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二
〇
一
九
年
十
一
月
十
九
日
、
第
八
回
宗
門
教
学
会
議
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

今
回
の
テ
ー
マ
は
、〈
現
代
に
お
け
る
「
教
育
」
と
「
僧
侶
育
成
」〉
で
す
。

近
年
、「
教
育
」
は
大
き
な
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
文
科
省
に

よ
る
「
21
世
紀
を
展
望
し
た
我
が
国
の
教
育
の
在
り
方
に
つ
い
て
（
第
一
次
答
申
）」

で
は
、
今
後
さ
ら
に
進
展
し
て
い
く
と
予
想
さ
れ
る
国
際
化
・
情
報
化
と
い
っ
た

社
会
の
変
化
に
対
し
て
、
迅
速
に
対
応
す
る
た
め
の
「
教
育
」
の
在
り
方
が
提
示

さ
れ
て
い
ま
す
。
宗
門
に
お
い
て
も
、『
宗
報
』
二
〇
一
六
年
十
一
・
十
二
月
合
併

号
に
発
表
さ
れ
た
「
10
年
、
20
年
後
の
日
本
社
会
で
求
め
ら
れ
る
僧
侶
像
・
寺
院

像　

答
申
書
」
に
お
い
て
、

「
こ
の
僧
侶
な
ら
」「
こ
の
寺
院
な
ら
」
と
い
う
よ
う
に
、
自
身
に
と
っ
て
価

値
を
感
じ
る
か
否
か
に
従
っ
て
、
僧
侶
や
寺
院
を
「
選
ぶ
」
時
代
に
な
る

と
述
べ
ら
れ
、「
選
ば
れ
る
」
に
相
応
し
い
「
僧
侶
」
と
な
る
必
要
性
と
、
そ
の

た
め
の
育
成
体
系
を
再
構
築
し
て
い
く
必
要
性
が
訴
え
ら
れ
、
二
〇
二
〇
年
度
よ

り
得
度
規
程
が
刷
新
さ
れ
ま
し
た
。

宗
門
教
学
会
議
は
、
宗
門
内
外
か
ら
提
起
さ
れ
る
現
代
的
課
題
や
問
題
に
つ
い

て
、
先
見
的
知
見
を
有
す
る
有
識
者
か
ら
ご
提
言
を
い
た
だ
き
、
宗
教
者
の
持
つ

知
見
が
現
代
社
会
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
位
置
に
あ
り
、
よ
り
よ
い
社
会
の
創

造
の
た
め
に
い
か
な
る
役
割
を
果
た
し
得
る
か
、
宗
門
の
確
た
る
方
向
性
を
考
え

て
い
く
会
議
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
、
二
〇
一
九
年
度
の
宗
門
教
学
会
議
で
は
、
急
激
に
変
化
し
て
い
く
社

会
の
中
で
、「
求
め
ら
れ
る
・
選
ば
れ
る
僧
侶
」
を
い
か
に
「
教
育
」
し
「
育
成
」

し
て
い
く
か
を
課
題
と
し
て
開
催
す
る
に
至
り
ま
し
た
。　

第
八
回
宗
門
教
学
会
議
で
は
、
会
議
委
員
と
し
て
龍
谷
大
学
社
会
学
部
准
教
授

の
猪
瀬
優
理
氏
、
龍
谷
大
学
文
学
部
教
授
の
中
西
直
樹
氏
、
龍
谷
大
学
付
属
平
安

中
学
校
・
高
等
学
校
長
の
関
目
六
左
衞
門
氏
、
勧
学
寮
頭
の
徳
永
一
道
氏
を
お
招

き
し
ま
し
た
。
座
長
は
、
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
総
合
研
究
所
長
丘
山
願
海
、
司
会

は
、
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
総
合
研
究
所
副
所
長
の
満
井
秀
城
が
務
め
ま
し
た
。

な
お
、
報
告
は
今
号
を
含
め
、
二
回
に
分
け
て
行
い
ま
す
。
今
号
は
有
識
者
の

先
生
か
ら
の
提
言
、
次
号
は
全
体
討
議
を
報
告
い
た
し
ま
す
。

第８回　宗門教学会議　開催報告（前半）

現代における「教育」と「僧侶育成」
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第
八
回
宗
門
教
学
会
議
開
催
に
先
立
っ
た

開
会
式
に
お
い
て
ご
門
主
さ
ま
よ
り
お
言
葉

を
い
た
だ
き
、
続
い
て
石
上
智
康
総
長
よ

り
、
挨
拶
が
あ
り
ま
し
た
。

高
席
か
ら
恐
縮
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
一
言
ご

あ
い
さ
つ
申
し
あ
げ
ま
す
。
本
日
は
、
よ
う
こ

そ
宗
門
教
学
会
議
へ
ご
参
集
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

こ
の
宗
門
教
学
会
議
は
、
宗
門
が
当
面
す
る

諸
問
題
、
宗
門
内
外
か
ら
提
起
さ
れ
る
現
代
的

課
題
お
よ
び
種
々
の
問
題
等
に
つ
い
て
、
先
見

的
知
見
を
有
す
る
有
識
者
の
皆
さ
ま
か
ら
、
そ

れ
ぞ
れ
の
課
題
に
基
づ
い
た
動
向
の
把
握
分
析

と
提
言
を
い
た
だ
き
、
宗
門
の
活
動
の
方
向
性

を
考
え
て
い
く
う
え
で
重
要
な
会
議
と
し
て
位

置
づ
け
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

本
日
の
テ
ー
マ
は
、「
現
代
に
お
け
る
『
教
育
』

と
『
僧
侶
育
成
』」
で
す
。
二
〇
二
〇
年
度
か
ら
、

日
本
で
は
教
育
改
革
が
行
わ
れ
ま
す
。
こ
の
改

革
で
は
、
生
き
る
力
を
育
む
た
め
の
さ
ま
ざ
ま

な
視
点
が
提
示
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

具
体
的
に
は
、
主
体
的
か
つ
対
話
的
な
深
い

学
び
、
教
育
者
の
養
成
、
家
庭
教
育
・
地
域
教

育
の
充
実
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
導
入
に
よ
る
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
教
育
の
た
め
の
環
境
整
備
な
ど
、

実
に
多
種
多
様
に
考
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
こ

の
よ
う
な
施
策
は
時
代
の
変
化
を
見
据
え
た
も

の
で
あ
り
、
い
わ
ば
時
代
の
要
請
に
伴
い
、
教

育
の
再
構
築
を
目
指
す
も
の
で
す
。

さ
て
、
わ
が
宗
門
内
で
も
昨
今
、
僧
侶
育
成

の
改
革
が
推
進
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
二
〇
二
〇

年
四
月
よ
り
、
新
た
な
得
度
式
規
程
、
ま
た

二
〇
二
一
年
四
月
か
ら
は
、
新
し
い
教
師
規
程

と
布
教
使
課
程
設
置
規
程
が
施
行
さ
れ
、
現
代

社
会
に
お
い
て
選
ば
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
僧
侶

の
育
成
を
目
指
し
て
お
り
ま
す
。

去
る
二
〇
一
七
年
八
月
と
十
一
月
に
、
エ
ン

デ
ィ
ン
グ
産
業
展
に
お
き
ま
し
て
、「
仏
教
」「
お

寺
」「
お
坊
さ
ん
」
の
印
象
に
つ
い
て
ア
ン
ケ
ー

ト
、
お
よ
び
聞
き
取
り
調
査
が
実
施
さ
れ
ま
し

た
。
そ
の
中
、
仏
教
に
つ
い
て
悪
い
印
象
を
与

え
る
要
因
と
な
っ
て
い
る
も
の
を
尋
ね
ま
し
た

と
こ
ろ
、
教
義
の
内
容
、
各
種
行
事
を
抑
え
、

「
お
坊
さ
ん
」
と
い
う
回
答
が
最
も
大
き
な
割
合

を
占
め
て
お
り
ま
し
た
。

で
は
、
な
ぜ
「
お
坊
さ
ん
」
が
悪
い
印
象
を

与
え
て
い
る
の
か
を
調
べ
ま
す
と
、
法
話
の
力

量
不
足
、
人
に
対
す
る
態
度
、
金
銭
感
覚
と
回

答
さ
れ
た
方
が
多
く
お
ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ
ら

の
調
査
か
ら
、
僧
侶
の
専
門
性
、
人
格
と
い
う

面
が
社
会
で
問
題
視
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実

が
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。

調
査
対
象
者
の
多
く
は
、
宗
教
者
で
は
な
く

一
般
来
場
者
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
意
味
で
、

一
般
の
人
の
声
と
し
て
僧
侶
に
対
す
る
不
満
が

聞
こ
え
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ

の
こ
と
は
、
僧
侶
育
成
の
問
題
が
今
後
の
宗
派

に
と
っ
て
重
要
な
課
題
と
し
て
突
き
つ
け
ら
れ

た
と
理
解
し
て
お
り
ま
す
。

ま
た
、
真
宗
教
団
連
合
に
よ
り
実
施
さ
れ
ま

「
宗
門
教
学
会
議
」
総
長
あ
い
さ
つ

第 8回　宗門教学会議　開催報告
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し
た
、「
浄
土
真
宗
に
関
す
る
実
態
把
握
調
査
」

