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「
あ
痛
っ
！
」
め
ず
ら
し
く
両
手
に
で

き
て
し
ま
っ
た
“
あ
か
ぎ
れ
”。
何
を
す

る
に
も
痛
く
て
、
つ
い
言
葉
に
出
て
し
ま

い
ま
す
。
作
業
を
し
て
い
る
と
、
充
て
た

は
ず
の
傷
テ
ー
プ
が
、
貼
る
場
所
に
よ
っ

て
は
直
ぐ
に
取
れ
て
し
ま
い
そ
う
に
な
る

し
、何
と
も
厄
介
で
す
。私
だ
け
か
と
思
っ

て
い
た
ら
、
職
場
で
は
若
い
女
性
や
中
堅

の
男
性
も
、
初
め
て
経
験
す
る
あ
か
ぎ
れ

の
、
そ
の
痛
さ
に
悲
鳴
を
上
げ
、
何
度
も

軟
膏
を
塗
っ
て
い
る
姿
を
目
に
し
ま
す
。

長
引
く
コ
ロ
ナ
禍
で
、
手
洗
い
や
消
毒
を

一
日
に
何
度
も
励
行
す
る
日
々
が
続
い
て

お
り
、
仕
方
が
な
い
か
と
自
分
自
身
に
言

い
聞
か
せ
て
い
ま
す
。

　

四
百
年
以
上
も
の
昔
、
冬
に
な
る
と
藤

樹
先
生
の
お
母
さ
ん
の
手
は
、
あ
か
ぎ
れ

で
紫
色
に
腫
れ
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
が
割
れ

て
血
が
に
じ
ん
で
い
た
そ
う
で
す
。
今
の

よ
う
に
効
き
目
の
あ
る
軟
膏
も
傷
テ
ー
プ

も
、
ゴ
ム
手
袋
も
な
い
時
代
、
厳
冬
期

の
家
事
作

業
は
ど
ん

な
に
痛
く

て
辛
か
っ

た
こ
と
で

し
ょ
う
。

遠
く
離
れ

て
暮
ら
す

お
母
さ
ん
の
あ
か
ぎ
れ
に
、
心
を
痛
め
て

お
ら
れ
た
藤
樹
先
生
が
偲
ば
れ
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
私
が
本
会
を
知
っ
た
の
は

定
年
退
職
を
迎
え
る
前
の
こ
と
で
、
先
輩

か
ら
声
を
か
け
て
い
た
だ
い
た
の
が
き
っ

か
け
で
す
。
そ
の
ご
縁
で
、
令
和
元
年
度

の
中
江
藤
樹
・
心
の
セ
ミ
ナ
ー
（
講
演
会
）

に
思
い
切
っ
て
参
加
し
て
み
ま
し
た
。
廣

瀬
童
心
先
生
の
ご
講
演
は
、
初
心
者
の
私

に
も
と
て
も
理
解
し
や
す
い
も
の
で
、「
人

間
は
誰
で
も
よ
い
心
を
持
っ
て
い
る
。
人

が
人
間
ら
し
く
楽
し
く
生
き
る
た
め
に

は
、
日
々
の
生
活
の
中
で
五
事
（
貌･

言

･

視･

聴･

思
）
を
正
し
て
い
く
こ
と
が

大
切
だ
。」「
藤
樹
先
生
の
教
え
の
根
幹
は

孝
。
孝
は
愛
し
敬
う
こ
と
で
も
あ
り
全
て

の
本も

と

。
親
子
の
関
係
だ
け
で
は
な
く
、
生

き
と
し
生
け
る
も
の
全
て
に
森
羅
万
象
に

全
孝
が
あ
る
。」
な
ど
は
、
今
も
心
に
深

く
残
っ
て
い
ま
す
。特
に
、「
五
事
を
正
す
」

の
場
面
で
は
、
パ
ッ
ク
入
り
納
豆
を
持
ち

出
さ
れ
、
箸
を
使
っ
て
糸
引
き
と
粘
り
の

実
演
ま
で
あ
っ
て
、
会
場
は
大
爆
笑
で
し

た
。
個
人
が
バ
ラ
バ
ラ
で
は
ダ
メ
だ
、
人

間
同
士
は
こ
の
糸
の
よ
う
に
繋
が
っ
て
い

な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
強
調
さ
れ
た
姿
が

忘
れ
ら
れ
ま
せ
ん
。
私
が
藤
樹
先
生
の
教

え
を
学
ん
で
み
よ
う
か
な
と
思
っ
た
の
は

こ
の
時
で
し
た
。

　

さ
て
、
昨
年
度
末
か
ら
突
然
始
ま
っ
た

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
か
ら
、

一
年
が
過
ぎ
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
ｗ
ｉ

ｔ
ｈ
コ
ロ
ナ
の
生
活
は
、
こ
れ
ま
で
あ
っ

た
私
た
ち
の
当
た
り
前
の
日
常
生
活
を
根

底
か
ら
覆
し

ま
し
た
。
未

だ
に
多
く
の

場
面
で
手
探

り
状
態
が
続

き
、
収
束
の

兆
し
も
見
え

ず
に
人
々
は

疲
弊
し
き
っ

て
い
ま
す
。

一
方
で
、
当

た
り
前
の
崩
壊
は
、
私
た
ち
に
多
く
の
こ

と
を
気
づ
か
せ
て
く
れ
た
よ
う
に
も
思
い

ま
す
。
そ
し
て
、
す
で
に
気
づ
き
を
行
動

で
示
し
新
し
い
発
信
を
さ
れ
て
い
る
方
々

も
お
ら
れ
ま
す
。

　

今
こ
そ
藤
樹
先
生
の
教
え
を
活
か
す
時

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。「
だ
れ
一
人
排

除
す
る
こ
と
な
く
、
取
り
こ
ぼ
す
こ
と
な

く
強
い
連
帯
感
」
で
、「
持
病
の
あ
る
人

も
な
い
人
も
、
老
い
も
若
き
も
、
障
害
の

あ
る
人
も
な
い
人
も
、
外
国
人
も
日
本
人

も
、
全
て
の
多
様
性
尊
重
」
で
、
粘
り
強

く
新
型
コ
ロ
ナ
と
闘
わ
ね
ば
な
ら
な
い
時

で
す
。
大
人
が
知
恵
を
出
し
合
っ
て
互
い

の
協
力
の
下
、
法
整
備
と
強
固
な
医
療
体

制
を
整
え
、
何
よ
り
も
先
ず
、
子
供
た
ち

や
弱
い
立
場
に
あ
る
方
々
に
一
日
も
早
く

当
た
り
前
の
日
常
が
戻
る
よ
う
努
め
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
粘
り
の
あ
る
糸
を
何

本
も
生
み
出
せ
る
よ
う
常
に
見
つ
め
直
し

て
、
一
本
一
本
を
太
く
て
強
い
糸
に
し
、

粘
り
が
切
れ
な
い
地
域
連
携
に
取
り
組
み

た
い
と
思
い
ま
す
。

あ
か
ぎ
れ
に
藤
樹
先
生
を
偲
ぶ

～
ｗ
ｉ
ｔ
ｈ
コ
ロ
ナ
の
今
～

梅
村
　
妙
子

高
島
藤
樹
会
　
副
会
長

近江聖人中江藤樹記念館
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吉
田
松
陰
や
鈴
木
大
拙
が
如
何
に
「
誠
」

