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仏
教
と
教
育
の
関
係
性

─
教
育
を
成
り
立
た
せ
る
﹁
慈
育
﹂
の
所
在
─

川　

村　

覚　

昭

一　

共
同
研
究
の
概
要

　

教
育
は
︑
人
類
の
発
生
以
来
人
間
が
繰
り
返
し
て
き
た
日
常
的
な
行
為
で
あ
る
︒
そ
れ
は
︑
人
間
が
誰
し
も
他
の
生
命
体
と
異
な
り
誕
生

時
か
ら
﹁
教
育
を
受
け
ね
ば
な
ら
な
い
子
ど
も
﹂
と
し
て
生
ま
れ
て
く
る
か
ら
で
あ
る
︒
こ
の
こ
と
は
︑
現
代
の
人
間
学
︑
と
り
わ
け
マ
ッ

ク
ス
・
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
哲
学
的
人
間
学
が
明
ら
か
に
し
た
人
間
の
世
界
開
放
性
︵W

eltoffenheit

︶
に
ヒ
ン
ト
を
得
た
ア
ド
ル
フ
・
ポ
ル
ト

マ
ン
の
生
物
学
的
人
間
学
の
研
究
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
︒
彼
は
︑
哺
乳
動
物
の
個
体
発
生
的
関
係
の
比
較
研
究
か
ら
人
間
の
誕
生
時
の
状
態

が
高
等
哺
乳
動
物
と
比
べ
て
極
め
て
未
完
成
な
状
態
で
あ
る
こ
と
︑
そ
れ
故
可
塑
性
が
高
く
︑
誕
生
以
後
の
後
天
的
な
作
用
と
し
て
の
働
き

か
け
︑
す
な
わ
ち
育
児
を
は
じ
め
と
す
る
人
間
的
な
形
成
行
為
が
子
ど
も
の
発
達
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
︒

彼
は
︑
誕
生
時
の
未
完
成
な
状
態
を
﹁
生
理
的
早
産
︵die physiologische Frühgeburt

︶﹂
と
呼
ぶ
が
︑
こ
の
生
理
的
早
産
の
発
見
は
︑

教
育
に
対
す
る
認
識
を
大
き
く
変
え
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
︒
人
類
発
生
以
来
育
児
は
︑
動
物
に
共
通
に
見
ら
れ
る
が
故
に

や
や
も
す
る
と
人
間
の
動
物
本
能
的
な
自
然
的
行
為
と
見
ら
れ
て
い
た
が
︑
人
間
の
場
合
は
動
物
と
は
違
い
特
殊
な
意
味
を
持
つ
こ
と
が
明

ら
か
に
な
っ
た
の
で
あ
る
︒
換
言
す
れ
ば
︑
人
間
の
子
ど
も
は
未
完
成
な
状
態
で
生
ま
れ
て
く
る
が
故
に
︑
人
間
は
形
成
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
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い
し
︑
そ
う
し
た
形
成
が
最
初
か
ら
可
能
な
存
在
と
し
て
生
ま
れ
て
く
る
の
で
あ
る
︒
そ
れ
故
︑
教
育
の
研
究
は
︑
こ
う
し
た
人
間
存
在
の

人
間
学
的
な
特
殊
性
を
無
視
し
て
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
り
︑
人
間
学
的
な
研
究
を
ベ
ー
ス
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

　

と
こ
ろ
で
︑
今
回
の
我
々
の
共
同
研
究
の
テ
ー
マ
は
﹁
仏
教
と
教
育
の
関
係
性
に
関
す
る
批
判
的
基
礎
的
研
究
─
﹁
慈
育
﹂
構
築
の
根

拠
を
求
め
て
─
﹂
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
︒
こ
の
研
究
の
目
的
は
︑
仏
教
と
教
育
の
関
係
性
を
︑
従
来
の
仏
教
的
教
育
論
に
見
ら
れ
る
よ

う
な
仏
教
の
自
己
完
結
的
な
論
理
を
教
育
へ
応
用
す
る
閉
鎖
的
な
立
場
で
は
な
く
︑
む
し
ろ
仏
教
の
自
閉
性
を
破
り
︑
仏
教
と
教
育
と
の
対

話
の
土
俵
に
乗
せ
て
︑
開
か
れ
た
立
場
か
ら
構
築
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
従
っ
て
︑
研
究
で
は
︑
複
眼
的
に
仏
教
と
教
育
の
関
係

性
を
考
え
る
た
め
に
︑
三
つ
の
課
題
︑
す
な
わ
ち
①
仏
教
教
育
に
お
け
る
仏
教
言
語
と
教
育
言
語
に
関
す
る
批
判
的
多
面
的
な
研
究
︑
②
仏

教
と
教
育
の
関
係
性
の
現
状
に
関
す
る
フ
ィ
ー
ル
ド
調
査
と
仏
教
教
育
言
説
の
分
析
︑
③
現
代
教
育
へ
の
提
言
と
具
体
的
な
教
育
実
践
に
お

け
る
仏
教
的
教
育
の
構
想
の
実
験
的
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
作
成
︑
を
設
定
し
︑
教
育
学
︑
人
間
学
︑
歴
史
学
︑
心
理
学
︑
そ
し
て
仏
教
学
の
立
場

か
ら
学
際
的
に
研
究
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
︒
ど
の
課
題
も
壮
大
な
も
の
で
あ
り
︑
仏
教
と
教
育
に
関
す
る
基
本
的
な
知
識
と
体
験
的
実
践

が
研
究
の
背
景
に
求
め
ら
れ
る
が
︑
と
り
わ
け
仏
教
言
説
に
対
す
る
理
論
的
批
判
的
分
析
に
当
っ
て
は
仏
教
に
つ
い
て
の
知
識
が
不
可
欠
で

あ
り
︑
共
同
研
究
者
の
ひ
と
り
一
人
の
そ
れ
が
研
究
の
上
で
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
そ
れ
と
共
に
︑
仏
教
教
育
の
立
場
か
ら
現
代
教
育

の
混
迷
を
修
復
し
︑
そ
れ
に
新
た
な
光
を
与
え
る
教
育
概
念
と
し
て
副
題
に
示
さ
れ
た
﹁
慈
育
﹂
を
構
築
す
る
こ
と
が
目
指
さ
れ
て
い
る
た

め
に
︑
い
っ
そ
う
仏
教
的
知
識
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
︒

　

仏
教
は
︑
儒
教
と
と
も
に
東
洋
思
想
の
根
幹
を
な
し
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
︒
し
か
し
︑
我
が
国
は
︑
明
治
維
新
以
後
の
欧
米

を
モ
デ
ル
と
す
る
近
代
化
政
策
に
よ
っ
て
西
洋
思
想
を
積
極
的
に
受
容
し
︑
と
り
わ
け
第
二
次
大
戦
の
敗
戦
後
は
欧
米
に
対
す
る
コ
ン
プ
レ

ッ
ク
ス
と
と
も
に
西
洋
近
代
で
発
展
し
た
近
代
的
思
惟
と
し
て
の
科
学
的
思
考
を
全
面
的
に
信
頼
す
る
教
育
を
普
及
徹
底
し
た
反
面
︑
我
々

の
文
化
の
背
景
を
な
す
仏
教
的
儒
教
的
な
超
俗
的
知
識
に
対
し
て
は
非
科
学
的
と
し
て
殆
ど
顧
慮
さ
れ
な
い
ま
ま
教
育
現
場
か
ら
排
除
さ
れ

た
結
果
︑
西
洋
思
想
に
は
詳
し
い
が
東
洋
思
想
に
は
無
知
で
あ
る
と
い
う
奇
妙
な
逆
転
現
象
が
一
般
化
し
て
い
る
︒
我
々
の
研
究
は
︑
こ
う
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し
た
現
実
か
ら
起
こ
っ
て
い
る
教
育
問
題
や
社
会
問
題
に
切
り
込
み
︑
人
間
性
の
豊
か
な
人
間
形
成
を
追
求
す
る
も
の
で
あ
る
︒
こ
の
た
め

教
育
の
現
場
か
ら
忘
却
さ
れ
て
い
た
仏
教
の
研
究
か
ら
は
じ
め
︑
仏
教
と
教
育
の
関
係
性
を
︑
個
々
の
研
究
者
が
身
に
着
け
た
研
究
方
法
と

問
題
関
心
か
ら
検
討
す
る
こ
と
が
共
同
研
究
の
方
向
と
な
る
が
︑
そ
の
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
︑
研
究
成
果
と
し
て
出
さ
れ
た

以
下
の
論
文
に
対
す
る
識
者
の
判
断
に
委
ね
た
い
と
思
う
︒

　

と
こ
ろ
で
︑
人
間
は
︑
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
︑
教
育
を
受
け
ね
ば
な
ら
な
い
子
ど
も
と
し
て
生
ま
れ
て
く
る
が
故
に
︑
慈
育
の
所
在
は
︑

言
う
ま
で
も
な
く
人
間
の
内
に
求
め
ら
れ
る
︒
現
代
の
教
育
学
は
︑
教
育
に
意
図
的
側
面
と
無
意
図
的
側
面
と
が
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る

が
︑
そ
れ
は
︑
ど
ち
ら
で
あ
っ
て
も
子
ど
も
の
意
識
形
成
に
影
響
す
る
か
ら
で
あ
り
︑
そ
れ
故
そ
れ
と
呼
応
関
係
に
あ
る
﹁
影
響
を
与
え
る

も
の
﹂
が
教
育
で
は
問
題
に
な
る
の
で
あ
る
︒
人
間
学
的
研
究
が
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
︑
子
ど
も
は
人
と
人
と
の
間
に
共
に
い
れ
ば
こ
そ

未
完
成
が
形
成
的
に
補
完
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
︒
そ
の
意
味
で
︑
影
響
を
与
え
る
も
の
の
ほ
う
に
仏
教
的
意
識
が
欠
如
し
て
い
る
場
合
は
︑

仏
教
的
な
﹁
慈
育
﹂
自
体
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
︒
そ
の
意
味
で
︑
慈
育
の
所
在
は
︑
影
響
を
与
え
る
も
の
︑
す
な
わ

ち
人
┣
間
に
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒
教
育
は
︑
も
と
よ
り
個
体
形
成
に
関
る
だ
け
で
な
く
人
類
の
未
来
に
関
る
︒
そ
れ
だ
け
に
︑
教
育
は

間
違
っ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
り
︑
人
┣
間
は
ど
こ
ま
で
も
人
間
性
を
欠
如
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
︒
本
研
究
で
の
慈
育
の
構
築
は
︑

こ
う
し
た
教
育
の
本
質
に
関
る
も
の
と
し
て
志
向
す
る
も
の
で
あ
る
︒

二　

共
同
研
究
の
成
果

○
論
文
１
「
教
育
人
間
学
的
視
点
か
ら
見
た
浄
土
教
の
現
代
的
問
題
」 

川 

村 

覚 

昭

　

親
鸞
は
︑
浄
土
真
宗
の
根
本
原
理
を
往
還
の
二
種
回
向
で
示
し
た
︒
親
鸞
の
浄
土
教
思
想
で
常
に
注
目
さ
れ
る
の
は
︑
悪
人
正
機
の
問
題