に
お
き
ま
し
て
も
、
浄
土
真
宗
の
教
え
を
示
す

根
本
的
な
言
葉
が
一
般
社
会
に
あ
ま
り
認
知
さ

れ
て
い
な
い
状
況
も
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。

こ
の
傾
向
は
、
真
宗
に
な
じ
み
の
な
い
方
々

は
も
ち
ろ
ん
、
浄
土
真
宗
に
な
じ
み
の
あ
る
ご

門
徒
に
も
該
当
す
る
結
果
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

浄
土
真
宗
の
み
教
え
の
根
幹
を
な
す
言
葉
が
十

分
に
伝
わ
っ
て
い
な
い
現
実
が
指
摘
さ
れ
た
と

い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
昨
年
度
の
宗
門
教
学

会
議
は
、
念
仏
者
は
ど
の
よ
う
な
発
信
を
す
べ

き
か
と
い
う
テ
ー
マ
で
開
催
し
、
そ
こ
で
は
、

時
代
の
要
請
と
し
て
発
信
す
る
僧
侶
の
質
の
改

善
も
求
め
ら
れ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
ま
し
た
。

さ
ら
に
、
み
教
え
を
よ
り
広
く
、
よ
り
わ
か
り

や
す
く
、
正
し
く
伝
え
る
た
め
に
は
、
僧
侶
育

成
の
さ
ら
な
る
充
実
は
避
け
ら
れ
な
い
と
い
う

こ
と
で
あ
り
ま
す
。

寺
院
を
取
り
巻
く
家
族
状
況
や
地
域
社
会
な

ど
の
外
部
環
境
が
変
化
す
る
時
代
で
は
、
ど
う

し
て
も
、
こ
う
し
た
時
代
変
化
に
対
応
で
き
る

僧
侶
へ
と
変
わ
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
新
し
い
視
点
を
取
り
入
れ
、
一
般
社
会
か

ら
も
選
ば
れ
る
僧
侶
と
し
て
評
価
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
、
発
想
の
転
換
と
自
己
改
革

を
し
て
い
く
こ
と
も
求
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

国
が
目
指
す
教
育
が
、
生
き
る
力
、
主
体
的

な
学
び
を
重
視
し
、
多
様
な
視
点
を
持
っ
て
取

り
組
ん
で
い
る
こ
と
は
、
宗
門
内
の
僧
侶
育
成

に
と
っ
て
も
多
く
の
共
通
す
る
点
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
は
得
度
習
礼
、
教
師
教
修
を
は
じ
め
と
す

る
、
宗
門
が
中
心
と
な
っ
て
行
う
教
育
・
育
成

体
系
の
他
に
、
教
区
、
組
、
あ
る
い
は
寺
族
に

お
け
る
教
育
や
、
ご
門
徒
を
は
じ
め
と
す
る
僧

侶
以
外
か
ら
育
て
ら
れ
る
と
い
う
側
面
も
、
僧

侶
育
成
に
は
不
可
欠
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
今
年
度
の
第
八
回
宗
門

教
学
会
議
は
、
現
代
に
お
け
る
「
教
育
」
と
「
僧

侶
育
成
」
を
テ
ー
マ
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
本
日
の
議
論
が
、
現
代
社
会
に
浄
土
真
宗

の
み
教
え
が
届
き
、
響
き
渡
る
機
縁
と
な
り
ま

す
こ
と
を
切
に
念
じ
て
お
り
ま
す
。

お
忙
し
い
中
、
ご
出
席
を
賜
り
ま
し
た
、
関

目
六
左
衞
門
先
生
、
中
西
直
樹
先
生
、
猪
瀬
優

理
先
生
、
さ
ら
に
は
、
徳
永
一
道
勧
学
寮
頭
に

深
く
、
感
謝
を
申
し
あ
げ
ま
す
。
本
会
議
の
重

要
性
を
ご
理
解
賜
り
、
宗
門
の
新
た
な
未
来
を

開
く
た
め
に
皆
さ
ま
の
お
知
恵
を
お
貸
し
く
だ

さ
い
ま
す
よ
う
、
何
と
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
を

申
し
あ
げ
ま
す
。
本
日
は
、
ご
多
用
の
と
こ
ろ

を
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

情報コーナー
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発
題
一

猪
瀬
優
理
氏
「
宗
教
者
と
は
誰
か
」

本
日
は
、
私
が
博
士
論
文
で
行
っ
た
創
価
学

会
の
調
査
、
特
に
次
世
代
育
成
の
問
題
を
テ
ー

マ
に
調
査
を
行
い
本
も
執
筆
し
た
の
で
、
創
価

学
会
の
例
を
対
比
的
に
論
じ
て
ほ
し
い
と
い
う

依
頼
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
私
の
研
究
で
、
な

ぜ
次
世
代
育
成
に
焦
点
を
当
て
た
か
と
い
う

と
、
親
か
ら
子
に
信
仰
が
継
承
さ
れ
る
な
ど
、

家
族
の
問
題
だ
け
で
は
な
く
、
教
団
全
体
の
再

生
産
、
も
し
く
は
維
持
や
存
続
な
ど
が
関
係
し

て
い
る
と
考
え
、
教
団
と
個
人
と
の
間
を
見
た

い
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
し
た
。

今
日
は
、
教
団
組
織
を
秩
序
立
て
て
い
く
要

を
担
う
教
団
幹
部
層
の
育
成
問
題
を
取
り
あ
げ

ま
す
。

一
、「
宗
教
者
」
と
は
何
者
か

弓
山
達
也
編
『
現
代
に
お
け
る
宗
教
者
の
育

成
』（
大
正
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
六
）
に
は
「
宗

教
者
の
役
割
と
は
一
体
何
で
あ
ろ
う
か
」
を

テ
ー
マ
と
し
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
議
論
が
掲
載

さ
れ
て
い
ま
す
。
登
壇
者
か
ら
は
「
宗
教
教
育

の
担
い
手
」「
地
域
の
ご
意
見
番
」「
ス
ピ
リ
チ
ュ

ア
ル
ケ
ア
ワ
ー
カ
ー
」
な
ど
を
期
待
す
る
声
が

あ
げ
ら
れ
ま
し
た
が
、
現
実
に
こ
れ
ら
の
事
例

を
宗
教
者
が
担
っ
て
い
る
こ
と
は
ま
れ
で
は
な

い
か
と
も
指
摘
さ
れ
ま
し
た
。
宗
教
者
の
育
成

は
か
な
り
議
論
の
幅
が
あ
り
、「
信
仰
深
い
家

の
子
ど
も
に
対
す
る
教
育
」「
宗
教
立
学
校
で

の
教
育
」、
そ
れ
か
ら
「
信
者
に
対
す
る
布
教
」

も
宗
教
者
を
育
成
す
る
一
環
と
言
え
ま
す
。

と
は
い
え
、
主
に
は
「
次
世
代
の
信
仰
の
中

心
的
な
担
い
手
」、
次
世
代
の
幹
部
育
成
に
焦

点
が
あ
た
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
今
日
の
話
と
も

重
な
り
ま
す
。
具
体
的
に
は
、「
神
職
」「
僧
侶
」

「
神
父
・
牧
師
」、
新
宗
教
集
団
で
は「
教
師
」「
布

教
使
」
な
ど
で
す
。
さ
ら
に
、
こ
れ
は
重
要
な

指
摘
だ
と
思
い
ま
す
が
、
信
仰
の
「
中
心
的
な
」

担
い
手
と
み
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
宗
教
者
へ

の
対
応
を
変
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
い
う
議

論
が
あ
り
ま
す
。
具
体
的
に
は
、
女
性
や
高
齢

者
で
す
。
十
三
年
前
の
議
論
で
す
が
こ
の
指
摘

は
今
も
通
じ
る
問
題
だ
と
思
い
ま
す
。

現代における「宗教者」の育成を考える論点

• 1．従来は「信仰の中心的な担い手」と教団・宗派にみなされてこなかっ
た属性をもつ「宗教者」に対する対応

• ➡女性の寺院関係者（僧侶・坊守・寺族）や在家信者（門徒）の働きや
やる気を「正当に」評価し、活かす組織的姿勢・工夫はあったか。

• 2．外部社会との連携やニーズの把握などの「企画力」をつける必要

• ➡「他者」と関わり、交渉・調整していく実践的な（現場での）訓練が必
要。

• 3．モチベーション・スピリチュアリティの形成・維持・向上

• ➡「なんのために」僧侶（宗教者）であろうとするのか、信仰の原点を重
要視する（創価学会員は体験談等で繰り返し原点確認を行う）。
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二
、
創
価
学
会
の
教
団
組
織

