の
対
象
に
集
中
し
、
そ
の

真
の
姿
を
知
ろ
う
と
す
る
こ

と
。 

 

達
磨
…
中
国
の
僧
で
、
九
年
間

壁
に
面
し
て
座
り
続
け
、
人
間

と
は
何
か
を
自
分
に
問
い
続

け
た
末
、
悟
り
を
開
い
た
と
伝

え
ら
れ
て
い
る
。 
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求
馬
之
助
は
、
武
蔵
の
言
っ
て
い
る
意
味
が
分
か
っ
た
よ
う
な
気
が
し
た
。 

「
日
が
昇
っ
た
ら
城
に
行
く
。
供
を
せ
よ
。
」 

  

寛
永
二
十
（
一
六
四
三
）
年
、
武
蔵
は
六
十
歳
に
な
っ
て
い
た
。
自
分
の
命
は
も

う
長
く
は
な
い
と
悟
っ
た
武
蔵
は
、
霊れ

い

巌が
ん

洞ど
う

と
呼
ば
れ
る
洞
穴

ど
う
け
つ

に
こ
も
っ
て
、
こ
れ

ま
で
考
え
続
け
実
践
を
通
し
て
体
得
し
て
き
た
自
ら
の
兵
法
を
ま
と
め
た

「
五
輪
書

ご
り
ん
の
し
ょ

」
を
書
い
て
い
た
。
「
兵
法
の
道
、
二
天
一
流
と
号
し
…
」
と
、
洞
窟
の

冷
気
を
感
じ
、
ロ
ウ
ソ
ク
の
芯
の
燃
え
る
音
を
聴
き
な
が
ら
筆
を
走
ら
せ
て
い
た
。

書
き
終
わ
り
筆
を
置
く
と
、
武
蔵
は
静
か
に
目
を
つ
ぶ
っ
た
。 

             

   

霊
巌
洞
…
熊
本
市
の
西
部
に

あ
る
金
峰
山
の
ふ
も
と
。 

               

五
輪
書
…
兵
法
書
。
地
・
水
・

火
・
風
・
空
の
五
巻
に
ま
と
め

ら
れ
て
い
る
。 

      

宮
本
武
蔵
の
略
年
譜 

一
五
八
四 

英
田
郡
大
原
町
（
現
在
の
美
作
市
大
原
町
）
に
生
ま
れ
る
。 

 
 
 
 
 

一
六
三
七 

島
原
の
乱
に
出
陣
。 

一
五
九
六 

初
の
決
闘
。
兵
法
者
有
馬
喜
兵
衛
に
勝
つ
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一
六
四
三 
『
五
輪
書
』
を
書
き
始
め
る
。 

一
六
〇
〇 

関
ヶ
原
の
合
戦
に
出
陣
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一
六
四
五 
六
十
二
歳
で
没
す
る
。 

一
六
一
二  

巌
流
島
（
船
島
）
で
、
佐
々
木
小
次
郎
と
の
決
闘
。 
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話
せ
ば
わ
か
る 

ー 

犬
養

い

ぬ

か

い

木
堂

ぼ
く
ど
う 

ー 

  

シ
ラ
カ
バ
の
木
立

こ

だ

ち

に
囲
ま
れ
た
別
荘
白は

く

林り
ん

荘そ
う

の
周
り
を
、
長
い
杖つ

え

を
つ
き
な
が
ら
ゆ
っ
く
り
散
歩
し
て
い
る
木
堂
の
姿
が
あ
っ
た
。
こ

こ
は
信
州
・
富
士
見

ふ

じ

み

高
原
（
長
野
県
）
、
八
ケ
岳

や
つ
が
た
け

の
雄
大
な
峰
々

み
ね
み
ね

が
連
な
り
、
鳥
た
ち
の
さ
え
ず
り
が
あ
ち
ら
こ
ち
ら
で
聞
こ
え
る

別
天
地

べ
っ
て
ん
ち

で
あ
る
。
大
正
十
四
年
、
政
界
を
退

し
り
ぞ

い
て
一
か
月
あ
ま
り
、
木
堂
は
す
で
に
七
十
歳
の
高
齢
に
な
っ
て
い
た
。
近
く
の
石
に
腰

掛
け
な
が
ら
、
波
乱
の
政
治
人
生
を
振
り
返
る
の
だ
っ
た
。 

  

明
治
二
十
三
年
（
一
八
九
〇
）
、
我
が
国
で
最
初
の
衆
議
院

し
ゅ
う
ぎ
い
ん

議
員

ぎ

い

ん

選
挙

せ
ん
き
ょ

が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
す
で
に
東
京
府
会
議
員
と
し
て
活

躍
し
て
い
た
三
十
五
歳
の
木
堂
は
、
岡
山
三
区
の
支
持
者
か
ら
強
い
要
請

よ
う
せ
い

を
受
け
、
出
馬
し
た
。
木
堂
の
選
挙
運
動
は
も
っ
ぱ
ら

立
会
演
説

た
ち
あ
い
え
ん
ぜ
つ

が
中
心
だ
っ
た
。
一
度
に
百
六
十
人
ほ
ど
の

聴

衆

ち
ょ
う
し
ゅ
う

を
集
め
、
じ
っ
く
り
半
日
か
け
て
議
会
政
治
の
大
切
さ
を
熱
心
に
説
い

た
。
決
し
て
う
ま
い
演
説
で
は
な
か
っ
た
が
、
聞
い
て
い
る
者
の
心
を
と
ら
え
た
。
第
二
回
選
挙
の
際
に
は
、
反
対
勢
力
側
の
い
ろ
い
ろ

な
妨
害

ぼ
う
が
い

が
あ
っ
た
。
演
説
会
場
や
人
力
車

じ
ん
り
き
し
ゃ

な
ど
を
使
え
な
く
さ
れ
た
り
、
道
を
ふ
さ
が
れ
た
り
、
入
場
券
を
暴
力
で
奪
わ
れ
た
り･･･

。 

「
車
が
な
け
れ
ば
歩
い
て
い
く
、
会
場
が
な
け
れ
ば
辻つ

じ

説
法

せ
っ
ぽ
う

じ
ゃ
あ
。
」 

 

し
か
し
、
こ
れ
が
か
え
っ
て
岡
山
三
区
の
良
心
的
な
人
々
の
圧
倒
的
な
支
持
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
、
連
続
十
九
回
も
の
当
選
を
果
た

し
た
。 

  

大
正
十
二
年
（
一
九
二
三
）
九
月
一
日
、
関
東
大
震
災
が
起
こ
り
、
そ
の
翌
日
、
木
堂
は
逓
信

て
い
し
ん

大
臣
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
郵
便
貯
金

別
天
地
…
現
実
と
か
け
離

れ
た
理
想
的
な
場
所
。 

辻
説
法
…
道
ば
た
で
往
来

お
う
ら
い

の
人
に
仏
法

ぶ
っ
ぽ
う

を
説
く
こ

と
。 

逓
信
…
郵
便
、
電
信
な
ど

の
事
務
。 
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通
帳
を
失
っ
た
人
々
の
善
意
を
信
じ
、
申
し
出
た
額が

く

で
の
払
い

戻
し
を
行
っ
た
。 

 

ま
た
、
よ
り
多
く
の
国
民
に
選
出
さ
れ
た
国
会
議
員
に
よ
る

政
治
の
実
現
の
た
め
に
、
普
通
選
挙
運
動
を
展
開
し
た
。
そ
し

て
、
大
正
十
四
年
（
一
九
二
五
）
に
は
二
十
五
歳
以
上
の
す
べ

て
の
男
子
に
選
挙
権
が
与
え
ら
れ
た
。
女
子
に
は
ま
だ
参
政
権

が
な
い
と
い
う
不
平
等
な
も
の
で
は
あ
っ
た
が
、
一
気
に
四
倍

も
選
挙
人
が
増
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。 

 

木
堂
は
、
民
衆
の
立
場
に
な
っ
て
政
治
を
行
っ
て
き
た
。
政

治
人
生
に
悔く

い
は
な
か
っ
た
。 

 

「
そ
ろ
そ
ろ
若
い
者
に
譲ゆ

ず

り
、
自
分
は
水
先

み
ず
さ
き

案
内
で
も
し
よ
う
。
」 

 

だ
が
、
岡
山
の
支
持
者
た
ち
は
そ
ん
な
木
堂
を
放
っ
て
は
お
か
な
か
っ
た
。 

「
今
の
日
本
を
、
私
た
ち
民
衆
を
救
っ
て
く
れ
る
の
は
木
堂
し
か
い
な
い
。
」 

「
私
た
ち
の
声
に
耳
を
傾
け
て
く
れ
る
の
は
木
堂
し
か
い
な
い
。
」 

 

岡
山
の
支
持
者
た
ち
に
よ
っ
て
、
木
堂
は
、
再
び
政
治
の
舞
台

ぶ

た

い

へ
と
担か

つ

ぎ
出
さ
れ
て
し
ま
っ
た
が
、
要
職
に
は
就
か
な
か
っ
た
。 

 
 

水
先
案
内
…
船
の
進
む
べ

き
水
路
を
案
内
し
導
く
こ

と
。 
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昭
和
四
年
（
一
九
二
九
）
、
木
堂
は
要
請
さ
れ
政
友
会

せ
い
ゆ
う
か
い

総
裁

そ
う
さ
い

を
引
き
受
け
た
。
す
で
に
七
十
四
歳
。
本
来
な
ら
ば
孫
と
ゆ
っ
た
り

と
し
た
日
々
を
過
ご
す
年
齢
で
あ
る
。
妻
の
千
代
子
夫
人
を
呼
ん
で
、
「
ま
た
苦
労
を
か
け
る
が
よ
ろ
し
く
頼
む
。
」
と
一
言
だ
け

言
っ
た
。
し
か
し
、
目
は
若
い
こ
ろ
の
あ
の
熱
情
で
輝
い
て
い
た
。
黙だ

ま

っ
て
う
な
ず
く
妻
も
木
堂
の
心
が
痛
い
ほ
ど
わ
か
っ
た
。
だ

が
、
内
心
は
心
配
で
た
ま
ら
な
い
。
何
よ
り
も
木
堂
の
健
康
が
心
配
だ
っ
た
。
地
方

ち

ほ

う

遊
説

ゆ
う
ぜ
い

が
つ
と
ま
る
の
か･･

･

。
し
か
し
、
木
堂

は
妻
の
心
配
を
よ
そ
に
、
北
か
ら
南
、
南
か
ら
北
へ
と
精
力
的
に
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
こ
な
し
て
い
っ
た
。
上
野
発
の
寝
台

し
ん
だ
い

特
急

と
っ
き
ゅ
う

で

青
森
ま
で
十
六
時
間
も
か
か
る
時
代
で
あ
っ
た
が
、
自
分
の
生
の
声
を
伝
え
た
か
っ
た
。
『
木
堂
来き

た

る
』
の
報
に
、
ど
こ
の
駅
で
も

熱
狂
的
に
歓
迎
さ
れ
た
。 

 

昭
和
六
年
（
一
九
三
一
）
十
二
月
十
二
日
、
天
皇
か
ら
大
命

た
い
め
い

が
下お

り
た
。
岡
山
県
初
の
内
閣
総
理
大
臣
の
誕
生
で
あ
る
。 

 

翌
年
、
政
界
・
財
界
の
要
人
に
対
す
る
暗
殺
事
件
が
相
次
ぎ
、
世
の
中
に
は
危
険
な
空
気
が
漂
っ
て
い
た
。
木
堂
の
も
と
に
防
弾
チ
ョ
ッ

キ
が
贈
ら
れ
て
き
た
。
「
命
は
い
つ
捨
て
て
も
、
仕
方
な
い
よ
。
」 

  

木
堂
の
思
い
と
は
裏
腹
に
、
日
本
は
軍
部
が
軍
事
力
を
背
景
に
権
力
を
掌
握
し
よ
う
と
す
る
暗
い
時
代
へ
と
突
入
し
て
い
っ
た
。
ま
す

ま
す
強
ま
る
社
会
不
安
に
国
民
は
い
ら
だ
ち
、
満
州

ま
ん
し
ゅ
う

国こ
く

を
建
て
た
軍
部
は
発
言
力
を
増
し
て
い
っ
た
。
「
政
治
家
に
何
が
で
き
る
！
」

若
い
軍
人
た
ち
は
血
を
た
ぎ
ら
せ
た
。 

 

五
月
十
五
日
（
日
）
、
さ
わ
や
か
な
朝
を
迎
え
た
。
青
空
の
も
と
、
木
堂
は
庭
に
出
て
好
き
な
バ
ラ
の
手
入
れ
を
し
、
久
し
ぶ
り
に
の

ん
び
り
過
ご
し
た
。
就
任

し
ゅ
う
に
ん

以
来
、
連
日
の
激
務
だ
っ
た
秘
書
官
や
警
備
の
者
に
も
休
暇
を
与
え
た
。
千
代
子
夫
人
も
、
こ
の
日
は
外
出

し
て
い
て
、
家
の
中
は
ひ
っ
そ
り
閑か

ん

と
し
て
い
た
。 

要
人
…
重
要
な
地
位
に
あ

る
人
。 

満
州
国
…
昭
和
七
年
に

清
国

し
ん
こ
く

の
最
後
の
皇
帝
宣
統

帝
溥
儀

ふ

ぎ

を
元
首

げ
ん
し
ゅ

と
し
て
日

本
が
満
州
の
地(

中
国
東

北
部)