で
あ
る
が
︑
私
は
﹃
教
行
信
証
﹄
の
教
巻
の
最
初
に
﹁
つ
つ
し
ん
で
浄
土
真
宗
を
案
ず
る
に
︑
二
種
の
回
向
あ
り
︒
一
つ
に
は
往
相
︑
二
つ
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に
は
還
相
な
り
︒
往
相
の
回
向
に
つ
い
て
真
実
の
教
行
信
証
あ
り
﹂
と
言
わ
れ
︑
証
巻
で
往
相
回
向
と
還
相
回
向
に
つ
い
て
詳
述
さ
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
見
て
︑
親
鸞
の
宗
教
思
想
の
核
心
は
こ
の
二
種
回
向
に
あ
る
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
思
う
︒
そ
れ
は
︑﹃
歎
異
抄
﹄
の

第
四
条
に
現
れ
て
い
る
慈
悲
の
問
題
に
し
て
も
二
種
回
向
の
思
想
が
背
景
に
な
っ
て
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
︒
そ
の

意
味
で
︑
親
鸞
は
︑
常
に
こ
の
浄
土
と
い
う
超
越
的
世
界
を
媒
介
に
し
て
往
還
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
浄
土
教
思
想
を
展
開
し
た
の
で
あ
り
︑

浄
土
は
阿
弥
陀
仏
を
中
心
に
聖
衆
が
在
生
す
る
世
界
と
し
て
疑
い
を
持
た
な
か
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
︒
彼
が
︑
証
巻
に
お
い
て

﹁
真
宗
の
教
行
信
証
を
案
ず
れ
ば
︑
如
来
の
大
悲
回
向
の
利
益
な
り
︒
ゆ
ゑ
に
︑
も
し
は
因
︑
も
し
は
果
︑
一
事
と
し
て
阿
弥
陀
如
来
の
清

浄
願
心
の
回
向
成
就
し
た
ま
へ
る
と
こ
ろ
に
あ
ら
ざ
る
こ
と
あ
る
こ
と
な
し
﹂
と
言
い
︑
浄
土
に
在
生
す
る
阿
弥
陀
仏
の
絶
対
他
力
の
救
済

を
確
信
す
る
の
は
︑
阿
弥
陀
仏
の
誓
願
の
な
か
に
説
示
さ
れ
た
二
種
回
向
の
働
き
を
信
じ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
そ
れ
故
︑
親
鸞
の
思
想
を

理
解
す
る
と
き
は
︑
超
越
の
地
平
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
︒

　

し
か
し
︑
こ
う
し
た
浄
土
教
の
思
想
は
現
代
で
は
受
け
入
れ
難
く
な
っ
て
い
る
︒
私
は
︑
教
育
哲
学
や
教
育
人
間
学
を
研
究
し
て
い
る
が
︑

こ
う
し
た
立
場
か
ら
現
代
教
育
を
見
る
と
︑
浄
土
教
の
思
想
と
は
お
よ
そ
違
う
人
間
形
成
が
行
わ
れ
て
い
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

　

我
が
国
の
明
治
以
降
の
近
代
教
育
は
︑
我
が
国
の
近
代
化
と
と
も
に
西
欧
近
代
で
構
成
さ
れ
た
近
代
教
育
学
の
影
響
を
強
く
受
け
︑
そ
の

理
論
的
枠
組
の
な
か
で
展
開
さ
れ
て
き
た
︒
そ
れ
故
︑
現
在
の
教
育
も
そ
の
枠
組
の
な
か
に
あ
る
が
︑
そ
の
枠
組
を
人
間
形
成
に
お
い
て
更

に
強
め
て
い
る
の
が
現
代
で
あ
る
︒
そ
の
た
め
我
が
国
の
教
育
は
︑
西
欧
近
代
に
共
通
し
た
近
代
的
思
惟
を
人
間
形
成
の
思
惟
原
理
と
し
て

お
り
︑
教
育
学
も
そ
れ
を
自
明
の
原
理
と
し
て
近
代
教
育
の
理
論
を
構
成
し
て
き
て
い
る
が
︑
そ
こ
に
見
ら
れ
る
現
代
教
育
の
思
惟
原
理
は

基
本
的
に
浄
土
教
の
核
心
と
な
る
超
越
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
る
︒
浄
土
教
が
成
立
す
る
た
め
に
は
︑
弥
陀
の
本
願
が
﹁
ま
こ
と
﹂
と
言
え

る
超
越
的
意
識
︑
す
な
わ
ち
超
感
性
的
世
界
に
対
す
る
信
仰
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
し
か
し
︑
現
代
教
育
は
む
し
ろ
そ
う
し
た
超
越
的
な

信
仰
意
識
を
意
識
化
し
な
い
こ
と
に
寄
与
し
て
い
る
と
言
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
︒
こ
の
た
め
︑
現
代
人
の
意
識
は
親
鸞
の
中
心
思
想
と
な

る
二
種
回
向
と
は
乖
離
し
齟
齬
を
来
す
こ
と
が
普
通
で
あ
る
︒
そ
の
意
味
で
は
︑
浄
土
教
に
お
け
る
真
の
仏
弟
子
が
現
代
に
お
い
て
果
た
し
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て
形
成
さ
れ
る
の
か
︑
疑
問
で
あ
る
が
故
に
︑
我
々
の
研
究
課
題
で
あ
る
仏
教
的
な
﹁
慈
育
﹂
が
現
代
教
育
の
重
要
な
概
念
に
な
る
た
め
に

は
相
当
な
理
論
構
築
が
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
︒
な
ぜ
な
ら
ば
︑
人
間
は
世
界
内
存
在
と
し
て
誰
し
も
近
代
世
界
の
中
で
子
ど
も

の
と
き
か
ら
近
代
教
育
を
ど
こ
ま
で
も
受
け
て
く
る
か
ら
で
あ
る
︒

　

従
っ
て
︑
我
々
の
置
か
れ
て
い
る
意
識
状
況
は
︑
基
本
的
に
人
間
を
超
え
た
も
の
を
意
識
す
る
見
方
が
殆
ど
な
い
と
言
っ
て
も
過
言
で
な

い
︒
と
す
れ
ば
︑
こ
う
し
た
現
代
の
人
間
に
対
し
て
浄
土
教
は
ど
う
応
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒
も
と
よ
り
教
育
や
宗
教
は
人
間
の
具
体
的
な

日
常
生
活
の
な
か
で
受
け
入
れ
ら
れ
機
能
す
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
︑
我
々
が
現
実
に
生
き
て
い
る
時
代
︑
す
な
わ
ち
﹁
近
代
﹂
と
い
う
時
代

が
ど
の
よ
う
な
出
来
事
と
し
て
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
か
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
︒
で
は
︑﹁
近
代
﹂
と
は
何
か
︒

　

ヘ
ー
ゲ
ル
は
か
つ
て
︑
近
代
史
を
自
由
獲
得
の
歴
史
と
言
っ
た
が
︑
近
代
は
︑
確
か
に
中
世
の
古
い
束
縛
か
ら
人
間
が
解
放
さ
れ
る
時
代

で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
︒
今
︑
そ
の
こ
と
を
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
言
葉
を
借
り
て
言
え
ば
︑
近
代
と
は
﹁
人
間
が
キ
リ
ス
ト
教
的
な

啓
示
真
理
と
教
会
の
教
説
に
束
縛
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
自
分
自
身
の
た
め
に
自
分
自
身
に
基
づ
い
て
自
ら
に
立
法
す
る
こ
と
へ
と
︑
自

ら
を
解
放
す
る
﹂
こ
と
で
あ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
︒
こ
の
言
説
は
︑
西
洋
近
代
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
り
︑
我
々
東
洋
の
歴
史
的
世
界
を

考
え
て
表
現
さ
れ
た
も
の
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
︑
既
述
し
た
よ
う
に
明
治
以
後
の
我
が
国
の
近
代
化
は
西
洋
を
モ
デ
ル
と
し
た

人
間
形
成
を
志
向
し
て
き
た
こ
と
を
考
え
る
と
︑
西
洋
的
な
近
代
化
の
枠
組
の
な
か
に
我
が
国
も
企
投
さ
れ
て
い
る
が
故
に
︑
近
代
の
理
解

は
ど
こ
ま
で
も
西
洋
近
代
を
意
識
し
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
︒
で
は
︑
西
洋
近
代
の
核
心
的
出
来
事
と
は
何
か
︒
そ
れ
は
︑

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
指
摘
す
る
よ
う
に
︑
単
に
キ
リ
ス
ト
教
の
束
縛
か
ら
人
間
が
解
放
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
近
代
の
本
質
を
見
る
の
で
は
な
く
︑

﹁
自
分
自
身
の
た
め
に
自
分
自
身
に
基
づ
い
て
自
ら
に
立
法
す
る
こ
と
へ
と
︑
自
ら
を
解
放
す
る
﹂
と
い
う
事
態
︑
つ
ま
り
︑
キ
リ
ス
ト
教

に
束
縛
さ
れ
て
い
た
人
間
が
︑
自
己
立
法
す
る
存
在
に
な
る
と
い
う
︑
人
間
の
有
り
方
の
根
本
的
な
変
化
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
近
代
は
︑
単
な
る
自
由
の
獲
得
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
︑
人
間
存
在
の
こ
う
し
た
根
本
的
な
変
化
・
変
転
に
そ
の
本

質
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
︒
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周
知
の
よ
う
に
︑
キ
リ
ス
ト
教
は
︑
天
地
創
造
の
神
を
中
心
に
宇
宙
全
体
を
考
え
︑
神
は
︑
一
切
を
生
み
出
す
最
高
原
因
と
す
る
︒
こ
の

た
め
神
以
外
の
存
在
は
︑
神
の
被
造
物
で
あ
り
神
に
従
う
存
在
に
ほ
か
な
ら
な
い
︒
こ
の
た
め
人
間
も
神
が
存
在
根
拠
と
な
る
が
故
に
︑
西

欧
中
世
の
キ
リ
ス
ト
教
社
会
で
は
︑
人
間
形
成
の
根
拠
は
ど
こ
ま
で
も
神
に
求
め
ら
れ
︑
神
の
国
に
生
ま
れ
る
こ
と
︑
こ
れ
が
人
間
形
成
の

最
大
の
目
的
で
あ
っ
た
︒
こ
れ
に
対
し
て
︑
人
間
が
自
己
立
法
す
る
存
在
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
︑
人
間
の
存
在
根
拠
が
︑
キ
リ
ス
ト
教
の

よ
う
に
人
間
の
外
に
求
め
ら
れ
る
の
で
は
な
く
︑
人
間
の
中
に
見
ら
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
が
故
に
︑
人
間
が
人
間
存
在
の
根
拠
と
な
る
の

で
あ
る
︒
こ
う
し
た
有
り
方
に
人
間
が
変
化
・
変
転
す
る
こ
と
が
近
代
な
の
で
あ
る
︒
従
っ
て
︑
約
言
す
れ
ば
︑
人
間
が
自
ら
の
存
在
根
拠

