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小
中
学
校
の
道
徳
教
育
が
強
化
さ

れ
る
。
こ
れ
ま
で
は
週
一
回
の
特
設

授
業
だ
っ
た
が
、
小
学
校
で
二
〇
一

八
年
度
か
ら
、
中
学
校
で
二
〇
一
九

年
度
か
ら
「
特
別
の
教
科
」
に
格
上

げ
さ
れ
る
の
だ
。
他
教
科
と
同
じ
よ

う
に
検
定
教
科
書
が
作
ら
れ
、
学
期

末
に
配
ら
れ
る
通
知
表
に
は「
評
価
」

も
書
き
込
ま
れ
る
。

　
文
部
科
学
省
は
近
く
、
そ
の
具
体

的
内
容
を
盛
っ
た
新
し
い
学
習
指
導

要
領
を
決
定
す
る
。
愛
国
心
を
小
学

校
の
低
学
年
か
ら
学
ば
せ
る
、
い
じ

め
問
題
を
念
頭
に
公
平
や
公
正
を
教

え
る
、
考
え
る
だ
け
で
な
く
討
論
を

重
視
す
る
、
と
い
っ
た
方
向
も
示
さ

れ
る
。
そ
の
内
容
を
宗
教
の
視
点
を

ま
じ
え
て
三
回
に
わ
た
っ
て
考
え
て

み
た
い
。

修
身
教
育
か
ら
道
徳
教
育
へ

　
道
徳
や
宗
教
に
関
す
る
日
本
の
教
育

は
揺
れ
動
い
て
き
た
。
ま
ず
修
身
科
が

明
治
の
初
め
に
設
置
さ
れ
た
。
正
直
と

か
勤
勉
と
い
っ
た
国
民
道
徳
を
広
め
た

点
で
は
評
価
さ
れ
る
。
し
か
し
、
中
核

に
は
「
我
カ
皇
祖
皇
宗
國
ヲ
肇は
じ

ム
ル
コ

ト
宏
遠
ニ
…
…
」
で
始
ま
る
教
育
勅
語

（
一
八
九
〇
年
）
が
置
か
れ
、次
第
に
天

皇
崇
拝
や
軍
国
主
義
を
教
え
込
む
指
導

に
な
っ
て
い
っ
た
。

　
敗
戦
後
ま
も
な
く
、
修
身
教
育
は
主

権
在
民
の
時
代
に
は
そ
ぐ
わ
な
い
と
し

て
打
ち
切
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
占
領
軍

の
意
向
も
あ
っ
て
、
新
し
い
価
値
観
が

も
っ
ぱ
ら
社
会
科
の
授
業
で
教
え
ら
れ

た
。
筆
者
も
含
め
て
い
ま
七
十
歳
前
後

の
世
代
が
受
け
た
教
育
で
あ
る
。
日
本

国
憲
法
の
民
主
主
義
、
男
女
同
権
、
思

想
信
条
の
自
由
な
ど
を
語
る
先
生
た
ち

は
生
き
生
き
し
て
い
た
も
の
だ
。

　
し
か
し
、
社
会
科
は
再
軍
備
や
逆
コ

ー
ス
の
流
れ
の
な
か
で
批
判
に
さ
ら
さ

れ
る
。
子
ど
も
が
親
の
言
う
こ
と
を
聞

か
な
く
な
っ
た
の
は
学
校
の
せ
い
だ
、

と
い
っ
た
不
満
も
出
さ
れ
た
。
修
身
復

活
論
が
唱
え
ら
れ
、
文
部
省
と
日
教
組

の
対
立
が
激
し
く
な
っ
た
。
そ
の
末
に

保
守
派
が
押
し
切
る
形
で
一
九
五
八
年

に
道
徳
教
育
が
始
ま
る
。

　
そ
れ
以
来
、
行
政
が
旗
を
振
れ
ど
も

学
校
現
場
は
消
極
的
、
と
い
う
構
図
が

続
い
た
。
一
九
六
六
年
に
は
「
期
待
さ

れ
る
人
間
像
」
が
作
ら
れ
、
九
〇
年
代

に
は
「
心
の
教
育
」
が
求
め
ら
れ
も
し

た
。
し
か
し
、
そ
の
授
業
を
受
け
て
き

た
は
ず
の
世
代
に
感
想
を
聞
く
と
、
多

く
は「
テ
レ
ビ
を
見
て
い
た
だ
け
」「
記

憶
に
な
い
な
あ
」
と
い
っ
た
答
え
し
か

返
っ
て
こ
な
い
…
…
。

公
民
の
分
野
は
必
要

　
愛
国
心
の
指
導
に
つ
い
て
は
、
憲
法

第
九
条
を
め
ぐ
る
国
論
の
分
裂
や
左
右

の
対
立
の
な
か
で
揺
れ
て
き
た
。
刻
苦

勉
励
や
親
孝
行
と
い
っ
た
修
身
教
育
時

代
の
理
念
も
、
高
度
経
済
成
長
や
家
族

観
の
変
化
で
色
あ
せ
て
し
ま
う
。
結
果

と
し
て
、
道
徳
教
育
は
批
判
や
嘲
笑
を

浴
び
る
こ
と
も
多
か
っ
た
。
し
か
し
、

す
で
に
五
十
年
以
上
、
と
も
か
く
も
存

在
し
て
き
た
の
だ
。
た
だ
反
対
や
無
視

で
は
な
く
、
今
回
の
教
科
化
を
機
会
に

実
り
あ
る
内
容
に
育
て
て
い
く
時
期
に

来
て
い
る
か
と
も
思
う
。

　
こ
れ
ま
で
の
学
習
指
導
要
領
や
副
読

本
を
読
み
返
す
と
、
大
切
な
こ
と
も

多
々
載
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
公
衆

道
徳
や
法
の
順
守
は
、
ど
ん
な
社
会
で

も
、
い
つ
の
時
代
で
も
、
思
想
信
条
を

問
わ
ず
、
学
校
で
教
え
ら
れ
る
べ
き
で

あ
る
。
交
通
信
号
を
守
ろ
う
、
ゴ
ミ
は

き
ち
ん
と
捨
て
よ
う
、
他
人
に
危
害
を

加
え
て
は
い
け
な
い
、
と
い
っ
た
こ
と

だ
。
こ
う
し
た
こ
と
は
、
子
ど
も
た
ち

に
「
国
会
に
せ
よ
、
学
級
会
に
せ
よ
、

み
ん
な
で
話
し
合
っ
て
決
め
た
こ
と
は

守
ろ
う
」
と
話
せ
ば
、
納
得
さ
れ
る
は

「
道
徳
の
教
科
化
を
め
ぐ
っ
て
」
①

　
　
　
　
　
　
　
一
般
社
団
法
人
在
家
仏
教
協
会

	
理
事
　
菅	

原
　
伸	

郎

	