に
建
て
た
帝
国
で
、

第
二
次
大
戦
の
終
結
と
と

も
に
消
滅
。 

大
命
…
天
皇
の
命
令
。 

遊
説
…
政
治
家
が
各
地
を

演
説
し
て
回
る
こ
と
。 

総
裁
…
党
派
の
長お

さ

と
し
て

全
体
を
ま
と
め
る
人
。 

政
友
会
…
立
憲
政
友
会
。

当
時
の
与
党
。 
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し
か
し
、
こ
の
時
す
で
に
政
府
の
や
り
方
に
不
満
を
も
つ
青
年
将
校
た
ち
が
首
相
官
邸
の
襲
撃
を

開
始
し
て
い
た
。
護
衛
官

ご
え
い
か
ん

が
飛
ん
で
き
て
、
金
切
り
声
を
上
げ
る
。 

「
警
官
が
や
ら
れ
ま
し
た
。
逃
げ
て
く
だ
さ
い
。
早
く
、
早
く
。
」 

「
な
ぁ
に
、
心
配
は
い
ら
ぬ
。
会
っ
て
話
を
聞
こ
う
。
」 

 

木
堂
は
全
く
動
じ
な
か
っ
た
。
そ
こ
へ
、
拳
銃

け
ん
じ
ゅ
う

を
手
に
し
た
軍
人
た
ち
が
飛
び
込
ん
で
き
た
。 

「
ま
あ
待
て
、
騒さ

わ

が
ん
で
も
話
せ
ば
わ
か
る
。
撃う

つ
の
は
い
つ
で
も
撃
て
る
。
あ
ち
ら
へ
行
っ
て
話

を
聞
こ
う
。
」 

「
問
答

も
ん
ど
う

無
用

む

よ

う

！
」
バ
ン
、
バ
ー
ン
！ 

 

木
堂
は
全
国
の
支
持
者
の
願
い
も
む
な
し
く
、
七
十
七
歳
の
生
涯

し
ょ
う
が
い

を
閉
じ
た
。 

  

生
家
の
庭
に
は
、
初
当
選
を
記
念
し
て
植
え
ら
れ
た
ク
ス
ノ
キ
が
何
事
も
な
か
っ
た
よ
う
に
揺
れ
て
い
た
。   

 
 

 

    

犬
養 

毅
（
木
堂
）
略
年
譜 

一
八
五
五 

備
中
国
庭
瀬
村
字
川
入(

現
在
の
岡
山
市
北
区
川
入)

に
生
ま
れ
る
。 

 
 
 
 
 
  

一
八
六
八 

十
三
歳 

父
が
病
死
。 

 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  

 

一
八
七
二 

十
七
歳 

小
田
県
庁
地
券
局

ち
け
ん
き
ょ
く(

現
在
の
岡
山
県
笠
岡
市)

に
勤
務
。 

 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  

 

一
八
七
五 

二
〇
歳 

上
京
。
共

慣

き
ょ
う
か
ん

義
塾

ぎ
じ
ゅ
く

を
経
て
、
翌
年
、
慶
応

け
い
お
う

義
塾

ぎ
じ
ゅ
く

に
転
学
。  

 
 
 
 
  
 
  
 

一
八
七
七 

二
二
歳 

西
南
戦
争
の
従

軍

じ
ゅ
う
ぐ
ん

記
者

き

し

ゃ

と
し
て
特
派

と

く

は

さ
れ
、
そ
の
現
地 

ル
ポ
「
戦
地
直
報
」
で
名
声
を
博
し
た
。 

一
八
八
二 

二
七
歳 

東
京
府
会
議
員
に
当
選
。 

 
 
 
 
 
 
  

  
 
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
 
 
 

 

官
邸
…
公
務
を
行
う
た
め

の
住
宅
。 

一
八
九
〇 

三
五
歳 

第
一
回
衆
議
院
議
員
総
選
挙
に
岡
山
県
三
区
か
ら
立
候
補
し
、
当
選
。 

〔
以
来
連
続
十
九
回
当
選
〕 

一
九
二
四 
六
九
歳 

加
藤
内
閣
の
逓
信
大
臣
。 

一
九
二
五 

七
〇
歳 

五
月
大
臣
及
び
議
員
を
辞
職
。
七
月
補
欠
選
挙
で
再
選
さ
れ
、
余
儀
な
く
受
諾
。 

一
九
二
九 

七
四
歳 
政
友
会
総
裁
。 

一
九
三
一 

七
六
歳 
十
二
月
内
閣
総
理
大
臣
に
任
命
さ
れ
、
犬
養
内
閣
を
組
閣
。 

一
九
三
二 

七
七
歳 

五
月
十
五
日
首
相
官
邸
で
凶
徒
に
襲
わ
れ
、
夜
半
に
死
去
。 
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１ 主体的・対話的で深い学びとは 

○道徳的価値についての理解を基に，自己を見つめる。 ⇒ 主体的な学び 

○物事を広い視野から多面的・多角的に考える。    ⇒ 対話的な学び 

○人間としての生き方についての考えを深める。    ⇒ 深い学び 

 

２ 主体的・対話的で深い学びにしていくために 

 (1) 学習課題を明確にする 

  ア 道徳的価値に関わる問題とは 

道徳的価値が実現されていない。   道徳的価値の理解が不十分 

心の弱さをどう乗り越えていくか。  どの価値を優先するか。  など 

イ 道徳的価値に関わる問題を生徒の学習課題にしていくために 

 ・自分の経験や考え方を出し合う中で，各自の受け止め方の違いから課題意識へと高めていく。 

 ・自分の経験や考え方と主人公の生き方との違いから課題意識へと高めていく。 

 

 (2) 中心発問で多面的・多角的に考えさせる 

 ア 多面的・多角的に考えるとは（例） 

   多面的思考…主として物事を多様な側面から学び合ってより深く本質を探ろうとする思考 

   多角的思考…主として自分の考えを多角的に伸ばしていくことで見方や考え方を広げていく思考 

  ※道徳で考えると，一人一人が道徳的価値(内容項目)に関わる多様な見方や考え方を出し合い，それを広

げたり深めたりしながら，よりよい見方や考え方へと高めていくこと 

  イ 多面的・多角的に考えさせるための発問の構成 

    中心発問に焦点化して発問を構成する。 

   ※道徳における中心発問とは，道徳的価値に関わる多様な見方や考え方を出し合いながら，それを広げた 

り深めたりすることでねらいに迫ることができる発問 

  ウ 多面的・多角的に考えさせるための活動の工夫 

    書く活動，話し合う活動，体験する活動等を行う中で，ワークシート，小黒板（ホワイトボード），短冊 

カード，ICT機器，役割演技，ディベート等を活用する。 

 

 (3) 価値の大切さを自分のこととしてとらえさせる 

 ア 主人公の言動や気持ちの中から，大切な価値（見方や考え方）を見つけさせる。 

 イ 見つけた価値をもとにこれまでの生き方を振り返り，自分にとって大切なものとして価値を捉えさせる。 

                                  （文責 環太平洋大学 大野光二） 

参考（「第３章 特別の教科 道徳」の「第１ 目標」より） 

第１章総則の第１の２の（2）に示す道徳教育の目標に基づき，よりよく生きるための基盤となる道徳性を

養うため，道徳的諸価値についての理解を基に，自己を見つめ，物事を広い視野から多面的・多角的に考え，

自己の生き方についての考えを深める学習を通して，道徳的な判断力，心情，実践意欲と態度を育てる。 

                                   ※       は筆者 

道徳科の授業を主体的・対話的で深い学びにしていくために 



指 25 

 

７ 参考資料 
(1) 犬養木堂 
・「憲政の神様」 

     犬養毅は、号を木堂と称し、明治中期から昭和初期にかけて政党政治の確立に貢献した、清廉潔白で非
常にすぐれた政治家であった。「話すこと、議すること」を信条とする議会政治家であった。書にも優れ、
中国の政治家との親交も深く、情に厚い政治家としても知られている。 

・ジャーナリストとしての木堂 
    明治10年（1877年）西南戦争の従軍記者として発信した記事「戦地直報」で記者として名を博す。明治

13年（1880年）８月に「東海経済新報」を創刊。明治15年（1882年）に立憲改進党結成の計画に加わると
ともに、「郵便報知」の有力記者となる。明治16年（1883年）に「秋田日報」主筆となる。明治19年（1886
年）朝野新聞に入社、幹部として活躍。 

・政治家としての木堂 
     明治23年 (1890) 第一回衆議院議員選挙で岡山から出馬して当選、以後暗殺されるまで連続 19回当選

（補選を含む）し、立憲改進党、立憲国民党、政友会等に所属。この間、大隈内閣の文部大臣、第２次山
本内閣の逓信大臣兼文部大臣、加藤内閣の逓信大臣などを歴任した。 

・五・一五事件 
     昭和６年（1931年）12月、76歳のとき第29代の首相となり、経済不況、満州事変の収拾などの難局に

あたった。しかし、当時は軍国主義の高まる時期で、翌年５月 15日、有名な「話せばわかる」という言葉
を残し、首相官邸において海軍青年将校の凶弾に倒れた。この犬養首相の死で昭和戦前の政党政治に終止
符が打たれた。 

 
(2) 犬養木堂記念館 

      
 
 
 
 
 
   ＊記念館は木堂の生家の隣に作られている。様々な関連資料が展示されている。動画を観たり、木堂の肉声

を聞いたりすることもできる。総合的な学習の時間などに発展させるときも有効に活用できる施設である。 
・犬養木堂記念館ＨＰ https://inukaibokudo.jp 

             
(3)生徒の感想より ～一人一人がよりよく暮らすことができる社会をつくるためには～ 
・暴力や力で問題は解決しないと思うので、犬養さんのように相手の話に耳を傾けるということを大切にし
たい。お互いの意見を尊重できるような社会になればいいなと思う。 

・犬養木堂さんを見習ってまず人の意見を聞き入れ、それを活かせるようにしたい。自分ひとりでは判断を
誤ることもあるかもしれないし、多くの意見がある方が多くの選択肢が生まれるから。 

・相手の意見を聞くことだと思う。自分の意見ばかりを押し付けてもあまり良い印象もないし、もし相手が
とても良いアイデアを持っていたらもったいないと思うから。 

・よりよいものをつくるにはいろんな意見を聞くべき。だから普段から人の話に耳を傾けたい。 
・意見が相手と異なっても、否定するのではなく自分の考えも伝えて相手の意見を尊重することが大切だと
思う。 

・自分の考えや意見などを暴力的に伝えるのではなく、きちんと言葉にして伝えること。 
・自分の考えだけを相手に押し付けるのではなく、きちんと相手の意見も聞いて双方が納得いくような解決
を目指すこと。 

・よりよく暮らすことができる社会は温かい社会だと思うので、人との交流を大切にし、挨拶をしたり、喧
嘩したときも言葉で解決したりする。 

 
(4)参考文献 
・『話せばわかる－犬養毅とその時代－』（山陽新聞社） 
・『新聞記事と写真で見る世相おかやま』（山陽新聞社） 
・『（マンガ）犬養木堂』南一平 画（岡山県郷土文化財団） 

   ＊山陽新聞社刊「学習漫画岡山の歴史第 15巻より抜粋編集したもの。 
・『（ビデオ）犬養木堂』（岡山県郷土文化財団） 

 

所 在 地:岡山市北区川入 102-1 TEL（086）292-1820 

 開館時間:９時～17時（入館は 16時30分まで） 

 閉 館 日:毎週火曜日（祝日は除く）、祝日の翌日（土・日は除く）、年末年始 

 入 館 料:無料 

 駐 車 場:あり 

 



指 24 

 

６ 学習指導過程                                   ○は基本発問 ◎は中心発問 

学習活動 主な発問と生徒の反応 指導上の留意点 

１ 犬養木堂につい

て話し合い、本時

のめあてをつかむ。 

 

 

 

 

 

 

 

２ 教材｢話せばわ

かる－犬養木堂－｣

を読んで、木堂の

生き方について考

え話し合う。 

(1) 木堂が総裁を引

き受けた理由 

 

 

 

(2) 軍人が襲撃した

際の行動 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 木堂の生き方か

ら学んだことを今

後の生活にどう生

かしていくか考え

話し合う。 

 

 

４ まとめをする。 

 

○ 犬養木堂についてのアンケート結果から、どのような印象

をもったか。 

 ・明治時代に活躍した人 

・岡山県(岡山市)出身の政治家 

・岡山県初の内閣総理大臣 

 ・憲政の神様と呼ばれるほど優れた政治家だった。 

・どんな生き方をした人なのか詳しく知りたい。 

  

 

 

 

 

 

 

 

○ 一度は引退した木堂が、総裁を引き受けたのはなぜだろう。 

 ・多くの人々が自分を信頼してくれたから。 

 ・自分が理想とする民主的な政治を行いたいから。 

 ・もう少し民衆のために働こうと考えたから。 

 ・一人一人がよりよく暮らせる社会を実現したいと考えたから。 

◎ 木堂の生き方は無駄だったのだろうか。木堂はなぜ「話せ 

 ばわかる」と言って青年将校に対応したのだろう。 

・木堂の生き方は間違っていない。自分の思いや理想を分か

ってもらいたいから話し合おうとした。 

・自分とは考えが異なる人の話をまず聴くことが大切だと考

えていた。 

・腹を割って話せば、きっと理解し合うことができると考え

ていた。 

・自分なら死の恐怖で逃げてしまうので、木堂の信念に基づ

いた行動はすごいと思う。 

〇 一人一人がよりよく暮らすことができる社会をつくるため

に、今自分たちができることは何だろう。 

 ・木堂のように相手の話に耳を傾けることを大切にしたい。 

 ・自分のことだけを考えるのではなく、みんなのことを考え

て行動したい。 

 ・クラスの中やまわりで困っている人を助けたい。 

 ・クラスでの話し合いや生徒会の活動にも積極的に参加したい。 

〇 よりよい社会をつくるために身近で小さなことから実践し

ている活動を紹介する。 

・事前にアンケートを実

施し、生徒のレディネ

スを把握しておく。 

・端末のアンケート機能

による事前アンケート

の結果を紹介し、「犬

養木堂」の現時点での

認識を共有させる。 

 