を
求
め
て
自
ら
の
内
に
根
拠
を
確
立
し
よ
う
と
す
る
こ
と
︑
つ
ま
り
﹁
自
己
根
拠
づ
け
﹂
が
近
代
の
人
間
の
本
質
的
な
特
徴
と
な
る
の
で
あ

る
︒
我
々
は
︑
こ
う
し
た
根
拠
づ
け
を
最
初
に
行
っ
た
最
も
代
表
的
な
展
開
を
デ
カ
ル
ト
の
内
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
︒
彼
の
懐
疑
的
思
考

か
ら
導
き
出
さ
れ
たcogito, ergo sum

は
︑
人
間
の
存
在
根
拠
を
自
己
規
定
し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
り
︑
彼
以
後
の
近
代
的

思
惟
は
︑
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
指
摘
す
る
よ
う
に
デ
カ
ル
ト
の
射
程
の
内
で
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
︒

　

今
︑
近
代
に
お
け
る
こ
う
し
た
人
間
存
在
の
根
本
的
変
化
を
人
間
形
成
的
視
点
か
ら
見
る
と
︑
そ
れ
は
︑﹁
自
己
自
身
の
内
に
自
立
し
︑
自

己
規
定
す
る
主
体
に
な
る
こ
と
﹂
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
︒
そ
う
し
た
主
体
は
︑
も
と
よ
り
中
世
と
は
根
本
的
に
違
っ
た
思
惟
構
造
︑
す
な

わ
ち
デ
カ
ル
ト
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
自
我
を
中
心
と
す
る
思
惟
構
造
︑
つ
ま
り
﹁
表
象
作
用V

orstellen

﹂
を
持
つ
と
き
に
可
能
に
な
る
が

故
に
︑
近
代
で
は
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
表
象
的
思
惟das vorstellende D

enken

﹂
を
獲
得
す
る
こ
と
が
人
間
に
な
る
た
め
の
条
件
と
な
る
の
で

あ
る
︒

　

表
象
作
用
は
︑
今
日
で
は
既
に
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
解
明
に
よ
っ
て
プ
ラ
ト
ン
の
形
而
上
学
に
淵
源
す
る
伝
統
的
な
思
惟
形
式
で
あ
る
こ
と

が
分
か
っ
て
い
る
が
︑
し
か
し
人
間
の
生
活
史
を
見
る
限
り
︑
こ
の
思
惟
形
式
は
近
代
に
入
る
ま
で
人
間
の
中
心
的
な
思
惟
に
な
る
こ
と
は

な
か
っ
た
︒
特
に
中
世
で
は
︑
人
間
は
神
と
の
関
係
に
お
い
て
の
み
人
間
に
な
り
う
る
が
故
に
︑
神
の
啓
示
真
理
を
そ
の
ま
ま
受
容
す
る
こ

と
︑
そ
れ
が
人
間
生
活
の
基
本
で
あ
り
︑
そ
れ
故
︑
表
象
で
は
な
く
︑
受
容
と
い
う
思
惟
形
式
が
先
行
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
近
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代
で
は
︑
カ
ン
ト
が
表
象
に
関
し
て
﹁
或
る
も
の
を
対
象
と
し
て
認
識
す
る
こ
と
が
表
象
に
よ
っ
て
の
み
可
能
で
あ
る
と
す
れ
ば
︑
そ
の
場

合
に
は
や
は
り
表
象
は
対
象
に
関
し
て
︑
先
天
的
に
こ
れ
を
規
定
す
る
働
き
を
な
す
も
の
で
あ
る
︒﹂︵﹃
純
粋
理
性
批
判
﹄︶
と
言
う
よ
う
に
︑

真
理
探
究
の
先
天
的
原
理
と
見
做
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒
従
っ
て
︑
こ
の
よ
う
に
思
惟
の
変
化
を
見
る
と
︑
人
間
が
自
己
立
法
す
る
主
体
に
変

化
す
る
原
因
も
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
︒

　

表
象
と
は
基
本
的
に
﹁
直
前
に
立
て
る
こ
と
﹂
で
あ
る
︒
こ
れ
は
︑
表
象
と
訳
し
た
ド
イ
ツ
語
のV

orstellen

を
見
れ
ば
よ
く
分
か
る
で

あ
ろ
う
︒
こ
のV

orstellen

は
︑V

or-stellen

と
分
解
す
る
と
︑vor

︵
前
に
︑
直
前
に
︶
とstellen

︵
立
て
る
こ
と
︶
と
な
る
︒
ハ
イ
デ

ッ
ガ
ー
は
︑
こ
の
表
象
作
用
と
し
て
の
﹁
直
前
に
立
て
る
こ
と
﹂
を
︑
近
代
を
特
徴
づ
け
る
根
本
的
思
惟
と
見
做
し
︑
次
の
よ
う
に
敷
衍
す

る
︒
す
な
わ
ち
﹁
表
象
す
る
と
は
︑
そ
れ
自
身
か
ら
し
て
何
も
の
か
を
そ
れ
自
身
の
直
前
に
立
て
︑
立
て
ら
れ
た
も
の
を
立
て
ら
れ
た
も
の

と
し
て
確
保
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
﹂︵﹃
杜
の
道
﹄︶
と
︒
つ
ま
り
︑
表
象
作
用
と
は
︑
何
ら
か
の
立
て
ら
れ
る
も
の
︵
存
在
す
る
も
の
︶
を
︑

立
て
る
者
︵
人
間
︶
が
自
己
の
直
前
に
自
ら
立
て
る
作
用
︑
そ
し
て
そ
の
よ
う
に
立
て
ら
れ
た
存
在
す
る
も
の
を
自
己
の
直
前
に
確
保
す
る

作
用
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
︒
そ
し
て
︑
こ
こ
に
は
︑
立
て
る
者
と
立
て
ら
れ
る
も
の
と
の
対
立
が
生
じ
る
が
︑
ま
さ
に
そ
の
対
立
を
︑
立

て
る
者
が
作
る
作
用
が
表
象
作
用
な
の
で
あ
る
︒
そ
の
意
味
で
︑
表
象
作
用
は
︑
ま
た
対
象
化
︵V

ergegenständlichung

︶
に
ほ
か
な
ら

な
い
︒
対
象
化
に
当
る
ド
イ
ツ
語
が
︑
立
て
る
者
が
︑
対
立
す
る
も
の
を
対
立
す
る
仕
方
で
立
て
る
こ
と
︵V

er-gegen-ständlichung

︶
を

意
味
し
て
い
る
︒
従
っ
て
︑
表
象
作
用
は
︑
ど
こ
ま
で
も
直
前
に
対
立
的
に
立
て
る
こ
と
で
あ
る
が
︑
し
か
し
︑
こ
れ
だ
け
で
は
近
代
の
表

象
作
用
を
理
解
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
︒
キ
リ
ス
ト
教
の
束
縛
を
脱
す
る
た
め
に
は
︑
よ
り
根
本
的
な
問
題
が
そ
こ
に
は
伏
蔵
し
て
い
る

の
で
あ
る
︒
そ
れ
が
︑﹁
表
象
す
る
人
間
自
体
の
対
象
化
﹂
の
問
題
で
あ
る
︒

　

少
な
く
と
も
︑
近
代
で
は
自
己
立
法
す
る
主
体
を
確
立
し
た
と
こ
ろ
に
人
間
の
有
り
方
が
あ
っ
た
︒
し
か
し
︑
そ
れ
は
︑
表
象
す
る
人
間

が
︑
存
在
す
る
も
の
と
と
も
に
表
象
の
内
に
確
保
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
可
能
に
な
る
事
態
に
ほ
か
な
ら
な
い
︒
人
間
の
内
に
存
在

根
拠
を
求
め
る
と
い
う
こ
と
は
︑
ど
こ
ま
で
も
自
己
完
結
的
な
思
惟
を
展
開
で
き
る
こ
と
が
条
件
で
あ
る
︒
従
っ
て
︑
立
て
る
者
と
立
て
ら
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れ
る
も
の
と
の
対
立
を
作
る
の
が
人
間
で
あ
る
限
り
︑
人
間
は
立
て
る
者
と
し
て
自
ら
を
立
て
る
も
の
と
と
も
に
表
象
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
あ
る
︒
近
代
の
人
間
の
有
り
方
と
は
︑
こ
の
よ
う
に
存
在
す
る
も
の
と
自
己
を
﹁
表
象
す
る
主
体
﹂
に
な
る
こ
と
で
あ
り
︑
そ
の
意

味
で
︑
近
代
の
人
間
は
︑
表
象
の
舞
台
で
あ
る
こ
と
︑
つ
ま
り
自
己
完
結
的
な
存
在
と
し
て
一
切
を
創
造
す
る
主
体
で
あ
っ
た
神
の
位
置
に

﹁
表
象
的
思
惟
﹂
の
確
立
に
よ
っ
て
立
つ
自
己
神
化
的
存
在
で
あ
る
︒
従
っ
て
︑
近
代
で
い
う
主
体
と
は
︑
ど
こ
ま
で
も
﹁
表
象
す
る
主
体
﹂

の
こ
と
で
あ
り
︑
こ
の
表
象
す
る
主
体
の
確
立
が
人
間
形
成
の
根
本
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
︒

　

さ
て
︑
こ
の
よ
う
に
近
代
の
人
間
形
成
の
根
本
問
題
を
見
る
と
︑
我
々
は
︑
人
間
と
表
象
の
基
本
的
な
構
造
に
気
づ
く
が
︑
そ
れ
は
︑
表

象
に
お
い
て
は
︑
表
象
す
る
人
間
以
外
の
介
入
を
全
く
許
さ
な
い
こ
と
︑
つ
ま
り
︑
直
前
に
立
て
る
こ
と
に
お
い
て
何
を
直
前
に
立
て
る
か

と
い
う
選
択
︑
そ
し
て
直
前
に
立
て
ら
れ
た
も
の
の
確
保
は
全
て
表
象
す
る
人
間
︵
各
個
人
︶
が
行
う
の
で
あ
っ
て
︑
そ
れ
以
外
の
も
の
が

行
う
訳
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
︒
従
っ
て
︑
表
象
に
お
け
る
選
択
と
確
保
を
自
己
の
内
に
も
つ
と
こ
ろ
に
近
代
知
が
見
ら
れ
る
が
故
に
︑
そ

れ
は
︑
い
わ
ば
主
観
の
自
己
展
開
で
あ
り
︑
主
観
の
内
に
閉
じ
こ
も
る
極
め
て
自
己
完
結
的
な
知
で
あ
る
た
め
︑
近
代
で
は
︑
表
象
の
視
野

に
入
ら
な
い
も
の
は
︑
存
在
す
る
も
の
と
は
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
︒
と
す
れ
ば
︑
そ
こ
に
は
ど
の
よ
う
な
人
間
観
が
見
ら
れ
る

の
で
あ
ろ
う
か
︒

　

既
に
指
摘
し
た
よ
う
に
︑
近
代
に
お
け
る
主
体
の
自
己
確
立
は
︑
自
ら
の
存
在
根
拠
を
自
己
の
内
に
探
究
す
る
こ
と
と
相
即
し
︑
し
か
も