そ
れ
で
は
、
拙
著
『
信
仰
は
ど
の
よ
う
に

継
承
さ
れ
る
か
―
創
価
学
会
に
み
る
次
世
代
育

成
』（
北
海
道
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
一
）
を
も

と
に
、
教
団
組
織
は
二
世
信
者
に
ど
の
よ
う
な

は
た
ら
き
か
け
を
し
て
き
た
の
か
、
わ
か
っ
た

と
こ
ろ
を
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
創

価
学
会
の
組
織
は
、
会
長
を
ト
ッ
プ
に
、
末
端

に
は
地
域
、
信
者
仲
間
で
集
ま
る
ブ
ロ
ッ
ク
が

あ
り
ま
す
。
実
は
、
創
価
学
会
の
「
教
師
」
と

は
何
か
と
い
う
と
、
お
答
え
す
る
の
が
難
し
い

で
す
。
か
つ
て
、
創
価
学
会
は
日
蓮
正
宗
の
在

家
集
団
で
し
た
の
で
、
宗
教
者
と
い
え
ば
日
蓮

正
宗
の
僧
侶
で
し
た
。
し
か
し
、
一
九
九
〇
年

に
日
蓮
正
宗
と
分
か
れ
、
学
会
の
中
で
独
自
の

聖
職
者
が
い
な
い
状
態
に
な
り
ま
し
た
が
、
宗

教
組
織
と
し
て
維
持
し
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま

し
た
。

学
会
の
会
則
に
も
「
教
師
」「
准
教
師
」「
師

範
」
な
ど
の
項
目
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
普

段
の
活
動
で
は
、「
教
師
」「
師
範
」
な
ど
が
意

識
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
実

際
は
、
地
域
ご
と
に
幹
部
が
い
て
、
そ
の
幹
部

が
会
員
を
管
理
し
て
い
る
と
い
っ
た
体
制
に

な
っ
て
い
ま
す
。

三
、
学
会
の
宗
教
儀
礼
、
教
学

創
価
学
会
の
宗
教
的
儀
礼
は
非
常
に
シ
ン
プ

ル
で
す
。
日
蓮
正
宗
と
の
分
裂
以
降
は
在
家
信

者
の
み
で
さ
ま
ざ
ま
な
宗
教
儀
礼
を
運
営
し
て

い
ま
す
。
お
葬
式
は
、
み
な
さ
ま
ご
存
じ
の「
友

人
葬
」
と
呼
ば
れ
る
形
式
で
す
。
会
員
は
毎
日

朝
晩
の
宗
教
儀
礼
と
し
て
勤
行
・
唱
題
を
読
み
、

「
南
無
妙
法
蓮
華
経
」
を
何
回
も
唱
え
る
。
葬

儀
も
同
じ
で
す
。
だ
か
ら
、
儀
礼
に
習
熟
し
た

宗
教
者
は
不
要
で
す
。
教
え
は
、
学
会
員
の
活

猪
瀬
優
理
氏

【
略
　
歴
】

龍
谷
大
学
社
会
学
部
准
教
授
。
博
士
（
行
動
科
学
）。
二
〇
〇
五
年
、
北
海
道
大
学
大
学
院
文

学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
修
了
、
二
〇
〇
七
年
、
北
海
道
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
助
教
、

二
〇
一
一
年
龍
谷
大
学
社
会
学
部
講
師
を
経
て
現
職
。
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
総
合
研
究
所
委
託

研
究
員
。
宗
教
に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
や
世
代
に
関
わ
る
問
題
を
研
究
し
て
い
る
。
主
な
著
書

に
、
櫻
井
義
秀
編
『
宗
教
と
ウ
ェ
ル
ビ
ー
イ
ン
グ
―
し
あ
わ
せ
の
宗
教
社
会
学
』（
担
当
「
第

七
章　

水
子
供
養
は
何
を
癒
や
す
の
か
」、
北
海
道
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
九
）、
大
谷
栄
一
編

著
『
と
も
に
生
き
る
仏
教
』（
担
当
「
第
五
章　

女
性
の
活
動
―
広
島
県
北
仏
婦
ビ
ハ
ー
ラ
活

動
の
会
」、
ち
く
ま
新
書
、
二
〇
一
九
）
な
ど
多
数
。
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動
的
な
方
が
試
験
を
受
け
て
教
学
部
に
任
用
さ

れ
ま
す
。
あ
と
、
各
地
区
や
ブ
ロ
ッ
ク
単
位
で

行
う
毎
月
の
座
談
会
で
、
地
区
部
長
や
婦
人
部

長
な
ど
が
担
当
し
全
国
統
一
の
テ
キ
ス
ト
を
も

と
に
学
び
ま
す
の
で
、
普
段
、
特
別
な
教
理
の

専
門
家
は
不
要
で
す
。
み
な
一
定
の
布
教
の
た

め
の
知
識
は
あ
り
、
そ
れ
に
基
づ
い
た
仏
法
対

話
が
で
き
る
と
い
う
形
式
で
す
。
創
価
学
会
の

理
念
で
言
え
ば
、
教
え
を
知
る
こ
と
で
、
正
し

い
教
え
を
信
じ
人
々
が
救
わ
れ
る
の
で
、
全
員

が
布
教
者
・
救
済
者
モ
デ
ル
に
な
り
ま
す
。
で

す
の
で
、
教
学
や
儀
礼
に
つ
い
て
専
門
的
に
学

ぶ
機
関
は
な
い
と
言
っ
て
い
い
と
思
い
ま
す
。

教
学
試
験
に
通
っ
て
受
け
ら
れ
る
資
格
は
、

「
任
用
試
験
（
助
師
）」「
青
年
三
級
・
初
級
」「
青

年
二
級
・
中
級
」
な
ど
で
、
最
高
位
は
「
師

範
」
で
す
。
私
見
で
は
、
こ
の
資
格
を
有
す
る

事
で
、
特
段
の
宗
教
性
を
持
つ
と
い
う
ふ
う
に

意
味
づ
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
は
感
じ
ら
れ
な

い
で
す
。

四
、
学
会
活
動
の
重
要
性

組
織
上
の
指
導
者
、
幹
部
に
な
る
に
は
何
が

一
番
重
要
か
と
い
う
と
、
教
学
や
儀
式
よ
り

も
、
い
か
に
学
会
活
動
を
し
て
い
る
か
に
あ
り

ま
す
。
活
動
は
さ
ま
ざ
ま
で
す
が
、
要
す
る
に

学
会
の
教
え
を
広
め
る
た
め
に
、
ど
れ
だ
け
自

分
の
心
と
時
間
を
割
い
て
い
る
か
と
い
う
こ
と

で
す
。
具
体
的
な
活
動
の
中
身
は
、
毎
月
の
座

談
会
や
本
部
幹
部
会
な
ど
の
会
合
に
参
加
す

る
。
あ
と
は
、
地
域
ご
と
の
会
合
や
中
心
的
に

活
動
し
て
い
る
部
署
で
の
会
合
な
ど
も
毎
月
あ

り
ま
す
。

五
、
組
織
管
理
、
幹
部
育
成
の
仕
組
み

組
織
の
管
理
な
ど
を
し
て
い
る
幹
部
の
育
成

は
、
幾
つ
か
ル
ー
ト
が
あ
り
ま
す
が
、
基
本
的

に
は
Ｏ
Ｊ
Ｔ
（O

n-the-Job T
raining

）
で
す
。

現
場
で
学
ん
で
い
く
の
が
一
番
か
と
思
い
ま

す
。創

価
学
会
の
目
標
は
「
生
命
の
尊
厳
の
確
立

に
基
づ
く
万
人
の
幸
福
と
世
界
平
和
の
実
現
」

と
規
則
に
掲
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
二
〇
一
七
年

の
会
則
改
正
で
、
池
田
大
作
・
牧
口
常
三
郎
・

戸
田
城
聖
の
三
代
会
長
は
永
遠
の
師
匠
だ
と
い

う
内
容
が
位
置
づ
け
ら
れ
、
こ
の
人
た
ち
と
心

を
合
わ
せ
て
い
く
「
師
弟
不
二
の
精
神
」
が
謳

わ
れ
て
い
ま
す
。
一
生
懸
命
布
教
し
て
い
く
こ

と
こ
そ
学
会
精
神
だ
と
捉
え
る
「
死
身
弘
法
」、

学
会
の
魂
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
「
折
状
精

神
」
の
も
と
、
布
教
に
と
り
く
み
ま
す
。

こ
う
し
た
日
々
の
活
動
は
、
基
本
は
一
対
一

で
教
え
を
基
に
人
を
導
き
、
救
う
こ
と
を
目
的

と
し
ま
す
。
当
然
、
向
き
・
不
向
き
が
あ
り
、

全
然
布
教
し
な
い
会
員
も
い
ま
す
が
、
幹
部
に

な
る
人
は
、
積
極
的
に
話
し
、
人
の
心
を
つ
か

ん
だ
り
す
る
の
が
上
手
な
人
で
す
。
た
だ
、
一

人
の
力
に
は
限
界
が
あ
り
ま
す
。
特
に
学
会

は
、
例
え
ば
実
際
の
病
気
や
経
済
的
問
題
、
人

間
関
係
な
ど
で
悩
み
を
持
ち
、
救
わ
れ
る
な
ら

信
じ
た
い
と
入
会
さ
れ
る
方
が
多
い
の
で
、
い

ろ
い
ろ
な
ケ
ー
ス
が
あ
り
ま
す
。
自
分
は
病

気
を
治
し
た
い
た
め
に
学
会
に
入
っ
た
け
ど
、

今
、
目
の
前
に
い
る
人
は
夫
婦
関
係
で
悩
ん
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で
い
る
。
夫
婦
関
係
が
わ
か
ら
な
い
と
き
は
、