 

・木堂は民主政治を目指

したが、五・一五事件

によって志半ばで暗殺

されたことを押さえる。 

 

・ワークシートに総裁を

引き受けた理由につい

て記入させ、自らの考

えの根拠を明確にさせ

る。 

・端末を使って回答させ

ることで、学級全体で

意見を共有できるよう

にする。 

・死を覚悟しながらも一

人一人がよりよく暮ら

すことができる社会の

実現を目指していた木

堂の生き方に共感でき

るようにする。 

・一人一人がよりよく暮

らすことができる社会

をつくるためには、自

分たちができることに

ついて考え、行動する

ことが重要であること

を押さえる。 

・木堂の意思を受け継ぐ

ためにも、まずは身近

な実践から始めていこ

うという意欲につなぐ

ようにする。 

評価の視点 

・話し合い活動を通じて、犬養木堂の生き方について考え、理想の社会の実現を目

指して前向きに生きることの素晴らしさに気付くことができたか。 

・私たちが暮らす社会に目を向け、一人一人がよりよく暮らすことができる社会の実現に

向けて、自分たちができることから実践しようとする意欲をもつことができたか。 

木堂の生き方から何を学ぶことができるか考えよう。 
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１ 主題名  社会連帯の自覚〔Ｃ 社会参画、公共の精神〕 
 
２ ねらい 
  死に直面しても、一人一人がよりよく暮らすことができる社会の実現を目指した犬養木堂の生き方を通して、
自分が理想とする社会の実現を目指して前向きに生きることの素晴らしさに気付き、よりよい社会の実現に向
けて、自分たちができることから実践しようとする態度を養う。 

 
３ 主題設定の理由 
(1)内容項目について 
    本時で取り上げる内容項目は、Ｃ社会参画、公共の精神「社会参画の意識と社会連帯の自覚を高め、公共 

の精神をもってよりよい社会の実現に努めること」である。 

   一人一人の個性を尊重し民主的な社会を築くためには、社会を構成する多くの人々と助け合い励まし合い 

ながら社会連帯を深めることが求められる。「社会連帯の自覚」とは、社会生活において、一人一人が共に 

手を携え、協力し、誰もが安心して生活できる社会をつくっていこうとすることである。 

   第１学年では、自分も社会の一員であるという自覚をもって、積極的に協力し合おうとする態度を養って 

いきたい。 

 
(2)生徒の実態について 

本学級の生徒は、時事的な出来事についての関心が比較的高く、よりよい社会を協力して築こうとする態 

度が少しずつ育ってきている。しかし、出身小学校が多岐に亘っていることもあり、人間関係が成熟してお 

らず、他者に対する配慮を欠き、公の場で自己中心的な言動をとってしまうこともある。 

 そこで、人間としての生き方や社会のあり方について深く考えることで、よりよい民主的な社会を実現す 

るために、積極的に協力し合おうとする意欲を育んでいきたい。 

 
(3)教材について 
   本教材は、「憲政の神様」と呼ばれ、明治・大正・昭和の激動期を政治一筋に生きた犬養木堂の生涯を取 

り上げたものである。 

   様々な妨害にも屈しないで、平和で平等な社会の実現を目指した木堂の生き方に共感できるようにし、こ 

のような木堂の生き方から学んだことを今後の生活にどう生かしていくか考える問題解決的な学習を通して 

一人一人がよりよく暮らすことができる社会の実現に向けて、自分たちができることから実践しようとする 

意欲をもつことができるようにしたい。 

 

４ 板書例 

 

５ 他の教育活動との関連 

   社会科【歴史的分野】(近代の日本) 【公民的分野】(民主政治)  

総合的な学習(キャリア教育) 

岡山県道徳教育郷土資料集(中学校) 指導案 「話せばわかる―犬養木堂―」  

      

め
あ
て 

木
堂
の
生
き
方
か
ら
何
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
か
考
え
よ
う
。 

 

「
話
せ
ば
わ
か
る 

― 

犬
養
木
堂 

― 

」 

 

○
一
度
は
引
退
し
た
木
堂
が
、
総
裁
を 

引
き
受
け
た
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
。 

・
多
く
の
人
が
自
分
を
信
頼
し
て
く
れ
た
か
ら 

・
理
想
と
す
る
民
主
的
な
政
治
を
行
い
た
い
か
ら 

・
一
人
一
人
が
よ
り
よ
く
暮
ら
せ
る
社
会
を
実
現
し
た
い
か
ら 

◎
木
堂
の
生
き
方
は
無
駄
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
木
堂
は
な
ぜ 

「
話
せ
ば
わ
か
る
」
と
言
っ
て
青
年
将
校
に
対
応
し
た
の
だ
ろ
う
。 

・
木
堂
の
生
き
方
は
間
違
っ
て
い
な
い
。 

・
自
分
の
思
い
や
理
想
を
分
か
っ
て
も
ら
い
た
い
。 

・
考
え
が
異
な
る
人
の
話
を
ま
ず
聴
く
こ
と
が
大
切
だ
。 

・
自
分
な
ら
死
の
恐
怖
で
逃
げ
て
し
ま
う
の
で
、
木
堂
の
信
念
に 

基
づ
い
た
行
動
は
す
ご
い
。 

○
一
人
一
人
が
よ
り
よ
く
暮
ら
す
こ
と
が
で
き
る
社
会
を
つ
く
る 

た
め
に
、
今
、
自
分
が
で
き
る
こ
と
は
何
だ
ろ
う
。 

・
相
手
の
話
に
耳
を
傾
け
る
こ
と
を
大
切
に
し
た
い
。 

・
自
分
の
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
み
ん
な
の
こ
と
を
考
え
て
行
動 

し
た
い
。 

・
ク
ラ
ス
で
の
話
し
合
い
や
生
徒
会
の
活
動
に
も
、
積
極
的
に 

参
加
し
た
い
。 

      

○
最
高
の
ダ
ル
マ
を
描
き
上
げ
た
時
の
武
蔵
の
気
持
ち 

・
こ
れ
ま
で
自
分
が
培
っ
て
き
た
兵
法
が
生
き
て
い
る
。 

・
何
事
に
も
動
じ
ず
心
の
ま
ま
描
く
こ
と
が
大
切
だ
。 

   ●
充
実
し
た
生
き
方
に
す
る
た
め
に 

よ
り
よ
い
自
分
を
目
指
し
て
努
力
し
よ
う
と
い
う
気
持
ち
が
あ
っ

た
か
ど
う
か
振
り
返
っ
て
み
よ
う
。 

五
輪
書
に
込
め
ら
れ
た
宮
本
武
蔵
の
思
い 

「
万
里
一
空
」
の
理
に
つ
い
て 

 

 

スクリーン 

(アンケート結果や発

問等を表示) 

 

犬養木堂 

（写真） 
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７ 参考資料 

(1)宮本武蔵について 

（ア）謎に包まれた人 

武蔵のありのままの姿はあまり知られておらず、小説「宮本武蔵」を書いた吉川英治も「武蔵について

分かっていることを漢字の文でつづったら、百字で足りてしまうだろう。」と述べたと言われている。実

際、確かな資料が少ない人物であり、武蔵の生涯について確実に知られているのは晩年の数年間のみで、

両親のことさえ謎に包まれている。 

（イ）武蔵の生涯 

少年時代には姉や兄と離れ、孤児のような状況であった武蔵は、寺に預けられた。このことが独立心を

早く目覚めさせたとも考えられている。武蔵の生涯は、佐々木小次郎と巌流島で決闘するまでの青年期、

諸国をさすらって回った壮年期、そして熊本で静かに暮らした晩年期に分けられる。武芸によって名声を

得た武蔵は、壮年期から晩年期にかけて、自分自身の人生について深く考えるようになった。 

 

(2)『五輪書』について 

この書は、武蔵が二天一流と称する兵法の道について、寛永２０（１６４３）年１０月上旬から正保２

（１６４５）年５月１２日の間に書かれた。そして、この書を書き上げて７日後に宮本武蔵は亡くなって

いる。「五輪」とは、仏教による「宇宙を形成する五要素」のことであるとされている。 

○ 地
ち

之巻・・・基本的な心構えと考え（修行するということ） 

○ 水
すい

之巻・・・二天一流の剣法（基本的な動き・心構え） 

○ 火
か

之巻・・・戦うときの心構え（いかにして有利な状況を作るか） 

○ 風
ふう

之巻・・・他流との比較（基本の大切さ） 

○ 空
くう

之巻・・・修行を積んだ後の姿（自由自在な心技体） 

 

(3)「万理一空」について 

どんなに遥か遠くまでいっても空は一つであり、すべてのものは一つの世界に留まっているという意味。

物事を冷静に捉え精神の修養、身体の鍛錬を究めること、掲げた一つの目標を見据え、絶えず努力を続ける

ことの大切さを説いている。  

 

(4）参考文献 

・『宮本武蔵』浜野卓也（ポプラ社文庫） 

・『宮本武蔵』小暮正夫（講談社 火の鳥伝記文庫） 

・『剣聖武蔵伝』菊池寛（未知谷） 

・『宮本武蔵の「五輪書」』童門 冬二（PHP） 

・『五輪書』宮本武蔵・渡辺 一郎校注（岩波文庫） 
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６ 学習指導過程                                   ○は基本発問 ◎は中心発問 

学習活動 主な発問と生徒の反応 指導上の注意点 

１ 充実した生き方
について考え、本
時のめあてをつか
む。 

 

 

 

 

 

２ 教材｢わが兵法
のままに｣を読ん
で話し合う。 

(1) 吉岡家に戦い
を挑んでいた頃の
武蔵の気持ち 

 

 

 

(2) 自分の人生に
疑問を感じ始めて
いた頃の武蔵の気
持ち 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 最高の達磨を
描き上げた時の武
蔵の気持ち 

 

 

３ 充実した生き方
について、これま
での自分を振り返
る。 

 

 

 

４ まとめをする。 

○ 充実した生き方とはどんな生き方だと思うか。 

 ・好きなことや楽しいことをたくさんする。 

 ・仲の良い友達と多くの時間を過ごす。 

・部活の大会で勝って優勝する。 

・自分の目標に向かってチャレンジする。 

 

 

 

 

 

 

 

○ 吉岡家に戦いを挑んでいた頃の武蔵の兵法は、どん
なものだったか。 

 ・名を上げるには勝つことが大切だ。 

・どんな手を使ってもよいから勝てる方法を考え 
よう。 

 ・下調べをしっかりして相手の隙をつこう。 

◎ 兵法者として名を上げたにも関わらず自分の人生
に疑問を感じ始めていた頃の武蔵は、どんなことを考
えていたのだろう。 

〔疑問〕 

・勝ち続けているのになぜむなしさを感じるのだろ
う。 

・どうすれば満足感を得られるのだろうか。 

・戦いに勝つことだけが人生のすべてなのだろうか。 

〔反省〕 

・今までは強い相手に勝つことだけを考えていた。 

・勝敗だけにこだわるのではなく真の強さを求めな
ければならない。 

・いろいろな手を使って勝っても満足しないのは、心
が抜けているからだ。 

・相手に勝つだけで武芸を究めることはできない。 

〔決意〕 

・物事を冷静にとらえて正々堂々と戦うべきだ。 

・鍛錬をきわめて心に迷いのないことが大切だ。 

・心を磨き心を鍛え人間として大きく成長しよう。 

○ 最高の達磨を描き上げることで、武蔵は何に気付い
たのだろう。 

・これまで自分が培ってきた兵法がこの絵の中に生
きている。 

 ・何事にも動じず心のままに描くことが大切だ。 

〇 充実した生き方をするために、よりよい自分を目指
して努力しようという気持ちが心の中にどれだけあ
ったか振り返ってみよう。 

・もっと自分を高めたいという気持ちはあったが努
力が足りなかった。 

・よりよい自分になれるよう、少しずつだけど努力し
ている。 

〇 修行によってたどりついた宮本武蔵の思いについ
て紹介する。（向上心と関連させて） 

 

・一人ひとりの受け止め方の
違いをもとに、楽しいこと
だけが充実した生き方で
はないことから学習課題
へ繋ぐようにする。 

 

 

 

 

 

・宮本武蔵の功績について触
れておく。 

・手段を選ばず敵に勝つこと
だけに価値を見出してい
た気持ちを押さえておく。 

 

 

 

・ワークシートに書いた自分
の考えを元にグループで
話し合うようにする。 

 

・話し合ったことをホワイト
ボード等を使って全体の
場に出し合わせ、揺れ動く
多様な気持ちを受け止め
ることができるようにす
る。 

 

・悩んだ末に何を見出すこと
ができたのか考えること
で、心を磨き人間として成
長しようとする気持ちの
大切さを意識できるよう
にする。 

 

 

 

 

 

 

 

・自分の心の中にある将来に
向かって自らを向上させ
ようとする気持ちを意識
できるようにする。 

 

 

 

・『兵法三十五ヶ条』の中の
「万理一空」を提示し、実
践への意欲につなげる。 

評価の視点 

・グループや全体での話し合いを通して多様な考えを出し合い、よりよい自己を目指し
て前向きに努力しようとする気持ちの大切さに気付くことができたか。 

・自分を振り返り、自己を見つめ自己の向上に向けて努力しようとする意欲を高めるこ
とができたか。 

 

充実した生き方をするために大切な気持ちを考えよう。 
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１ 主題名  充実した生き方を求めて〔Ａ 向上心、個性の伸長〕 
 