の
人
で
あ
っ
た
か
と
い
う
話
を
、
資
料
を

基
に
し
ま
し
た
。

　

参
加
者
か
ら
は
「
幸
せ
の
因
子
と
い
う

考
え
方
に
は
と
て
も
共
感
し
た
」、「
従
容

と
し
た
生
き
方
を
し
た
い
」、「
コ
ロ
ナ
禍

の
中
、
医
療
従
事
者
に
感
謝
す
る
コ
ン

サ
ー
ト
を
開
き
喜
ん
で
い
た
だ
い
た
。
学

ん
だ
こ
と
は
実
践
し
て
い
き
た
い
」、「
皆

で
勉
強
す
る
と
場
の
力
で
学
び
が
深
く
な

る
」、「
鈴
木
大
拙
の
年
を
と
る
意
味
（
欲

が
少
な
く
な
る
の
で
内
面
を
省
察
で
き

る
）
と
い
う
考
え
に
感
銘
を
受
け
た
」
等

の
意
見
を
頂
き
ま
し
た
。

　

十
月
三
日
（
土
）
午
後
、
第
百
九
回
の

藤
樹
人
間
学
塾
を
開
き
ま
し
た
。

　

今
回
も
『
中
庸
解
』
第
二
十
章
の
続
き

で
す
。「
博
く
こ
れ
を
学
び
、
詳
ら
か
に

こ
れ
を
問
い
、
慎
ん
で
こ
れ
を
想
い
、
明

ら
か
に
こ
れ
を
弁
じ
、
篤
く
こ
れ
を
行

　
「
藤
樹
人
間
学
塾
」
で
は
、
藤
樹
先
生

の
著
書
を
中
心
に
思
想
を
学
ぶ
と
と
も

に
、
時
事
問
題
と
組
み
合
わ
せ
て
皆
で
議

論
し
な
が
ら
考
え
を
深
め
、
日
々
の
生
活

の
場
で
実
践
す
る
こ
と
を
目
的
に
毎
月
開

催
し
て
い
ま
す
。
本
稿
で
は
そ
の
模
様
を

お
伝
え
い
た
し
ま
す
。

　

九
月
十
九
日
（
土
）
午
後
、

安
曇
川
公
民
館
で
第
百
八
回

の
塾
を
開
き
ま
し
た
。
参
加
者

は
京
都
、
大
津
、
近
江
八
幡
か

ら
を
含
め
十
名
で
し
た
。

　

最
初
に
「
ウ
ィ
ズ
コ
ロ
ナ
時

代
の
幸
せ
」
に
つ
い
て
、
幸
福

学
研
究
の
第
一
人
者
、
前
野
隆

司
教
授
の
「
幸
せ
に
な
る
た

め
に
は
四
つ
の
因
子
が
あ
る
」

と
い
う
話
を
紹
介
し
ま
し
た
。

　

さ
て
、
今
回
は
『
中
庸
解
』

第
二
十
章
の
続
き
で
す
。「
誠

は
天
の
道
な
り
。
之
を
誠
に
す

る
は
人
の
道
な
り
。・
・
・
」。

　

大
意
に
つ
い
て
、
中
庸
解
を
図
示
し

て
説
明
し
ま
し
た
。「
誠
は
天
の
道
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
天
の
命
が
私
た
ち
の
身
体

に
宿
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
聖
人
は
心

が
き
れ
い
な
の
で
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
得

る
こ
と
が
で
き
る
が
、
賢
人
等
は
欲
な
ど

の
心
の
汚
れ
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
を
取
り

除
く
工
夫
修
養
を
し
て
誠
に
至
る
努
力
を

し
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」。
そ
し
て
、

う
。・
・
・
」。
大
意
に
つ
い
て
次
の
様

に
説
明
し
ま
し
た
。「
多
く
見
て
、
多
く

聞
い
て
、
心
の
本
体
を
覚
知
し
よ
う
と
求

め
、
詳
細
に
我
が
身
に
照
ら
し
て
惑
い
を

除
き
、
妄
想
・
雑
念
を
発
せ
ず
に
自
分
の

頭
で
真
剣
に
考
え
、
公
私
、
義
利
、
是
非
、

真
妄
等
を
し
っ
か
り
区
別
し
て
、
深
く
信

じ
て
、
達
成
す
る
ま
で
手
を
止
め
ず
に
ど

こ
ま
で
も
努
力
す
る
」。

　
『
中
庸
解
』
の
中
に
「
性
即
理
」
の
論

理
が
あ
り
ま
す
。・
・
・
理
を
媒
介
と
し

て
万
物
が
生
成
さ
れ
継
承
さ
れ
る
の
で
あ

れ
ば
理
は
遺
伝
子
と
似
た
存
在
の
よ
う
に

も
思
え
ま
す
。
そ
こ
で
遺
伝
子
工
学
の
第

一
人
者
、
村
上
和
雄
氏
の
言
葉
を
紹
介
し

ま
し
た
。「
プ
ラ
ス
発
想
を
す
れ
ば
遺
伝

子
が
目
覚
め
る
。
宇
宙
飛
行
を
体
験
す
る

と
神
仏
の
存
在
を
想
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な

い
（
こ
れ
は
藤
樹
の
「
孝
」
の
思
想
に
近

い
）。
ヒ
ト
は
本
来
助
け
合
う
生
き
物
と

し
て
進
化
し
て
き
た
」。

　

参
加
者
か
ら
は
「
宇
宙
に
思
い
を
馳
せ

る
生
き
方
の
言
葉
は
歌
謡
曲
に
た
く
さ
ん

使
わ
れ
て
い
る
・
・
・（
そ
れ
だ
け
人
の

心
を
打
つ
の
で
す
ね
）」
等
の
ご
意
見
を

頂
き
ま
し
た
。

　

十
一
月
三
日
（
土
）、
第
百
十
回
藤
樹

人
間
学
塾
を
開
き
ま
し
た
。
参
加
者
は
八

人
で
し
た
。

　

今
回
は
『
中
庸
解
』
第
二
十
章
の
最
終

節
で
す
。「
人
一
た
び
こ
れ
を
よ
く
す
れ

ば
、
己
は
こ
れ
を
百
た
び
し
・
・
・
」。

　

大
意
に
つ
い
て
次
の
様
に
説
明
し
ま
し

た
。「
心
の
本
体
を
し
っ
か
り
理
解
し
て
、

深
く
信
じ
て
真
の
志
を
立
て
、
他
人
の
百

　