「
じ
ゃ
あ
、
夫
婦
関
係
で
悩
み
、
功
徳
を
得
た

あ
の
人
に
聞
い
て
み
よ
う
」
な
ど
と
い
う
対
応

が
臨
機
応
変
に
で
き
ま
す
。
相
手
の
状
況
や
関

心
に
合
わ
せ
て
、
近
隣
の
組
織
か
ら
、
適
任
だ

と
い
う
人
を
紹
介
す
る
こ
と
も
組
織
で
や
っ
て

い
ま
す
。
そ
の
人
に
響
く
話
が
で
き
そ
う
な
人

を
会
わ
せ
る
こ
と
で
布
教
を
成
功
さ
せ
る
組
織

的
な
サ
ポ
ー
ト
が
あ
り
ま
す
。

六
、
若
者
対
象
の
育
成

幾
つ
か
パ
タ
ー
ン
が
あ
り
ま
す
が
、
大
き
く

分
け
る
と
、
や
は
り
二
世
信
者
は
少
し
状
況
が

異
な
り
ま
す
。
特
に
、
幹
部
の
家
に
生
ま
れ
た

子
ど
も
の
場
合
は
、
最
初
に
未
来
部
に
入
り

ま
す
。
未
来
部
は
、
小
中
高
の
子
ど
も
た
ち

で
、
毎
月
一
回
ぐ
ら
い
ず
つ
活
動
す
る
と
こ
ろ

で
す
。
そ
の
担
当
者
が
、「
信
心
が
し
っ
か
り

し
て
い
る
」
な
ど
と
目
を
付
け
た
子
を
人
材
グ

ル
ー
プ
に
呼
ん
だ
り
し
ま
す
。
そ
の
中
か
ら
、

信
仰
熱
心
な
ご
家
庭
の
子
や
や
る
気
の
あ
る
子

は
創
価
学
園
に
、
そ
し
て
創
価
大
学
に
入
り
幹

部
職
員
に
な
っ
て
い
く
。
こ
れ
は
、「
現
場
で

学
ぶ
」
式
の
ル
ー
ト
で
は
な
く
、
制
度
化
さ
れ

た
一
貫
し
た
育
成
と
い
え
ま
す
。

あ
と
、
若
者
対
象
の
人
材
グ
ル
ー
プ
が
複
数

あ
り
、
い
ろ
い
ろ
な
仕
事
を
分
担
し
て
い
ま

す
。
壮
年
部
も
婦
人
部
も
、
個
別
の
事
情
に
基

づ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
指
導
し
て
い
き
ま
す
。
ど
ち

ら
に
し
て
も
、
や
る
気
、
あ
る
い
は
能
力
を
示

し
た
会
員
を
組
織
と
し
て
幹
部
に
育
て
て
い
く

と
い
う
姿
勢
が
強
い
で
す
。

七
、
組
織
で
活
動
す
る
人
た
ち
の

モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
向
上
の
仕
組
み

組
織
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
や
実
際
の
現
場
を
担
う

人
は
、
婦
人
部
が
中
心
に
な
る
こ
と
が
多
い
で

す
。
女
性
た
ち
が
日
常
の
活
動
を
支
え
て
く
れ

て
い
る
の
が
よ
く
わ
か
っ
て
い
る
の
で
、
教
団

と
し
て
も
「
母
に
感
謝
の
花
束
を
」
な
ど
、
積

極
的
に
女
性
を
た
た
え
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
発
し

て
い
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
婦
人
部
の
方
々

は
「
池
田
先
生
も
励
ま
し
て
く
れ
て
い
る
」
な

ど
と
受
け
止
め
、
気
持
ち
よ
く
活
動
が
で
き
ま

す
。
そ
の
他
、「
師
弟
不
二
」
に
代
表
さ
れ
る

よ
う
に
、
師
の
生
き
方
や
考
え
方
な
ど
を
人
生

の
指
針
と
し
て
捉
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、

い
ろ
ん
な
人
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
や
調
査
票
調
査

か
ら
わ
か
り
ま
し
た
。

子
ど
も
を
担
当
す
る
未
来
部
も
、
学
会
活
動

に
来
な
い
小
学
生
に
も
手
紙
を
書
い
た
り
電
話

を
し
た
り
、
一
人
ひ
と
り
の
ケ
ア
を
結
構
し
て

い
る
の
で
す
。
現
担
当
者
や
か
つ
て
の
担
当
者

か
ら
聞
く
と
、「
こ
ん
な
お
姉
さ
ん
や
お
兄
さ

ん
に
な
り
た
い
。
だ
か
ら
今
、
こ
れ
を
や
っ
て

い
ま
す
」と
異
口
同
音
に
語
り
ま
す
。
つ
ま
り
、

信
仰
者
の
モ
デ
ル
が
あ
る
の
で
す
。
だ
か
ら
宗

教
者
が
、
そ
の
信
仰
を
持
つ
人
に
対
し
て
モ
デ

ル
に
な
り
得
て
い
る
か
、
そ
の
よ
う
な
心
構
え

を
つ
く
る
教
育
を
意
図
し
て
い
る
か
と
い
う
と

こ
ろ
が
大
事
か
な
と
思
い
ま
す
。

八
、
中
心
的
な
担
い
手
と
み
な
さ
れ

な
か
っ
た
人
た
ち
に
目
を
向
け
る

冒
頭
に
指
摘
し
た
「
信
仰
の
〝
中
心
的
な
〟

担
い
手
と
み
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
宗
教
者
へ
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の
対
応
を
変
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
」
と
い
う

論
点
に
戻
り
ま
す
。
特
に
女
性
に
関
し
て
、
中

心
的
な
担
い
手
と
し
て
み
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ

た
と
い
う
こ
と
は
、
寺
院
で
あ
れ
ば
、
住
職
や

僧
侶
に
な
る
こ
と
を
そ
れ
ほ
ど
期
待
さ
れ
て
お

ら
ず
、
男
性
（
子
息
）
と
区
別
さ
れ
て
い
た
と

い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
う
し
た
意
識
を

省
み
て
修
正
で
き
る
か
ど
う
か
が
、
と
て
も
大

事
だ
と
思
い
ま
す
。

「
宗
教
者
と
は
誰
か
」
に
も
ど
り
ま
す
。
実

際
の
寺
院
を
見
れ
ば
、
坊
守
が
日
常
的
に
寺
務

等
で
も
活
動
し
て
い
る
例
は
少
な
く
な
い
で

す
。
寺
院
は
一
人
で
運
営
で
き
な
い
の
で
、
ど

う
い
う
チ
ー
ム
で
、
ど
う
運
営
す
る
の
か
。
先

ほ
ど
の
創
価
学
会
も
、
一
人
で
は
布
教
を
活
性

で
き
な
い
か
ら
、
適
切
な
人
を
呼
ん
で
く
る
と

い
っ
た
姿
勢
で
す
。
そ
こ
が
問
わ
れ
て
い
る
と

思
い
ま
す
。

女
性
に
限
ら
ず
男
性
に
し
て
も
、
モ
チ
ベ
ー

シ
ョ
ン
と
い
う
点
で
は
、「
跡
継
ぎ
だ
か
ら
」

と
言
わ
れ
て
、
本
当
に
そ
れ
で
宗
教
者
と
し
て

の
認
識
が
育
つ
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
は
な
い

で
す
よ
ね
。
跡
継
ぎ
だ
か
ら
と
強
制
さ
れ
た
と

思
っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
は
人
権
問
題
に
も
関
わ

る
こ
と
で
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
不
均
衡
と
は
、
単

に
女
性
だ
け
の
問
題
で
は
な
い
し
、
そ
の
組
織

の
全
体
の
在
り
方
を
問
う
問
題
だ
と
い
う
と
こ

ろ
を
最
後
に
お
伝
え
し
て
終
わ
り
と
し
た
い
と

思
い
ま
す
。

一
、
は
じ
め
に

龍
谷
大
学
の
中
西
と
申
し
ま
す
。
ち
ょ
う
ど

今
年
は
龍
谷
大
学
が
創
立
三
八
〇
年
で
も
あ
る

の
で
、
龍
谷
大
学
を
含
め
た
本
願
寺
の
学
校
制

度
の
歴
史
的
な
歩
み
を
見
な
が
ら
、
現
代
の
課

題
と
し
て
、
ど
う
い
う
こ
と
が
言
え
る
の
か
に

つ
い
て
、
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

今
年
、
創
立
三
八
〇
年
を
迎
え
て
さ
ま
ざ
ま

な
記
念
行
事
を
行
っ
て
い
ま
す
が
、
も
う
少
し

歴
史
的
な
検
証
が
必
要
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

二
〇
年
ほ
ど
前
に
『
大
谷
大
学
百
年
史
』
が
出

版
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
時
に
龍
谷
大
学
と
ず
い

ぶ
ん
差
が
あ
る
と
思
っ
て
調
べ
て
み
る
と
、
大

谷
派
に
も
本
願
寺
派
の
二
五
年
ほ
ど
後
に
で
き

た
僧
侶
育
成
機
関
の
学
寮
が
あ
り
ま
す
。
と
こ

ろ
が
大
谷
大
学
は
明
治
三
四
（
一
九
〇
一
）
年

に
東
京
で
大
谷
大
学
の
前
身
に
な
る
真
宗
大

学
を
つ
く
っ
た
こ
と
を
重
視
し
、
近
代
的
な

大
学
教
育
の
出
発
点
を
こ
こ
に
求
め
る
の
で

す
。
一
方
、
龍
谷
大
学
の
三
八
〇
年
は
僧
侶

育
成
の
学
寮
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
す

が
、
い
つ
か
ら
近
代
的
な
大
学
に
な
っ
た
の

か
と
い
う
と
、
こ
れ
が
は
っ
き
り
し
ま
せ
ん
。

明
治
九
（
一
八
七
六
）
年
に
近
代
的
な
本
願
寺

派
の
学
制
を
制
定
し
た
と
き
な
の
か
、
明
治

三
三
（
一
九
〇
〇
）
年
に
「
専
門
学
校
令
」
に

基
づ
く
仏
教
大
学
に
な
っ
た
と
き
な
の
か
、
大

正
一
二
（
一
九
二
三
）
年
に
「
大
学
令
」
に
基

づ
き
旧
制
の
龍
谷
大
学
が
出
発
し
た
と
き
な
の

か
。
近
代
的
な
大
学
の
出
発
点
に
対
し
て
、
明

発
題
二

中
西
直
樹
氏
「
近
代
本
願
寺
の
学
校
教
育
制
度
の
変
遷
」
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確
な
意
識
を
持
っ
て
い
ま
せ
ん
。