２ ねらい 
  充実した生き方をする上で大切な気持ちを考える中で、よりよい自己を目指して前向きに努力しようとする
気持ちの大切さに気付き、自己を見つめ自己の向上を図ろうとする態度を養う。 

 
３ 主題設定の理由 
 (１)内容項目について 
    本時で取り上げる内容項目は、Ａ 向上心、個性の伸長「自己を見つめ、自己の向上を図るとともに、個

性を伸ばして充実した生き方を追求すること」である。 

自分を静かに見つめ直すことは、自己の向上を願って生きていく上で重要なことである。自己を見つめ
る中で、向上心が起こるのである。この時思い描く自己像は、自他の行為における関係の中で意識される
ものである。自己という概念は、他者との関係において、初めて規定されるともいえる。 

第２学年では、自己を見つめることを通してよりよい生き方について、自らを向上させようとする態度
を養っていきたい。 

 
 (２)生徒の実態について 

本学級の生徒は、授業や学校行事に積極的に取り組む生徒が多く、ペア活動やグループ活動といった協
働的な学びにも意欲的である。しかし、個々の生徒を観察すると、自分自身が活躍でき、達成感を感じて
いるものの、何か物足りなさを感じたり、思うように成果が出ずに行き詰まったりしている生徒もいる。 

そこで、充実した生き方をするためには、現状に満足せずに自己を振り返りながら、挫折や失敗を乗り
越えて成長させていこうとする態度が大切であることや、自己を成長させることが幸福感や自信をもたら
し、自分自身の人生や人間関係を豊かにすることに気付かせたい。 

 

 (３)教材について 
    本教材は、『五輪書』という兵法の書を書いた宮本武蔵が「人生いかに生きるべきか」を考える際の心

の葛藤を描いたものである。勝つことだけにとらわれていた自分に虚しさを感じ、自己を見つめ自己のあ
るべき姿を求め続けた武蔵の生き方を通して、よりよい自己を目指して前向きに努力しようとする気持ち
の大切さに気づかせたい。 

 

４ 板書例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 他の教育活動との関連 

   体育科（剣道） 

岡山県道徳教育郷土資料集(中学校) 指導案 「わが兵法のままに」 宮本武蔵 

め
あ
て 

充
実
し
た
生
き
方
と
は
ど
ん
な
生
き
方
な
の
か
考
え
よ
う
。 

 

わ
が
兵
法
の
ま
ま
に 

宮
本
武
蔵 

 

  ○
吉
岡
家
に
戦
い
を
挑
ん
で
い
た
頃
の
武
蔵
の
兵
法 

 
 

・
名
を
上
げ
る
た
め
に
は
勝
つ
こ
と
が
大
切
。 

 
 
 

・
下
調
べ
を
し
っ
か
り
し
て
相
手
の
隙
を
つ
こ
う
。 

○
自
分
の
人
生
に
疑
問
を
感
じ
始
め
て
い
た
時
の
武
蔵
の
気
持
ち 

             

○
最
高
の
達
磨
を
描
き
上
げ
た
時
の
武
蔵
の
気
持
ち 

・
こ
れ
ま
で
自
分
が
培
っ
て
き
た
兵
法
が
生
き
て
い
る
。 

・
何
事
に
も
動
じ
ず
心
の
ま
ま
描
く
こ
と
が
大
切
だ
。 

  

●
充
実
し
た
生
き
方
に
す
る
た
め
に 

よ
り
よ
い
自
分
を
目
指
し
て
努
力
し
よ
う
と
い
う
気
持
ち
が
あ
っ
た

か
ど
う
か
振
り
返
っ
て
み
よ
う
。 

修
行
に
よ
っ
て
た
ど
り
つ
い
た
宮
本
武
蔵
の
思
い 

「
万
理
一
空
」
の
理
に
つ
い
て 

 

宮
本
武
蔵
像 

《
疑
問
》 

・
な
ぜ
む
な
し
さ
を
感
じ
る
の
か
。 

・
ど
う
す
れ
ば
満
足
感
を
得
ら
れ
る
の
か
。 

・
戦
い
に
勝
つ
こ
と
だ
け
が
人
生
の
す
べ
て
な
の
だ

ろ
う
か
。 

 

《
反
省
》 

・
今
ま
で
は
強
い
相
手
に
勝
つ
こ
と
だ
け
を
考
え
て

い
た
。 

・
勝
敗
だ
け
に
こ
だ
わ
ら
ず
真
の
強
さ
を
求
め
な
け

れ
ば
な
ら
せ
な
い
。 

・
相
手
に
勝
つ
こ
と
だ
け
で
武
芸
を
究
め
る
こ
と
は

で
き
な
い
。 

 

《
決
意
》 

・
物
事
を
冷
静
に
と
ら
え
て
正
々
堂
々
と
戦
う
べ

き
だ
。。 

・
心
に
迷
い
が
な
い
こ
と
が
大
切
だ
。 

・
心
を
磨
き
心
を
鍛
え
人
間
と
し
て
大
き
く
成
長

し
よ
う
。 

グループの意見 

グループの意見 グループの意見 

グループの意見 
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７ 参考資料 

(1)資料に関連して 

・岡山県の矢掛町から倉敷市真備町にかけての小田川流域一帯は吉備真備ゆかりの地であり、真備の遺徳

をしのんでそれぞれの記念公園を造っている。また、倉敷市真備町にある「まきび記念館」には、吉備

真備の関連資料が展示してあり、真備の業績に触れることができる。             

・吉備真備は歴史上有名な人物ではあるが、教科書等に詳しく触れられていないこともあり、知らない生

徒も多い。また、揺れ動く古代律令制社会の中で政治に関与していたこと、伝説が多いことなどから、

その人物像には、様々な見方がある。ここでは、「吉備真備」を、困難や逆境の中でも勇気と希望をも

って前向きに生きた人物としてとらえ、現在に共通するものを学びとらせたい。 

(2)現在のわれわれが「吉備真備」から学ぶこと 

(3) 参考文献等 

   ・『吉備真備－天平の光と影－』高見茂（山陽新聞社） 

   ・『吉備真備物語』荒木栄悦（善本社） 

    ・『きびのまきび』（吉備真備絵本編集委員会・真備町教育委員会） 

   ・まきび記念館（吉備郡真備町） 

  ・マービーふれあいセンター（吉備郡真備町） 

    ・矢掛町産業課 

 吉備真備は、単なるロマンチストではなかった。現実に立脚して道理を解く人であり、道理にかなった

行動をする人であった。事に当たってスタンドプレーはなく、華やかさもなかった。情熱を内に秘めた極

めて勤厳実直で清廉な政治家であるとともに、儒教に裏打ちされた地味な教育者であり文化人であった。

そのような真備の人柄を考えるキーワードとして、次の５つの言葉を設定して見たのだが、いかがであろ

うか。 

 その一つは、「進取」。困難で危険な航海が待ち受ける遣唐留学に進んで挑戦し、先進地の唐の文化を日

本にもたらすとともに、遣唐副使としても積極的に参加し、日中交流に努めた。 

 その二つは、「勤勉」。優れた頭脳に加え、その勤勉さによる勉学の成果が遣唐留学生の選任に結びつい

たし、唐に渡ってからは、唐の人々も認めるような勤勉さで、その勉学は極めて多方面に及んだ。 

 その三つは、「忍耐」。藤原仲麻呂に嫌われて藤原広嗣の怨霊の残る筑前守、ついで肥前守に左遷されな

がらも耐え忍び、太宰府に左遷された時も自暴自棄にならず、日本の防衛のために数々の業績をあげた。 

 その四つは、「清廉」。醜い政争にくみすることなく、ひたすら日本の国を思い、官人の誤りや綱紀を正

し、民の声を朝廷に反映させるなど終始清廉な政治を貫いた。 

 その五つは、「謙虚」。豊かな学識を持ちながら決して驕(おご)ることなく、また、右大臣という顕官に

昇りながら常に謙虚に対処し、右大臣を辞任する時も謙虚な姿勢が見られてさわやかな印象を与えた。 

  真備は進取の人、勤勉の人、忍耐の人、清廉の人、謙虚の人であった。人を裏切ることのない人であっ

た。「人間への信頼」を根底においた誠実そのものの人柄であった。現在のわれわれがそんな吉備真備から

学ぶことは極めて多いのではないだろうか。 

          （ 高見茂著『吉備真備－天平の光と影－』より） 



指 18 

 

６ 学習指導過程                                   ○は基本発問 ◎は中心発問 

学習活動 主な発問と生徒の反応 指導上の留意点 

１ 目標に向かって

取り組む姿勢につ

いて話し合い、本時

のめあてをつかむ。  

 

 

 

 

２ 教材「荒波を乗り

越えて」を読んで話

し合う。 

(1) 初めて唐に渡ろう 

と決心したときの

真備の気持ち 

 

 

(2) 再び唐に渡るよう 

にという手紙が届

いたときの真備の

気持ち 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 自分を振り返り、

粘り強くやり遂げ

るために必要な気

持ちについて考え

る。 

４ まとめをする。 

○ 自分にももっと粘り強くやり遂げる力があればよ

いなと思ったことがあるか。 

・英語が上手に話せるようになりたくて英会話教室

に通ったが、途中でやめてしまった。 

・もっと野球が強くなりたくて自主練習を始めたが

長くは続かなかった。 

 

 

 

 

 

○ 真備は、どんな思いで唐への一度目の渡航を決心

したのだろう。 

・本物の学問を学ぶよいチャンスだ。 

・もっと勉強していろいろなことを知りたい。 

・留学生として立派に責任を果たしたい。 

◎ 遣唐副使として再び唐に行くようにという手紙が

届いたとき、真備はどんなことを思ったか。 

・唐でもう一度学びたいが、危険な航海なので再び 

帰って来られるかどうか不安だ。 

 ・歳をとっているので体は大丈夫だろうか。 

 ・帰ってこられなければ、せっかく学んだことを生 

かすことができない。 

 ・この国には苦しい思いをしている人たちがたくさ 

んいる。 

 ・政治の仕組みを整え、人々が安心して暮らせる国 

づくりをしなければならない。 

 ・国を変えていくのが自分の使命だ。  

○ 粘り強くやり遂げるために、今の自分にどんな気

持ちを取り入れたいと考えているか。 

・くじけないで前に進もうとする気持ち 

・目標を達成させようという強い意志 

・人のために役にたちたいという気持ち。 

○ ワークシートに書いた気持ちを紹介しよう。 

・具体的な経験を出し合う中で、や

り遂げたいという気持ちはある

がなかなか難しいことから、学習

課題を意識できるようにする。 

 

 

 

 

・「真備町」の出身で、岡山県にか

かわりの深い人物であることを

知らせる。 

・不安を感じながらも、もっと学問

を究めたいという前向きな気持

ちを押さえるようにする。 

 

 

・グループワークを取り入れ、真備

の心の中をしっかりと考えさせ

ることで、多様な気持ちを出し合

えるようにする。 

・出し合った気持ちをもとに、心の

葛藤がある中で再び唐に行こう

と決意したのはなぜか考えるこ

とで、人々が安心して暮らせる国

へと変えていくことが自分の使

命だと考えた意志の強さに気づ

くことができるようにする。 

 

・教材を通して学んだどんな気持ち

を取り入れたいか、これまでの自

分を振り返りながら考えること

で、実生活に生かすことができる

ようにする。 

 

評価の視点 

・グループ活動等を通して多様な考えを出し合い、生涯をかけての理想や目標に向けて努力

し続けようとする強い意志が必要なことに気付くことができたか。 

・これまでの自分を振り返り、自分の目標に向かって絶えず挑み続けようとする意欲を高

めることができたか。 

物事を粘り強くやり遂げるためには、どんな気持ちが必要なのか考えよう。 

 



指 17 

 

 

１ 主題名  困難や失敗を乗り越えて〔A希望と勇気、克己と強い意志〕 
 
２ ねらい 
  物事を粘り強くやり遂げるためにはどんな気持ちが必要なのか考える中で、困難や失敗に直面しながらも、
生涯をかけての理想や目標に向けて努力し続けようとする強い意志が必要なことに気付き、自分の目標に向 

かって絶えず挑み続けようとする態度を養う。 
 
３ 主題設定の理由 
(1)内容項目について 
    本時で取り上げる内容項目は、A希望と勇気、克己と強い意志「より高い目標を設定し、その達成を目指 

し、希望と勇気をもち、困難や失敗を乗り越えて着実にやり遂げること。」である。 
   人生において、目標の実現には「希望」や「勇気」という積極的な気力が必要である。困難や失敗を経験 

することは多々あるが、それを乗り越えて目標に向かって努力し続けるには、希望と勇気を失わない前向き 

な姿勢や、失敗にとらわれない柔軟でしなやかな思考、自分自身の弱さに打ち克って着実にやり遂げようと 

する強い意志などが大切であると考える。 

   第２学年では、困難に直面してもくじけず、目標達成に向けて勇気と希望をもちながら、常に挑み続けよ 

うとする態度を養っていきたい。 

 
(2)生徒の実態について 

本学級の生徒は、自分の好むことや価値を認めたものについては意欲的に取り組む態度が育ってきている。 
しかし、自分に自信のない生徒も多く、困難や失敗に直面すると物事を簡単にあきらめてしまったり、挫折 

や失敗を見せないようにしたりそれらを回避したりしようとして、安易な選択をしてしまったりする生徒も 

見られる。 

   そこで、生徒の努力を評価しながら、目標を達成するためには、どんなことがあっても最後まで強い心を 

もち続けることが高い壁を越える力になるということに気づかせ、困難や失敗にもくじけず希望と勇気をも 

って挑み続けようとする前向きな姿勢を培っていきたい。 

 
(3)教材について 
   本教材は、平安時代に活躍した「吉備真備」の生き方を取り上げたものである。 
  吉備真備は身分の低い家庭に生まれ育ちながら、まっすぐに学業にいそしみ、その能力とやる気を買われ、 