年
頭
に
当
た
り
藤
樹
先
生
の
眼
か
ら
見

た
警
世
の
言
を
発
す
る
こ
と
と
す
る
。
昨

今
の
日
米
「
政
治
屋
」
の
醜
い
言
動
は
、

嘘
を
つ
く
、
嘘
が
露
見
す
る
と
言
い
訳
を

重
ね
、
部
下
に
忖
度
さ
せ
て
、
資
料
の
改

竄
、
記
録
廃
棄
、
最
後
は
部
下
の
罪
に
し

て
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
の
責
任
は
と
ら
な

い
。
こ
れ
は
、
社
会
全
体
に
取
り
返
し
の

つ
か
な
い
悪
影
響
を
も
た
ら
し
た
。
言
葉

と
い
う
も
の
は
、
行
動
の
裏
付
け
が
あ
っ

て
初
め
て
真
価
を
も
つ
。
悪
事
を
覆
う
た

め
に
言
葉
が
使
わ
れ
る
と
、
言
葉
は
重
み

を
失
い
人
々
に
不
信
を
抱
か
せ
る
。「
誠
」

と
い
う
字
は
、「
自
分
の
こ
と
ば
を
固
く

守
っ
て
た
が
え
な
い
」
の
意
味
が
あ
る
。

政
治
屋
が
言
葉
の
力
を
衰
え
さ
せ
て
し

ま
っ
た
の
で
あ
る
。
私
利
私
欲
や
保
身
の

た
め
に
は
、
言
葉
は
道
具
で
あ
り
、
嘘
で

あ
れ
、
何
で
あ
れ
、
言
い
直
し
た
り
言
っ

て
い
な
い
と
言
え
ば
済
む
こ
と
だ
と
し
て

し
ま
っ
た
。
嘘
を
つ
く
本
人
が
、
強
く
自

覚
し
て
い
る
の
だ
が
、
意
思
力
が
弱
く
勇

気
が
な
い
の
で
「
良
知
」
と
は
真
逆
の
私

欲
に
負
け
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
政
治
家

の
常
套
句「
誠
実
に
」「
真
摯
に
受
け
止
め
」

は
、
聴
く
た
び
に
し
ら
け
切
っ
た
こ
と
ば

に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
裸
の
王
様
を

諫
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
党
や
仲
間
が
、

こ
れ
に
加
担
し
て
い
る
。
年
末
の
漢
字
な

ん
ぞ
無
視
し
て
、
本
来
言
葉
が
も
つ
値
打

ち
重
み
、
そ
の
証
拠
と
な
る
自
ら
の
行
動

の
自
覚
こ
そ
、「
致
良
知
」「
知
行
合
一
」

の
原
点
で
あ
る
。
今
年
は
言
語
に
誠
実
性

を
復
活
さ
せ
る
年
に
し
た
い
。

上
田  

藤
市
郎

ひ
じ
り
の
声

藤
樹
人
間
学
塾
…

藤
樹
思
想
を
学
び
考
え
実
践
す
る

塾
　
長
　
田
中
　
清
行

高島藤樹会の活動
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倍
も
努
力
を
し
て
、
人
欲
等
の
惑
い
を
除

き
、
本
元
の
良
知
に
至
る
と
き
は
、
た
と

え
愚
な
者
で
あ
っ
て
も
必
ず
聡
明
に
物
事

を
は
っ
き
り
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
柔
弱

な
人
で
あ
っ
て
も
必
ず
強
く
な
る
」。

　

こ
こ
で
藤
樹
先
生
と
大
野
了
佐
の
話
を

し
ま
し
た
。
了
佐
は
愚
鈍
で
し
た
が
立
派

な
医
者
に
な
っ
て
人
々
を
救
い
た
い
と
い

う
高
い
志
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。
藤
樹
先

生
は
そ
の
心
意
気
に
打
た
れ
了
佐
の
た
め

に
懸
命
の
指
導
を
さ
れ
、
了
佐
も
人
の
百

倍
の
努
力
を
し
て
、
最
終
的
に
は
皆
に
慕

わ
れ
る
医
者
に
な
り
ま
し
た
。

　

そ
し
て
「
致
知
」
に
掲
載
さ
れ
た
村
上

和
雄
氏
の
「
人
生
百
歳
時
代　

日
野
原
医

師
に
教
え
ら
れ
た
愛
の
精
神
」
を
紹
介
し

ま
し
た
。
日
野
原
医
師
は
「
人
生
の
目
的

は
愛
す
る
こ
と
」
と
語
り
、
自
分
以
外
の

誰
か
の
た
め
に
出
来
る
こ
と
を
考
え
続
け

ま
し
た
。
そ
の
こ
と
が
、
結
果
と
し
て
、

氏
を
愛
で
満
た
し
て
く
れ
た
の
で
す
。

　

参
加
者
か
ら
は「
日
野
原
医
師
が
命（
い

の
ち
）
は
時
間
で
あ
る
。
そ
の
時
間
を
人

の
た
め
に
使
う
の
が
使
命
だ
、
と
言
わ
れ

て
い
る
の
に
は
感
銘
を
受
け
た
」、
な
ど

の
意
見
が
出
ま
し
た
。

　

十
二
月
五
日
（
土
）
午
後
、
第
百
十
一

回
藤
樹
人
間
学
塾
を
開
き
ま
し
た
。
参
加

者
は
九
人
で
し
た
。

　

今
回
は
『
中
庸
解
』
第
二
十
一
章
で
す
。

「
誠
な
る
よ
り
し
て
明
ら
か
な
る
、
こ
れ

を
性
と
い
う
・
・
・
」
で
す
。

　

大
意
に
つ
い
て
次
の
様
に
説
明
し
ま
し

た
。「
大
宇
宙
と
つ
な
が
る
よ
う
に
心
に

ほ
ん
の
僅
か
の
汚
染
の
な
い
も
の
は
性
と

い
い
元
々
誠
で
あ
る
。
こ
れ
は
聖
人
の
徳

で
す
。
教
え
に
よ
っ
て
学
問
修
養
し
て
心

の
汚
染
を
な
く
し
て
誠
に
至
る
。
こ
れ
は

賢
人
の
学
で
す
。
元
々
誠
で
あ
っ
て
も
学

ん
で
誠
に
な
っ
て
も
同
じ
で
あ
り
、
区
別

は
な
い
」。

　

で
は
聖
人
で
な
い
私
た
ち
は
ど
う
す
る

か
？

　

こ
こ
で
、「
致
知
」
の
「
人
間
を
磨
く
」

特
集
で
、
①
古
今
の
師
に
学
ぶ
こ
と
（
安

岡
正
篤
）、②
仕
事
に
打
ち
込
む
こ
と
（
鈴

木
大
拙
）、
③
意
識
を
高
め
る
こ
と
（
松

下
幸
之
助
）、
④
へ
こ
た
れ
ず
に
磨
き
続

け
る
こ
と
（
道
元
）
が
大
切
と
さ
れ
て
い

る
の
を
紹
介
し
ま
し
た
。

　

ま
た
村
上
和
雄
氏
が
、
遺
伝
子
が
利
己

的
だ
け
で
な
く
利
他
的
に
振
舞
っ
て
い
る

こ
と
や
、
眠
っ
て
い
る
遺
伝
子
を
オ
ン
に

す
れ
ば
誰
で
も
天
才
！
と
い
わ
れ
て
い
る

こ
と
を
紹
介
し
ま
し
た
。

　

参
加
者
か
ら
は
「
般
若
心
経
の
『
色
即

是
空
、空
即
是
色
』の
意
味
が
分
か
っ
た
」、

「
予
習
し
た
が
、
あ
や
ふ
や
な
理
解
が
明

確
に
な
っ
た
」、「
資
料
中
に
気
付
き
が
い

く
つ
も
あ
っ
た
」
な
ど
の
意
見
が
出
ま
し

た
。

　

本
塾
に
関
心
の
あ
る
方
は
是
非
お
越
し

く
だ
さ
い
。心
か
ら
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

　
二
月
六
日
（
土
）、
四
月
三
日
（
土
）  

　

　
五
月
九
日
（
日
）、
六
月
五
日
（
土
）

　
■
日
時
　（
原
則
）
十
五
時
～
十
七
時

　
■
場
所
　（
原
則
）
安
曇
川
公
民
館

藤
樹
人
間
学
塾　
今
後
の
予
定

　

