
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【
主
題
名
】 

本
当
の
自
由 

第
五
学
年
及
び
第
六
学
年 

１-

（3） 

「
自
由
を
大
切
に
し
、
自
律
的
で
責
任
の
あ
る
行
動
を
す
る
。
」 

【
ね
ら
い
】 

自
由
を
大
切
に
し
、
自
分
の
責
任
を
踏
ま
え
た
自
律
的
な
行
動

を
し
よ
う
と
す
る
判
断
力
を
養
う
。 

 

 

《
評
価
》 

自
由
を
大
切
に
し
、
自
分
の
責
任
を
踏
ま
え
た
自
律
的
な
行
動
を
し
よ
う

と
す
る
判
断
力
を
育
む
こ
と
が
で
き
た
か
。 

 

板
書
例 

う
ば
わ
れ
た
自
由 

   

ジ
ェ
ラ
ー
ル
は
、「
自
由
」
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
考
え
て
い
る
で
し

ょ
う
か
。 

殺
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
と
思
い
な
が
ら
も
、
決
死
の
か
く
ご
で
ジ

ェ
ラ
ー
ル
に
う
っ
た
え
て
い
る
と
き
、
ガ
リ
ュ
ー
は
ど
の
よ
う
な
気

持
ち
だ
っ
た
で
し
ょ
う
か
。 

生
活
を
ふ
り
返
り
、「
自
由
」
と
「
責
任
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま

し
ょ
う
。 

ろうやで再会した

二人の挿絵 

導  入 展  開 終  末 

  

○
「
自
由
」
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
、
ね
ら
い
と
す
る
道
徳
的
価
値
に
意
識
を
む
け

さ
せ
ま
し
ょ
う
。 

 

○
教
師
が
「
う
ば
わ
れ
た
自
由
」
を
読
み
聞
か
せ
ま
し
ょ
う
。 

   

○
ガ
リ
ュ
ー
に
対
す
る
ジ
ェ
ラ
ー
ル
の
言
葉
に
着
目
さ
せ
、
ジ
ェ
ラ
ー
ル
が
「
自

由
」
を
自
分
に
都
合
の
よ
い
よ
う
に
解
釈
し
て
い
る
こ
と
を
捉
え
さ
せ
ま
し
ょ

う
。 

    

○
ガ
リ
ュ
ー
が
ジ
ェ
ラ
ー
ル
に
何
を
訴
え
て
い
る
か
に
着
目
さ
せ
、
ジ
ェ
ラ
ー
ル

に
本
当
の
自
由
を
説
く
た
め
に
自
己
の
正
義
を
貫
こ
う
と
す
る
ガ
リ
ュ
ー
の
様

子
を
捉
え
さ
せ
ま
し
ょ
う
。 

     

○
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
事
態
に
な
っ
て
は
じ
め
て
自
分
が
ま
ち
が
っ
て
い
た
こ
と

に
気
付
い
た
ジ
ェ
ラ
ー
ル
の
姿
を
通
し
て
、
本
当
の
自
由
と
は
自
分
勝
手
と
は
異
な

り
、
正
し
く
判
断
し
た
り
責
任
を
果
た
し
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
得
ら

れ
る
も
の
な
の
だ
と
い
う
こ
と
を
捉
え
さ
せ
ま
し
ょ
う
。 

《
評
価
》 

本
当
の
自
由
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
を
理
解
し
、
そ
の
自

由
を
大
切
に
す
る
た
め
に
、
自
分
の
責
任
を
踏
ま
え
た
自
律
的
な
行
動

が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
気
付
く
こ
と
が
で
き
た
か
。 

   

○
「
心
た
く
ま
し
く
」

p.98

～

p.99

「『
自
由
』
と
『
自
分
勝
手
』
は
ち
が
う
」
を
活 

用
し
て
、
自
由
と
責
任
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
、
p.99

に
記
入
さ
せ
ま
し
ょ
う
。 

 

○
教
師
自
身
が
、
自
分
勝
手
と
は
ち
が
う
本
当
の
自
由
を
得
る
た
め
に
心
掛
け
て

い
る
こ
と
を
、
子
供
た
ち
に
語
り
ま
し
ょ
う
。 

○
「
心
た
く
ま
し
く
」

p.26

「
義
務
心
を
持
っ
て
い
な
い
自
由
は
本
当
の
自
由
で
は
な

い
」
の
こ
と
ば
を
み
ん
な
で
読
み
、
本
当
の
自
由
の
意
味
を
確
か
め
て
、
授
業
の
ま

と
め
に
し
ま
し
ょ
う
。 

 
 

 

「
生
活
を
ふ
り
返
り
、
「
自
由
」
と｢

責
任｣

に
つ
い
て
考
え
て

み
ま
し
ょ
う
。」 

「『
自
由
』
と
は
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
」 

 
 

「
ジ
ェ
ラ
ー
ル
は
、『
自
由
』
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
考
え
て

い
る
で
し
ょ
う
か
。」 小

学
校
五
・
六
年
生
版
「
心
た
く
ま
し
く
」
p.98

～

p.99

 

「
『
自
由
』
と
『
自
分
勝
手
』
は
ち
が
う
」 

「
私
た
ち
の
道
徳
」
小
学
校
五
・
六
年 

 

平
成
二
十
六
年
三
月  

文
部
科
学
省  

「
う
ば
わ
れ
た
自
由
」

 
 