遣唐使として唐へ渡る。先進の文化や政治経済に触れ、日本に持ち帰り、新たな日本を作っていく。その後、 
有力者のねたみから左遷されて不遇な生活を送るが、自分の目標や理想を達成するため再び唐へ渡り、命を 

かけて国づくりに尽力した。 

その生き方を通して、困難や失敗に直面しながらも自分の理想や目標に向けて強い意志をもって乗り越え 

ていくことの大切さについて考えさせたい。 

 

４ 板書例 

５ 他の教育活動との関連 

   社会科〔歴史的分野〕（遣唐使） 

 

も
っ
と
粘
り
強
く
や
り
と
げ
る
力
が
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ば
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と 

思
っ
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こ
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あ
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○ 
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・
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物
の
学
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を
学
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・
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・
留
学
生
と
し
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に
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任
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 ○ 

再
び
唐
へ
渡
る
よ
う
に
と
い
う
手
紙
が
届
い
た
と
き 

 
 

 

・
危
険
な
航
海
な
の
で
帰
っ
て
来
ら
れ
る
か
不
安
だ
。 

 
 

 

・
歳
を
取
っ
て
い
る
の
で
体
が
心
配
だ
。 

 
 

 

・
学
ん
だ
こ
と
を
生
か
せ
な
い
か
も
し
れ
な
い
。 

・
多
く
の
人
が
苦
し
ん
で
い
る
。 

・
人
々
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
国
に
し
な
け
れ
ば 

 
 

 

・
国
を
変
え
て
い
く
の
が
自
分
の
使
命
だ
。 

 

○ 

粘
り
強
く
や
り
続
け
る
た
め
に
今
の
自
分
に 

取
り
入
れ
た
い
こ
と 

 
 

 

・
く
じ
け
な
い
で
前
に
進
も
う
と
す
る
気
持
ち 

 
 

 

・
目
標
を
達
成
さ
せ
よ
う
と
い
う
強
い
意
志 

 
 

 

・
人
の
た
め
に
役
立
ち
た
い
と
い
う
気
持
ち 

 
 

 

 

岡山県道徳教育郷土資料集(中学校) 指導案 「荒波を乗り越えて―吉備真備―」  



指 16 

 

（イ）「能く働き、能く食べ、能く眠る」 

幸助が、家庭学校で大切にしてきたことの一つが「能く働き、能く食べ、能く眠る」という「三能主義」

である。汗を流して一生懸命働き、しっかり食べてよく眠る、このような健康的な生活を送ることで、心

身ともたくましく生きていく力を身に付けさせようとした。家庭学校では、野菜を育てたり、牛や馬の世

話をしたり、農地を整備したりする仕事を少年たちで分担して行い、自分たちが一生懸命働いた成果を実

感することで、やりがいを感じられるようにした。 

 

（ウ）家庭的な雰囲気の場に 

夫婦の職員が舎監となり、少年たちと共に生活することで、家庭的な雰囲気のもと少年たちが安心して

過ごせるようにした。不遇な境遇のもと非行の道へ進んでしまった少年たちに愛情が注がれ、一人の人間

として大切にされているということが実感できる環境にすることが大切にされた。 

 

(3)高梁基督教会堂（県指定史跡） 

明治２２（１８８９）年９月に建てられ、現存する岡山県内最古の教会堂で、プロテスタント教会として

は、全国でも同志社大学のチャペルについで古い教会堂である。 

明治１３（１８８０)年に新島襄が高梁で布教活動を行ったことを契機として、明治１５(１８８２)年、

地元出身の教育者福西志計子や医師赤木蘇平ら１６人が原動力となって教会組織が設立され、その７年後

に活動の拠点となる教会堂が完成した。 

 

(4)参考文献 

・『教育農場五十年』    留岡清男（岩波書店） 

・『川上重治写真集 家庭学校と留岡清男』川上重治（北海道新聞社） 

・『福祉の国を創った男 留岡幸助の生涯』藤井常文（法政出版） 

・『慈愛と福祉 岡山の先駆者たち１』公益財団法人山陽放送学術文化財団編（吉備人出版） 

・『留岡幸助の研究』室田保夫（不二出版） 

・『留岡幸助と備中高梁 石井十次・山室軍平・福西志計子との交友関係』倉田和四生（吉備人出版） 

・『高梁市歴史的風致維持向上計画（第２期）』（高梁市 産業経済部 観光課 日本遺産・歴まち推進室） 

・山陽新聞 2022年2月12日版 記事 「高梁基督教会 今も輝く新島襄の教え」 

・社会福祉法人北海道家庭学校 

https://kateigakko.org/new/index.html 

・えんがる歴史物語（遠軽町役場 経済部 商工観光課） 

http://story.engaru.jp/ 
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７ 参考資料 

(1)人物について 

（ア）留岡幸助 

元治元（１８６４）年、高梁市新町に生まれる。商家留岡家に養子に入り、１２歳で行商人の仕事を手

伝う。その頃、肺ジストマにかかり、キリスト教信者で医師の赤木蘇平宅で治療を受けた。その間、留岡

は赤木の人柄や、「神の前では士族も町人も同じ価値をもっている」というキリスト教の教えに感化され、

キリスト教の信者となった。明治１５（１８８２）年、１７歳で高梁基督
キリスト

教会の洗礼を受け、その後、教

会員の援助により同志社英学校別科神学科に進学する。 

同志社英学校では、「同志社は、世の中への奉仕を自分の使命とする人材を送り出すためにある。自由、

愛、希望、そして自己犠牲の精神をもって、社会的に弱い立場の人々のために尽くせ。」という新島襄の

教えを受ける。 

   それまでの監獄は罰を与えるところという一般的な考え方から、１９世紀末、欧米の監獄改良家たちは、

「監獄で受刑者は過去について罰せられ、将来に備えて訓練されるべきであり、監獄の職員の仕事は、人

間の内面に働きかけ、それを伸長させ成長させる点で教育の仕事だ」と考えた。幸助は、各国の監獄改良

家の考えに触れ、監獄改良についてさらに深く学びたいと考えるようになった。 

明治２７（１８９４）年、アメリカに渡り、２年間で１５０余りの監獄や施設を視察した。その中で、

子どもたちの施設では、女性の職員の役割が大きいこと（当時の日本では、男性職員のみで指導にあたっ

ていた）、自然が豊かなところに設置され、１日のうち教科学習と作業学習を行う生活を通して、子ども

たちを育てていることを知る。また、ドイツ人ヴィッヘルンの「問題行動をした子どもたちを処遇する感

化院に、塀とか鍵とかは要らない、むしろ大切なのは愛情なのだ」という考え方に影響を受け、のちに家

庭学校設立の際の理念となった。 

 

（イ）新島襄 

アマースト大学を卒業。岩倉使節団に随行し、欧米の教育制度を視察。帰国後、京都に同志社英学校（後

の同志社大学）を創立。キリスト教精神に基づく教育に専念した。 

   明治１３（１８８０）年には高梁を訪問。高梁のキリスト教の布教活動が加速する。 

 

(2)北海道家庭学校について 

（ア）設立の経緯 

明治３２（１８９９）年、幸助は東京、巣鴨に家庭学校を設立した。このとき校名に「感化院」という

言葉を使わず「家庭学校」と名付けたのは、「感化院」という響きは「監獄の子ども版」を連想させ、世

間の冷たいまなざしを避け、少年たちに卑屈な思いを抱かせないためであり、また、つまずいた子どもた

ちに真に必要なのは、監獄ではなく家庭や学校であるという強い思いがあったからである。 

巣鴨の家庭学校の設立を経て、幸助は豊かな自然環境の中で、教育を行うことの重要性を改めて実感し

た。土に触れ、野菜を育てたり、牛や馬の世話をしたりすることは、少年たちの心を落ち着かせ、労働へ

の意欲をかき立て、自然に勤勉さを身に付けることにつながると考えた。さらに、農業をすることで自立

した生活を営むことを目指した。目指す家庭学校の姿を実現するためには、北海道の大自然がふさわしい

と考え、大正３（１９１４）年、家庭学校北海道農場・社名淵分校として北海道家庭学校が開設された。 



指 14 

 

６ 学習指導過程                                   ○は基本発問 ◎は中心発問 

学習活動 主な発問と生徒の反応 指導上の留意点 

１ 差別や偏見につ
いて感じたことを
出し合い、本時の
めあてをつかむ。 

 

 

 

 

 

 

２ 教材「社会福祉
の先覚者」を読ん
で話し合う。 

(1) 罪人の心の支え
になりたいといっ
た幸助の気持ち 

 

 

 

 

 

(2) 家庭学校で少年
たちと接していた
幸助の気持ち 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 差別や偏見につ
いてこれまでの自
分を振り返る。 

 

 

 

 

 

４ まとめをする。 

○ 日々の暮らしの中やニュースなどで、差別や偏見だ
と思うことにはどんなことがありますか。 

・新型コロナウイルス感染症にかかった人が差別され
たり、偏見をもって見られたりしている。 

・ネットへのひどい書き込みや嫌がらせが増えている。 

・ジェンダーに関わる偏見や不平等がある。 

 

 

 

 

 

 

 

○ 「罪人の心の支えになりたい」といった幸助はどん
なことを考えていたのだろう。 

・罪を犯したからといって、人間としてひどい扱いを受
けるのはおかしい。 

・生まれつきの悪人なんていないし、きっかけがあれば
改心できる。 

・この現実を放っておいてはいけない。自分の力でなん
とか改善したい。 

◎ 北海道にある家庭学校で、幸助はどのような思いを
もって少年たちと接していたのだろう。 

・世間の偏見からこの子たちを守らなければいけない。 

・悪い人間だと決めつけてはいけない。 

・何とか少年たちが立ち直れるよう力になりたい。 

・家庭的な雰囲気の中で、家族のように大切にしたい。 
・社会の中でこの子たちが力を発揮できるようにして
いきたい。 

・一面だけを見て判断するのではなく、この子たちのよ
さや可能性に着目して伸ばすことが大切だ。 

 

 

 

 

 

 

○ 差別や偏見をなくすために大切だと思ったことを
これからの生活のどんな場面で生かしていきたいか、
これまでの自分を振り返りながら考えてみよう。 

・友だち関係で、嫌なことがあってもそれだけに着目す
るのではなく、その人のよさや頑張っていることにも
着目したい。 

・ネットでの書き込みや人のうわさに惑わされるので
はなく、よく確認してから判断するようにしたい。 

○ 差別や偏見をなくすために身近なことから実践し
ている教師の体験を聞く。 

・新聞記事等で話題になった
ことなども取り上げ、差別
や偏見が実際には身近に
あるという現実を捉え、学
習課題として意識付ける
ようにする。 

 

 

 

 

・留岡幸助の功績について触
れておく。 

 

・「罪人だから」と決めつけ
ている世間の見方に対し
て不公平感を抱いている
ことを押さえる。 

・子どものころに幸助が感じ
た身分差別の不合理が土
台になっていることに触
れるようにする。 

・幸助の気持ちをワークシー
トに記述することで自分
の考えをもって話合いに
臨めるようにする。 

・グループで話し合ったこと
を全体で共有する。 

・出し合った気持ちの中か
ら、差別や偏見をなくすに
はどんな見方がより大切
なのか話し合うことで、一
面のみを捉えて偏った見
方をするのではなく、少年
たちのいろいろな面を認
め伸ばそうとしているこ
とに焦点化できるように
する。 

・具体的な場面を思い浮かべ
ながら、なぜそう思うのか
考えることで、差別や偏見
についてのこれまでの自
分の意識を振り返ること
ができるようにする。 

 

 

・実践への取組を語ること
で、意欲付けとする。 

 

評価の視点 

 

・グループや全体での話合いを通して多様な考えを出し合い、その人の一面だけでなく
全体の姿を見極めて正しく判断しようとする気持ちの大切さに気付くことができた
か。 

・自分を振り返り、差別や偏見をなくして公正な社会の実現に向けて自分にできること
から実践しようとする意欲をもつことができたか。 

差別や偏見のない社会を実現するためにはどんな見方が大切なのか考えよう。 
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１ 主題名  差別や偏見をなくすために〔Ｃ 公正、公平、社会正義〕 
 
２ ねらい 
  差別や偏見のない社会を実現するためにはどんな見方が大切なのか考える中で、その人の一面だけでなく全
体の姿を見極めて正しく判断しようとする見方の大切さに気付き、差別や偏見のない社会の実現に向けて自分
にできることから実践しようとする態度を養う。 

 
３ 主題設定の理由 
 (１)内容項目について 
    本時で取り上げる内容項目は、Ｃ 公正、公平、社会正義「正義と公正さを重んじ、誰に対しても公平

に接し、差別や偏見のない社会の実現に努めること。」である。 
    正義と公正さを重んじるということは、道理にかなって正しいことを自ら認識し、それに基づいて適切

な行為を主体的に判断し、実践しようとする意欲や態度をもつことである。そして、よりよい社会を実現
するためには正義と公正さを重んじ、物事の是非を見極めて、誰に対しても公平に接し続けようとするこ
とが必要となる。 

    第３学年では、差別や偏見の不合理を理解するとともに、一面だけでなく全体を見極めて正しく判断し、
公平に接することを大切にしながら、差別や偏見のない社会の実現に向けて努力していこうとする態度を
養っていきたい。 