ご
協
力
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

◯
ウ
ェ
ス
ト
レ
イ
ク
ホ
テ
ル
可
以
登
楼

◯
大
津
公
証
人
会　
白
髭
博
文

◯
株
式
会
社 

大
山
建
設

◯
川
島
酒
造 

株
式
会
社

◯
株
式
会
社 

Ｇ
ｒ
ｏ
ｗ
―
Ｓ

◯
株
式
会
社 

桑
原
組

◯
有
限
会
社 

宏
和
商
事

◯
税
理
士
法
人 

小
畑
会
計
事
務
所

◯
株
式
会
社 

澤
村

◯
有
限
会
社 

白
浜
荘

◯
ソ
エ
ダ 

株
式
会
社

◯
田
中
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
事
務
所

◯
株
式
会
社 

Ｔ
Ａ
Ｄ
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン

◯
鉄
屋
商
事 

株
式
会
社

◯
寺
子
屋
ま
な
ざ
し
童
心
塾

◯
株
式
会
社 

戸
井
薬
局

◯
と
も
栄 

藤
樹
街
道
本
店

◯
中
村
印
刷 

株
式
会
社

◯
株
式
会
社 

中
村
測
量
設
計

○
ニ
ッ
ケ
イ
工
業 

株
式
会
社

◯
有
限
会
社 

馬
場
塗
装

◯
保
木
機
料 

株
式
会
社

◯
有
限
会
社 

綿
庄
食
品
店

　

 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
五
十
音
順
）

賛
助
会
員
一
覧

★
新
規
賛
助
会
員
の
ご
紹
介

★
既
加
入
の
賛
助
会
員
一
覧

　

令
和
二
年
十
二
月
末
日
ま
で
に
、
本
会
に
ご

加
入
い
た
だ
き
ま
し
た
賛
助
会
員
を
ご
紹
介
し

ま
す
。
ご
加
入
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

◯
税
理
士
法
人
淡
海
総
合
会
計

　
　
　（
高
島
市
今
津
町
今
津
）

◯
大
溝
工
業 

株
式
会
社

　
　
　（
高
島
市
勝
野
）

◯
岡
本
ア
ル
ミ
建
材 

株
式
会
社

　
　
　（
高
島
市
安
曇
川
町
中
央
）

◯
川
島
織
布 

株
式
会
社

　
　
　（
高
島
市
新
旭
町
旭
）

◯
佐
治
タ
イ
ル 

株
式
会
社

　
　
　（
高
島
市
鴨
）

◯
株
式
会
社 

シ
グ
マ
ッ
ク
ス

　
　
　（
高
島
市
安
曇
川
町
青
柳
）

◯
新
旭
電
子
工
業 

株
式
会
社

　
　
　（
高
島
市
新
旭
町
藁
園
）

◯
杉
橋
建
設 

株
式
会
社

　
　
　（
高
島
市
今
津
町
今
津
）

◯
高
島
鉱
建 

株
式
会
社

　
　
　（
高
島
市
今
津
町
下
弘
部
）

◯
有
限
会
社 

天
平
フ
ー
ズ

　
　
　（
高
島
市
新
旭
町
太
田
）

◯
ナ
カ
シ
ョ
ウ 

株
式
会
社

　
　
　（
高
島
市
安
曇
川
町
五
番
領
）

◯
株
式
会
社 

中
田
運
送

　
　
　（
高
島
市
新
旭
町
北
畑
）

◯
株
式
会
社 
ホ
リ
ゾ
ン

　
　
　（
高
島
市
新
旭
町
旭
）

◯
株
式
会
社 

ヨ
シ
ダ
ヤ

　
　
　（
高
島
市
今
津
町
今
津
）

　

 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
五
十
音
順
）
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湖
西
中
学
校
で
は
一
年
生
が
、
去
る

十
一
月
十
二
日
に
、『
市
内
の
史
跡
や
藤

樹
先
生
に
関
わ
る
所
な
ど
を
歩
い
て
訪

ね
、
郷
土
の
歴
史
や
偉
人
に
つ
い
て
理
解

を
深
め
る
と
と
も
に
、
仲
間
と
励
ま
し
合

い
な
が
ら
、
約
十
二
㎞
を
踏
破
で
き
る
行

動
力
を
養
う
』
を
ね
ら
い
に
、「
ふ
る
さ

と
ウ
ォ
ー
ク
」
に
の
ぞ
み
ま
し
た
。
総
合

的
な
学
習
と
し
て
行
わ
れ
、
事
前
・
事
後

の
学
習
も
含
め
、
道
徳
「
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
（
持

続
可
能
な
開
発
目
標
）
と
中
江
藤
樹
」
等

も
加
え
て
、
教
科
等
を
横
断
し
た
全
十
七

時
間
の
学
習
で
し
た
。
中
で
も
、
最
終
時

に
実
施
さ
れ
た
道
徳
「
中
江
藤
樹
の
『
孝
』

と
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
」
の
授
業
は
、
現
代
的
な
課

題
の
学
習
に
藤
樹
先
生
の
教
え
を
生
か
さ

れ
て
い
る
も
の
で
、
新
た
な
取
り
組
み
と

し
て
注
目
さ
れ
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
ウ
ォ
ー
ク
当
日
に
は
、
同
行

（
一
緒
に
歩
く
）、
交
差
点
で
の
立
哨
、
各

見
学
地
で
の
講
話
、
ゴ
ー
ル
地
点
（
湖
西

中
グ
ラ
ン
ド
）
で
の
焼
き
芋
等
に
よ
る
出

迎
え
な
ど
、
多
く
の
保
護
者
や
当
校
を
支

援
す
る
「
む
く
げ
の
花
の
会
」
会
員
を
は

じ
め
地
域
の
方
々
に
よ
る
協
力
・
支
援
が

あ
り
ま
し
た
。

　

こ
の
魅
力
あ
る
一
連
の
学
習
に
つ
い
て
、

湖
西
中
学
校
か
ら
資
料
を
ご
提
供
い
た
だ

き
、
以
下
に
紹
介
し
ま
す
。

❶
指
導
計
画
の
概
要

【
事
前
学
習
】

①
「
高
島
の
歴
史
を
学
ぼ
う
」（
総
合
）

②「
高
島
の
歴
史
の
理
解
を
深
め
よ
う
」

　
（
情
報
収
集
活
動
：
総
合
）

③
「『
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
』
っ
て
何
？
」（
道
徳
）

④
～
⑥
「
ワ
ー
ル
ド
カ
フ
ェ
」（
調
べ

　

た
こ
と
を
プ
レ
ゼ
ン
で
交
流
：
総
合
）

⑦「
中
江
藤
樹
に
つ
い
て
知
ろ
う
」（
道

　
徳
）

【
体
験
学
習
】

　

⑧
～
⑭「
ふ
る
さ
と
ウ
ォ
ー
ク
」（
総
合
）

【
事
後
学
習
】

　

⑮
～
⑯
「
新
聞
を
作
ろ
う
」（
総
合
）

　

⑰
「
中
江
藤
樹
の
『
孝
』
と
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
」

　
　
（
道
徳
）

　
❷
「
ふ
る
さ
と
ウ
ォ
ー
ク
」
当
日
の
概
要

　

●
実
施
日　

十
一
月
十
二
日
（
木
）

　

●
行
程　

　

湖
西
中
➡
（
市
の
バ
ス
）
➡
白
鬚
神
社

　