そ
れ
は
表
象
に
お
い
て
で
き
る
訳
で
あ
る
が
故
に
︑
表
象
す
る
人
間
は
自
己
を
最
初
か
ら
真
理
の
境
域
と
し
て
前
提
す
る
こ
と
に
な
る
︒
な

ぜ
な
ら
︑
近
代
で
は
ど
こ
ま
で
も
自
ら
の
存
在
根
拠
を
自
己
の
内
に
求
め
る
か
ら
で
あ
る
︒
こ
の
た
め
カ
ン
ト
が
﹁
わ
れ
わ
れ
の
人
格
に
於

け
る
人
間
性
は
わ
れ
わ
れ
自
身
に
対
し
て
神
聖
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹂
と
言
う
よ
う
に
︑
人
間
の
内
面
は
善
と
確
信
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
︒

こ
の
こ
と
は
︑
人
間
形
成
に
反
映
し
︑
例
え
ば
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
は
﹁
純
粋
に
吾
々
の
本
質
の
奥
底
か
ら
汲
み
取
っ
た
真
理
は
普
遍
的
な
人
間

の
真
理
と
な
る
﹂︵﹃
隠
者
の
夕
暮
﹄︶
と
言
い
︑
人
間
の
本
性
の
奥
底
に
真
理
を
見
る
の
で
あ
る
︒
以
上
の
こ
と
か
ら
分
る
よ
う
に
︑
キ
リ
ス

ト
教
の
束
縛
を
脱
し
た
近
代
の
人
間
は
︑
表
象
す
る
主
体
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
の
存
在
根
拠
を
自
ら
の
内
に
求
め
る
真
理
主
体
と
し
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て
世
界
の
中
心
に
立
つ
自
律
的
な
存
在
で
あ
り
︑
こ
う
し
た
人
間
観
を
確
立
す
る
こ
と
が
︑
近
代
教
育
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
︒
従
っ

て
︑
近
代
で
は
︑
人
間
は
神
に
代
わ
っ
て
絶
対
性
を
持
つ
こ
と
に
な
る
が
故
に
︑
人
間
は
神
の
如
く
世
界
の
支
配
と
改
造
を
試
み
る
歴
史
を

刻
む
こ
と
に
な
る
︒
そ
の
限
り
︑
近
代
の
人
間
史
は
︑
人
間
の
自
己
神
化
の
歴
史
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
︒
そ
し
て
表
象
的
思
惟

の
枠
に
入
ら
な
い
も
の
は
︑
ど
こ
ま
で
も
非
科
学
的
と
し
て
排
除
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
︒
現
代
教
育
は
︑
こ
う
し
た
人
間
中
心
的

自
己
神
化
的
人
間
観
に
立
ち
︑
人
間
形
成
を
考
え
て
い
る
た
め
︑
浄
土
教
思
想
に
見
ら
れ
る
超
越
的
言
説
に
対
し
て
は
基
本
的
に
批
判
的
で

あ
り
︑
そ
れ
故
に
否
定
的
態
度
を
示
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
︒
従
っ
て
︑
近
代
の
人
間
観
に
立
つ
限
り
︑
親
鸞
が
語
る
二
種
回
向
が
理
解

さ
れ
る
余
地
は
な
い
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
︒
と
す
れ
ば
︑
浄
土
教
は
現
代
で
は
も
は
や
意
味
が
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
︒

　

周
知
の
よ
う
に
︑
近
代
思
想
の
洗
礼
を
受
け
た
明
治
以
後
の
仏
教
は
︑
い
や
が
う
え
で
も
近
代
の
人
間
観
と
対
決
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な

り
︑
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
仏
教
の
近
代
化
が
進
め
ら
れ
て
き
た
が
︑
そ
の
こ
と
が
︑
例
え
ば
︑
島
地
黙
雷
の
﹁
唯
心
造
物
﹂
や
﹁
万
法
唯
心
﹂

に
仏
教
の
原
理
を
求
め
る
主
張
や
︑
金
子
大
栄
の
﹁
浄
土
の
観
念
﹂
の
主
張
︑
ま
た
野
々
村
直
太
郎
の
﹃
浄
土
教
批
判
﹄
に
結
実
す
る
こ
と

に
な
る
︒
そ
れ
ら
は
︑
近
代
的
思
惟
の
枠
組
の
な
か
で
仏
教
を
再
考
す
る
も
の
で
あ
る
が
故
に
実
体
と
し
て
の
浄
土
︑
彼
岸
と
し
て
の
浄
土

を
否
定
す
る
こ
と
に
繫
が
っ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
こ
う
し
た
浄
土
教
理
解
に
は
大
変
大
き
な
問
題
が
隠
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
な

ぜ
な
ら
︑
浄
土
教
を
近
代
思
想
と
矛
盾
し
な
い
仕
方
で
理
解
す
る
こ
と
は
︑
結
局
︑
浄
土
教
を
近
代
思
想
の
中
へ
解
消
し
︑
近
代
思
想
の
矛

盾
に
気
づ
か
な
い
ま
ま
浄
土
教
自
体
の
存
在
意
義
を
失
う
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
現
代
の
人
間
現
実
︵
教
育
現
実
︶
を
見
る

と
き
︑
そ
こ
に
は
今
ま
で
自
明
と
し
て
き
た
人
間
の
有
り
方
そ
の
も
の
を
問
題
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
況
が
現
れ
て
い
る
︒
例
え
ば
︑

表
象
的
思
惟
を
獲
得
し
た
人
間
は
絶
対
的
な
自
律
性
を
理
想
と
す
る
が
故
に
︑
却
っ
て
孤
立
化
と
自
己
中
心
的
欲
求
が
助
長
さ
れ
︑
人
間
の

世
俗
性
の
本
質
で
あ
る
愛
欲
と
名
利
の
渦
の
な
か
に
落
ち
込
む
の
で
あ
る
︒
現
代
の
社
会
問
題
化
し
て
い
る
様
々
な
教
育
問
題
の
背
景
に
は

そ
う
し
た
近
代
の
人
間
中
心
的
な
人
間
観
が
深
く
関
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
そ
こ
に
は
︑
人
間
が
全
能
と
な
っ
た
に
も
拘
ら
ず
︑
先
が
見
え

ず
︑
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
全
能
を
発
揮
し
よ
う
と
す
る
人
間
の
有
限
性
が
現
れ
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
︒
そ
の
こ
と
は
︑
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二
〇
一
一
年
三
月
十
一
日
以
後
の
我
々
が
直
面
し
て
い
る
福
島
の
原
発
問
題
に
象
徴
的
に
現
れ
て
い
る
︒

　

我
々
の
現
実
世
界
は
︑
人
間
の
内
に
絶
対
の
根
拠
を
探
究
す
る
自
存
的
思
惟
か
ら
自
己
意
識
の
原
理
が
前
面
に
現
れ
て
い
る
た
め
︑
個
人

意
識
が
極
端
に
強
く
な
り
︑
人
知
を
絶
対
に
信
じ
る
と
い
う
底
な
し
の
過
信
と
慢
心
に
支
配
さ
れ
て
い
る
が
︑
そ
の
典
型
的
な
例
が
高
度
産

業
社
会
を
維
持
す
る
た
め
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
と
し
て
推
進
さ
れ
た
原
子
力
発
電
で
あ
る
︒
そ
れ
は
︑
人
知
の
粋
を
結
集
し
た
先
端
科
学
が

実
現
す
る
構
造
物
と
し
て
﹁
絶
対
に
安
全
で
あ
る
﹂
と
さ
れ
て
い
た
︒
し
か
し
︑
現
在
我
々
が
経
験
し
て
い
る
福
島
の
原
発
事
故
は
︑
そ
の

安
全
神
話
が
も
ろ
く
も
崩
れ
︑
人
間
の
慢
信
が
明
ら
か
に
な
っ
た
出
来
事
で
あ
る
︒
し
か
も
問
題
な
の
は
︑
人
知
で
制
御
で
き
る
と
し
て
開

発
さ
れ
た
原
発
が
ひ
と
た
び
甚
大
な
事
故
を
引
き
起
こ
す
と
︑
人
類
の
未
来
を
も
巻
き
込
ん
だ
事
故
処
理
が
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
で

あ
る
︒
人
間
生
活
の
豊
か
さ
と
便
利
さ
を
追
求
し
て
き
た
人
類
は
︑
今
や
そ
の
代
償
と
し
て
﹁
負
の
遺
産
﹂
を
産
出
す
る
と
い
う
自
己
矛
盾

に
直
面
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
も
と
よ
り
︑
こ
う
し
た
自
己
矛
盾
の
背
景
に
は
表
象
的
思
惟
を
獲
得
す
る
こ
と
で
全
能
と
な
っ
た
人
間
の
自

己
中
心
的
欲
求
が
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
︒
し
か
し
︑
そ
こ
に
見
ら
れ
る
現
実
世
界
は
︑
ま
さ
に
親
鸞
の
言
う
﹁
火
宅
無
常
の
世
界
﹂

と
し
て
の
﹁
穢
土
﹂
の
現
象
で
あ
っ
て
︑
矛
盾
の
な
い
﹁
浄
土
﹂
の
そ
れ
で
は
な
い
︒

　

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
︑
西
洋
近
代
で
展
開
さ
れ
た
人
間
観
は
︑
様
々
な
意
味
で
破
綻
し
つ
つ
あ
る
の
で
は
な
い
か
︒
む
し
ろ
そ
れ
で
形

成
さ
れ
た
近
代
社
会
を
︑
現
代
で
は
脱
構
築
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
︒
絶
対
性
と
孤
立
化
を
深
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑

か
え
っ
て
人
間
性
を
失
う
現
実
が
起
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
︒
こ
う
し
た
近
代
の
人
間
の
自
己
矛
盾
を
み
る
と
き
︑
凡
夫
の
自
覚
と
と
も

に
超
越
的
世
界
が
重
要
な
意
味
を
持
つ
浄
土
教
的
大
乗
仏
教
の
人
間
観
が
再
考
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
︒
し

か
し
︑
そ
の
た
め
に
は
︑
浄
土
教
の
立
場
か
ら
近
代
と
い
う
も
の
の
構
造
を
深
く
理
解
す
る
と
と
も
に
︑
近
代
に
お
け
る
人
間
形
成
の
問
題

点
を
理
論
的
に
指
摘
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
︒
我
々
の
研
究
目
的
で
あ
る
﹁
仏
教
と
教
育
の
関
係
性
﹂
も
そ
の
と
き
明
確
に
な

る
で
あ
ろ
う
し
︑﹁
慈
育
﹂
の
構
築
の
基
盤
も
獲
得
で
き
る
は
ず
で
あ
る
︒
今
︑
そ
の
問
題
に
関
し
て
最
後
に
一
つ
の
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き

た
い
︒
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既
に
指
摘
し
た
よ
う
に
︑
現
実
の
教
育
は
︑
抽
象
的
な
思
考
の
世
界
に
あ
る
の
で
は
な
く
︑
具
体
的
な
日
常
生
活
の
な
か
に
あ
る
が
︑
そ