二
、
明
治
初
年
か
ら
明
治
二
〇
年
代

明
治
五
（
一
八
七
二
）
年
に
、
国
家
認
定
の

教
化
者
で
あ
る
教
導
職
が
で
き
ま
す
。
こ
れ

は
、
僧
侶
と
神
官
を
使
っ
て
天
皇
制
・
神
社
崇

拝
・
天
皇
の
神
聖
さ
を
国
民
教
化
す
る
こ
と
を

目
的
と
し
て
お
り
、
そ
の
た
め
の
研
究
・
教
化

者
養
成
機
関
と
し
て
大
教
院
を
つ
く
り
ま
し

た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
明
治
六
（
一
八
七
三
）

年
に
島
地
黙
雷
を
中
心
に
真
宗
が
連
合
し
て
、

神
道
の
従
属
下
に
置
か
れ
た
国
家
の
教
化
者
認

定
を
嫌
い
、
大
教
院
離
脱
を
主
張
し
ま
す
。
そ

し
て
離
脱
を
果
た
す
の
で
す
が
、
教
導
職
は
明

治
一
七
（
一
八
八
四
）
年
ま
で
続
く
た
め
、
真

宗
独
自
の
教
導
職
養
成
機
関
が
必
要
に
な
り
、

そ
こ
で
生
ま
れ
た
の
が
大
教
校
で
す
。
中
央
に

大
教
校
を
置
き
、
地
方
に
小
教
校
を
つ
く
り
、

こ
の
両
校
を
通
じ
て
教
導
職
、
ひ
い
て
は
宗
教

者
の
養
成
を
行
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
構
想
と

し
て
は
、
公
立
の
小
学
校
・
中
学
校
・
大
学
に

行
か
ず
に
、
宗
門
独
自
で
初
等
教
育
か
ら
教
育

を
行
う
も
の
な
の
で
、
初
め
は
小
教
校
を
た
く

さ
ん
つ
く
り
ま
す
。
本
願
寺
派
の
布
教
基
盤
の

強
い
県
に
は
二
校
つ
く
り
、
最
盛
期
に
は
四
〇

校
ほ
ど
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
交
通
も
発
達
し

て
い
な
い
の
で
、
各
府
県
に
一
・
二
校
程
度
で

は
五
・
六
歳
か
ら
通
わ
す
こ
と
は
不
可
能
で
す
。

結
局
は
寺
院
出
身
者
も
小
学
校
に
行
く
よ
う
に

な
り
、
早
く
か
ら
小
教
校
体
制
は
解
体
し
て
い

き
ま
す
。
統
廃
合
が
進
ん
で
い
き
、
休
校
状
態

の
学
校
も
出
て
き
ま
す
。
明
治
一
〇
年
代
に
は

中
等
教
育
機
関
と
な
り
、
明
治
中
期
に
な
る

と
、
北
陸
・
平
安
・
佐
賀
龍
谷
な
ど
の
仏
教
中

学
へ
と
変
わ
っ
て
い
き
ま
し
た
。

明
治
一
〇
年
代
後
半
に
な
る
と
状
況
が
変

わ
っ
て
き
ま
す
。
教
導
職
の
た
め
に
教
校
が
つ

く
ら
れ
た
の
で
す
が
、
そ
の
教
導
職
が
明
治

一
七
（
一
八
八
四
）
年
に
廃
止
に
な
り
ま
す
。

そ
し
て
、
教
化
者
の
認
定
は
仏
教
各
宗
派
に
委

中
西
直
樹
氏

【
略
　
歴
】

龍
谷
大
学
文
学
部
教
授
。
一
九
八
八
年
龍
谷
大
学
文
学
研
究
科
修
士
課
程
国
史
学
修
了
、

二
〇
〇
五
年
筑
紫
女
学
園
大
学
助
教
授
、
二
〇
〇
七
年
筑
紫
女
学
園
大
学
准
教
授
、
二
〇
一
一

年
龍
谷
大
学
文
学
部
准
教
授
を
経
て
現
職
に
至
る
。
専
門
は
、
日
本
仏
教
史
、
特
に
近
代
に
お

け
る
仏
教
者
・
教
団
の
動
向
。
著
書
に
、『
仏
教
婦
人
雑
誌
の
創
刊
』（
共
著
・
龍
谷
大
学
仏

教
文
化
研
究
叢
書
、
法
蔵
館
、
二
〇
一
九
）、『
資
料
集
・
戦
時
下
「
日
本
仏
教
」
の
国
際
交
流　

第
Ⅴ
期
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
と
の
連
携
』（
共
著
・
不
二
出
版
、
二
〇
一
九
）
な
ど
多
数
。
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任
さ
れ
、
国
家
公
認
の
教
化
者
と
し
て
の
位
置

づ
け
を
喪
失
し
ま
す
。
一
方
、
キ
リ
ス
ト
教
は
、

一
般
的
な
学
校
を
作
っ
て
信
者
を
拡
大
さ
せ
つ

つ
あ
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
こ
れ
に
対
抗
す
る

た
め
開
設
さ
れ
た
の
が
普
通
教
校
で
し
た
。
普

通
教
校
で
は
、
寺
院
出
身
者
だ
け
で
な
く
在
家

の
人
も
受
け
入
れ
、
仏
教
学
・
真
宗
学
だ
け
で

な
く
一
般
の
「
普
通
学
」
も
修
め
ま
し
た
。

そ
の
一
方
で
大
教
校
の
伝
統
を
引
き
継
ぐ

僧
侶
育
成
を
中
心
と
す
る
学
校
も
あ
っ
た
の

で
、
宗
門
内
の
開
明
派
に
属
す
る
普
通
教
校

と
、
守
旧
派
と
の
間
で
対
立
関
係
が
生
ま
れ
ま

す
。
普
通
教
校
が
で
き
て
か
ら
仏
教
大
学
に
統

合
さ
れ
る
ま
で
の
二
〇
年
ほ
ど
の
間
は
、
こ
の

二
つ
の
系
統
の
学
校
が
ず
っ
と
く
っ
つ
い
た
り

離
れ
た
り
し
て
い
ま
す
。
そ
う
し
た
中
、
地
方

の
教
校
は
衰
頽た
い

し
、
私
塾
に
近
い
状
態
に
な
っ

て
し
ま
っ
て
、
公
立
の
地
方
中
学
校
よ
り
も
教

育
的
に
劣
る
た
め
、
優
秀
な
寺
院
子
弟
は
教
校

へ
進
学
し
な
い
傾
向
が
生
じ
ま
し
た
。
こ
の
よ

う
な
状
況
の
た
め
、
本
願
寺
は
宗
門
を
背
負
っ

て
公
立
の
帝
国
大
学
に
行
く
者
に
奨
学
金
を
出

す
「
内
地
留
学
」
を
始
め
ま
す
。
こ
の
奨
学
金

は
当
時
の
金
額
と
し
て
は
か
な
り
高
額
な
も
の

だ
っ
た
の
で
、
教
校
は
ど
ん
ど
ん
廃
れ
て
い
き

ま
し
た
。

三
、
明
治
三
〇
年
代

こ
う
し
た
状
況
を
踏
ま
え
て
、
戦
前
に
お
い

て
仏
教
系
の
学
校
・
宗
教
学
校
に
大
き
な
影
響

を
及
ぼ
し
た
の
が
、
明
治
三
二
（
一
八
九
九
）

年
に
出
さ
れ
た
「
私
立
学
校
令
」
と
文
部
省
の

「
訓
令
十
二
号
」
の
い
わ
ゆ
る
宗
教
教
育
禁
止

令
、
そ
れ
か
ら
内
務
省
に
よ
る
訓
令
、
の
三
つ

の
法
令
で
す
。

「
私
立
学
校
令
」
は
全
て
の
私
立
学
校
を
文

部
省
の
管
轄
下
に
置
く
も
の
で
、
普
通
教
校
・

大
学
寮
・
大
学
林
と
い
っ
た
宗
教
系
の
学
校
も

す
べ
て
、
文
部
省
の
管
轄
下
に
置
く
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。
つ
ぎ
に
「
訓
令
十
二
号
」
は
正
系