白
鬚
神
社
（
講
義
１
・
見
学
） 

➡
徒
歩

　

四
十
八
体
仏
（
見
学
） 

➡

　

乙
女
が
池
（
散
策
・
見
学
）
➡

　

大
溝
城
跡
（
講
義
２
・
見
学
）
➡

　

近
藤
重
蔵
蟄
居
地
跡
（
見
学
）
➡

　

鴨
稲
荷
山
古
墳
（
講
義
３
・
見
学
）
➡

　

藤
樹
神
社
（
昼
食
）　

　

藤
樹
書
院
（
講
義
４
・
見
学
）

　

藤
樹
記
念
館
（
講
義
５
・
見
学
）
➡

　

湖
西
中
到
着

❸
「
新
聞
」（
ま
と
め
）
の
紹
介

　
（「
新
聞
」
五
作
品
の
そ
れ
ぞ
れ
か
ら
、

藤
樹
先
生
に
関
す
る
部
分
を
抜
粋
し
、
ご

紹
介
し
ま
す
。）

　

↓　

↓　

↓　

↓　

↓　

↓

　

近
江
国
（
滋
賀
県
）
で
生
ま
れ
た
中
江

藤
樹
先
生
は
、
郷
土
の
人
や
藤
樹
書
院
に

集
ま
っ
て
く
る
人
々
と
共
に
、
人
と
し
て

大
切
な
道
を
学
び
、
そ
の
道
を
実
行
し
、

近
江
聖
人
と
た
た
え
ら
れ
た
。
今
か
ら
藤

樹
先
生
の
教
え
を
紹
介
し
ま
す
。

①
致
良
知
（
ち
り
ょ
う
ち
）

　

人
は
、
だ
れ
で
も
「
良
知
」
と
い
う
美

し
い
心
を
持
っ
て
生
ま
れ
て
い
る
。
し
か

し
、
生
き
て
い
る
う
ち
に
い
ろ
い
ろ
な
欲

望
が
起
き
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
。
だ
か

ら
、
自
分
の
欲
望
に
打
ち
か
っ
て
、
良
知

に
従
い
行
い
を
正
し
く
す
る
よ
う
日
々
努

力
す
る
こ
と
が
大
切
。

②
孝
行
（
こ
う
こ
う
）

　

私
た
ち
の
心
や
体
は
、
親
か
ら
う
け
た

も
の
で
、
そ
の
親
の
心
や
体
は
、
先
祖
か

ら
う
け
つ
が
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
先

祖
は
、
大
自
然
か
ら
授
か
っ
た
。
孝
行
と

は
、
父
母
を
大
切
に
し
、
先
祖
を
尊
び
、

大
自
然
を
敬
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
た
め
に
は
自
分
の
良
知
を
み
が
き
、

体
を
健
康
に
し
、
行
い
を
正
し
く
し
、
家

族
な
ど
の
人
々
と
親
し
み
合
う
こ
と
が
大

切
。

③
知
行
合
一
（
ち
こ
う
ご
う
い
つ
）

　

人
々
は
、
学
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
人
と
し

て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
道
を
知
る

こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
れ
を
行
わ

な
け
れ
ば
、
本
当
に
知
っ
た
こ
と
に
は
な

ら
な
い
。
だ
か
ら
、
学
ん
だ
こ
と
は
実
行

し
な
い
と
い
け
な
い
。

④
五
事
を
正
す
（
ご
じ
を
た
だ
す
）

　

五
事
と
は
、「
貌ぼ
う

、
言げ
ん

、
視し

、
聴
ち
ょ
う
、
思し

」

を
言
い
、
そ
れ
を
正
す
こ
と
は
、
な
ご
や

か
な
顔
つ
き
を
し
、
思
い
や
り
の
あ
る
言

葉
で
話
し
か
け
、
澄
ん
だ
目
で
も
の
ご
と

を
見
つ
め
、
耳
を
か
た
む
け
て
人
の
話
を

聞
き
、
ま
ご
こ
ろ
を
こ
め
て
相
手
の
こ
と

を
思
う
こ
と
。

　

藤
樹
先
生
は
、
四
十
一
歳
で
亡
く
な
っ

た
。
で
も
、
そ
の
後
も
藤
樹
先
生
の
教
え

は
人
々
の
心
に
残
っ
た
。

特集

中
学
生
が

  
藤
樹
先
生
を
学
ぶ

湖
西
中「
ふ
る
さ
と
ウ
ォ
ー
ク
」か
ら

広
報
委
員
　
三
田
村 

治
夫

大溝城から、鴨稲荷山古墳に向けて歩く

「
ふ
る
さ
と
新
聞
」

一
年
　
古
田 

琉
美
菜

藤
樹
先
生
の
教
え
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藤
樹
先
生
は
、
九
歳
の
時
、
親
の
も
と

を
は
な
れ
鳥
取
の
米
子
に
学
問
を
学
び
に

行
き
ま
し
た
。
そ
し
て
二
十
七
歳
の
時
、

地
元
に
帰
り
み
ん
な
に
学
問
を
教
え
ま
し

た
。

　

そ
し
て
、
藤
樹
先
生
の
教
え
を
聞
い
て

い
た
人
達
も
、
や
さ
し
く
、
心
の
広
い
人

に
育
ち
ま
し
た
。

 　

藤
樹
先
生
は
、「
致
良
知
」（
ち
り
ょ
う

ち
）、「
孝
行
」、「
知
行
合
一
」、「
五
事
を

正
す
」
な
ど
の
言
葉
を
残
し
て
い
ま
す
。

致
良
知････

だ
れ
で
も
も
っ
て
い
る
美

し
い
心
を
い
つ
も
み
が
き
続
け
る
こ
と
が

大
切
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

孝
行････

周
り
の
人
を
大
切
に
し
、
助

け
合
う
こ
と
で
す
。

知
行
合
一････

学
ん
だ
事
と
行
動
は
同

じ
に
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

五
事
を
正
す････

顔
つ
き
、
言
葉
づ
か

い
、
ま
な
ざ
し
、
よ
く
聞
く
、
思
い
や
り

を
大
切
に
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

そ
し
て
、藤
樹
先
生
は「
孝
」や
、「
続
く
」

と
い
う
言
葉
を
大
切
に
し
て
い
ら
っ
し
ゃ

い
ま
し
た
。「
孝
」
は
、
親
だ
け
で
な
く

地
球
の
資
源
に
も
感
謝
す
る
と
い
う
意
味

だ
そ
う
で
す
。「
続
く
」
は
、
自
分
の
命
、

周
り
の
人
の
命
が
あ
っ
て
こ
れ
か
ら
も
続

く
と
い
う
意
味
だ
そ
う
で
す
。

　

私
は
、ふ
る
さ
と
ウ
ォ
ー
ク
に
行
っ
て
、

知
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
た
く
さ
ん
学
ぶ
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。 

　

特
に
、
藤
樹
先
生
の
教
え
が
一
番
心
に

残
っ
て
い
ま
す
。「
孝
行
」
や
「
五
事
を

正
す
」
な
ど
、
自
分
の
た
め
に
な
る
言
葉

を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
他
に
も
、

自
分
の
ふ
る
さ
と
に
つ
い
て
知
る
こ
と
が

で
き
て
良
か
っ
た
で
す
。

･･･････････････････････････

　