の
こ
と
は
︑
換
言
す
れ
ば
︑
教
育
と
い
う
も
の
が
常
に
有
限
性
に
曝
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
︒
つ
ま
り
︑
現
実
の
教
育
に
携
わ
っ
て

い
る
者
は
︑
自
ら
の
教
育
が
ど
の
よ
う
な
結
果
を
人
間
と
世
界
に
産
み
出
す
か
に
つ
い
て
︑
全
く
分
か
ら
な
い
で
い
る
の
で
あ
る
︒
彼
ら
は
︑

た
だ
︑
近
代
的
思
惟
の
特
徴
で
あ
る
自
律
し
た
信
念
と
想
像
に
立
っ
て
実
践
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
︒
従
っ
て
︑
彼
ら
は
︑
予
想

や
期
待
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
も
そ
の
通
り
に
な
る
か
ど
う
か
は
ま
っ
た
く
不
可
知
の
う
ち
に
あ
り
︑
そ
の
意
味
で
教
育
は
無
的
性

格
を
最
初
か
ら
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
従
っ
て
︑
誠
実
に
教
育
を
し
よ
う
と
す
る
者
ほ
ど
無
に
直
面
し
︑
自
ら
の
無
力
と
表
象
の
限
界
に

気
づ
か
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
︒
親
鸞
が
﹁
弟
子
一
人
も
も
た
ず
さ
ふ
ら
ふ
﹂
と
言
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
︑
そ
の
こ
と
は
︑
彼

が
自
ら
の
無
力
と
有
限
性
を
自
己
の
内
に
自
覚
し
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
こ
の
自
覚
は
︑
抽
象
的
思

考
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
た
の
で
は
な
く
︑
彼
自
身
の
実
存
的
な
宗
教
体
験
か
ら
出
て
き
た
言
説
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
︒
そ
れ
は
︑

超
越
的
存
在
と
し
て
の
阿
弥
陀
仏
の
包
越
的
救
済
を
具
体
的
に
実
感
す
る
と
こ
ろ
か
ら
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
浄

土
教
の
万
民
救
済
と
い
う
大
乗
仏
教
の
人
類
的
地
平
が
よ
り
明
確
に
開
か
れ
た
こ
と
を
考
え
る
と
︑
超
越
的
な
も
の
を
単
に
非
科
学
的
と
考

え
︑
教
育
の
無
的
性
格
に
呻
吟
す
る
人
間
中
心
的
な
現
代
教
育
に
対
し
て
︑
何
事
が
起
っ
て
も
迷
う
こ
と
な
く
乗
り
越
え
て
い
く
盤
石
な
人

間
形
成
の
基
盤
が
浄
土
教
に
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒
そ
の
意
味
で
︑
仏
教
的
な
﹁
慈
育
﹂
は
︑
未
来
志
向
的
な
視
点
で
は
な
く
︑

今
こ
こ
に
大
悲
的
慈
愛
で
人
生
の
盤
石
な
基
盤
を
築
く
教
育
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
︒
そ
の
限
り
︑﹁
慈
育
﹂
の
も
と
は
︑
ど
こ
ま

で
も
超
越
的
な
も
の
と
呼
応
す
る
人
間
の
意
識
の
内
に
あ
る
の
で
あ
る
︒

　

※
本
論
文
は
︑
共
同
研
究
の
成
果
と
し
て
二
〇
一
一
年
八
月
四
日
に
大
谷
大
学
で
開
催
さ
れ
た
国
際
真
宗
学
会
で
発
表
し
た
﹁
現
代
に
お

け
る
浄
土
教
の
問
題
﹂
に
加
筆
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
︒
そ
の
他
の
研
究
成
果
と
し
て
は
﹁
法
然
に
お
け
る
師
資
相
承
と
現
代
教
育
の
課
題

—

人
間
の
共
生
の
問
題
を
問
う—

﹂︵﹃
法
然
上
人
八
〇
〇
年
大
遠
忌
記
念　

法
然
仏
教
と
そ
の
可
能
性
﹄
佛
教
大
学
総
合
研
究
所
編
︑
法
蔵
館
︑
二
〇
一

二
年
三
月
︑
所
収
︶
が
あ
る
︒
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○
論
文
２
「
戦
後
教
育
に
お
け
る
社
会
科
と
道
徳
」 

高 

山 

芳 

治

　

戦
前
︑
軍
国
主
義
・
国
家
主
義
の
体
制
の
下
︑
道
徳
︵
価
値
︶
教
育
は
修
身
科
を
中
心
に
行
わ
れ
て
い
た
︒
一
九
四
五
︵
昭
和
二
十
︶
年
八

月
十
五
日
の
敗
戦
を
契
機
に
︑
価
値
観
が
一
八
〇
度
転
換
す
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
同
年
十
二
月
十
五
日
︑
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
よ
り
﹁
国
家
神
道
︑
神

社
神
道
ニ
対
ス
ル
政
府
ノ
保
証
︑
支
援
︑
保
全
︑
監
督
並
ニ
弘
布
ノ
廃
止
ニ
関
ス
ル
件
﹂︑
同
年
十
二
月
三
十
一
日
に
は
﹁
修
身
︑
日
本
歴
史

及
ビ
地
理
停
止
ニ
関
ス
ル
件
﹂
な
ど
の
指
令
が
出
さ
れ
︑
道
徳
教
育
も
転
換
を
迫
ら
れ
た
︒
軍
国
・
国
家
主
義
的
価
値
観
か
ら
民
主
主
義
的

価
値
観
へ
の
転
換
で
あ
っ
た
︒

﹁
修
身
︑
日
本
歴
史
及
ビ
地
理
停
止
ニ
関
ス
ル
件
﹂
の
ね
ら
い
は
こ
れ
ら
の
教
科
を
廃
止
し
︑
社
会
科
を
新
設
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
の
で

は
な
く
︑
民
主
主
義
教
育
に
ふ
さ
わ
し
い
教
科
書
の
作
成
を
促
す
も
の
で
あ
っ
た
︒
ま
た
︑
一
九
四
六
︵
昭
和
二
十
一
︶
年
四
月
に
発
表
さ
れ

た
ア
メ
リ
カ
教
育
使
節
団
報
告
書
に
お
い
て
も
︑
修
身
・
地
理
・
歴
史
の
教
科
と
し
て
の
価
値
は
認
め
ら
れ
て
い
た
︒
い
ち
早
く
教
科
書
を

書
き
改
め
た
地
理
は
同
年
六
月
に
︑
授
業
再
開
が
許
可
さ
れ
た
︒
日
本
歴
史
は
﹃
く
に
の
あ
ゆ
み
﹄
の
発
行
に
よ
っ
て
︑
同
年
十
月
に
授
業

再
開
が
許
可
さ
れ
た
︒

　

修
身
科
は
︑
教
科
と
し
て
で
は
な
く
︑
一
九
五
八
︵
昭
和
三
十
三
︶
年
︑
特
設
道
徳
︑
す
な
わ
ち
﹁
道
徳
の
時
間
﹂
と
し
て
復
活
し
た
︒

　

一
九
四
七
︵
昭
和
二
十
二
︶
年
に
新
設
さ
れ
た
社
会
科
は
︑﹁
青
少
年
に
社
会
生
活
を
理
解
さ
せ
︑
そ
の
進
展
に
力
を
致
す
態
度
や
能
力
﹂

を
育
成
す
る
教
科
と
定
義
さ
れ
た
︒
社
会
科
は
社
会
生
活
の
理
解
︵
社
会
認
識
︶
を
通
し
て
︑
民
主
主
義
社
会
で
要
求
さ
れ
る
態
度
︑
技
能

や
価
値
観
︵
公
民
的
資
質
︶
の
育
成
を
目
指
し
た
︒
戦
前
︑
知
的
側
面
は
地
理
・
国
史
・
公
民
な
ど
の
社
会
科
的
諸
教
科
で
︑
道
徳
的
・
実

践
的
側
面
は
修
身
科
で
︑
二
元
的
に
行
わ
れ
て
い
た
︒
そ
れ
に
対
し
て
︑
社
会
科
は
知
的
側
面
と
道
徳
的
・
実
践
的
側
面
の
育
成
を
一
元
的

に
行
お
う
と
し
た
の
で
あ
る
︒
知
的
側
面
と
道
徳
的
・
実
践
的
側
面
の
一
元
的
育
成
の
た
め
に
導
入
さ
れ
た
方
法
原
理
が
︑
問
題
解
決
学
習

で
あ
っ
た
︒
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社
会
科
が
︑﹁
学
校
︑
家
庭
そ
の
他
校
外
に
ま
で
も
及
ぶ
青
少
年
に
対
す
る
教
育
活
動
の
中
核
﹂
と
位
置
づ
け
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
︑
一
九

四
七
︵
昭
和
二
十
二
︶
年
に
始
ま
っ
た
新
教
育
は
︑
社
会
科
を
中
心
に
展
開
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
︒
そ
こ
で
は
︑
児
童
の
個
性
︑
自
主

性
や
自
発
性
を
尊
重
し
た
子
ど
も
中
心
の
問
題
解
決
学
習
が
実
践
さ
れ
た
︒
問
題
解
決
学
習
で
は
︑
社
会
に
関
す
る
多
種
多
様
な
知
識
を
児

童
に
注
入
す
る
の
で
は
な
く
︑
子
ど
も
が
現
実
生
活
に
お
い
て
直
面
す
る
具
体
的
で
切
実
な
問
題
を
解
決
す
る
活
動
を
通
じ
て
︑
社
会
と
の

交
渉
を
経
験
す
る
こ
と
︑
す
な
わ
ち
︑
児
童
が
自
主
的
︑
自
発
的
に
行
動
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
学
ぶ
こ
と
が
重
視
さ
れ
︑
知
識
と
経
験
の
統

一
が
目
指
さ
れ
て
い
た
︒

　

し
か
し
︑
一
九
五
〇
︵
昭
和
二
十
五
︶
年
頃
か
ら
︑﹁
は
い
ま
わ
る
社
会
科
﹂
や
﹁
六
三
三
制
野
球
ば
か
り
が
強
く
な
り
﹂
な
ど
の
よ
う
に
︑

始
ま
っ
て
間
の
な
い
戦
後
新
教
育
に
対
し
て
︑
左
右
か
ら
学
力
低
下
の
批
判
が
展
開
さ
れ
た
り
︑
修
身
科
・
漢
文
・
地
理
・
歴
史
の
復
活
が

叫
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒

　

一
九
五
一
︵
昭
和
二
十
六
︶
年
︑
学
習
指
導
要
領
の
第
一
次
改
訂
が
行
わ
れ
た
︒
こ
の
改
訂
で
︑
道
徳
教
育
は
教
育
活
動
の
全
体
を
通
じ
て

強
化
す
る
方
針
が
打
ち
出
さ
れ
た
が
︑
社
会
科
に
対
し
て
は
︑
社
会
科
に
お
け
る
道
徳
教
育
の
観
点
と
し
て
︑﹁
豊
か
で
重
厚
な
人
間
性
を

育
て
る
﹂︑﹁
統
一
の
あ
る
生
活
態
度
を
形
成
す
る
﹂︑﹁
清
潔
で
明
る
い
社
会
生
活
を
営
む
態
度
を
養
う
﹂︑﹁
創
造
的
な
問
題
解
決
に
必
要
な