学
校
で
は
宗
教
教
育
を
禁
止
す
る
も
の
で
す
。

正
系
の
学
校
と
は
中
学
校
や
高
等
女
学
校
な
ど

の
文
部
省
の
規
定
の
あ
る
学
校
で
、
公
立
学
校

と
法
令
の
規
定
の
あ
る
私
立
学
校
は
宗
教
教

育
・
宗
教
行
事
が
禁
止
さ
れ
ま
す
。
最
後
は
、

宗
教
を
管
轄
す
る
内
務
省
が
出
し
た
「
宗
教
学

校
設
立
に
関
す
る
件
」と
い
う
内
務
省
訓
令
で
、

神
道
・
仏
教
の
教
団
が
学
校
を
設
置
す
る
場
合

は
、
そ
こ
の
代
表
者
・
管
長
が
添
え
書
き
を
書

い
て
、
宗
教
団
体
が
直
接
の
学
校
設
立
主
体
に

な
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
も
の
で
す
。
こ
れ

は
神
道
と
仏
教
だ
け
で
、
キ
リ
ス
ト
教
な
ど
の

他
の
宗
教
に
は
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
。

こ
こ
で
問
題
と
な
っ
た
の
は
、
文
部
省
と
内

務
省
の
ど
ち
ら
の
規
定
に
準
拠
し
て
い
く
の
か

と
い
う
こ
と
で
、
そ
れ
に
伴
い
二
つ
の
方
向
性

が
生
ま
れ
ま
し
た
。
一
つ
は
、
文
部
省
の
規
定

に
可
能
な
限
り
準
拠
し
て
、
文
部
省
の
設
定
す

る
徴
兵
猶
予
や
帝
国
大
学
に
進
む
認
定
な
ど
の

特
典
を
文
部
省
か
ら
得
て
い
く
方
向
で
す
。
た

だ
、
こ
の
方
向
に
進
め
ば
、「
訓
令
十
二
号
」

に
基
づ
き
宗
教
教
育
・
宗
教
行
事
は
で
き
ま
せ

ん
。
も
う
一
つ
は
、
あ
く
ま
で
文
部
省
の
規
定

に
準
拠
し
な
い
各
種
学
校
と
し
て
存
続
す
る
方

向
で
す
。
キ
リ
ス
ト
教
の
場
合
は
、
キ
リ
ス
ト

教
を
放
棄
し
て
文
部
省
認
定
の
学
校
に
な
ら
な

い
限
り
、
単
な
る
各
種
学
校
と
な
っ
て
、
文
部

省
の
特
典
を
得
ら
れ
ず
、
徴
兵
猶
予
も
な
け
れ
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ば
上
級
学
校
に
も
行
け
ま
せ
ん
。
と
こ
ろ
が
仏

教
の
方
は
、
内
務
省
認
定
の
宗
教
学
校
と
し
て

存
続
で
き
る
道
も
あ
る
の
で
、
そ
の
面
で
、
こ

の
方
向
を
選
択
す
れ
ば
、
名
目
上
で
も
利
点
が

あ
る
わ
け
で
す
。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
、
文
部
省
の
規
定
に

準
拠
し
て
い
く
方
向
を
採
っ
た
の
が
大
谷
大
学

の
前
身
で
あ
る
真
宗
大
学
・
真
宗
中
学
で
、
内

務
省
の
方
に
い
っ
た
の
が
本
願
寺
派
の
仏
教
大

学
・
仏
教
中
学
で
す
。
こ
の
違
い
は
名
を
取
る

か
実
を
取
る
か
の
問
題
で
す
。
文
部
省
に
準
拠

し
て
い
け
ば
、
徴
兵
猶
予
や
上
級
学
校
へ
の
進

学
資
格
の
特
典
が
取
れ
る
の
で
、
在
家
信
者
も

入
学
し
て
く
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ

が
、
宗
教
学
校
に
な
っ
て
内
務
省
の
認
定
学
校

に
な
る
と
、
宗
教
者
養
成
の
学
校
で
し
か
な
い

の
で
在
家
信
者
は
来
ま
せ
ん
し
、
徴
兵
猶
予
も

受
け
ら
れ
ま
せ
ん
が
、
名
目
上
は
仏
教
本
山
立

の
学
校
と
な
り
ま
す
。

結
局
、
そ
の
翌
年
一
月
に
本
願
寺
派
は
学
校

条
例
を
改
め
て
、
教
校
体
制
を
崩
し
て
仏
教
大

学
・
仏
教
中
学
と
い
う
路
線
に
変
え
て
い
き
ま

す
。
こ
の
結
果
に
つ
い
て
、
大
谷
派
の
『
宗
報
』

と
本
願
寺
派
の
『
本
願
寺
派
名
所
図
会
』
で
同

時
期
の
学
生
数
と
教
師
数
を
比
較
し
て
み
る

と
、
大
谷
派
は
結
構
な
数
が
い
ま
す
が
、
本
願

寺
派
は
殆
ど
が
中
小
規
模
の
学
校
で
、
到
底
、

官
公
立
の
中
学
校
に
は
対
応
で
き
な
い
学
校
と

な
っ
て
い
ま
す
。

四
、
明
治
四
〇
年
代
か
ら
現
状

明
治
四
〇
（
一
九
〇
七
）
年
代
に
入
る
と
本

願
寺
派
は
、
一
〇
数
校
あ
っ
た
仏
教
中
学
を
五

校
に
減
ら
し
、
文
部
省
の
認
可
に
よ
る
ま
っ
た

く
普
通
の
尋
常
中
学
校
に
変
え
て
し
ま
い
ま

す
。
本
山
立
学
校
に
平
安
中
学
校
・
龍
谷
中
学

校
・
北
陸
中
学
校
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、「
訓

令
十
二
号
」
の
関
係
で
仏
教
教
育
は
で
き
ま
せ

ん
の
で
、
い
わ
ゆ
る
専
修
学
院
を
つ
く
り
ま

す
。
専
修
学
院
は
、
仏
教
専
門
教
育
機
関
で
あ

り
、
行
信
教
校
、
広
島
仏
教
学
院
、
平
安
専
修

学
院
・
龍
谷
専
修
学
院
・
北
陸
専
修
学
院
な
ど

が
あ
り
ま
し
た
。

本
山
立
中
学
校
と
付
設
の
専
修
学
院
と
は
、

い
わ
ゆ
る
ダ
ブ
ル
ス
ク
ー
ル
制
で
す
。
た
と
え

ば
、
平
安
中
学
校
は
「
訓
令
十
二
号
」
に
準
拠

し
て
一
般
学
生
を
受
け
入
れ
る
普
通
の
私
立
中

学
校
な
の
で
、
宗
教
教
育
は
で
き
ま
せ
ん
。
そ

こ
で
、
校
内
に
平
安
専
修
学
院
を
つ
く
り
、
そ

こ
で
僧
侶
に
な
る
僧
侶
子
弟
な
ど
に
仏
教
の
教

育
を
行
う
と
い
う
ダ
ブ
ル
ス
ク
ー
ル
制
を
採
っ

た
の
で
す
。
宗
教
学
校
と
し
て
の
み
存
続
す
る

こ
と
は
不
可
能
な
の
で
、
こ
の
道
を
選
択
せ
ざ

る
を
得
な
か
っ
た
わ
け
で
す
。

明
治
四
〇
年
代
か
ら
大
正
期
、
こ
こ
で
図
ら

ず
も
、
本
願
寺
派
は
内
務
省
準
拠
の
宗
教
学
校

と
し
て
存
続
し
よ
う
と
し
て
失
敗
し
て
、
文
部

省
の
準
拠
を
し
て
い
く
方
向
に
転
換
し
ま
し

た
。
そ
し
て
、
そ
の
過
程
で
期
せ
ず
し
て
役
割

分
担
が
で
き
ま
し
た
。
一
つ
は
俗
人
教
育
の
た

め
の
旧
制
私
立
中
学
校
、
も
う
一
つ
は
、
そ
こ

に
付
設
し
た
僧
侶
養
成
教
育
機
関
の
専
修
学
院

で
す
。
そ
れ
か
ら
仏
教
専
門
の
学
問
研
究
機
関

と
し
て
龍
谷
大
学
と
い
う
よ
う
に
、
あ
る
意
味

で
役
割
分
担
が
は
っ
き
り
し
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
戦
後
に
な
る
と
、
ま
た
状
況
が

大
き
く
変
化
し
ま
し
た
。
ま
ず
、
旧
制
中
学

校
は
新
制
高
校
に
な
っ
て
、
仏
教
主
義
教
育
が
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解
禁
さ
れ
ま
す
。
平
安
中
学
校
の
場
合
、
大
正