 
 (２)生徒の実態について 
    本学級の生徒は、公正、公平な態度で接しようと努力し互いに助け合いながら様々な活動に取り組んで

いる。さらに社会生活における矛盾や葛藤、差別や偏見といった社会的な問題についても関心をもち始め
ている。しかし、現実には固定化しがちな人間関係の中で安易に多数の意見に同調したり、一面だけを捉
えて判断したり、公正でないと感じる場面に出会っても声を上げず流してしまったりする様子も見られる。 

    そこで、物事を正しく見極めて判断し行動することの価値について考えさせ、自分も社会の一員として
差別や偏見のない社会の実現に向けて、身近なところから実践していこうとする態度を育てたい。 

 
 (３)教材について 
    本教材は「社会福祉の先覚者」として、少年の自立支援に献身的に取り組んだ留岡幸助の生き方を描い

たものである。 
    少年時代に感じた身分差別の不合理をきっかけに、誰に対しても分け隔てなく接することを大切にし、

社会から置き去りにされがちな弱い立場の人々に寄り添い、家庭学校の設立と実践を通して非行少年の社
会復帰に取り組む幸助の姿から、一面だけを捉えて判断するのではなく全体の姿を見極めて正しく判断し、
自分の正しいと信じることに従って行動することの大切さについて考えさせたい。 

 

４ 板書例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 他の教育活動との関連 

   社会科〔公民的分野〕（基本的人権） 

め
あ
て 

差
別
や
偏
見
の
な
い
社
会
を
実
現
す
る
た
め
に
は 

ど
ん
な
見
方
が
大
切
な
の
か
考
え
よ
う
。 

 社
会
福
祉
の
先
覚
者 

留
岡
幸
助 

 

「
罪
人
の
心
の
支
え
に
な
り
た
い
」 

・
罪
を
犯
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
人
間
と
し
て
ひ
ど
い

扱
い
を
受
け
る
の
は
お
か
し
い
。 

・
生
ま
れ
つ
き
の
悪
人
な
ん
て
い
な
い
し
、
き
っ
か
け

が
あ
れ
ば
改
心
で
き
る
。 

・
こ
の
現
実
を
放
っ
て
お
い
て
は
い
け
な
い
。
自
分 

の
力
で
な
ん
と
か
改
善
し
た
い
。 

  

家
庭
学
校
の
設
立 

北
海
道
家
庭
学
校
で
の
幸
助
の
思
い 

・
世
間
の
偏
見
か
ら
こ
の
子
た
ち
を
守
ら
な
け
れ
ば
い

け
な
い
。 

・
悪
い
人
間
だ
と
決
め
つ
け
て
は
い
け
な
い
。 

・
少
年
た
ち
が
立
ち
直
れ
る
よ
う
力
に
な
り
た
い
。 

・
家
庭
的
な
雰
囲
気
の
中
で
、
家
族
の
よ
う
に
大
切
に

し
た
い
。 

・
社
会
の
中
で
こ
の
子
た
ち
が
力
を
発
揮
で
き
る
よ
う

に
し
て
い
き
た
い
。 

・
一
面
だ
け
を
見
て
判
断
す
る
の
で
は
な
く
、
こ
の
子

た
ち
の
よ
さ
や
可
能
性
を
伸
ば
そ
う
。 

 

差
別
や
偏
見
を
な
く
す
た
め
に 

 
 
 

決
め
つ
け
た
見
方
を
し
な
い 

一
面
だ
け
を
見
て
判
断
し
な
い 

よ
さ
や
可
能
性
に
着
目
す
る 

 

こ
れ
か
ら
の
自
分
に
ど
う
生
か
す
か 

岡山県道徳教育郷土資料集(中学校) 指導案 「社会福祉の先覚者」 留岡幸助 
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(3)慈善鍋 

１８０６（明治３９）年の年の瀬、貧しさで餅を買えない人々に軍平は餅を配る「慰問籠」の運

動を始めた。これが、歳末救助運動の初めとなり後には恒例となった。やがて街頭に鍋をつるして

通行人から寄付を募る「慈善鍋」と呼ばれるものとなった。 

その後、名称が「社会鍋」と変わった。 

現在では、救世軍が歳末に生活困窮者のための街頭募金運動として行っている。 

〈慈善鍋、社会鍋が詠まれた俳句〉 

      ・来る人に我は行く人慈善鍋（高浜虚子『五百句』昭和８年） 

      ・かるがるとにげあしのびて社会鍋（飯田蛇笏『山響集』昭和１５年） 

 

(4)『平民の福音』 

軍平は、１８９９（明治３２）年夏、機恵子との結婚後間もなく救世軍から２週間の休暇をもら

い横浜市外に小さい部屋を借り受けて休養した。その間、早朝から起きて、機恵子とともに『平民

の福音』を書き上げた。軍平は、入信当時から日本の一般民衆が読んでよくわかるようなキリスト

教入門書を著したいと念願し、かねてから資料を集めていたものをまとめた。内容は、天の父上、

人の罪悪、キリストの救い、信仰の生涯、職分の道の５章に分かれている。多くの聖句、例話、詩

歌などを引用し平易な言文一致体で書かれている。 

 

(5)参考文献等 

・『山室軍平』 高道 基 （日本基督教団出版局） 

  ・『山室軍平：人道の戦士』 山室武甫 （玉川大学出版部）        

  ・『山室軍平やさしさを生きる』 佐藤卓志 脚本 

タケバヤシ哲郎 画（哲多町）                         

  ・『山室軍平選集』全十巻（山室武甫、山室軍平選集刊行會）           

  ・『郷土にかがやく人々Ⅱ』（日本文教出版社） 

・おかやま人物往来 山室軍平 

http://degioka.libnet.pref.okayama.jp/mmhp/kyodo/person/yamamurogunpei/gunpei-short.htm 
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７ 参考資料 

(1)山室軍平（日本救世軍の創設者・社会事業家・宗教家）について 

山室軍平は、８歳で母の弟（足守の杉本弥太郎）の養子となる。その後、築地の活版所で働きな

がら東京専門学校（早稲田大学）とイギリス法律学校（中央大学）の講義録を取り寄せ独学をする。

１７歳の時、新島襄を慕って京都に赴き、キリスト教青年会の夏期学校を受講し、その年の９月同

志社普通学校に首席で入学した。１９歳の時、濃尾大震災の孤児救済を努め、石井十次の資金募集

を助けた。２２歳で苦学した同志社を卒業前に辞めて、高梁教会の伝道師となった。翌年、上京し

て救世軍を訪ね、入軍した。結婚後には、妻の機恵子とともに『平民の福音』を執筆した。 

そして、生涯において様々な救済事業を行っている。主なものに、 

・貧しい人々を救済する歳末の慈善鍋運動     

     ・結核診療所の開設 

       ・不況対策としての労働者紹介所開設       

     ・児童虐待防止運動 

       ・貧しい人でも診療を受けられる救世軍病院の開設 

       ・米騒動や関東大震災での救済活動 

などがある。 

山室軍平のこのような活動は、子どもの頃からの「善いことをしたい」「人々の役に立つことが

したい」と言う思いからであり、生涯の思いでもあった。軍平の意志を受け継ぐ「哲多町ボランテ

ィア館」が本郷小学校の横に建てられている。 

 

(2)救世軍                                              

キリスト教プロテスタントの一派。１８６５年、ウィリアム＝ブースによって、イギリスのロン

ドンに創設された。東ロンドン伝道会に始まり、１８７８年以後「救世軍」と称し軍隊組織により

伝道、教育、社会事業などを行い世界的に発展した。１８９５（明治２８）年日本に渡来した。山

室軍平は、日本人として最初の救世士官となった。今日の救世軍の働き（伝道や社会奉仕活動）は、

軍平に負うところが大きく、救世軍の最高の栄誉である「創立者章」を受けている。                                           
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６ 学習指導過程                        ○は基本発問 ◎は中心発問 

学習活動 主な発問と生徒の反応 指導上の留意点 

１ 将来の夢や願い
についてのアンケ
ート結果から本時
のめあてをつか
む。 

 
 
 
 
２ 教材「岐路に立
つ」を読んで話し
合う。 

(1)印象に残ったと
ころ 

 
 
 
 
 
(2)大学を続けるか

辞めるか悩んで
いた軍平の気持
ち 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3)大学を辞めた軍

平の気持ち 
 
 
 
 
 
 
 
 
３ これまでの自分
を振り返る。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
４ まとめをする。 

○ アンケートの結果を見てどう思ったか。 
・夢のある人が多い。 
・何になりたいか決めている人は意外と少な 
い。 

・自分は決まっていないので、決まっていない 
人がいて安心した。 

 
 
 
 
 
 
○ 「岐路に立つ」を読んでどんなところが印象
に残ったか。 
・大学を辞めるべきか続けるべきか悩んだとこ
ろ。 

・迷ったすえに、大学を辞めようと決心したと
ころ。 

・街頭で道行く人々に声をかけているところ。 
◎ 大学を続けるべきか、それとも辞めるべきか
悩んでいた軍平は、どんなことを考えていた
か。 
〔続けたい〕 
・食費を切り詰めてまで援助してくれた吉田さ
んに申し訳ない。 

・勉強したくて大学に入ったのに辞めたくな
い。 

・これまで努力してきたことが無駄になる。 
〔辞めたい〕 
・大学で学んだことが、役に立たない。 
・学んだことを人のために生かすことができな
い。 

 ・すぐにでも人を助ける仕事がしたい。 
○ 軍平が卒業を目の前にして大学を辞めたの
は、どんなことを考えたからか。 

 ・今すぐに貧しい人や恵まれない人を助けた
い。 

 ・今苦しんでいる人たちを助けるのが自分の使
命だ。 

 ・苦しんでいる人たちの心を少しでも幸せにし
たい。 

 ・弱い立場の人を救いたいという気持ちを貫き
たい。 

○ これまで、将来の夢や願いについて考えると
き、自分を見つめ本当にやりたいことは何か真
剣に考えたことがあるか。 
・考えたことがある 
・少しあった 
・あまりなかった 

 
 
 
 
 
○ 今日の学習で大切だと思ったことや今の気
持ちをワークシートにまとめよう。 

・夢がある生徒とない生徒そ
れぞれが、自己の将来につ
いて意識できるようにし、
学習課題へとつなげる。 

 
 
 
 
 
・軍平の業績に触れた上で教
材を読ませるようにする。 

 
・印象に残ったところをもと
に中心場面に意識が向くよ
うにする。 

 
 
 
 
・自分の考えをワークシート
に書かせてからグループで
話し合うようにする。 

・大学を続けるか辞めるかで
悩んでいる軍平の多様な気
持ちを出し合わせる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・卒業目前の大学を辞める決
断をした軍平の気持ちか
ら、自分の本当にやりたい
ことは何かを考えることの
大切さに気付かせる。 

・心の物差しのどのあたりに
位置付くか考えさせる。 

・理由を話し合うことで、こ
れまでの自分を振り返り、
自己のあり方について考え
られるようにする。 

評価の視点 

・グループの話し合いを通して多様な考えを出し合い、自分を見つめ、本当に
自分がやりたいことは何か考えようとする気持ちの大切さに気付くことが
できたか。 

・自分を振り返り、将来に向かって自分をしっかり見つめ、努力していこうと
する意欲を高めることができたか。 

自分の夢や願いを叶えるためにはどんな気持ちが大切なのか考えよう。 
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１ 主題名  充実した生き方〔Ａ 向上心、個性の伸長〕 

 

２ ねらい 
自分の夢や願いを叶えるためにどんな気持ちが大切なのかを考える中で、自己を見つめ、自

分の本当にやりたいことは何か考えようとする気持ちの大切さに気付き、将来に向かって自ら
を向上させようとする態度を養う。 

 

３ 主題設定の理由 

(1)内容項目について 

    本時で取り上げる内容項目は、Ａ 向上心、個性の伸長「自己を見つめ、自己の向上を図るとと

もに、個性を伸ばして充実した生き方を追求すること。」である。 

自己を見つめるとは、自己について深く省みることであり、そのなかで一貫した自分の姿や将来

像を思い描くことにつながる。これまでや現在の自分、将来こうありたいという自分を静かに見つ

め直すことは、自己の向上を願って生きていく上で重要なことである。 

第２学年では、自己を見つめることを通して、現在の自分や自分の将来について考え、自らを向

上させようとする態度を養っていきたい。 

 

(2)生徒の実態について 

本学級の生徒は授業や学校行事に活発に取り組むことができる。職場体験では、それぞれの事業

所で仕事内容に興味を持ち、意欲的に取り組むことができた。その反面、自分の将来についての目

標や夢については具体的に考えている生徒は少なく、どのように考えていけばよいのかわからない

という生徒も多い。 

そこで、自分の将来について夢や目標をもつことや、それに向かって努力し自らを向上させるこ

との価値について考えさせたい。 

 

(3)教材について 

   本教材は、社会福祉活動に献身的に取り組んだ山室軍平の、自己の進路を決める際の心の葛藤を

描いたものである。自己のあり方を問い続け、妥協することのない軍平の生き方を通して、自己を

見つめ、自分の本当にやりたいことは何か、真剣に考えることの大切さに気付かせたい。 

 

４ 板書例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
５ 他の教育活動との関連 

・総合的な学習の時間（職場体験） 

 

 

岡山県道徳教育郷土資料集(中学校) 指導案 「岐路に立つ」 山室軍平 

岐
路
に
立
つ 

 