近
江
の
国
（
滋
賀
県
）
で
生
ま
れ
た
中

江
藤
樹
先
生
は
、
郷
土
の
人
や
藤
樹
書
院

に
集
ま
っ
て
く
る
人
々
と
共
に
、
人
間
と

し
て
大
切
な
道
を
学
び
、
そ
の
道
を
実
行

し
、
近
江
聖
人
と
た
た
え
ら
れ
ま
し
た
。

　

先
生
は
次
の
よ
う
な
こ
と
を
教
え
て
く

れ
ま
し
た
。

致
良
知

　

人
は
だ
れ
で
も
「
良
知
」
と
い
う
美
し

い
心
を
持
っ
て
生
ま
れ
て
い
ま
す
。
こ
の

美
し
い
心
は
、
だ
れ
と
で
も
仲
良
く
親
し

み
合
い
、
尊
敬
し
合
い
、
認
め
合
う
心
で

す
。

　

と
こ
ろ
が
人
々
は
、
次
第
に
み
に
く
い

い
ろ
い
ろ
な
欲
望
が
起
き
て
、
つ
い
良
知

を
く
も
ら
せ
て
し
ま
い
ま
す
。

　

私
た
ち
は
、
自
分
の
み
に
く
い
欲
望
に

打
ち
か
っ
て
、
良
知
を
鏡
の
よ
う
に
み
が

き
、
そ
の
良
知
に
従
い
行
い
を
正
し
く
す

る
よ
う
日
々
努
力
す
る
こ
と
が
大
切
で

す
。

五
事
を
正
す

　

五
事
と
は
「
貌
・
言
・
視
・
聴
・
思
」

を
言
う
。

貌
（
顔
つ
き
）
愛
敬
の
心
を
こ
め
て
や
さ

し
く
和
や
か
な
顔
つ
き
で
人
と
接
し
ま

し
ょ
う
。

言
（
言
葉
づ
か
い
）
相
手
に
気
持
ち
よ
く

受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
な
話
し
方
を
し
ま

し
ょ
う
。

視
（
ま
な
ざ
し
）
愛
敬
の
心
を
こ
め
て
温

か
く
人
を
見
、
物
を
見
る
よ
う
に
し
ま

し
ょ
う
。

聴（
よ
く
聞
く
）話
す
人
の
気
持
ち
に
立
っ

て
、
相
手
の
話
を
聞
く
よ
う
に
し
ま
し
ょ

う
。

思
（
思
い
や
り
）
愛
敬
の
心
を
持
っ
て
相

手
を
理
解
し
、
思
い
や
り
の
心
を
か
け
ま

し
ょ
う
。

　

他
に
も
、「
孝
行
」
や
「
知
行
合
一
」

が
あ
り
ま
す
。

･･･････････････････････････

　

中
江
藤
樹
先
生
と
は
、
村
の
人
々
の
た

め
に
努
力
し
た
り
、
人
と
し
て
行
う
べ
き

こ
と
を
教
え
ら
れ
た
り
し
た
、
と
て
も
家

族
思
い
な
方
で
す
。近
江
の
村
で
生
ま
れ
、

九
歳
で
親
の
も
と
を
離
れ
勉
学
に
は
げ
み

ま
し
た
。
二
十
七
歳
で
、
一
人
に
な
っ
た

母
の
こ
と
を
思
い
、
周
り
に
何
も
言
わ
ず

帰
り
、
村
人
や
人
々
に
「
人
と
し
て
つ
ね

「
ふ
る
さ
と
ウ
ォ
ー
ク
新
聞
」

一
年
　
原
田
　
珠
宇

藤
樹
記
念
館

～
藤
樹
先
生
の
人
生
～

藤
樹
書
院

～
藤
樹
先
生
の
教
え
～

記念館で、武田基裕先生の講義を受ける

感
　
想

「
ふ
る
さ
と
新
聞
」

一
年
　
髙
木 

笑
梨
子

中
江
藤
樹
先
生
の
教
え

「
ふ
る
さ
と
新
聞
」

一
年
　
大
久
保 

美
奈

中
江
藤
樹

藤樹書院で上田藤市郎先生の講義を受ける
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に
行
う
べ
き
道
」を
お
話
し
さ
れ
ま
し
た
。

藤
樹
先
生
は
沢
山
の
良
い
言
葉
を
残
し
て

お
ら
れ
、
特
に
「
孝
」
と
い
う
言
葉
を
大

切
に
さ
れ
ま
し
た
。
人
は
美
し
い
心
を
持

ち
、
家
族
を
大
切
に
す
る
こ
と
、
人
と
し

て
の
行
い
が
よ
く
分
か
っ
た
の
で
、
こ
れ

か
ら
心
が
け
て
い
き
た
い
で
す
。

～ 

五
事
を
正
す 

～

　

貌････

顔
つ
き

　

言････

言
葉
づ
か
い

　

視････

ま
な
ざ
し

　

聴････

よ
く
聞
く

　

思････

思
い
や
り

～ 

孝　
行 

～

　

家
族
を
大
切
に
す
る

　

私
は
、ふ
る
さ
と
ウ
ォ
ー
ク
を
通
し
て
、

高
島
市
に
も
遺
跡
な
ど
が
あ
る
ん
だ
な
と

思
っ
た
し
、
い
ろ
い
ろ
自
分
の
目
で
見
て

学
べ
て
よ
か
っ
た
で
す
。
調
べ
る
だ
け

じ
ゃ
分
か
ら
な
か
っ
た
所
も
よ
く
分
か
っ

た
し
、藤
樹
先
生
の
言
葉
も
大
切
に
し
て
、

毎
日
過
ご
し
て
い
き
た
い
で
す
。

･･･････････････････････････

　

藤
樹
先
生
（
よ
え
も
ん
）
は
、
九
歳
に

米
子
へ
、
十
歳
に
大
洲
へ
行
き
、
二
十
七

歳
に
小
川
へ
帰
っ
て
き
ま
し
た
。
先
生

は
、
か
し
こ
く
て
、
約
束
を
守
る
人
で
し

た
。先
生
が
大
切
に
し
て
い
る
字
は
、「
孝
」

と
い
っ
て
、
人
や
物
、
環
境
を
大
切
に
す

る
た
め
、
大
切
に
し
て
い
ま
し
た
。
他
に

も
、
致
良
知
、
孝
行
、
知
行
合
一
、五
事

を
正
す
、
な
ど
大
切
な
言
葉
も
た
く
さ
ん

あ
り
ま
す
。
先
生
は
村
の
人
々
に
心
の
勉

強
を
教
え
て
い
ま
し
た
。

　

わ
た
し
は
、
ふ
る
さ
と
ウ
ォ
ー
ク
を
し

て
、仲
が
深
ま
っ
た
友
達
が
で
き
ま
し
た
。

ふ
る
さ
と
の
歴
史
を
学
び
な
が
ら
、
話
し

た
り
、
自
然
と
ふ
れ
あ
っ
た
り
す
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。
中
で
も
、
藤
樹
先
生
が

大
切
に
し
て
い
る
「
孝
」
を
、
私
も
大
切

に
し
た
い
と
思
い
ま
し
た
。こ
の
教
え
を
、

ひ
き
つ
い
で
い
き
た
い
で
す
。

･･･････････････････････････

　