八
（
一
九
一
九
）
年
の
段
階
で
は
寺
院
出
身
者

が
在
家
信
者
よ
り
多
い
の
で
す
が
、
大
正
一
二

（
一
九
二
三
）年
に
逆
転
し
て
昭
和
四（
一
九
二
九
）

年
ぐ
ら
い
に
は
在
家
信
者
の
方
が
倍
に
な
っ
て

し
ま
い
ま
す
。
そ
の
た
め
新
た
な
俗
人
の
た
め

の
仏
教
主
義
教
育
が
必
要
に
な
っ
て
き
ま
す
。

一
方
、
僧
侶
養
成
機
関
は
、
従
来
の
専
修
学
院

な
ど
旧
制
中
学
校
レ
ベ
ル
か
ら
、
高
等
教
育
機

関
に
移
行
し
て
龍
谷
大
学
に
集
中
し
て
い
き
ま

す
。
旧
制
中
学
校
程
度
の
僧
侶
養
成
を
目
的
と

し
た
仏
教
専
門
教
育
機
関
は
、
平
安
・
龍
谷
・

北
陸
に
付
設
さ
れ
た
専
修
学
院
以
外
に
広
島
・

大
阪
・
東
京
・
兵
庫
・
福
岡
な
ど
に
も
あ
り
ま

し
た
が
、
現
在
ま
で
残
っ
て
い
る
の
は
、
中
央

仏
教
学
院
の
ほ
か
、
広
島
と
東
京
、
行
信
教
校

ぐ
ら
い
で
そ
の
他
は
消
滅
状
態
で
す
。

そ
う
な
る
と
、
多
様
な
仏
教
教
育
が
龍
谷
大

学
に
集
中
し
て
い
き
、
規
模
も
大
き
く
な
り
ま

す
。
い
わ
ゆ
る
俗
人
に
対
す
る
仏
教
的
な
教

育
、
そ
れ
に
加
え
て
僧
侶
育
成
の
た
め
の
教
育

機
関
、
さ
ら
に
は
仏
教
研
究
の
た
め
の
従
来

あ
っ
た
研
究
機
関
・
大
学
機
関
と
い
う
、
こ
の

三
つ
が
全
て
龍
谷
大
学
に
集
中
し
て
し
ま
っ
た

の
で
す
。

大
学
教
育
と
僧
侶
育
成
教
育
は
目
的
や
方
法

も
同
じ
で
は
な
い
は
ず
で
す
。
ま
た
、
大
学
教

育
の
中
で
も
、
仏
教
を
勉
強
し
よ
う
と
思
っ
て

い
な
い
学
生
と
、
専
門
に
真
宗
学
な
り
仏
教
を

学
び
に
く
る
学
生
と
で
は
、
学
び
の
あ
り
方
が

違
う
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
を
一
緒

に
し
て
い
る
の
が
現
状
だ
と
思
い
ま
す
が
、
ど

れ
も
中
途
半
端
に
な
っ
て
い
る
と
感
じ
ま
す
。

や
は
り
、
僧
侶
養
成
教
育
は
龍
谷
大
学
に
任
せ

る
の
で
は
な
く
て
、
宗
門
が
責
任
を
持
っ
て
行

う
と
い
う
方
向
を
明
確
に
す
べ
き
で
あ
る
と
歴

史
的
な
展
開
か
ら
も
考
え
ま
す
。

一
、
は
じ
め
に

「
教
育
」
と
「
僧
侶
育
成
」
と
い
う
テ
ー
マ

を
頂
戴
し
て
お
り
ま
し
た
が
、
僧
侶
の
育
成
と

い
う
こ
と
に
つ
き
ま
し
て
は
、
私
は
僧
籍
を

持
っ
て
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
あ
く
ま
で
現
代
の
教

育
と
い
う
よ
う
な
と
こ
ろ
を
、
実
務
経
験
上
か

ら
ご
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま

す
。 発

題
三

関
目
六
左
衞
門
氏「
現
代
に
お
け
る『
教
育
』と『
僧
侶
育
成
』」

二
、
公
私
に
共
通
す
る

学
校
教
育
の
問
題
点

今
、
学
校
そ
の
も
の
が
非
常
に
大
き
な
問
題

に
直
面
し
て
お
り
ま
す
。

ま
ず
一
つ
め
で
す
が
、
一
九
七
〇
年
代
、
戦

後
生
ま
れ
が
親
に
な
っ
て
子
ど
も
を
学
校
に
通

わ
せ
る
よ
う
に
な
り
、
伝
統
的
な
日
本
の
家
族

制
度
が
崩
壊
す
る
中
で
、
そ
の
子
ど
も
た
ち
が

教
育
現
場
を
非
常
に
混
乱
さ
せ
る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。
そ
れ
が
、
い
じ
め
、
不
登
校
、
校
内
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暴
力
な
ど
で
あ
り
、
今
に
続
い
て
い
る
深
刻
な

教
育
問
題
で
す
。

二
つ
め
に
、
学
校
も
、
建
学
の
精
神
に
基
づ

く
豊
か
な
こ
こ
ろ
の
教
育
が
で
き
な
く
な
っ
た

と
い
う
こ
と
で
す
。
学
歴
中
心
社
会
と
い
う
こ

と
で
受
験
競
争
や
偏
差
値
教
育
が
重
視
さ
れ
、

人
格
形
成
教
育
よ
り
も
大
学
進
学
実
績
と
い
う

数
値
に
よ
っ
て
、
学
校
が
測
ら
れ
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。

三
つ
め
は
、
子
ど
も
の
価
値
観
・
倫
理
観
が

急
激
に
変
化
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ

は
、
ひ
と
え
に
家
庭
教
育
の
質
的
・
量
的
低
下

で
す
。
家
庭
が
ま
っ
た
く
教
育
機
関
と
し
て
の

役
割
を
果
た
し
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
疑

う
ほ
ど
、
家
庭
が
駄
目
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に

思
い
ま
す
。
家
庭
が
駄
目
に
な
る
か
ら
学
校
が

頑
張
ら
ざ
る
を
得
な
い
、
こ
う
い
う
状
況
で

す
。最

後
四
つ
め
は
、
学
校
が
今
、
非
常
に
孤
立

化
し
、
学
校
教
育
に
過
度
の
依
存
が
み
ら
れ
る

こ
と
で
す
。
実
は
私
ど
も
の
平
安
高
校
に
、
月

に
一
〇
回
以
上
、
電
話
が
か
か
っ
て
ま
い
り
ま

す
。「
お
ま
え
の
と
こ
ろ
の
生
徒
が
自
転
車
の

二
人
乗
り
を
し
て
い
た
。
ど
ん
な
教
育
を
や
っ

て
い
る
の
か
」「
あ
な
た
の
と
こ
ろ
の
生
徒
が

電
車
の
プ
レ
ミ
ア
ム
シ
ー
ト
を
占
拠
し
て
、
年

配
の
方
に
座
席
を
譲
ら
な
い
。
平
安
の
教
育

は
、
そ
の
程
度
か
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言

わ
れ
る
わ
け
で
す
。

よ
く
聞
い
て
み
る
と
、
そ
の
電
話
を
か
け
て

き
た
の
は
、
生
徒
の
自
宅
近
所
の
お
じ
い
ち
ゃ

ん
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
な
ん
で
す
。
な
ぜ
、
そ
こ

の
お
う
ち
に
行
っ
て
、
そ
の
子
ど
も
の
お
父
さ

ま
、
お
母
さ
ま
に
「
お
た
く
の
息
子
さ
ん
は
こ

う
だ
よ
」「
あ
な
た
の
娘
さ
ん
は
こ
う
だ
よ
」

と
言
わ
な
い
の
か
。
地
域
社
会
の
中
で
、
わ
ざ

わ
ざ
何
十
キ
ロ
と
離
れ
た
学
校
に
ま
で
お
電
話

い
た
だ
か
な
く
て
も
と
思
う
の
で
す
が
、
今
、

全
部
、
学
校
の
責
任
に
な
っ
て
お
電
話
を
い
た

だ
く
よ
う
な
風
潮
で
す
。

三
、
学
力
と
は

歴
代
の
学
校
教
育
で
身
に
付
け
る
学
力
と
い

う
こ
と
は
何
を
さ
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

関
目
六
左
衞
門
氏

【
略
　
歴
】

龍
谷
大
学
付
属
平
安
中
学
校
・
高
等
学
校
校
長
。
一
九
七
四
年
龍
谷
大
学
文
学
部
史
学
科
東
洋

史
学
専
攻
卒
業
。
同
大
学
院
文
学
研
究
科
東
洋
史
学
専
攻
修
士
課
程
修
了
、
京
都
市
立
西
京
商

業
高
校
（
現
在
の
西
京
高
等
学
校
）
勤
務
。
堀
川
高
等
学
校
を
経
て
、
教
頭
と
し
て
再
び
同
校

へ
戻
り
、
二
〇
〇
三
年
に
校
長
に
就
任
。
二
〇
一
八
年
四
月
よ
り
現
職
。
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カ
が
勝
利
し
て
、
広
島
、
長
崎
に
投
下
さ
れ
た