（
す
が
わ
ら				

の	

ぶ	

お	

）



3 ZENBUTSU  2015.4.1

ず
だ
。
◯
×
式
の
試
験
を
し
た
り
、
点

数
に
よ
っ
て
評
価
し
た
り
す
る
こ
と
も

可
能
で
あ
る
。

　
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
こ
の
分
野
を
中
心

に
し
た
「
公
民
教
育
」
が
行
わ
れ
て
い

る
。
十
八
世
紀
末
の
大
革
命
で
共
和
国

派
が
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
対
立
関
係
に

あ
っ
た
た
め
、
公
立
学
校
で
は
宗
教
が

排
除
さ
れ
て
き
た
。
市
民
と
し
て
の
倫

理
や
哲
学
は
学
校
で
教
え
、
人
生
や
宗

教
に
つ
い
て
は
家
庭
や
教
会
が
受
け
持

つ
、
と
い
う
分
担
で
あ
る
。

内
面
の
「
評
価
」
が
課
題

　
し
か
し
、
日
本
で
は
修
身
教
育
の
時

代
か
ら
、
公
衆
道
徳
だ
け
で
な
く
個
人

の
内
面
や
人
生
に
つ
い
て
も
学
校
で
教

え
て
き
た
。
二
〇
一
八
年
度
か
ら
の
学

習
指
導
要
領
に
は
二
十
二
の
指
導
項
目

が
あ
る
が
、
そ
の
な
か
で
、
正
直
、
勇

気
、
親
切
、
感
謝
、
友
情
、
寛
容
、
公

正
、
家
族
愛
、
愛
国
心
、
畏
敬
の
念
な

ど
は
、
先
の
公
衆
道
徳
と
は
少
し
異
な

る
分
野
と
い
え
る
。

　
こ
う
し
た
価
値
観
の
指
導
は
、
そ
う

簡
単
で
は
な
い
。
偉
人
伝
を
多
く
盛
り

こ
ん
だ
教
科
書
を
使
う
こ
と
に
な
ろ
う

が
、
い
ま
「
正
直
」
を
教
え
る
と
し
て

ど
う
話
せ
ば
よ
い
の
か
。
仮
に
ジ
ョ
ー

ジ
・
ワ
シ
ン
ト
ン
少
年
が
サ
ク
ラ
の
木

を
切
り
倒
し
て
自
ら
名
乗
り
出
た
エ
ピ

ソ
ー
ド
を
持
ち
出
す
と
し
て
、
心
あ
る

教
師
な
ら
き
っ
と
心
が
痛
む
は
ず
だ
。

わ
が
身
を
振
り
返
っ
て
「
う
そ
を
つ
い

て
は
い
け
な
い
」
と
語
れ
る
資
格
が
あ

る
の
か
、
と
…
…
。

　
「
難
し
く
考
え
ず
、と
も
か
く
も
徳
目

を
叩
き
込
め
」
と
い
う
声
も
聞
く
。
そ

ん
な
怖
い
先
生
が
お
ら
れ
た
こ
と
も
少

年
時
代
の
わ
が
記
憶
に
は
あ
る
。
し
か

し
、
テ
レ
ビ
な
ど
に
囲
ま
れ
て
育
っ
た

現
代
の
子
ど
も
は
、
封
建
時
代
の
従
順

な
領
民
で
は
な
い
。「
ハ
イ
ハ
イ
」と
う

な
ず
き
な
が
ら
、
陰
で
あ
ざ
笑
う
子
も

い
る
は
ず
だ
。
そ
ん
な
偽
善
を
育
て
は

し
な
い
か
、
心
配
に
な
る
。

　
そ
れ
で
も
何
と
か
授
業
は
終
え
た
と

し
よ
う
。
し
か
し
、
今
回
の
教
科
化
で

教
師
は
さ
ら
に
通
知
表
に
「
評
価
」
を

一
人
ず
つ
書
き
込
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。

Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
と
い
っ
た
点
数
化
す
る