藤
樹
さ
ん
の
本
当
の
名
前
は
、「
原
」で
、

あ
だ
名
が
「
与よ

え

も

ん

右
衛
門
」
で
し
た
。
そ
し

て
、「
藤
樹
」
と
い
う
名
前
は
、
藤
樹
書

院
に
藤
の
樹
が
あ
っ
た
か
ら
藤
樹
先
生
と

い
い
ま
す
。

　

こ
の
下
の
写
真
は
、
藤
樹
先
生
が
い
た

「
藤
樹
書
院
」
で
す
。
こ
の
建
物
は
、
一

回
火
事
に
な
っ
て
、
百
四
十
年
ぐ
ら
い
前

に
も
一
回
建
て
直
し
ま
し
た
。
こ
の
中
の

物
は
、
み
ん
な
藤
樹
先
生
が
好
き
だ
っ
た

か
ら
、荷
物
だ
け
は
残
そ
う
と
し
て
、守
っ

た
も
の
で
す
。
藤
樹
先
生
は
、
こ
こ
で
は

勉
強
を
教
え
る
と
い
う
よ
り
も
、
心
の
こ

と
を
生
徒
た
ち
に
教
え
て
い
ま
し
た
。
書

院
の
中
に
は
「
し
ん
し
ゅ
」
と
い
う
も
の

が
あ
っ
て
、
お
ぼ
ん
に
な
る
と
れ
い
が

帰
っ
て
き
て
「
は
い
し
ゅ
」
の
横
に
穴
が

あ
い
て
い
る
か
ら
そ
の
中
に
入
り
ま
す
。

そ
の
ま
ま
お
ぼ
ん
が
終
わ
る
ま
で
い
て
、

終
わ
る
と
出
て
い
き
ま
す
。
こ
の
「
し
ん

し
ゅ
」
が
な
い
と
ど
こ
か
に
行
っ
て
し
ま

い
ま
す
。

　

生
き
物
も
全
部
続
く
こ
と
が
大
事
と
い

い
、
こ
の
こ
と
を
「
孝
」
と
呼
ん
で
い
ま

し
た
。
藤
樹
先
生
は
「
人
を
大
事
に
し
よ

う
」
と
教
え
ま
し
た
。

　

白
鬚
神
社
か
ら
湖
西
中
ま
で
歩
い
て

思
っ
て
い
た
よ
り
も
長
か
っ
た
け
れ
ど
、

い
つ
も
車
で
通
っ
て
い
る
道
だ
か
ら
景
色

が
ち
が
っ
た
の
で
お
も
し
ろ
か
っ
た
で

す
。

　

神
社
、
お
城
、
古
墳
、
藤
樹
先
生
そ
れ

ぞ
れ
高
島
の
昔
の
こ
と
だ
か
ら
、
こ
の
機

会
に
学
べ
て
本
当
に
よ
か
っ
た
で
す
。
こ

れ
か
ら
も
い
か
し
て
い
け
る
よ
う
に
し
た

い
で
す
。

　
★
　
中
学
生
一
人
ひ
と
り
表
現
は
異
な
り

ま
す
が
、
み
ん
な
謙
虚
に
、
要
点
を
的
確

に
受
け
止
め
て
い
る
こ
と
に
感
動
し
ま
し

た
。

❹
参
考
資
料
（
次
項
）

　

◎
事
後
学
習
指
導
案
（
道
徳
）

　
「
中
江
藤
樹
の
『
孝
』
と
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
」

感
　
想

「
ふ
る
さ
と
新
聞
」

一
年
　
上
條
　
優
花

藤
樹
先
生

感
　
想

「
高
島
市
の
昔
」

一
年
　
田
中
　
葉
月

中
江
藤
樹
先
生

感
　
想

地域の人が、焼き芋等で迎えてくださった
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〈以下、中学『第１学年　「特別の教科　道徳」　学習指導案』より、部分抜粋をしています。〉

　　　領域横断的カリキュラム（単元構成）
(1)〔総合〕　ふるさとウォークにおける藤樹書院（上田藤市郎先生）および藤樹記念館（武田基裕先生）
　　　　　　での講義と質疑応答
(2)〔道徳Ⅰ〕　「ＳＤＧｓ」について　（※ＳＤＧｓ：持続可能な開発目標）
(3)〔道徳Ⅱ〕  「中江藤樹」について
(4)〔道徳Ⅲ〕  「中江藤樹の『孝』とＳＤＧｓ」について　【本時】

第１学年　「特別の教科　道徳」　学習指導案   ＝№３＝
単元名　　　　中江藤樹の「孝」とＳＤＧｓ」について　
本時のねらい　　中江藤樹の「孝」の教えとＳＤＧｓの考え方をつなげることで、昔からの教えが今を生き
　　　　　　　る中での課題と関連していることに気づき、これからの社会を担う者として、その課題を
　　　　　　　解決するために自らの生活の中でできることを考える。

●＜参考＞班でのまとめかたと発表方法
  ・１年１組 ････ ワークシートに記入→プロジェクターで画像を映す
  ・１年２組 ････ ロイロノートを使用
  ・１年３組 ････ ワークシートに記入→書画カメラで映す

（※）ロイロノートとは、学習支援アプリ。課題を共有したり、そこで軽い動画編集ができる。

資料

本時の展開
学習内容 主な発問と予想される生徒の反応 指導上の留意点

導
　
入

① 中江藤樹の「孝」と
ＳＤＧｓを振り返る

② 中江藤樹の「孝」と
ＳＤＧｓにはどのような 
つながりがあるのかを考え
る。

発問１：中江藤樹の「孝」とはどの
ような教えか。また、ＳＤＧｓの
１７のゴールにはどのようなものが
あるか。

発問２： 中江藤樹の「孝」とＳＤＧ
ｓの１７のゴールにはどのような関
連があるだろうか。
・よりよい暮らしをするために必要

な考えである。
・どの人にも当てはまる課題である。

・同心円を用意し、
「孝」→ＳＤＧｓ→自分たちに
できることの順番で考えさせ
る。

展
　
開

③ ②で考えたことから、 Ｓ
ＤＧｓの１７のゴールを達
成するために、自 分たち
にできることを班で考え
る。

◎発問３：ＳＤＧｓの１７のゴール
から３～４項目を選んで自分にでき
ることを考えて、行動宣言をしよう。
・誰にでもやさしくすることで平和

で公正な社会を築く。【(16) 平和
と公正をすべての人に】

・人のためを思って行動する。【(10)
人や国の不平等をなくそう】

・エコバッグを持ち歩く。【(14) 海
の豊かさを守る】

・各班にタブレットを用意して、
ロイロノート（※）に班での考え
をまとめさせる。

・ロイロノートに同心円を映し
て、各班の考えをスクリーンに
映し出す。

ま
と
め

⑤ 本時のまとめをする。
 ・個人で振り返りシート   

に記入する。
 ・学而事人とのつながり   

を知る。

・中江藤樹の「孝」とＳＤＧｓのつ
ながりから気づいたことや考えた
こと、行動宣言の実現に向けての
思いを記入しよう。

・学而事人については生徒の意
見を引き出したいが、出な
かった場合は教師から話をす
る。
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中
江
藤
樹
・
心
の
セ
ミ
ナ
ー
の
開
催

　