力
を
養
う
﹂
の
四
点
が
明
示
さ
れ
た
︒
そ
れ
故
︑
昭
和
二
十
六
年
版
学
習
指
導
要
領
で
は
︑
社
会
科
を
中
心
に
教
育
活
動
の
全
体
を
通
し
て

道
徳
教
育
を
強
化
し
よ
う
と
し
て
い
た
と
い
え
る
︒

　

小
学
校
学
習
指
導
要
領
は
一
九
五
五
︵
昭
和
三
十
︶
年
社
会
科
と
一
九
五
六
年
家
庭
科
の
二
教
科
に
限
っ
て
の
部
分
改
訂
が
行
わ
れ
た
︒
ま

た
︑
一
九
五
八
︵
昭
和
三
十
三
︶
年
に
は
﹁
道
徳
の
時
間
﹂
が
特
設
さ
れ
る
と
と
も
に
︑
学
習
指
導
要
領
の
全
面
改
訂
が
行
わ
れ
た
︒
こ
れ
以

降
︑
子
ど
も
中
心
・
経
験
主
義
・
問
題
解
決
学
習
の
教
育
か
ら
︑
知
識
主
義
・
系
統
学
習
の
教
育
へ
と
転
換
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
︒

　

そ
の
後
︑
学
習
指
導
要
領
は
︑
一
九
六
八
︵
昭
和
四
十
三
︶
年
︑
一
九
七
七
︵
昭
和
五
十
二
︶
年
︑
一
九
八
九
︵
平
成
元
︶
年
︑
一
九
九
八
︵
平

成
十
︶
年
︑
二
〇
〇
八
︵
平
成
二
十
︶
年
と
改
訂
さ
れ
て
い
っ
た
が
︑
昭
和
二
十
年
代
の
子
ど
も
中
心
・
経
験
主
義
・
問
題
解
決
学
習
の
教
育
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の
理
念
を
引
き
継
ぎ
な
が
ら
教
育
実
践
を
続
け
て
い
る
小
学
校
が
あ
る
︒
そ
の
よ
う
な
学
校
の
一
つ
と
し
て
︑
富
山
市
立
堀
川
小
学
校
が
あ

げ
ら
れ
る
︒

○
論
文
３
「
堀
川
小
学
校
の
沿
革
と
伝
統
」 

関 

口 

敏 

美

　

富
山
市
立
堀
川
小
学
校
は
︑
現
在
に
至
る
ま
で
戦
後
新
教
育
の
教
育
理
念
︵
子
ど
も
中
心
・
経
験
主
義
・
問
題
解
決
学
習
︶
を
継
承
し
た

特
色
あ
る
教
育
実
践
を
行
っ
て
い
る
が
︑
何
故
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
ろ
う
か
︒
そ
の
理
由
は
堀
川
小
学
校
の
沿
革
に
深
く
関

連
す
る
と
思
わ
れ
る
の
で
︑
こ
こ
で
は
︑﹃
平
成
二
十
二
年
度
学
校
要
覧
﹄︵
二
〇
一
〇
︶
を
手
が
か
り
に
︑
堀
川
小
学
校
の
歴
史
を
概
観
し
て

お
き
た
い
︒

　

堀
川
小
学
校
は
︑
一
八
七
三
︵
明
治
六
︶
年
に
創
設
さ
れ
た
今
泉
小
学
校
が
近
隣
小
学
校
と
の
合
併
統
合
を
へ
て
︑
一
八
九
二
︵
明
治
二
十

五
︶
年
に
発
足
し
た
堀
川
尋
常
高
等
小
学
校
に
は
じ
ま
る
︒
そ
の
後
︑
一
九
一
五
︵
大
正
四
︶
年
に
は
︑
富
山
県
立
師
範
学
校
女
子
部
の
附
属

小
学
校
代
用
に
な
り
︵
以
後
︑
校
長
は
主
事
も
兼
務
︶︑
一
九
一
七
︵
大
正
六
︶
年
に
富
山
県
立
女
子
師
範
学
校
が
新
設
さ
れ
る
と
︑
そ
の
附
属
小

学
校
代
用
と
な
っ
た
︒
こ
う
し
て
︑
女
子
師
範
の
附
属
小
学
校
代
用
と
し
て
教
育
実
践
研
究
に
取
り
組
む
素
地
が
作
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
︒

一
九
二
八
︵
昭
和
三
︶
年
四
月
二
十
三
日
に
は
教
育
研
究
誌
﹃
童
苑
﹄
が
創
刊
さ
れ
︑
翌
五
月
二
十
五
日
に
は
第
一
回
教
育
研
究
実
践
発
表
会

が
開
催
さ
れ
た
︒
戦
後
は
︑
空
襲
に
よ
り
全
焼
し
た
校
舎
を
い
ち
早
く
再
建
し
︑
一
九
四
七
︵
昭
和
二
十
二
︶
年
の
学
制
改
革
に
よ
り
︑
富
山

市
立
堀
川
小
学
校
と
な
っ
た
︵
高
等
科
廃
止
︶︒

　

一
九
四
九
︵
昭
和
二
十
四
︶
年
一
月
に
は
︑
県
下
で
小
・
中
・
高
よ
り
各
一
校
が
選
ば
れ
る
﹁
東
海
北
陸
実
験
学
校
﹂
の
指
定
を
受
け
︑﹁
学

習
指
導
﹂
を
研
究
テ
ー
マ
と
し
て
研
究
推
進
を
は
か
る
こ
と
と
な
る
︒
同
年
四
月
︑
富
山
大
学
教
育
学
部
教
育
実
習
協
力
校
と
な
り
︑
教
育

課
程
を
改
訂
し
て
﹁
堀
川
プ
ラ
ン
﹂
を
実
施
す
る
︒
特
に
︑
一
九
五
九
︵
昭
和
三
十
四
︶
年
に
は
︑
昭
和
三
十
年
以
降
の
研
究
を
ま
と
め
た
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﹃
授
業
の
研
究
﹄
を
出
版
し
た
︵
現
在
ま
で
に
一
一
冊
の
著
書
を
刊
行
︶︒
一
九
七
三
︵
昭
和
四
十
八
︶
年
に
は
創
校
一
〇
〇
周
年
を
迎
え
︑
創
校

一
〇
〇
年
記
念
誌
﹃
堀
川
百
年
の
あ
ゆ
み
﹄・﹃
堀
川
の
子
ど
も
﹄
を
発
刊
し
た
︒
二
〇
〇
一
︵
平
成
十
三
年
︶
一
月
に
は
︑
第
一
回
授
業
研
修

会
を
開
催
し
︑
教
育
実
践
研
究
の
成
果
を
公
開
し
て
い
る
︵
現
在
に
至
る
︶︒

　

こ
の
よ
う
に
︑
堀
川
小
学
校
は
︑
大
正
期
に
師
範
学
校
の
附
属
小
学
校
代
用
に
指
定
さ
れ
て
以
来
︑
戦
前
戦
後
の
長
き
に
わ
た
り
︑
教
員

養
成
に
協
力
し
な
が
ら
教
育
実
践
研
究
に
取
り
組
ん
で
き
た
伝
統
を
持
っ
て
い
る
︒
そ
し
て
現
在
も
富
山
大
学
教
育
学
部
の
教
育
実
習
校
と

し
て
多
く
の
実
習
生
を
受
け
入
れ
︑
都
合
が
許
す
限
り
学
外
か
ら
の
参
観
に
も
応
じ
て
い
る
︒
戦
後
新
教
育
の
教
育
理
念
︵
子
ど
も
中
心
・

経
験
主
義
・
問
題
解
決
学
習
︶
を
具
現
し
た
も
の
と
し
て
︑
例
え
ば
︑﹁
く
ら
し
の
た
し
か
め
﹂
に
注
目
し
て
お
き
た
い
︒﹁
く
ら
し
の
た
し

か
め
﹂
は
︑
全
学
年
に
わ
た
っ
て
朝
の
会
・
終
わ
り
の
会
で
行
わ
れ
て
い
る
︒

　

今
回
︑
六
年
生
と
二
年
生
の
﹁
く
ら
し
の
た
し
か
め
﹂
を
参
観
す
る
機
会
を
得
た
が
︑
一
年
生
の
時
か
ら
習
慣
づ
け
ら
れ
て
い
る
せ
い
か
︑

誰
か
が
発
言
し
て
い
る
時
に
は
静
か
に
聴
く
と
い
う
マ
ナ
ー
が
き
ち
ん
と
守
ら
れ
て
お
り
︑
級
友
の
発
言
を
受
け
て
質
問
や
意
見
を
述
べ
る

と
い
っ
た
や
り
と
り
が
︑
基
本
的
に
子
ど
も
た
ち
だ
け
で
進
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
非
常
に
印
象
的
で
あ
っ
た
︒
実
践
に
関
す
る
具
体
的
な

報
告
は
次
節
に
譲
る
が
︑﹁
く
ら
し
の
た
し
か
め
﹂
は
︑
子
ど
も
た
ち
が
考
え
て
い
る
こ
と
・
感
じ
て
い
る
こ
と
を
互
い
に
聴
き
合
う
場
で
あ

り
︑
担
任
教
師
に
と
っ
て
は
︑﹁
子
ど
も
が
家
か
ら
何
を
持
っ
て
く
る
か
を
知
る
﹂
た
め
の
場
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
て
い
る
︒

○
論
文
４
「
堀
川
小
学
校
の
特
徴
的
な
活
動
─
「
く
ら
し
の
た
し
か
め
」」 

山 

内 

清 

郎

　

堀
川
小
学
校
の
﹃
平
成
二
十
二
年
度
学
校
要
覧
﹄︵
二
〇
一
〇
︶
に
は
︑
次
の
よ
う
に
堀
川
小
学
校
の
目
標
と
主
題
と
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
︒

﹁
１　

教
育
目
標　

く
ら
し
を
み
つ
め
︑
自
ら
の
可
能
性
を
ひ
ら
く
子
ど
も
／
２　

実
践
主
題　

個
が
育
つ
教
育
経
営
／
３　

研
究
主
題　

個
と
社
会
形
成
﹂︒
こ
れ
ら
教
育
目
標
・
実
践
課
題
・
研
究
主
題
の
よ
り
具
体
的
な
項
目
は
︑
同
学
校
要
覧
に
﹁
４　