― 

山
室
軍
平 

― 

め
あ
て 

自
分
の
夢
や
願
い
を
叶
え
る
た
め
に
は 

ど
ん
な
気
持
ち
が
大
切
か
考
え
よ
う 

大
学
を
続
け
る
べ
き
か
、
辞
め
る
べ
き
か
悩
ん
で
い
た

軍
平
の
気
持
ち 

卒
業
を
目
の
前
に
し
て
大
学
を
辞
め
た
軍
平
の
気
持
ち 

・
今
す
ぐ
に
貧
し
い
人
や
恵
ま
れ
な
い
人
を 

助
け
た
い
。 

・
今
苦
し
ん
で
い
る
人
た
ち
を
助
け
る
の
が 

自
分
の
使
命
だ
。 

・
苦
し
ん
で
い
る
人
た
ち
の
心
を
少
し
で
も 

幸
せ
に
し
た
い
。 

・
弱
い
立
場
の
人
を
救
い
た
い
と
い
う
気
持 

ち
を
貫
き
た
い
。 

考えたことがある 

あまりなかった 

自
分
を
見
つ
め
本
当
に
や
り
た
い
こ
と
は 

何
か
真
剣
に
考
え
た
こ
と 

心のものさし ［
続
け
た
い
］ 

・
食
費
を
切
り
詰
め
て
ま
で
援
助
し
て
く
れ
た 

吉
田
さ
ん
に
申
し
訳
な
い
。 

・
勉
強
し
た
く
て
入
っ
た
の
に
辞
め
た
く
な
い
。 

・
こ
れ
ま
で
努
力
し
て
き
た
こ
と
が
無
駄
に
な
る
。 

［
辞
め
た
い
］ 

・
大
学
で
学
ん
だ
こ
と
が
、
役
に
立
た
な
い
。 

・
学
ん
だ
こ
と
を
人
の
た
め
に
生
か
す
こ
と
が 

で
き
な
い
。 

・
す
ぐ
に
で
も
人
を
助
け
る
仕
事
が
し
た
い
。 



指 8 

 

 

(5)備前焼ひとくちメモ 

(ア)第二次世界大戦と備前焼 

生活雑器として人々に愛された備前焼も戦時中には、燃料の松割木の安定供給のため軍に協力さ

せられていた。従来銅で作られていた二宮尊徳像が武器製造のために徴発され、代用品が備前焼で

作られて全国の学校に置かれた。また備前焼の頑丈なつくりを利用して、備前焼の手榴弾が作られ

た。 

実際に使われることはなかったが、伊部の裏山で爆破の実験が行われたという。手榴弾は今でも

伊部の窯元に保存されている。このことは戦争のすさまじさと物不足を感じさせる事柄である。 

 

(イ)「備前水甕水が腐らん」 

備前焼に入れた水は腐りにくく、長持ちすると言われる。花を生けると花が長持ちし、また、金

魚鉢などの水槽に備前焼の置物を入れておくと水は腐りにくく、水槽内側に付着する藻などの繁殖

を抑えることができるらしい。備前焼の表面にはかすかな浸透性があり、甕は呼吸をし続けている

ため、中味も生き続けることができ、外側は気化熱の効果により、気温が高くても中は冷たさを保

つことができると考えられている。  

 

(6)参考文献等 

・『やきもの備前：歴史と風土』（山陽新聞社） 

・『金重陶陽：人と作品』（鹿島研究所出版会） 

・『人間国宝シリーズ９金重陶陽』（講談社）   

・『やきもの備前』（山陽新聞社） 

・おかやま人物往来 金重陶陽 

http://degioka.libnet.pref.okayama.jp/mmhp/kyodo/person/toyo/touyou.htm 

・協同組合岡山県備前焼陶友会 

https://touyuukai.jp/ 
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７ 参考資料 

(1)金重陶陽から若者へのメッセージ 

「壁にぶつかることはだれにでもある。むしろ物事が分かれば分かるほど、壁に突き当たることは

多くなるものだが、壁にぶつかることがすなわち次に飛躍するための足掛かりとなる。そこから次の

道を切り開いていけばいいのだ。若い人には壁にぶち当たり、失敗を恐れることなく、どんどんやっ

てもらいたいものだ。」 

 

(2)金重陶陽と備前焼  

備前焼は、平安末期に現在の岡山県備前市伊部で成立し、鎌倉時代に現在のようになったと言われ

る。江戸中期には釉薬や絵付けをほどこしたものも製作され、最盛期の頃には西日本一帯に広がった。

明治期に入って安価な磁器が出回り、当時地味な生活雑器だった備前焼は急速に衰退した。しかし昭

和２８年頃に北大路魯山人、イサム=ノグチが備前を訪れ、金重陶陽らと交友を深めるようになり備前

焼が全国的な視野で評価されるようになった。昭和３１年金重陶陽が重要無形文化財（人間国宝）に

なったのを期に、備前焼を美術品として評価する動きが出て今に至っている。 

 

(3)備前焼について  

備前焼は現在も大半が登り窯や穴窯で焼成されている。備前焼の土は、水田を掘り下げて、下層部

にあるやや鉄分の多い「干寄(ひよせ)」という粘土を主として用いる。掘り出した粘土は２～３年風

雨にさらし、これを水で戻して精製して粘土（陶土）にし、作陶まで８年くらい寝かせる。このよう

に釉薬を使わない備前焼は特に土を大切にしている。長時間かけて焼き上げた備前焼は、その色や技

法で、「胡麻(ごま)」「桟切(さんぎり)」「緋襷(ひだすき)」などに分類され、火と土の作り出す芸

術は高い評価を得ている。備前焼は使えば使うほどしっとりとした色合いや艶が出て変化し、人々に

愛用されている。 

 

(4)金重陶陽の土へのこだわり  

「我々の祖先は窯の火を絶やすことなく千年の歴史を守り抜いてきた。備前焼を日本の焼き物とし

て残してくれた。祖先に対する感謝の念をもち、土に素直に、火に素直にというのが私の信条で、小

さい頃から土に感謝していた。」と貪欲なまでに土探しを徹底的した。 

また、「米より土が大事。」と土味の良さを感じ取り、良土を探し求めて田んぼを歩き回ったエピ

ソードがある。 
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６ 学習指導過程                        ○は基本発問 ◎は中心発問 

学習活動 主な発問と生徒の反応 指導上の留意点 

１ 目標に向かって

取り組む時の気持

ちについて話し合

い、本時のめあて

をつかむ。 

 

 

 

 

 

２ 教材「土を味わ

う男」を読んで、陶

陽の気持ちについ

て話し合う。 

(1)探し求めていた

土がなかなか見

つからないとき 

 

 

 

(2)探し求めていた

土をやっと見つ

け出したとき 

 

 

 

(3)陶陽の行動を支

えた気持ち 

 

 

 

 

 

 

 

３ これまでの自分

を振り返る。 

 

 

 

４ まとめをする。 

○ 自分は目標に向かって粘り強くやり抜く方

だと思うか、あきらめてしまう方だと思うか。 

○ あきらめてしまった時、どのようなことを思

ったか。 

 ・もっと続けておけばよかった。 

 ・これからはもう少し努力したい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 土を探し、田んぼでひとりため息をついてい

る時にどんなことを考えていたか。 

・どんなに努力しても理想の土は見つからな 

い。 

・いつまで続けたらよいのだろう。 

・理想の土を見つけるのは無理かもしれない。 

○ いつものように土を口にして、涙があふれ出

した時、どんなことを思っていたか。 

  ・やっと探し求めていた土に出会えた。 

  ・あきらめずに探し続けてきてよかった。 

  ・これで理想の備前焼が作れる。 

  ・今までのことは無駄ではなかった。 

◎ 陶陽が頑張り続けたのは、どんな気持ちがあ

ったからだろう。        

  ・認められる備前焼を作りたい。 

・多くの人に愛される備前焼を作りたい。 

・備前焼の素晴らしさを全国に広めたい。 

  ・桃山時代のような古備前を復活させたい。 

 ・自分が理想とする備前焼を作りたい。 

・金重家の長男として、自分が未来を切り開く 

という強い気持ちがあった。 

○ 陶陽が今の自分にメッセージをくれるとし

たら、どんな内容のものをくれるだろうか。こ

れまでの自分を振り返りながら考えてみよう。   

 

 

○ 「陶陽から若者へのメッセージ」に込められ

た思いについて考えよう。 

・心情円を使って、意思表示

をさせる。 

・誰にでも途中で諦めてしま

った経験があることを押さ

え、後悔する気持ちをもと

に学習課題につなぐように

する。 

 

 

 

・備前焼と陶陽について簡単

に説明して教材を読む。 

 

 

・前向きに頑張る陶陽にも、

あきらめそうになる心の弱

さがあったことに共感でき

るようにする。 

 

 

・困難を乗り越え、苦労の末

に見つけたことで、喜びが

大きかったことを押さえ

る。 

 

 

・グループでの話し合いや全

体での話し合いを通して、

困難に負けず粘り強く取り

組む強い意志や前向きな気

持ちの大切さについて考え

させる。 

 

 

 

・今までの自分の生き方を振

り返らせ、これからの自分

にどのように生かしていく

のか考えられるようにす

る。 

・陶陽の若者への言葉を提示

し実践への意欲に繋げる。 

評価の視点 

・グループや全体での話し合いを通して多様な考えを出し合い、やり遂げよう

とする強い意志や困難を乗り越えようとする前向きな気持ちの大切さに気付

くことができたか。 

・これまでの自分の体験を振り返り、目標に向かって粘り強く着実にやり遂げ

ようとする意欲を高めることができたか。 

 
 

目標に向かってやり抜くにはどんな気持ちが大切なのか考えよう。 



指 5 

 

 

 

１ 主題名  強い意志を持って〔Ａ 希望と勇気、克己と強い意志〕 

 

２ ねらい 
  目標に向かってやり抜くために大切な気持ちを考える中で、やり遂げようとする強い意志 

で困難を乗り越えようとする前向きな気持ちが大切なことに気付き、目標に向かって粘り強く
着実にやり遂げようとする態度を養う。 

 

３ 主題設定の理由 

(1)内容項目について 

本時で取り上げる内容項目は、Ａ 希望と勇気、克己と強い意志「より高い目標を設定し、その達成

を目指し、希望と勇気をもち、困難や失敗を乗り越えて着実にやり遂げること。」である。 

人間としてよりよく生きるには、目標や希望をもつことが大きな力となる。身近で日常的な努力によ

って達成できる小さな目標であっても、それが達成された時には満足感を覚え、自信と次に向けて挑戦

しようとする勇気をもつことができる。さらに、それらがより高い目標へ向かう意欲を生み、新しい可

能性を切り拓く原動力となっていく。 

第２学年では、一つのことに打ち込むことの素晴らしさを知るとともに、最後までやり抜く強い意志

の大切さに気付かせたい。そして、目標や夢に向かって粘り強く努力しようとする態度を育てたい。 

 

(2)生徒の実態について 

本学級の生徒は、素直で仲が良く、行事等の際には目標に向かって、助け合い励まし合いながら

協力して活動ができる。しかし、小規模校で家庭や地域に守られているがゆえに、日々の生活の中

では、粘り強く頑張ることが苦手だったり、困難にぶつかるとすぐに諦めてしまったりするといっ

た、甘い気持ちを持ち合わせている。また、挫折や失敗を回避するために安易な選択をしたりする

こともある。 

そこで、目標達成のために、少々の困難にくじけることなく、最後まで粘り強くやり通す強い意

思と態度を育てていきたい。 

 

(3)教材について 

本教材は、備前焼窯元六姓のひとつ「金重家」に生まれ、備前焼で初めて国の重要無形文化財（人

間国宝）になり、「備前焼中興の祖」と呼ばれる金重陶陽の生き方を取り上げたものである。 

桃山時代の古備前の再興のため、特に土を求め、自分の力の及ぶ限りの努力を尽くした陶陽の生

き方に着目させ、時にはくじけそうになりながらも、より高い目標の実現に向けて努力していくこ

との大切さに気付かせたい。 

 

４ 板書例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
５ 他の教育活動との関連 

   美術科（表現） 

岡山県道徳教育郷土資料集(中学校) 指導案 「土を味わう男」 金重陶陽 

土
を
味
わ
う
男 

―
金
重
陶
陽
― 

金重陶陽

の写真 
古
備
前
と
の
出
会
い
「
こ
れ
だ
。
」 

茶
道
の
先
生
「
使
い
物
に
な
ら
な
い
。
」 

友
達
の
忠
告
「
や
め
る
よ
う
に
」 

 
 
 
 

 

↓ 

「
あ
き
ら
め
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
」 

め
あ
て 

目
標
に
向
か
っ
て
や
り
ぬ
く
に
は 

ど
ん
な
気
持
ち
が
大
切
な
の
か
考
え
よ
う 

 

強い思い・努力 
由
緒
あ
る
家
を
継
ぐ
決
意
・
・
・
十
六
歳 

○
陶
陽
が
頑
張
り
続
け
た
の
は
ど
ん
な
気
持
ち 

か
ら
か
。 

・
認
め
ら
れ
る
備
前
焼
を
作
り
た
い
。 

・
多
く
の
人
に
愛
さ
れ
る
物
を
作
り
た
い
。 

・
古
備
前
を
復
活
さ
せ
た
い
。 

・
自
分
が
理
想
と
す
る
備
前
焼
を
つ
く
り
た
い
。 

・
何
と
し
て
も
頑
張
り
た
い
と
い
う
強
い
気
持
ち 

 
 
 

が
あ
っ
た
。 

土
の
完
成
・
・
・
三
十
四
歳 

人
間
国
宝
・
・
・
六
十
歳 

○
田
ん
ぼ
で
た
め
息 

・
ど
ん
な
に
努
力
し
て
も
見
つ
か 

ら
な
い
。 

・
い
つ
ま
で
続
け
れ
ば
い
い
の
か 

・
も
う
無
理
か
も
知
れ
な
い
。 

○
田
ん
ぼ
で
「
涙
」 

・
や
っ
と
見
つ
け
た
。 

 
 