令
和
二
年
度
の
「
中
江
藤
樹
・
心
の

セ
ミ
ナ
ー
」
が
、
別
紙
チ
ラ
シ
の
通
り

開
催
さ
れ
ま
す
。
コ
ロ
ナ
禍
の
た
め
入

場
者
数
等
に
制
限
が
あ
り
ま
す
。
今
後
、

感
染
拡
大
の
状
況
に
よ
っ
て
延
期
ま
た

は
中
止
す
る
場
合
が
あ
る
こ
と
を
お
含

み
お
き
く
だ
さ
い
。

★
日
時　
三
月
六
日
（
土
）

　
　
　
　
　

十
四
時
三
十
分
～

　
　
　
　
　
（
十
三
時
四
十
五
分
開
場
）

★
場
所　
安
曇
川
公
民
館

★
演
題　
　

　
「
今
、
藤
樹
先
生
の
教
え
を

　
　
　
　
　
　
ど
う
活
か
す
か
」

★
講
師

　
　

東
洋
大
学
名
誉
教
授

　
　
　

吉 

田 

公 

平  

先
生

お
知
ら
せ

父
母
へ
の
孝
心
と
な
っ
て
顕
れ
、
万
人
に

推
し
広
げ
れ
ば
安
ら
か
な
天
下
国
家
の
根

本
と
な
る
も
の
で
す
。
だ
が
人
間
に
は
そ

れ
を
妨
げ
る
意
必
固
我
の
意
念
か
ら
逃
れ

ら
れ
な
い
弱
さ
が
あ
っ
て
、
そ
の
意
念
が

大
事
な
も
の
の
真
実
を
蔽
い
隠
し
、
形
だ

け
の
も
の
に
し
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
れ
故

に
先
生
は
意
念
を
克
去
し
て
本
来
の
心
に

復か
え

る
「
脩
身
」
の
重
要
さ
を
説
き
続
け
ら

れ
た
の
で
す
。　

　

意
必
固
我
が
ど
う
い
う
も
の
か
に
つ
い

て
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
が
「
論
語
解
」
で

す
。
論
語
に
収
め
ら
れ
た
五
百
余
章
の
言

葉
か
ら
先
生
が
随
意
に
九
章
を
選
び
出
し

て
任
意
に
配
列
し
、「
論
語
」
の
主
意
を

述
べ
て
お
ら
れ
る
の
で
、
論
語
に
対
す
る

先
生
の
考
え
方
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
も

の
で
す
。

　
「
論
語
解
」
二
章
目
の
次
の
言
葉
が
重

要
で
す
。

「
子
、
四
を
絶
つ
。
意
毋な

く
、
必
毋な

く
、

固
毋な

く
、
我
毋な

く
」（
子
罕
）　

　

先
生
（
孔
子
）
は
四
つ
の
こ
と
を
絶
た

れ
た
。
勝
手
な
心
を
持
た
ず
、
無
理
押
し

せ
ず
、
執
着
せ
ず
、
我
を
張
る
こ
と
は
な

か
っ
た
。

　

絶
つ
と
は
力
を
持
っ
て
絶
去
し
た
の
で

は
な
く
、
自
然
の
う
ち
に
無
く
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
。
意
は
好
悪
の
「
私
意
」
で
、

必
は
そ
の
意
を
必
ず
遂
げ
よ
う
と
期
す

　

藤
樹
先
生
は
門
弟
で
あ
る
同
志
諸
生
の

勉
学
に
資
す
る
た
め
に
、
多
く
の
経
書
の

註
解
を
著
さ
れ
ま
し
た
。「
論
語
解
」「
大

学
解
」「
中
庸
解
」「
中
庸
続
解
」
な
ど
は

和
文
で
書
か
れ
、漢
文
体
の
も
の
で
は「
孝

経
啓
蒙
」「
論
語
郷
党
啓
蒙
翼
伝
」
な
ど

が
あ
り
ま
す
。
啓
蒙
は
思
想
上
の
解
説
、

翼
伝
は
用
語
の
註
記
を
意
味
し
ま
す
。

　

和
文
で
書
か
れ
た
も
の
は
晩
年
の
作

で
、「
翁
問
答
」
と
同
じ
よ
う
に
大
洲
の

同
志
の
要
請
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
も
の

で
、
そ
の
よ
う
な
事
情
を
推
察
出
来
る
書

簡
が
あ
る
か
ら
で
す
。

　

し
か
し
な
が
ら
残
念
な
こ
と
に「
大
学
」

と
「
中
庸
続
解
」
は
病
苦
と
早
す
ぎ
る
死

に
よ
っ
て
全
篇
の
解
に
至
ら
ず
に
終
わ
っ

て
い
ま
す
。
先
生
の
無
念
は
察
す
る
に
余

り
あ
り
ま
す
が
、
後
学
の
我
々
に
と
っ
て

も
同
じ
で
す
。

　

先
生
が
、
こ
れ
ら
の
中
で
一
貫
し
て
説

い
て
お
ら
れ
る
の
が
「
脩
身
」
す
る
こ
と

の
重
要
さ
で
す
。
人
間
は
生
ま
れ
な
が
ら

に
純
一
至
善
愛
敬
の
心
を
持
っ
て
い
ま

す
。「
愛
敬
」
は
先
生
に
と
っ
て
は
「
仁
」

や「
明
徳
」、「
良
知
」な
ど
と
同
じ
も
の
で
、

「
期
必
」、
固
は
意
必
に
と
ら
わ
れ
た
「
執

滞
」
で
あ
り
、
我
は
意
必
固
の
惑
い
が
深

く
自
分
だ
け
が
あ
っ
て
、
人
の
あ
る
こ
と

を
知
ら
な
い
「
私
己
（
の
欲
）」
で
あ
る

と
し
て
、
藤
樹
先
生
は
次
の
よ
う
に
言
わ

れ
ま
し
た
。

　
『
凡
心
の
惑
い
の
根
本
は
全
て
こ
の
四

つ
に
あ
る
。
各
々
が
煩
い
を
為
す
の
で
は

な
く
、
私
意
に
始
ま
っ
て
必
に
逃
げ
、
固

に
留
ま
っ
て
我
と
な
る
。
そ
し
て
ま
た
意

を
生
じ
、
必
固
我
と
限
り
な
く
循
環
し
て

意
必
固
我
の
病
と
な
る
の
で
あ
る
。
意
必

固
我
は
心
の
癰よ
う

疽そ

（
で
き
も
の
）
で
あ
る

か
ら
、
学
ん
で
時
に
習
い
、
聖
門
の
針
薬

を
用
い
て
治
療
す
れ
ば
、
凡
心
の
膿
が
出

て
心
は
活
発
に
な
り
、
絶
四
の
本
体
に

復
っ
て
坦
蕩
蕩
の
安
楽
に
至
る
。
聖
人
の

聖
人
た
る
と
こ
ろ
は
こ
の
四
つ
を
絶
っ
て

己
の
本
体
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ

る
』
と
。
意
念
を
去
る
脩
身
の
重
要
さ
を

説
き
続
け
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
現
代
を

生
き
る
我
々
も
戒
め
と
し
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。

　

昨
年
の
第
二
回
常
務
理
事
会
、
及
び

第
二
回
理
事
会
を
経
て
、
懸
案
と
な
っ

て
い
ま
し
た
本
会
の
「
ロ
ゴ
」
が
、
左

の
通
り
決
定
さ
れ
ま
し
た
。今
後
、様
々

な
機
会
に
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

高
島
藤
樹
会
の「
ロ
ゴ
」決
ま
る

藤
樹
書
院
・
良
知
館
通
信
⑪

志
村
　
　
洋

「
脩
身
の
重
要
さ
」