よ

り
は
良
い
よ
う
に
も
思
う
が
、
ク
ラ
ス

全
員
を
観
察
し
、
寸
評
を
書
く
の
だ
。

こ
の
文
章
が
ど
ん
な
に
そ
の
子
の
心
を

傷
つ
け
る
か
な
ど
と
考
え
た
な
ら
、
よ

ほ
ど
の
覚
悟
が
い
る
作
業
に
な
る
だ
ろ

う
。
修
身
教
育
の
時
代
、
そ
う
し
た
評

価
を
記
入
し
た
戦
前
の
あ
る
先
生
は
こ

う
告
白
し
て
い
た
。

　
《
苦
悩
と
煩
悶
と
を
つ
づ
け
、何
か
な

し
に
点
数
を
付
し
な
が
ら
（
中
略
）
さ

も
大
罪
悪
で
も
犯
し
た
ら
ん
が
如
き
不

安
に
お
び
え
て
お
る
》（
貝
塚
茂
樹
著

『
道
徳
教
育
の
教
科
書
』一
八
四
頁
よ
り

再
引
用
。
学
術
出
版
会
）

相
対
化
す
る
視
点
こ
そ

　
と
も
か
く
も
必
ず
教
え
な
け
れ
ば
な

ら
な
く
な
る
道
徳
科
だ
が
、
教
師
は
そ

れ
ら
の
規
範
や
徳
目
が
「
絶
対
」
で
な

い
こ
と
も
覚
え
て
お
い
て
い
い
。
た
と

え
ば
、
旧
約
聖
書
に
は
「
十
戒
」
な
ど

の
戒
律
が
数
多
く
載
っ
て
い
る
。
し
か

し
、
そ
の
順
守
は
ま
ず
不
可
能
で
あ
っ

て
、
宗
教
改
革
者
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ル
タ

ー
は
こ
う
述
べ
て
い
た
。

　
《
誡
め
は
た
だ
、人
間
が
こ
れ
に
よ
っ

て
善
に
対
し
て
無
能
な
こ
と
を
悟
り
、

自
己
自
身
に
頼
り
得
な
い
こ
と
を
知
る

の
に
役
だ
つ
ば
か
り
な
の
で
あ
る
》（
岩

波
文
庫
、
石
原
謙
訳
『
キ
リ
ス
ト
者
の

自
由
・
聖
書
へ
の
序
言
』
一
九
頁
）

　
徳
目
は
何
の
た
め
に
あ
る
の
か
、
自

分
の
愚
か
さ
を
再
確
認
す
る
た
め
、
と

い
う
の
だ
。『
歎
異
抄
』に
あ
る
親
鸞
の

「
善
人
な
お
も
て
往
生
を
と
ぐ
、い
わ
ん

や
悪
人
を
や
」
に
も
通
じ
る
思
想
だ
ろ

う
。
神
や
無
限
の
前
で
は
、
道
徳
は
あ

く
ま
で
「
相
対
」
の
価
値
で
し
か
あ
り

え
な
い
。
教
師
は
こ
う
し
た
教
え
を
学

び
、
そ
も
そ
も
善
人
な
ど
い
な
い
、
と

い
う
視
点
も
持
ち
た
い
も
の
だ
。
そ
の

と
き
に
こ
そ
、
本
当
の
教
育
が
始
ま
る

は
ず
で
あ
る
。

＊

　
次
号
で
は
、
愛
国
心
と
畏
敬
の
念
に

つ
い
て
考
え
た
い
。
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一
九
四
一
年
生
ま
れ
。
早
稲
田
大
学
政

治
学
科
卒
。朝
日
新
聞
社
で
論
説
委
員
、大

阪
本
社
学
芸
部
長
、東
京
本
社
「
こ
こ
ろ
」

編
集
長
な
ど
を
務
め
、
二
〇
〇
三
年
に
退

社
。東
京
医
療
保
健
大
学
教
授
を
経
て
、現

在
は
立
正
大
学
講
師
と
し
て
「
宗
教
教
育

論
」
を
担
当
。
著
書
に
『
宗
教
を
ど
う
教

え
る
か
』『
宗
教
の
教
科
書　
十
二
週
』、編

著
に
『
戦
争
と
追
悼
―
―
靖
国
問
題
へ
の

提
言
』。