・
あ
き
ら
め
な
く
て
よ
か
っ
た
。 

・
今
ま
で
の
こ
と
は
無
駄
で
は
な
か
っ
た
。 

あ
き
ら
め 

「
土
だ
。
」 

○
陶
陽
か
ら
今
の
自
分
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ 
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(2)大原美術館周辺地図（大原孫三郎ゆかりの施設等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)参考文献等 

   ・『大原孫三郎傳』大原孫三郎傳刊行会 

   ・『大原美術館ロマン紀行』今村新三（日本文教出版） 

   ・『わしの眼は十年先が見える：大原孫三郎の生涯』城山三郎（飛鳥新社） 

   ・『夢かける 大原美術館の軌跡』（山陽新聞社） 

   ・『兒島虎次郎略伝』兒島直平（兒島虎次郎伝記編纂室） 

   ・「クラレスペシャル『世のために描く光と夢』～大原孫三郎と児島虎次郎の絆～」 

（テレビせとうち） 

・大原美術館ホームページ https://www.ohara.or.jp 
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７ 参考資料 

(1)大原孫三郎の手がけた主な社会事業 

(ア)大原奨農会（現「岡山大学資源植物科学研究所」） 

孫三郎は、米の品種改良と農業技術の向上を図り、また小作農に対しては、技術指導員を派遣

するなどして、自作農への自立を促そうとした。大原奨農会は、１９１４年、農業の科学的研究

と農業改良のために設立され、１９２８年、大原農業研究所と改称された。ここでの研究が、岡

山名産の白桃やマスカットを生むこととなる。 

 

(イ)大原社会問題研究所（現「法政大学大原社会問題研究所」） 

石井十次の死後、その事業を継承した孫三郎は、「救貧より防貧」との思いに至り、貧困の原因

を科学的に究明し、その解決策を見出そうと、１９１９年、大阪市に設立した。前身は、石井記念

愛染園内の救済事業研究室であった。 

 

(ウ)倉敷労働科学研究所（現「日本労働科学研究所」） 

孫三郎は経営者でありながら、倉紡万寿工場内に、労働問題の研究施設を作った。工場内の労働        

衛生や保健管理の改善を目的とした研究から、女子工員の深夜労働の撤廃や就労年齢の引き上げ

など、戦後の「労働基準法」のベースとなる多くの提案がなされた。１９３７年、日本学術振興会

に寄附されて東京に移転。現在も神奈川県川崎市に存続。 

 

(エ)倉紡中央病院（現「倉敷中央病院」） 

倉敷紡績従業員約一万人とその家族のみならず、広く一般にも開放された。個室の使用を料金で 

なく病気の軽重で振り分けたり、従業員や患者への差し入れや贈り物を禁止したりなど、平等主義

で治療本位を経営方針とし、東洋一の理想的な総合病院を目指した。 

 

(オ)その他 

孫三郎の他の社会事業としては、資料にある「大原奨学会」の設立や石井十次の事業への援助と

継承に加えて、中央の一流講師による「倉敷日曜講演会」の開催、倉敷商業補習学校（現「倉敷商

業高校」）の開校、倉紡の保育所を一般開放した「若竹の園」の設立、ヨーロッパの学術図書の購

入と図書館設立など枚挙にいとまがない。 
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６ 学習指導過程                        ○は基本発問 ◎は中心発問 

学習活動 主な発問と生徒の反応 指導上の留意点 

１ 友達関係につい

て考え、本時のめ

あてをつかむ。 

 

 

 

 

２ 教材「真の友と

ともに」を読んで

話し合う。 

 

(1)手紙を送った虎

次郎の気持ち 

 

 

 

 

(2)手紙を受け取っ

た孫三郎の気持

ち 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)友情を深めるた

めに大切な気持

ち 

 

 

 

３ これまでの自分

について振り返

る。 

 

４ まとめをする。 

○ 友達と気持ちが通じ合ってよかったなと思

ったことがあるか。 

○ 友達関係で悩んだことはあるか。それは、ど

んなことか。 

 

 

 

 

 

 

 

○ 虎次郎は、どんなことを考えて孫三郎に何通

もの懇願の手紙を送ったのだろう。 

 ・日本の人にもぜひ本物の絵を見てほしい。 

・日本の美術教育のために役立てたい。 

・孫三郎なら気持ちを分かってくれる。 

・孫三郎のことを信じていた。 

◎ 虎次郎からの手紙を受け取った孫三郎はど

んなことを考えていたのだろう。 

 ・今は留学に専念してほしい。 

・そんなお金を出せる余裕はない。 

・もっと有益なものにお金が使えるのでは。 

・虎次郎はよい絵を見る機会をつくってくれ

る。 

・購入した絵を日本のために役立ててくれる。 

・虎次郎の思いに応えたい。 

・虎次郎の情熱を無駄にしたくない。 

・虎次郎のためにできるだけのことをしよう。 

○ ２人の生き方から、友情を深めていくにはど

んな気持ちが大切だろう。 

 ・お互いが考えていることを理解しようとする

気持ち。 

 ・相手を心から信じようとする気持ち。 

 ・相手の期待に応えようとする気持ち。 

○ 自分の友達関係を振り返り、２人の生き方をこ

れからの自分にどのように生かしていきたいか

書こう。 

 

○ 先人の友情についての言葉を聞こう。 

・友達関係に関するアンケー

トの結果を簡単に紹介し、

生徒が学習課題をとらえや

すくする。 

 

 

 

・教材の導入時に、２人の写

真を示しながら概要を説明

し学習に見通しをもたせ

る。 

・あきらめずに手紙を送った

ことから、虎次郎の孫三郎

を信じる気持ちを押さえ

る。 

 

 

・グループで話し合う時間を

取った後、全体で共有する。 

・生徒の発言に対して問い返

し、考えを深めさせる。 

・高額な資金がかかっても、

購入を認めたことから、孫

三郎の虎次郎への揺るがな

い友情と信頼について考え

させる。 

 

 

・これまで話し合ってきたこ

とをもとに、友達とは互い

に理解し信じ合う関係であ

ることをおさえるようにす

る。 

 

・自分のこれまでの友達関係

を頭に描きながら、今の自

分にどう生かすか考えさせ

る。 

・先人の言葉を通して、実践

への意欲を高めることがで

きるようにする。 

評価の視点 

・ グループでの話し合いなどを通して多様な考えを出し合い、互いに相手のこ

とを理解し信じ合おうとする気持ちの大切さに気付くことができたか。 

・ 自分の友達とのかかわり方を振り返り、互いに信頼し励まし合っていこうと

する意欲を高めることができたか。 

 

 

友情を深めていくためにはどんな気持ちが大切なのか考えよう。 



指 1 

 

 

 

１ 主題名  真の友情 〔Ｂ 友情、信頼〕 

 

２ ねらい 
  友情を深めていくために大切な気持ちを考えていく中で、互いに相手のことを理解し信じ合  

おうとする気持ちが大切なことに気付き、友達と互いに信頼し合い励まし合っていこうとする  
態度を養う。 

 

３ 主題設定の理由 

(1)内容項目について 

本時で取り上げる内容項目は、Ｂ 友情、信頼「友情の尊さを理解して心から信頼できる友達をもち、

互いに励まし合い、高め合うとともに、異性についての理解を深め、悩みや葛藤も経験しながら人間関

係を深めていくこと。」である。 

真の友情は、相手の人間的な成長と幸せを願い、互いに励まし合い、高め合い、協力を惜しまないと

いう平等で対等な関係である。友達を信頼するとは、相手を疑う余地がなく、いざという時に頼ること

ができると信じて、全面的に依頼しようとする気持ちをもつことであると考えている。 

第２学年では、友情は人間にとってその人生を豊かにするかけがえのないものであることを理解させ、

ともに支え合い励まし合っていこうとする態度を養っていきたい。 

 

(2)生徒の実態について 

本学級の生徒は、人間関係が固定化したり、一緒にいて楽しいから行動を共にしたりする傾向が

見られる。本当に心を許し合える友達を求めてはいるが、その反面、特定の人間関係に固執したり、

相手に安易に同調したり、もしくは自分が傷つくことを恐れて距離をおいた関係を保って付き合っ

たりしている。また、深く考えず自分と違うところを批判したり、お互いのためにならないことを

してしまったりする生徒もいる。 

そこで、真の友情や友情の尊さについて理解を深め、自分を取りまく友達との友情をより一層大

切にする態度を育てたい。 

 

(3)教材について 

本教材は、財閥の家に生まれた大原孫三郎が、人間関係に挫折しながら、真の友情を求め、石井十次

や児島虎次郎との出会いを通して、真の友を得て、大原美術館の設立に至った話である。主人公で

ある大原孫三郎が人間関係の悩みや葛藤を乗り越え、信頼と友情という強い絆で結びついた虎次郎

との関係から、友情とは相手を心から信頼し、お互いを尊重し合うことが大切であることに気付か

せたい。 

 

４ 板書例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
５ 他の教育活動との関連 

   美術科（鑑賞）、社会科〔歴史的分野〕（近代） 

岡山県道徳教育郷土資料集(中学校) 指導案 「真の友とともに」 大原孫三郎 

真
の
友
と
と
も
に 

― 

大
原
孫
三
郎 

―
 

め
あ
て 

友
情
を
深
め
て
い
く
た
め
に
は
、 

ど
ん
な
気
持
ち
が
大
切
な
の
か
考
え
よ
う
。 

 

○手紙をもらった時 

の気持ちは 

○友情を深めるために 

大切な気持ちは 

気持ちは 

 

○手紙を送ってい 

る時の気持ちは 

児島 

虎次郎 

の写真 

・
日
本
の
人
に
本
物
の
絵
を
見
て
ほ 

し
い
。 

・
日
本
の
美
術
教
育
に
役
立
て
た
い
。 

・
孫
三
郎
な
ら
わ
か
っ
て
く
れ
る
。 

・
孫
三
郎
を
信
じ
て
い
た
。 

・
留
学
に
専
念
し
て
ほ
し
い
。 

・
今
は
そ
ん
な
大
金
は
出
せ
な
い
。 

・
も
っ
と
有
益
な
も
の
に
使
い
た
い
。 

・
虎
次
郎
は
よ
い
絵
を
見
る
機
会
を 

つ
く
っ
て
く
れ
る
。 

・
日
本
の
た
め
に
役
立
て
て
く
れ
る
。 

・
虎
次
郎
の
思
い
に
応
え
た
い
。 

・
虎
次
郎
の
た
め
に
で
き
る
だ
け
の 

こ
と
を
し
よ
う
。 

・
虎
次
郎
は
信
じ
ら
れ
る
人
間
だ
。 

・
虎
次
郎
の
た
め
に
で
き
る
こ
と
を 

し
よ
う
。 

・
友
を
信
じ
な
く
て
ど
う
す
る
ん
だ
。 

○
こ
れ
か
ら
の
自
分
に
生
か
し
て 

い
き
た
い
こ
と 

・
お
互
い
が
考
え
て
い
る
こ
と
を
理 

解
し
よ
う
と
す
る
気
持
ち
。 

・
相
手
を
心
か
ら
信
じ
よ
う
と
す
る 

気
持
ち
。 

・
相
手
の
期
待
に
応
え
よ
う
と
す
る 

気
持
ち
。 

・
相
手
が
望
む
こ
と
を
し
た
い
と
い 

う
気
持
ち
。 

大 原 孫
三 郎 の
写真 



 

作

成

委

員

（

令

和

２

年

度

）

 
委

員

長

 
 

 

大

野

 

光

二

 
 

環

太

平

洋

大

学

 
委

 

員

 
 

 

津

﨑

 

英

美

子

 

倉

敷

市

立

連

島

中

学

校

 

 
〃

 
 

 
 

村

合

 

園

美

 
 

備

前

市

立

日

生

中

学

校

 
 

〃

 
 

 
 

家

本

 

伊

織

 
 

新

見

市

立

哲

多

中

学

校

 
 

作

成

委

員

（

令

和

３

年

度

）

 

委

員

長

 
 

 

大

野

 

光

二

 
 

環

太

平

洋

大

学

 

委

 

員

 
 

 
平

松

 

敬

子

 
 

高

梁

市

立

川

上

中

学

校

 

挿

 

絵

 
 

 
田

井
 

良

和

 
 

岡

山

県

総

合

教

育

セ

ン

タ

ー

 
 

作

成

委

員

（

令

和

４

年

度

）

 

委

員

長

 
 

 

大

野

 
光

二

 
 

環

太

平

洋

大

学

 

委

 

員

 
 

 

應

武

 
由

季

子

 

倉

敷

市

立

連

島

中

学

校

 
 

〃

 
 

 
 

内

田

 

三

善
 

 

美

作

市

立

大

原

中

学

校

 
 

作

成

委

員

（

令

和

５

年

度

）

 

委

員

長

 
 

 

大

野

 

光

二

 
 

環

太

平

洋

大

学

 

委

 

員

 
 

 

片

山

 

健

治

 
 

県

立

岡

山

大

安

寺

中

等

教

育

学

校

 
 

事

務

局

 
 

 

岡

山

県

教

育

庁

義

務

教

育

課

 
 

作

成

協

力

 
 

岡

山

県

中

学

校

道

徳

教

育

研

究

会

 
 

※

掲

載

資

料

は

、

岡

山

県

教

育

庁

指

導

課

が

作

成

し

た

「

道

徳

教

育

用

郷

土

資

料

集

（

中

学

校

）
」

(

平

成

七

年

度

版

)

及

び

「

道

徳

教

育

用

郷

土

資

料

集

（

中

学

校

）

わ

た

し

た

ち

の

ふ

る

さ

と

」

(

平

成

十

二

年

度

版

)

を

一

部

修

正

し

た

も

の

で

あ

る

。
 