○ 
し
た
い
こ
と
を
、
し
た
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。 

○ 
き
ま
り
な
ど
に
し
ば
ら
れ
な
い
こ
と
。 

ろ
う
や
で
ガ
リ
ュ
ー
と
再
会
し
、
は
ら
は
ら
と
な
み
だ
を
流
し
て
い

る
と
き
、
ジ
ェ
ラ
ー
ル
は
ど
の
よ
う
な
気
持
ち
だ
っ
た
で
し
ょ
う
か
。

流
し
た
ジ
ェ
ラ
ー
ル
の
気
持
ち 

中
心
発
問 

「
ろ
う
や
で
ガ
リ
ュ
ー
と
再
会
し
、
は
ら
は
ら
と
涙
を
流
し 

て
い
る
と
き
、
ジ
ェ
ラ
ー
ル
は
ど
の
よ
う
な
気
持
ち
だ
っ 

た
で
し
ょ
う
か
。」 

◆ 

き
ま
り
や
ル
ー
ル
が
な
い
こ
と 

◆ 

だ
れ
に
も
命
令
さ
れ
な
い
こ
と 

◆ 

自
分
の
思
い
通
り
に
で
き
る
こ
と 

 

○ 

殺
さ
れ
る
の
は
こ
わ
い
。
し
か
し
、
自
分
は
正
し
い
こ
と
を
言

っ
て
い
る
の
だ
。
そ
れ
を
曲
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。 

○ 

王
子
だ
か
ら
勝
手
に
ふ
る
ま
っ
て
い
い
の
で
は
な
く
、
王
子
だ

か
ら
き
ま
り
を
守
り
責
任
を
果
た
さ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
だ
。 

○ 

み
ん
な
が
自
分
の
し
た
い
こ
と
を
し
た
い
よ
う
に
し
始
め
た

ら
、
国
が
ほ
ろ
び
て
し
ま
う
。
そ
ん
な
こ
と
に
な
ら
な
い
よ
う
に

今
こ
こ
で
王
子
に
分
か
っ
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

○ 

あ
の
と
き
、
ガ
リ
ュ
ー
が
言
っ
て
い
た
こ
と
が
正

し
く
て
、
自
分
は
ま
ち
が
っ
て
い
た
の
だ
。
あ
の
と

き
気
が
付
い
て
い
れ
ば
、
こ
ん
な
こ
と
に
は
な
ら
な

か
っ
た
の
に
。 

○ 

自
分
は
自
由
と
自
分
勝
手
と
を
誤
解
し
て
い
た
。

な
ん
と
お
ろ
か
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。 

○ 

自
分
は
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
こ
と
を
し
て
し
ま

っ
た
。
い
く
ら
く
や
ん
で
も
も
う
お
そ
い
の
だ
。 

◆ 

自
分
の
責
任
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、
自
分
で
判
断
し

て
行
動
す
る
自
由
が
与
え
ら
れ
る
。
ま
ず
、
自
分
の
や
る
べ
き
こ

と
を
し
っ
か
り
と
や
っ
て
い
こ
う
と
思
う
。 

◆ 

だ
れ
か
に
め
い
わ
く
を
か
け
た
り
、
い
や
な
思
い
を
さ
せ
た

ら
、
そ
れ
は
本
当
の
自
由
で
は
な
い
。
お
た
が
い
を
大
切
に
思
う

気
持
ち
を
も
ち
な
が
ら
、
自
分
の
し
た
い
こ
と
を
実
現
さ
せ
て
い

く
の
が
、
本
当
の
自
由
だ
と
思
う
。 

中心資料 

《
ね
ら
い
と
す
る
道
徳
的
価
値
に
つ
い
て
》
五
・
六
年
生
の
時
期
の
児
童
は
、
自
主
的
に
考

え
て
行
動
し
よ
う
と
し
ま
す
が
、
一
方
で
、
自
由
を
捉
え
違
え
て
自
分
勝
手
に
行
動
し
て
し
ま
う

場
面
も
見
ら
れ
ま
す
。
日
常
生
活
の
様
々
な
場
面
を
振
り
返
ら
せ
な
が
ら
、
自
由
と
自
分
勝
手
と

の
違
い
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
正
し
く
判
断
し
責
任
を
果
た
す
こ
と
で
得
ら

れ
る
真
の
自
由
を
大
切
に
し
、
自
己
を
高
め
て
い
こ
う
と
す
る
意
欲
を
育
む
こ
と
が
大
切
で
す
。 

    

【
資
料
の
特
徴
】
中
心
資
料
の
「
う
ば
わ
れ
た
自
由
」
は
、
自
由
の
意
味
を
都
合
よ
く
解
釈
し

勝
手
気
ま
ま
に
振
る
舞
い
や
が
て
国
も
地
位
も
失
う
王
子
と
、
王
子
に
本
当
の
自
由
を
説
き
続
け

る
森
の
番
人
と
の
交
流
を
描
い
た
読
み
物
で
す
。「
『
自
由
』
と
『
自
分
勝
手
』
は
ち
が
う
」
は
、

自
由
と
責
任
に
つ
い
て
考
え
た
り
、
様
々
な
場
面
で
の
自
分
の
行
動
を
振
り
返
り
な
が
ら
自
由
と

自
分
勝
手
の
違
い
に
つ
い
て
話
し
合
っ
た
り
で
き
る
ペ
ー
ジ
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

  

「
自
由
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
で
し
ょ
う
か
。 

 
 

「
殺
さ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
と
思
い
な
が
ら
も
、
決
死
の
覚

悟
で
ジ
ェ
ラ
ー
ル
に
う
っ
た
え
て
い
る
と
き
、
ガ
リ
ュ
ー

は
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え
て
い
た
で
し
ょ
う
か
。」 

※授業の前と後で、責任のある｢自由｣についての考えの変容を、板書で示せるとよい。 