具
体
的
指
針
と
そ
の
内
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〔表１〕

内　容
子ども像

指導の観点 期待する高まり
生　　活

備　考
学校生活 家庭生活 地域生活

１ 　身の回りの環境をみつ
め、自らの手で整える子
ども

—朝活動—

• 活動の節々で、互いの成果
を確かめ合う場を工夫し、
活動への意欲を高める。
• 活動方法、活動範囲、活動
に対する意識の変化を把握
する。

• 働くことを見つけ、粘り強
く活動する。

• めあてと方法を確かにし、
工夫しながら活動する。

• 認め・励まし合いながら継
続的に活動する。

○ 働いてみんなでつ
くる学校生活

• 心を合わせてやり
とげる。

○ 働いて心を寄せる
家庭生活

• してもらう生活か
らする生活、役立
つ生活へ

○ 地域にはたらきか
ける近隣ファミリ
ー活動

１　生き方の基本
⑴ 　ひと、もの、でき
ごとと豊かなかかわ
りをもつ。
⑵　くらしを整える。
• 心を整える。
• 体を整える
• 身の回りを整える。
２　授業の意味
⑴ 　子どもが今、何を、
どんな心でどのよう
に進めているかをも
とにして始める。
⑵ 　考え方や感じ方の
違いとよりどころを
とらえて、新しい自
己の発見や自己創造
の態度を高める。
⑶ 　子どもが他者のよ
さに気づき、聞く心、
話す心、考える心を
耕す。
⑷ 　自己をみつめ見直
す「きっかけ」に気
づいて評価する。
３　生活をつくる心
⑴　強い意志
⑵　継続する力
⑶　豊かな感性

２ 　身の回りの環境に心を
はたらかせ、見通しやめ
あてをもって活動する子
ども
—くらしのたしかめ※１—

• 一日の始まりの場と、一日
を振り返る場となるように、
話題のもち方と進め方を工
夫する。 ※
• 個性的なみつめ方を広げる
場とするとともに、日々の
子どもの新たな発見の場と
なるようにする。 ※

• めあてや方法、準備する構
えに学び合い、自分のくら
しを確かにする。 ※

• 自然、文化、社会などの変
化にかかわって情報を交換
し、問題意識を高める

• 仲間の考え方や立場、心の
ありようを受け止め、共感
する。 ※

○ きっかけをとらえ
るくらしのたしか
め

• 生活を見直してめ
あてをたしかめる。

• 生活事象や自然現
象について学び合
う心を育てる。

○ 節度をもって豊か
に生きる家庭生活

○ 地域の人々と心を
つなぐ近隣ファミ
リー活動

３ 　みつめ、見直して追究
を深める子ども
—授業※２—

• 子どもの内面の育ちをとら
え、その成長に応じた教材
や単元を工夫する。
• ひとり学習では、子どもの
こだわりや疑問、高まりな
どをとらえ、意欲的な取組
みになるよう指導を工夫す
る。
• 集団学習では、一人一人が
参加できる場となるように
工夫し、子どもがつくり出
す雰囲気や状況を大切にす
る。

• 教材に働きかけ、その仕組
みをとらえ直す。

• 筋道を立てて考える。
• 自らの納得を求め、粘り強
く取り組む。

• 開かれた心で互いの良さに
学び合い、追究の構えや進
め方などを見直す。

• 仲間と共に高まっていこう
とする。

○ みつめ、見直して
深める学習

• 課題（教材）との
出会いを契機とす
る構想の深化

• 自らを高めていく
ひとり学習の充実

• 他を契機として自
己をみつめ、見直
す集団学習

○ くらしを整えて規
律正しくすごす家
庭生活

○ 追究の発展と充実
を促すひとり学習
（家庭学習）

○ 自然体験や社会体
験に学ぶ地域生活

４ 　よりよいくらしをつく
る子ども
—自主活動—

• 子どもの自主的な活動を推
し進め、追究の発展や豊か
なくらしとなるように工夫
する。
• 一人一人の興味や関心、意
欲を最大限に生かすととも
に、活動の記録を累積する。

• 子どもによる自主的な活動
を継続する。

• 自分の課題に向かって意欲
的に取り組む。

○ 追究の発展と豊か
なくらしをつくり
あげる自主活動

• 自らの納得を求め、
継続的に進める学
習

○ 語り合い、いたわ
り合って進める家
庭生活

○ 励まし合って築く
正しく明るい社会
生活
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〔表１〕

内　容
子ども像

指導の観点 期待する高まり
生　　活

備　考
学校生活 家庭生活 地域生活

１ 　身の回りの環境をみつ
め、自らの手で整える子
ども

—朝活動—

• 活動の節々で、互いの成果
を確かめ合う場を工夫し、
活動への意欲を高める。

• 活動方法、活動範囲、活動
に対する意識の変化を把握
する。

• 働くことを見つけ、粘り強
く活動する。
• めあてと方法を確かにし、
工夫しながら活動する。
• 認め・励まし合いながら継
続的に活動する。

○ 働いてみんなでつ
くる学校生活
• 心を合わせてやり
とげる。

○ 働いて心を寄せる
家庭生活
• してもらう生活か
らする生活、役立
つ生活へ

○ 地域にはたらきか
ける近隣ファミリ
ー活動

１　生き方の基本
⑴ 　ひと、もの、でき
ごとと豊かなかかわ
りをもつ。
⑵　くらしを整える。
• 心を整える。
• 体を整える
• 身の回りを整える。
２　授業の意味
⑴ 　子どもが今、何を、
どんな心でどのよう
に進めているかをも
とにして始める。
⑵ 　考え方や感じ方の
違いとよりどころを
とらえて、新しい自
己の発見や自己創造
の態度を高める。
⑶ 　子どもが他者のよ
さに気づき、聞く心、
話す心、考える心を
耕す。
⑷ 　自己をみつめ見直
す「きっかけ」に気
づいて評価する。
３　生活をつくる心
⑴　強い意志
⑵　継続する力
⑶　豊かな感性

２ 　身の回りの環境に心を
はたらかせ、見通しやめ
あてをもって活動する子
ども

—くらしのたしかめ※１—

• 一日の始まりの場と、一日
を振り返る場となるように、
話題のもち方と進め方を工
夫する。 ※

• 個性的なみつめ方を広げる
場とするとともに、日々の
子どもの新たな発見の場と
なるようにする。 ※

• めあてや方法、準備する構
えに学び合い、自分のくら
しを確かにする。 ※
• 自然、文化、社会などの変
化にかかわって情報を交換
し、問題意識を高める
• 仲間の考え方や立場、心の
ありようを受け止め、共感
する。 ※

○ きっかけをとらえ
るくらしのたしか
め
• 生活を見直してめ
あてをたしかめる。
• 生活事象や自然現
象について学び合
う心を育てる。

○ 節度をもって豊か
に生きる家庭生活

○ 地域の人々と心を
つなぐ近隣ファミ
リー活動

３ 　みつめ、見直して追究
を深める子ども
—授業※２—

• 子どもの内面の育ちをとら
え、その成長に応じた教材
や単元を工夫する。

• ひとり学習では、子どもの
こだわりや疑問、高まりな
どをとらえ、意欲的な取組
みになるよう指導を工夫す
る。

• 集団学習では、一人一人が
参加できる場となるように
工夫し、子どもがつくり出
す雰囲気や状況を大切にす
る。

• 教材に働きかけ、その仕組
みをとらえ直す。
• 筋道を立てて考える。
• 自らの納得を求め、粘り強
く取り組む。
• 開かれた心で互いの良さに
学び合い、追究の構えや進
め方などを見直す。
• 仲間と共に高まっていこう
とする。

○ みつめ、見直して
深める学習
• 課題（教材）との
出会いを契機とす
る構想の深化
• 自らを高めていく
ひとり学習の充実
• 他を契機として自
己をみつめ、見直
す集団学習

○ くらしを整えて規
律正しくすごす家
庭生活
○ 追究の発展と充実
を促すひとり学習
（家庭学習）

○ 自然体験や社会体
験に学ぶ地域生活

４ 　よりよいくらしをつく
る子ども
—自主活動—

• 子どもの自主的な活動を推
し進め、追究の発展や豊か
なくらしとなるように工夫
する。

• 一人一人の興味や関心、意
欲を最大限に生かすととも
に、活動の記録を累積する。

• 子どもによる自主的な活動
を継続する。
• 自分の課題に向かって意欲
的に取り組む。

○ 追究の発展と豊か
なくらしをつくり
あげる自主活動
• 自らの納得を求め、
継続的に進める学
習

○ 語り合い、いたわ
り合って進める家
庭生活

○ 励まし合って築く
正しく明るい社会
生活
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容
﹂
の
表
と
し
て
敷
延
さ
れ
て
い
る
︒
以
下
の
説
明
に
関
連
す
る
の
で
︑
そ
の
表
を
こ
こ
に
転
載
す
る
︒

　

さ
て
︑
堀
川
小
学
校
の
朝
は
﹁
朝
活
動
﹂﹁
く
ら
し
の
た
し
か
め
﹂︵
こ
の
二
つ
の
活
動
を
合
わ
せ
て
︑
八
時
十
五
分
～
九
時
の
時
間
が
割

り
当
て
ら
れ
て
い
る
︶
で
始
ま
る
︒
特
に
目
を
引
い
た
の
が
︑﹁
く
ら
し
の
た
し
か
め
﹂
の
時
間
で
あ
っ
た
︒
今
回
は
六
年
生
の
﹁
朝
の
く
ら

し
の
た
し
か
め
﹂
に
つ
い
て
述
べ
た
い
︒

　

六
年
生
の
ク
ラ
ス
で
は
︑
わ
た
し
た
ち
の
参
観
の
日
取
り
か
ら
近
い
時
期
に
︑
ク
ラ
ス
の
活
動
と
し
て
﹁
な
ん
で
も
発
表
会
﹂
が
予
定
さ

れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
︒
子
ど
も
た
ち
の
発
言
か
ら
推
測
す
る
に
︑
こ
の
﹁
な
ん
で
も
発
表
会
﹂
と
は
︑
自
分
た
ち
の
特
技
等
︵
例
え
ば
︑
こ

の
参
観
の
時
に
は
︑
い
く
つ
か
の
一
輪
車
の
技
の
名
前
が
話
題
に
上
っ
て
い
た
︶
を
ク
ラ
ス
の
仲
間
の
前
で
発
表
す
る
機
会
で
あ
る
︒
一
年

間
に
何
度
か
︑
こ
の
﹁
発
表
会
﹂
の
場
が
設
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
っ
た
︒
子
ど
も
一
人
一
人
の
個
の
育
ち
︑
自
主
的
な
活
動
を
重
視
す

る
堀
川
小
学
校
ら
し
く
︑
発
表
を
す
る
／
し
な
い
の
選
択
自
体
も
子
ど
も
た
ち
に
任
さ
れ
て
い
る
︒

﹁
く
ら
し
の
た
し
か
め
﹂
の
具
体
的
な
内
容
や
指
針
に
つ
い
て
は
︑︹
表
１
︺
の
中
の
※
印
を
付
け
た
箇
所
を
主
と
し
て
参
照
し
て
も
ら
い

た
い
︒
こ
こ
で
わ
た
し
が
少
々
面
食
ら
っ
た
の
は
︑
教
室
の
中
で
の
﹁
く
ら
し
の
た
し
か
め
﹂
の
実
際
の
進
行
の
具
合
に
つ
い
て
で
あ
る
︒

　

一
方
で
﹁
め
あ
て
や
方
法
︑
準
備
す
る
構
え
に
学
び
合
い
︑
自
分
の
く
ら
し
を
確
か
に
す
る
﹂
と
い
う
客
観
的
事
実
認
知
的
側
面
が
あ
り
︑

