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（

一

）

　
宀

示

教
を
哲
学

や

心
理

学
や

社
会
科

学
の

立

場
か
ら

研

究
す
る

こ

と

は
、

こ

れ
ま

で

か
な

り

行
わ

れ
て

き

た
が

、

教
育
社
会
学
的
に

研
究

す
る

こ

と
は
殆
ん

ど

行
わ

れ
て

こ

な

か
つ

た
。

特
に

わ

が

国
に

お

い

て

は

教
育
社
会
学
の

歴
史
が

浅
く

、

ま

た
こ

れ

ま
で

主
と

し

て

そ
の

研

究
め

関
心
を

公

教
育
に

よ
せ

、

基
礎
的
社
会
集
団
や

学
校
集
団

や

地

域

社
会
の

研

究
に

力
を

注
ぎ

、

未
だ

宗
教
集
団
の

よ
う
な

機
能
集

団
の

分
析
は

と
り

あ

げ
ら
れ

な

か
つ

た
こ

と

に

よ
つ

て

い

る
。

宗
教

の

教
育
社
会
学
的
考
察
は

、

宗
教
そ

の

も
の

よ

り

も
む
し

ろ

宗
教

集

団
や

宗
教
戦

育
の

目

的
か
ら

社
会
集
団
を

形

成
し

て

い

る

学
校

を

対

象
と
し

て

い

る

が
、

お

よ

そ
次
の

よ

う

な

課
題
を

担
つ

て

い

る

と

考

え

ら

れ
る

。

一
、

宗
教
教
育
と

祉
会
集
団

と
の

関
連

。

一
一
、

宗

教
教

育
に

参
与
す
る

集
団
の

構
造

性
格
の

分
析

。

三
、

宗
教
葉
団
の

教
育

的
機
能

、

さ

ら

に

は
、

四
、

宗
教

教
育
は
い

か

に

考
兇

た
ら

よ
い

か

の

聞
題
解
決
の

基
礎
づ

け

等
で

あ

る
。

わ

が

国
の

宗

教
集
団
に

は
．

仏
教

・

神
道

・

キ

リ

ス

ト

教
そ
の

他
の

宗
教
団

休
が
あ

る

が
、

宗
教

教
育
と

し

て

特
に

呼
び

う

る

教
育
的
機
能
を

も
ち

、

教
育
調
査
上
の

資
料
を

提
供
し
て

く
れ

る

宗
教
集
団

は
き
わ

め

て

少
い

の

で
、

こ

こ

で

は

特
に

キ

リ

ス

ト

教
集
団

及
び

キ

リ

ス

ト

教
学

校

を

と

り

あ

げ

て
、

右
に

述
べ

た

課
題

を

考
察
し

た
い

と

思
う

の

で

あ
る

。

（

二
）

　
教

育
に

対
す
る

教
育
社
会
学
の

襯
点
が

、

入

間

形

成
の

相

を

集

団
・

施
設

・

イ

デ

オ

ロ

ギ

ー

の

三
つ

と
し
、

こ

の

三

者
が

立

体
的
に

粗
互
に

関
連
し

影
響
し

あ
つ

て

八

間
形
成
に

参
加

す
る

と

考
え

、

こ

の

立
体
的
綜
合
的
関

係
に

お

い

て

人

間
の

教
育
を

考
察
す
る

と
こ

ろ

に

あ

る

と
す

れ

ば
、

詮
き
キ

ーー

ス

ト

教
的
人

間
形

成
に

蔚

い

て

は
、

そ
れ
に

関
し

た

施

設
や

文
化
型

式
に

欠
け

て

い

る

わ

が

嚼
で

は
、

キ

リ

ス

ト

教
集
団
の

担
う

役
割
が

』

へ

と

な
つ

て

く
る

。

キ

リ

ス

ト

教
教
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育
の

目
的
は

「

青
少

年
が

信
仰
告
白
へ

の

備
え

を
な
し

キ

リ

ス

ト

者

と
し

て

の

信
仰
生
活

を
全
う

さ

せ

る

こ

と

に

あ

る
」

（
註
2）

と
さ

れ
て

い

る

が
、

キ

リ
ス

ト

教

的
人

間
形

成
の

過

程
に

は
、

信

仰

告

白
を

境

と

し

て

そ
の

前
後
の

二

段
階
が

あ
る

と

い

え

る

で

あ

ろ

う
。

キ

リ

ス

ト

教
教
育
の

効
果
は

被
教
育
者
の

信

仰
告

白
と
し

て

端
的
に

あ

ら

わ

さ

れ
r

て

い

る
。

そ
こ

に

キ

リ
ス

ト

