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パ ネル

る

可

能
性
が

高
い

だ
け
で

な

く
、

「

文

部
科
学
省
検
定
済
」

と
い

う
お

墨

付
き
に

よ

り、

「

学
校
教

科
書
」

と
い

う

枠
組
み

を

超
え、

公
的
な

認

識

と

し
て

扱
わ
れ

う
る

。

科
目
「

倫
理
」

に

つ

い

て

考
え

る

際、
「

倫
理
」

教
科
書
の

記
述
の

検
証
は

不
可
欠
で

あ
る

。

　
こ

の

「

倫
理
」

教
科
書
の

記
述
に

大
き

な
影
響
を

与
え
て

い

る
の

が、

『

学
習
指
導
要

領
』

な

ら

び

に

そ

の

解
説
書
『

学

習
指
導
要
領
解
説
　
公

民
編
』

で

あ
る

。

そ

の

影
響
力
の

大
き

さ

は
、

ほ
と

ん
ど

の

「

倫
理
」

教

科
書
が、

『

学

習
指
導
要
領
』

の

提
示

す
る

項
目
立
て

に

沿
っ

た

構
成
を

取
っ

て

い

る

こ

と

な

ど
か

ら

窺
え
る

。

『

学
習
指
導

要

領
』

で

は
、

イ
ン

ド

仏
教
と

日
本
仏
教
は、

そ

れ
ぞ

れ

異
な

る

項
目
で

取
り
扱
わ
れ
て

い

る

が、

そ

れ

ら

個
々

の

項
目
に

は
、

別
々

の

「

ね

ら

い
」

が
設

定
さ

れ
て

い

る
。

そ

れ

ぞ
れ
の

項
目
の

「

ね

ら
い
」

を

対
比

す
る

と
、

『

学
習

指
導
要

領
』

は
、

イ

ン

ド

仏

教
を

教
え

る

項
目
に

つ

い

て
、

一

人
の

「

人
間
」

と

し

て

の

在
り

方
生
き

方
を
考
え

さ

せ

る
こ

と
を

目
的
と

し
て

設
定
す
る
一

方
、

日

本
仏
教
を

教
え
る
項

目
に

つ

い

て

は、

国
際
社
会
に

生
き
る

「

日

本
人
」

と

し
て

の

在
り
方
生
き

方
を
考
え
さ
せ

る

こ

と

を
目

的
と
し

て

設

定
し

て

い

る
。

　
『

学

習
指
導

要
領
解
説

　
公
民
編
』

は
、

イ

ン

ド

仏
教
・

日

本
仏

教
を

教
え

る

こ

と

に

つ

い

て
、

『

学
習
指
導
要

領
」

よ
り

も
具

体
的
な

解
説
を

加
え
て

い

る
。

各
々

に

つ

い

て

の

解
説
を
対
比
す
る

と、

イ
ン

ド

仏
教
を

教
え
る
こ

と
に

関
し
て

は

釈
尊
の

言
行、

す

な
わ
ち
仏

教
の

「

原

初
」

の

姿
が

強
調
さ

れ
て

い

る
の

に

対
し、

日

本
仏
教
を

教
え
る

こ

と

に

関
し
て

は

「

日

本
独
自
」

の

仏
教
受
容
に

重
点
が

置
か

れ
て

い

る

こ

と

が

分
か

る
。

こ

れ
ら
二

点
を

強
調

す
る
こ

と

は、

「

仏
教
」

に

つ

い

て
、

分

裂
し

た

イ
メ

ー
ジ

を
生

徒
に

与
え
か

ね

な
い

。

　