他
方
で
﹁
仲
間
の
考
え
方
や
立
場
︑
心
の
あ
り
よ
う
を
受
け
止
め
︑
共
感
す
る
﹂
と
い
う
主
観
的
情
動
的
側
面
が
あ
る
︒
今
回
参
観
し
た
六

年
生
の
ク
ラ
ス
で
は
︑
ま
ず
︑
一
人
の
女
の
子
が
自
分
が
予
定
し
て
い
る
演
目
に
つ
い
て
の
報
告
や
説
明
を
始
め
た
︒
た
だ
こ
れ
は
︑
い
わ

ゆ
る
客
観
的
事
実
的
な
報
告
や
説
明
に
留
ま
ら
ず
︑
そ
こ
か
ら
︑
周
囲
の
子
ど
も
た
ち
が
︑
彼
女
の
発
言
に
対
す
る
主
観
的
主
体
的
な
思
い

や
気
持
ち
を
発
言
す
る
こ
と
︑
さ
ら
に
は
ま
た
最
初
の
女
の
子
が
仲
間
た
ち
の
発
言
に
対
す
る
︑
熱
い
思
い
や
と
ま
ど
い
等
を
再
度
返
答
し

て
い
く
と
い
う
よ
う
に
続
い
て
い
っ
た
︒

　

そ
の
際
︑
担
任
の
先
生
は
目
立
っ
た
評
価
を
し
た
り
す
る
こ
と
も
な
く
︑
取
り
立
て
て
交
通
整
理
を
す
る
こ
と
さ
え
も
せ
ず
に
︑
淡
々
と

子
ど
も
た
ち
の
発
言
を
黒
板
に
書
き
記
し
て
い
く
︒
子
ど
も
た
ち
の
発
言
の
黒
板
へ
の
記
載
に
は
︑
い
く
つ
か
何
ら
か
の
規
則
性
が
あ
っ
た
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よ
う
で
あ
る
︵•

横
書
き
で
あ
っ
て
も
︑
必
ず
し
も
左
上
か
ら
下
に
︑
そ
し
て
右
に
書
き
進
め
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い　

•

数
色
の
チ
ョ
ー

ク
で
︑
吹
き
出
し
︑
丸
囲
み
︑
そ
の
他
の
記
号
・
図
の
使
用
︑
矢
印
で
の
関
連
づ
け
等
︶︒

﹁
く
ら
し
の
た
し
か
め
﹂
を
参
観
し
︑
少
し
面
食
ら
っ
た
感
じ
を
抱
い
た
と
先
に
述
べ
た
︒
こ
の
感
じ
は
︑﹁
く
ら
し
の
た
し
か
め
﹂
の
活

動
の
指
導
の
ね
ら
い
や
目
標
が
わ
た
し
に
読
み
取
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
由
来
し
て
い
た
よ
う
だ
︒
実
際
当
初
予
定
さ
れ
て
い
た
時
間
を

若
干
オ
ー
バ
ー
し
な
が
ら
も
︑
子
ど
も
た
ち
の
会
話
的
な
発
言
は
続
き
︑
先
生
が
何
か
ま
と
め
を
す
る
と
い
う
こ
と
も
ほ
と
ん
ど
感
じ
ら
れ

な
い
ま
ま
に
﹁
く
ら
し
の
た
し
か
め
﹂
は
い
っ
た
ん
終
了
と
な
っ
た
︒

　

訪
問
参
観
の
後
︑
し
ば
ら
く
た
っ
て
か
ら
︑
堀
川
小
学
校
訪
問
時
に
い
た
だ
い
て
い
た
資
料
の
中
に
次
の
よ
う
な
一
節
を
発
見
し
た
︒
教

育
研
究
紀
要
第
八
十
一
集
︵
二
〇
一
〇
年
︶
の
﹁
は
じ
め
に
﹂
で
︑
校
長
先
生
が
堀
川
小
学
校
の
教
育
の
原
点
を
振
り
返
る
た
め
に
︑
堀
川
小

学
校
名
に
よ
る
著
書
の
第
一
号
﹃
授
業
の
研
究
﹄︵
明
治
図
書
︑
一
九
五
九
年
︶
の
中
の
次
の
よ
う
な
一
節
を
引
用
し
た
箇
所
で
あ
る
︒

　

ひ
と
り
ひ
と
り
の
子
ど
も
の
考
え
に
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
に
根
拠
が
あ
る
︒
ど
ん
な
つ
ま
ら
な
い
発
言
の
中
に
も
そ
の
子
ど
も
の
過
去
の
学

習
経
験
や
生
活
経
験
が
織
り
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
︑
ど
の
子
も
ど
の
子
も
︑
そ
れ
ぞ
れ
に
そ
の
子
な
り
に
独
自
な
考
え
方
の
背
景

を
背
負
っ
て
︑
個
性
的
に
問
題
に
対
決
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
学
習
指
導
は
︑
ま
ず
こ
の
よ
う
な
子
ど
も
の
考
え
方
の
特
質
を
認
め
︑
そ

の
言
い
分
を
聞
き
入
れ
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

　

堀
川
小
学
校
の
教
育
の
原
点
と
さ
れ
る
こ
の
箇
所
を
知
っ
た
あ
と
で
は
︑
先
ほ
ど
の
一
見
と
り
と
め
の
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
た
﹁
く
ら
し

の
た
し
か
め
﹂
の
活
動
に
も
︑
ま
た
違
っ
た
角
度
か
ら
そ
の
意
味
合
い
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
な
気
が
し
た
︒
黒
板
の
子
ど
も
の
発
言
の
配
置
︑

ま
た
︑
色
分
け
や
記
号
の
使
い
分
け
に
も
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
ね
ら
い
が
あ
っ
て
の
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
子
ど
も
た
ち
自
身
も
︑
そ
う
し

た
黒
板
の
使
い
方
︑
あ
る
い
は
︑
子
ど
も
た
ち
同
士
の
間
で
の
発
言
の
手
順
等
に
は
よ
く
馴
染
ん
で
い
た
よ
う
で
あ
る
︒
だ
が
︑
残
念
な
が
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ら
短
期
間
の
参
観
で
︑
そ
れ
ら
の
意
味
を
十
分
に
く
み
取
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
︒
再
度
訪
問
参
観
す
る
機
会
を
設
定
し
︑
こ
の
あ
た
り

の
こ
と
も
よ
り
詳
し
く
調
査
し
た
い
も
の
で
あ
る
︒

　

も
ち
ろ
ん
︑﹁
授
業
﹂
に
つ
い
て
も
︑
教
室
の
壁
一
面
に
張
り
出
さ
れ
た
調
べ
・
学
習
に
つ
い
て
の
掲
示
物
等
の
子
ど
も
た
ち
の
学
習
の
過

程
の
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
的
な
成
果
等
︑
他
に
も
多
く
調
査
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
再
度
堀
川
小
学
校
を
訪

問
参
観
す
る
際
に
は
︑
こ
の
﹁
く
ら
し
の
た
し
か
め
﹂
な
ら
び
に
﹁
く
ら
し
の
た
し
か
め
﹂
的
ス
タ
イ
ル
・
手
法
の
授
業
の
中
で
の
展
開
に

焦
点
を
絞
り
︑
よ
り
詳
細
に
わ
た
り
調
査
を
し
た
い
と
考
え
て
い
る
︒

　

そ
う
す
る
こ
と
で
︑
子
ど
も
中
心
・
経
験
主
義
・
問
題
解
決
学
習
の
教
育
の
理
念
を
引
き
継
ぎ
な
が
ら
教
育
実
践
を
続
け
て
い
る
堀
川
小

学
校
に
お
け
る
﹁
授
業
﹂
や
道
徳
教
育
︵
こ
の
場
合
の
﹁
道
徳
﹂
と
は
一
九
五
八
︵
昭
和
三
十
三
︶
年
の
特
設
道
徳
の
登
場
以
前
の
︑
い
わ
ば

社
会
生
活
を
集
団
の
中
で
創
造
的
に
営
む
た
め
の
︑
生
き
方
を
学
ぶ
と
い
っ
た
広
義
の
道
徳
の
意
味
合
い
が
強
く
残
っ
て
い
る
だ
ろ
う
︶
の

具
体
的
な
教
育
実
践
や
そ
の
指
針
の
あ
り
方
に
ア
プ
ロ
ー
チ
の
可
能
で
あ
る
こ
と
が
確
か
に
思
え
る
か
ら
で
あ
る
︒

三　

共
同
研
究
の
回
顧
と
展
望

　

共
同
研
究
は
︑
共
通
の
テ
ー
マ
に
対
す
る
関
心
と
意
欲
を
持
っ
た
研
究
者
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
行
わ
れ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
︒
今

回
の
共
同
研
究
も
そ
う
し
た
研
究
体
制
で
開
始
し
た
が
︑
仏
教
と
教
育
と
い
う
共
通
テ
ー
マ
に
十
分
な
考
察
が
で
き
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て

は
忸
怩
た
る
も
の
が
あ
る
︒
研
究
期
間
が
一
年
と
い
う
時
間
的
制
約
が
あ
る
こ
と
も
一
因
で
あ
る
が
︑
設
定
し
た
研
究
課
題
が
壮
大
で
あ
る

と
と
も
に
︑
そ
れ
を
研
究
す
る
側
に
自
ら
の
専
門
と
す
る
研
究
枠
か
ら
積
極
的
に
関
る
意
志
が
十
分
に
出
な
か
っ
た
こ
と
︑
と
り
わ
け
仏
教

に
対
す
る
認
識
が
実
存
的
┣
実
存
論
的
レ
ベ
ル
ま
で
深
ま
る
こ
と
な
く
︑
観
念
的
な
平
板
な
次
元
に
留
ま
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
︒
こ
れ
は
︑

近
代
教
育
と
呼
応
す
る
現
象
で
︑
我
々
研
究
者
も
例
外
な
く
近
代
教
育
の
落
と
し
子
で
あ
る
こ
と
を
研
究
の
な
か
で
露
呈
す
る
こ
と
に
な
っ

た
︒
少
な
く
と
も
研
究
が
宗
教
的
地
平
に
あ
る
仏
教
に
関
る
以
上
︑
研
究
者
は
︑
現
象
学
の
言
う
エ
ポ
ケ
ー
が
近
代
教
育
で
形
成
さ
れ
た
意
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識
に
対
し
て
差
し
当
っ
て
は
求
め
ら
れ
る
が
︑
出
来
な
か
っ
た
よ
う
に
思
う
︒
そ
の
意
味
で
は
︑
当
初
期
待
し
た
共
同
研
究
と
し
て
の
統
一

的
成
果
を
得
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
︒
し
か
し
︑
西
洋
的
な
近
代
教
育
︵
学
︶
の
綻
び
が
見
え
て
き
て
い
る
今
日
︑
仏
教
の
も
つ
東
洋
的

思
惟
が
益
々
世
界
史
的
意
味
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
る
が
故
に
︑
我
々
教
育
学
者
と
し
て
は
継
続
し
て
仏
教
と
教
育
の
関
係
性
を
は
じ
め
教
育

に
お
け
る
仏
教
の
意
味
を
明
ら
か
に
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
︒