わ
け
で
す
が
、
戦
後
の
宇
宙
開
発
競
争
で
は
ス

プ
ー
ト
ニ
ク
号
、
無
人
で
し
た
が
人
工
衛
星
第

一
号
。
そ
れ
か
ら
有
人
地
球
周
回
衛
星
。
こ
れ

は
東
側
陣
営
の
当
時
の
ソ
連
が
勝
利
し
ま
し

た
。ア

メ
リ
カ
で
は
、
科
学
技
術
開
発
競
争
の

中
、
敗
北
感
が
広
が
り
、
こ
れ
を
立
て
直
す
の

は
教
育
し
か
な
い
と
い
う
の
で
教
育
現
代
化
論

争
が
起
き
ま
し
た
。
日
本
も
自
然
科
学
、
算

数
・
数
学
を
中
心
に
、
学
校
教
育
が
生
活
教
育

か
ら
国
家
の
命
運
の
将
来
を
懸
け
た
科
学
技
術

競
争
の
中
に
巻
き
込
ま
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

そ
う
い
う
中
で
昭
和
四
〇
年
代
、
知
識
技
能
偏

重
主
義
が
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で

す
。
ま
た
、
こ
の
時
代
は
、
い
わ
ゆ
る
ス
ク
ー

ル
ウ
ォ
ー
ズ
時
代
と
評
さ
れ
る
よ
う
な
学
校
の

荒
廃
を
招
い
た
と
い
う
特
徴
が
あ
り
ま
す
。
こ

れ
は
、
い
わ
ゆ
る
詰
め
込
み
教
育
へ
の
生
徒
た

ち
の
反
乱
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
し
た
。

そ
の
後
、「
ゆ
と
り
」
と
い
う
言
葉
が
出
て
、

平
成
の
初
め
に
は
、
学
力
と
は
「
知
識
・
理

解
」
と
「
技
能
」
だ
け
で
は
な
い
。「
関
心
・

意
欲
・
態
度
」、「
思
考
力
・
判
断
力
・
表
現
力
」

も
学
力
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま

す
。
子
ど
も
の
学
力
を
、
こ
の
四
つ
の
観
点
か

ら
Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ
の
三
段
階
で
評
価
し
ま
し
ょ
う

と
。
四
つ
の
観
点
が
オ
ー
ル
Ａ
な
ら
評
定
は
五

が
付
き
ま
す
。
オ
ー
ル
Ｃ
な
ら
評
定
は
一
が
付

き
ま
す
。
オ
ー
ル
Ｂ
で
評
定
は
三
が
付
き
、
そ

の
中
間
が
四
と
二
に
な
り
ま
す
。

一
例
で
す
が
、
観
点
別
三
段
階
評
価
で
、
皆

さ
ま
方
が
ご
存
じ
の
五
、四
、三
、二
、一
と
い
う

評
定
値
を
付
け
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、「
知
識
・

理
解
」と「
関
心
・
意
欲
・
態
度
」が
同
じ
ウ
ェ
ー

ト
で
評
価
さ
れ
る
学
力
だ
と
把
握
さ
れ
ま
す
。

あ
る
意
味
、
学
力
と
は
何
か
と
い
う
の
に
コ
ペ

ル
ニ
ク
ス
的
な
転
換
が
起
き
ま
し
た
。
だ
か

ら
、
こ
の
時
代
か
ら
、「
は
い
、
こ
の
問
題
に

答
え
ら
れ
る
人
」
と
言
う
と
、
ク
ラ
ス
の
全
生

徒
が
わ
れ
先
に
、
は
い
、
は
い
と
手
を
挙
げ
ま

す
。
答
え
を
知
ら
な
い
子
ど
も
た
ち
も
で
す
。

手
を
挙
げ
な
い
と
、
興
味
・
関
心
が
薄
い
、
態

度
が
悪
い
。「
じ
ゃ
あ
、
答
え
て
ご
ら
ん
、
Ａ

君
」
と
言
わ
れ
た
ら
、「
わ
か
り
ま
せ
ん
」。
こ

う
い
う
こ
と
が
ク
ラ
ス
で
常
態
化
し
て
い
く
わ

学校教育で身につける学力とは？

－ 学習指導要領が求める「学力」

平成初年代

令和初年代

「疑問を残さないように教える教員」・「わかりやすく習うことに慣れた生徒」からの脱却

学力観の変遷

「新学力観」の導入－観点別評価制度の導入→生徒の思考力や問題解決能力を重視

「ゆとり教育」の提唱＜教育内容の３割削減＞・学校五日制の完全実施(H14)－学力低下論争

①関心・意欲・態度　②思考力・判断力・表現力　③技能　④知識・理解

脱ゆとり宣言－「生きる力」の提唱←社会がいかに変化しようとも激動と混乱の21世紀を生き抜く力を養成

ゆとりある充実した学校生活の標榜－教育内容の精選と工夫

「教育内容の現代化」運動－知識技能偏重主義→学校の荒廃－スクールウォーズ昭和40年代

昭和50年代

平成10年代

平成20年代

学力の３要素の明示 ①　知識・技能の確実な習得
②　①を基にした思考力・判断力・表現力
③　主体性を持って多様な人 と々協働して学ぶ態度

生涯にわたって探究を深める未来の創り手の養成
主体的・対話的で深い学びの実現

学
力
観
の
変
遷
を
ご
紹
介
い
た
し
ま
す
。
ま
ず

最
初
は
、
昭
和
四
〇
年
代
の
知
識
技
能
偏
重
主

義
で
す
。
ア
メ
リ
カ
で
ス
プ
ー
ト
ニ
ク
シ
ョ
ッ

ク
と
い
う
事
件
が
ご
ざ
い
ま
し
た
。
戦
時
中
の

原
子
爆
弾
開
発
競
争
で
は
西
側
陣
営
の
ア
メ
リ
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け
で
す
。

そ
し
て
、
さ
ら
に
進
み
ま
す
と
、
ゆ
と
り
教

育
で
す
。
家
庭
を
立
て
直
す
た
め
に
、
週
二
日

は
子
ど
も
を
家
庭
に
帰
す
学
校
五
日
制
の
導
入

で
す
。
こ
れ
は
決
し
て
、
教
師
の
労
働
問
題
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
家
庭
教
育
建
て
直
し
の
大
方

針
だ
っ
た
わ
け
で
す
。

ゆ
と
り
教
育
は
い
わ
ゆ
る
緩
み
教
育
と
い
う

こ
と
で
大
き
な
批
判
を
受
け
て
、
先
ほ
ど
猪
瀬

先
生
や
中
西
先
生
か
ら
ご
紹
介
の
あ
り
ま
し

た
、
生
き
る
力
が
提
唱
さ
れ
ま
し
た
。

そ
し
て
現
在
で
は
、
学
力
と
は
①
知
識
・
技

能
、
②
思
考
・
判
断
・
表
現
力
、
③
主
体
性
と
い

う
三
要
素
が
明
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
う
い
う

も
の
が
全
て
学
力
な
ん
だ
と
理
解
さ
れ
ま
す
。

生
涯
に
わ
た
っ
て
探
究
を
深
め
、
未
来
の
つ
く

り
手
を
養
成
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

だ
か
ら
現
在
は
、
疑
問
を
残
さ
な
い
よ
う
に

教
え
る
教
員
、
こ
れ
は
駄
目
な
ん
で
す
。
疑
問

を
残
さ
な
い
よ
う
に
教
え
る
と
、
生
徒
は
考
え

る
こ
と
を
い
た
し
ま
せ
ん
。「
わ
か
り
や
す
く

習
う
こ
と
に
慣
れ
た
生
徒
」、
こ
こ
か
ら
い
か

に
脱
却
す
る
か
と
い
う
の
が
現
代
教
育
の
課
題

だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

教
育
に
は
不
易
と
流
行
が
あ
る
。「
不
易
」

と
は
、
ど
ん
な
に
社
会
が
変
化
し
よ
う
と
も
時

代
を
超
え
て
変
わ
ら
な
い
価
値
の
あ
る
も
の
で

これからの教育に必要なもの

｢新しい時代を拓く心を育てる｣ 中央教育審議会答申1999年

・「生きる力」を身につけ，新しい時代を切り拓く積極的な心を育てる
・正義感・倫理観や思いやりの心など、豊かな人間性を育む
・社会全体のモラルの低下を見直す
・今なすべきことを一つひとつ実行する
[実践課題] もう一度家庭を見直すこと

地域社会の力を生かすこと
心を育てる場としての学校を見直すこと

子どもの心を育てるということ

子どもに自己観察・自己分析・自己評価の力を身につけさせること
子どもが自尊感情をもって自己管理的な生き方をすること
学ぶ意欲　＝　生きる力　[生涯学習社会に根底に必要な力]

す
。
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
、
時
代
を
超
え
て
変

わ
ら
な
い
、
一
四
三
年
、
貫
い
て
き
た
平
安
の

不
易
は
建
学
の
精
神
、「
浄
土
真
宗
の
精
神
」

で
す
。
一
方
で
「
流
行
」
と
は
、
時
代
の
変
化

と
と
も
に
変
え
て
い
く
必
要
の
あ
る
も
の
で

す
。
現
代
と
い
う
時
代
に
教
育
の
流
行
を
ど
こ

に
求
め
る
か
。
そ
れ
を
、「
確
か
な
学
力
」、「
豊

か
な
人
間
性
」、「
健
康
・
体
力
」
と
し
て
い
る

わ
け
で
す
。

四
、
最
後
に 

こ
れ
か
ら
の
教
育
に
必
要
な
も
の
は
、
実
践

課
題
と
し
て
、
①
も
う
一
度
、
家
庭
で
の
教
育

を
見
直
し
て
ほ
し
い
と
い
う
こ
と
、
②
地
域
社

会
を
活
性
化
し
て
ほ
し
い
と
い
う
こ
と
、
③
学

校
は
大
学
進
学
率
を
上
げ
る
た
め
に
あ
る
の
で

は
な
い
、
こ
こ
ろ
を
育
て
る
場
が
学
校
で
あ
る

と
い
う
こ
と
、
の
三
点
で
す
。
も
う
一
度
、
学

校
の
原
点
を
見
直
し
て
、
学
ぶ
意
欲
を
持
っ
た

子
ど
も
を
育
て
る
こ
と
が
大
事
に
な
っ
て
く
る

の
で
し
ょ
う
。（

総
合
研
究
所
　

教
団
総
合
研
究
室
）
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