教
科
書
の

記

述
に

つ

い

て

は
、

二

つ

の

大
き

な

問
題

点
が

挙
げ
ら

れ

る
。

一

つ

目
は

、

教
科
書
の

記
述
そ

の

も
の

に

誤
り

が

散
見
さ

れ
る

と

い

う
問
題
で

あ
る

。

例
え

ば、

梅
原
猛
氏
の

造
語
で

あ
る

「

山
川
草

木
悉
皆

成
仏
」

が

最
澄
の

言
葉
と

し
て

紹
介
さ
れ
て

い

る

こ

と

や、

「

自
力
本
願
」

と

い

う
用

譜
が

用
い

ら

れ

て

い

る

こ

と

な

ど

が

挙
げ
ら

れ

る
。

二

つ

日

は
、

教
科
書
が

、

日
本
仏
教
の

各
宗
派
を

、

宗
教
で

は

な
く、

日

本
思
想

史
あ
る

い

は

文

化
史
の
一

要
素
と

し

て

扱
う
結
果

、

発
展
史

観
的
な
見
方

か

ら
、

そ
れ
ぞ
れ
の

宗
派
を

序
列
化
す
る

立
場
に

陥
り

や

す
い

と

い

う
問

題
で

あ
る

。

例
え
ば

、

→

部
の

教
科
書
は

、

鎌
倉
期
の

祖
師
た
ち
に

よ

っ

て
、

仏
教
の

「

日

本
独
自
の

受
容
」

が

完
成
し

た

と

い

う
立
場
に

た
っ

て

い

る

た

め、

奈

良
・

平
安
期
の

仏
教
を

低
く
位
置
づ

け

る

か

の

よ
う
な

記

述
が

見
ら
れ
る

。

ま
た
、

鎌
倉
期
ま

で

の

祖
師
た

ち

に

よ
る
仏
教
の

受
容

を
重

視
し
て

教
え
る

立

場
は

、

結
果
と

し

て
、

そ

れ

以
後
の

日

本
仏
教
を

軽

視
す
る

態
度
で

も
あ
る

こ

と

に

も

注
意
が

必

要
で

あ
ろ

う
。

「

心
の

ノ

ー

ト
」

の

可
能
性
と

限
界

　

ー
官
製
ス
ピ

リ

チ
ュ

ア
ル

の

ほ
こ

ろ
び

ー

弓

山

達

也

　
二

〇

〇
二

年
、

文

科
省
よ
り

「

心
の

ノ

ー

ト
」

と

呼
ぼ
れ
る

ワ

ー
ク

ブ

ッ

ク

が

全
国
の

小
中
学

校
に

配
布
さ

れ

た
。

こ

の

「

心
の

ノ

ー

ト
」

に

は、

既

成
の

道
徳
副
読
本
と

比
べ

て

「

自
己
」

「

他

者
」

「

自
然
・

崇
高
さ
」

「

集
団
・

社
会
」

に

関
す
る

踏
み

込
ん

だ

記
述
が

散

見
さ

れ、

｝

部
は

宗
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教
的
情
操
や

普
遍

的
な

宗
教
心
と

も
重
な
る

性
格
を
も

有
し
て

い

た
。

　
本
報
告
の

目
的
は、

「

心
の

ノ

ー

ト
」

に

示

さ
れ

た

見
え
な
い

宗
教
的

次
元
を
含
む

道
徳
性
を
官
製
ス

ピ

屮
チ
ュ

ア

リ
テ

ィ

と

措
定
し

、

こ

の

見

え

づ
ら

さ
に

取
り

組
む

教
育

現
場
の

代
表

的
な

議
論
・

実
践
を

検
討
す
る

こ

と

に

あ
る

。

そ
し

て

教
育

現
場
で

は
、

こ

の

見
え
な

い

官

製
ス

ピ

リ
チ

ュ

ア
リ
テ

イ

と

ど

う
可
視
化

す
る

か

が

問
題
と

な

る
が
、

こ

れ

を

整
理
す

る

こ

と

に

よ

り
、

宗
教
的
次
元
を

含
む
道
徳

性
を
ど

う

伝
え
る

か
、

そ
の

課
題
が

明
ら
か

に

な

る

に

違
い

な
い

。

　
「

心
の

ノ

ー

ト
」

は、

「

い

の

ち
」

観
の

よ

う
な

扱
い

づ

ら
い

テ

ー
マ

に

も
大
胆
に

踏
み

込
ん
で

定
式
化
し
て

い

る

点
が

際
だ
っ

て

い

る
。

「

心
の

ノ

ー
ト

」

の

可
能
性
と

限
界
は

か

な
り
明
白
で

、

そ
れ

ま
で

副
読
本
を
読

ん

で

感
想
を

書
い

て

お

し
ま

い

で

あ
っ

た
道

徳
の

授
業
に、

机
上
と

は
い

え
実
践
性
を

も
た

ら
す、

こ

の

ワ

ー
ク
ブ
ッ

ク

は
、

文
科
省

初
等
中
等
教

育
局

長
に

よ

れ

ば

「

児
童
生

徒
が

身
に

つ

け
る

道
徳
の

内
容
を、

児
童
生

徒
に

と

っ

て

わ
か

り
や
す
く

表
し
、

道
徳

的
価
値
に

つ

い

て

自
ら

考
え
る

き
っ

か
け
と

な
る

も

の
」

で

あ
る

。

他
方、

教

育
現
場
で

は
、

「

わ

か

り

や
す

さ
」

（
と

っ

つ

き

や

す
さ）

の

反
面、

そ

の

抽

象
性
ゆ

え

に

使
い

づ

ら
さ
や

、

具
体
的
な

議
論
に

引
き

落
と
し
た

際
、

報
告

者
が
フ

ァ

シ

リ
テ

ー
ト
し

た

小
申
高
の

教
員
研
修
で

も
指
摘
さ
れ

た

よ

う
な
「

価
値
の

押
し

つ

け
」

が

危
惧
さ

れ
る

こ

と

と

な

っ

た
。

こ

う
し
た

官
製
ス

ピ

リ
チ
ュ

ア

リ
テ

ィ

の

ほ

こ

ろ

び
ゆ

え
に

、

京
都
府
が

「

心
の

ノ

ー
ト

」

の

地
域
版
と

し
て

『

京
の

こ

ど

も

　
明
日

へ

の

と
び
ら

』

を

作
成
し

た
こ

と

は

自
然
な

こ

と
で

あ
ろ

う
。

か

か

る

京
都
府
下
の

道
徳

教
育
モ

デ
ル

校
で

の

試
み

を

整
理

す
る

と
、

宗
教

的
次
元

を

含
む
道

徳
性
を
ど

う
伝
え
る
か

に

つ

い

て

の

課
題
は

次
の

三

点
に

ま

と

め

ら

れ
る

。

　

 
「

心
の

ノ

ー
ト

」

の

よ

う
に

全

国
区
で

の

使
用
を
念
頭
に

置
い

た

教

材
は

必
然
的
に

抽
象
的
な

内
容
に

な
ら
ざ
る

を

得
な
い

。

か

か

る
見
え
づ

ら

い

官
製
ス

ピ

リ

チ
ュ

ア

リ

テ
ィ

を

具
体
的
な
見
え
る

形
に

す
る
た

め

に

は

地
域
性
を
テ

コ

に

地
域
ス

ピ

リ

チ
ュ

ア

リ
テ

ィ

の

レ

ベ

ル

に

落
と

し

込

む

こ

と

が
有

用
で

あ
る

。

　

 
し
か

し

地
域
性
の

レ

ベ

ル

に

し
た
か

ら
と

い

っ

て

宗
教
的
次
元
を

含

む

道

徳
性
が

伝
わ
る

と

は

限
ら
な

い
。

「

心
の

ノ

ー

ト
」

と

同
様
に

教

育

現
場
で

持
て

余
し

気
味
が

伝
え
ら

れ
る

総
合
的
な

学
習
も

、

単
に

地

域
の

人
に

話
を
聞
く
だ

け
で

は、

不
毛
な

時
間
つ

ぶ

し

に

終
わ

る

危
険
性
も
あ

る
。

地
域
性
を
め

ぐ
っ

て

家
族
・

郷
土
・

歴
史
と

い

っ

た

具
体
的
な

事
例

の

学
習
と

家
族

愛
・

郷
土
愛
・

伝
統
へ

の

愛
着
と

い

っ

た

抽
象
的
理
念
に

思
い

を
凝
ら
す
こ

と

と

の

往
復
運

動
が

、

よ

り

有
効
な

道

徳
教
育
と

な
り

う
る

。

モ

デ
ル

校
が

単
発
の

授

業
や
イ
ベ

ン

ト

に

終
わ

ら
ず、

学
期
を
ま

た
が
り

、

し

か

も

総
合
単
元
的
に

道
徳
教
育
を
と

ら
え
て

い

る
の

は
そ

の

た

め

で

あ
る

。

　

 
本
報
告
で

は

京
都
に

焦
点
を

当
て

た

が、

こ

の

よ
う
な

歴
史
的
な

特

性
を

有
す
る

地
域
は
む

し

ろ

稀
で、

ニ

ュ

ー

タ
ウ

ン

や
大
都
市
に

共
有
す

べ

き

地
域
ス

ピ

リ
チ
ュ

ア

リ

テ
ィ

が

あ
る

か

と

い

う
と
心
も
と

な

い
。

ま

た
地

域
ス

ピ

リ
チ
ュ

ア

リ

テ

ィ

自
体
も

価
値
の

多
様
化
・

相
対
化
の

中
で

必
ず
し
も

共
有
さ

れ
る

と

も

限
ら
な

い
。

モ

デ

ル

校
で

は

保
護
者
な

ど
か

ら

違
和
感
が

表
明
さ
れ
た

ケ

ー
ス

を

聞
か

な
か

っ

た

が
、

地

域
ス

ピ

リ

チ

ュ

ア

リ

テ
ィ

も

ま
た

官
製
ス

ピ

リ
チ
ュ

ア

リ

テ

ィ

と

同

様
に、

「

価
値
の

押
し
つ

け
」

の

危
惧
に

さ

ら
さ

れ
て

い

る

と

い

え
よ

う
。

そ
の

意

味
で、

抽

象
的
な

道
徳
的
価
値
の

具
体
化
へ

の

道
筋
は
、

地
域
性
に

限
ら
ず

常
に

複

線
的
に

模
索
さ

れ
る

必

要
が

あ
る

の

だ

ろ

う。
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