教

的
人

聞
形

成
の

一

つ

の

メ

ル

ク

マ

ー

ル

が

あ
る

。

信
仰
告
白
は

聖
書
に

基
い

て

洗
礼
と
し

て

あ

ら

わ

さ

れ

る
の

で
、

洗
礼
を

受
け

る

こ

と

に

対
し

て
、

い

か
な

る

祇
会
集

団
が

影
響
を

与
え
て

い

る

か

を
探
求
し

な

く
て

は

な

ら

な
い

。

　
一

九

四

九

年
キ

リ

ス

ト

教
教
育
同
盟

会
が

質
問

紙
法
に

よ
つ

て
、

全
国
の

キ

リ

ス

ト

教
中

等
学
校
四
十
二

校
（
註
3
）

の

生
徒
ご

二
、

○
二

二

人
に

つ

い

て
、

教

会
と

学
校
の

問
題
に
つ

い

て

調

査
し

た
が

、

そ

れ
に

よ

る

と

男
女
と

も

洗
礼
を
受
け

た

年
令
は
平

均
し

て
一

五

才

を

頂
き
と

し

て

く
型
を
な
し

て

い

る
。

一

方
一

九
五゚
一

年
日

本
キ

リ
ス

ト

教
協
議
会
に

よ

る
一

般
教
会
青
年
三
、

Q
三
七

名
を

対
象
と

し

た

質
問
紙
法
に

よ
る

調
査
で

は
、

一

九

才
、

二

〇

才

を

頂
き

と
し
て
凶

コ
へ
　

ゆ
　
　
　

ユ
　

　　
コ
　ロ
　　
め　の
　

ヂ

　

　
ド

のワ
　
あ

　コド
ノ

　

　

ヘ
　

ロ

　

　

　

　

　

　

ラ
　み
ロ

むゐ
ヒ　　
　　
　

ち
ロ

　ロ
　

　

　

レ　コサ
　リ
のロ

ねあへ
　

い　
　
　
レ　

』

ノ

コ
カ
ρ．
一
｝
＝一
つ
ヨ

蓮
力

豸
）

　
　

こ

¢

禪

話
丕
に

よ

め

老
頂
メ

沙
耄

脅
4

の

す
れ・
は

、

第
一

に

現

在
の

教
会
の

青
年
に

は
、

キ

リ
ス

ト

教

学
校

の

経

験
の

な
い

人
が

多
く
い

る

こ

と
、

第
二

に

キ

リ

ス

ト

教
教

育
に

接
す

る
こ

と
が

早
い

程
受
洗
年
令
は

早

く
な
る

こ

と

を

示

し

て

い

る
。

さ
ら

に

そ

れ
は

個
々

人
の

心

理

的
発
達
と

集
団

所
属
の

質
と

量

の

程

度
に

よ
つ

て

い

る
。

そ
れ

で

は
キ

リ
ス

ト

教
的

人
間
形
成
の

副

つ

の

集

徴
で

あ

る

洗
礼
を
受
け

る

と
い

う
一

つ

の

自
己

決
断．
に

は
、

い

か

な

る

社
会

築
団
の

影
響
が

働
い

て

い

る

が

を
、

キ

リ
ス

ト

教
学

校
調
査

を
手
が

か

り

と

し

て

考
察
し

て

み

よ

う
。

そ

れ
に

よ

る

と
金

　 第 一 褒

没 礼 を受 け た 動艘
（贋」接 的 な も の ）

　　 1　学 校 の ふ ん い き lI5％
　　2 学校 の 聖書 学 課

18
％

　 　 3 教 餐 の ぷ ん い き　 15％
　 　 　 　 　 　 　 　 　 1

　「 4H 曜学校 の 影 饗 … 6 ％
　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　

　i5 　家 庭iの ふ ん い き i16 ％
16

家 ta 珂、L 扞 ： 1％

　 　 7 女 人 の 影 響 i79e
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 8 牧 師 の 影 讐 1700

　 19 読 書 の 影 響 　3％

到1・ そ ・ 他
1
既

％

％

％

％

％

％

％

趣
596B4

乃

　 第 二 表

跣礼を受け た 動機
（直接 的 な も の ）

牧 師 の 特 別 な 説 教

「1曜 学校 の 特別 な 話

剛 親 の す す め

女 人 の す す め

学 校 教 騨 の す す め

近 親 の 〃ピ友 人 の 死

そ 　 　 　の 　 　 　他

墨

23456

ア

P
帽

．

調

査
人

員
の

約
四

％
一

、

二

し
三

人

が

洗
祐

を
受
け
て

い

る

が
、

そ
れ
ら

の

人

々

に

つ

い

て
、

受

洗
の

動
機

を

聞

接

的
な

も
の

す
な

わ

ち
一

般
の

日

常
生
活

か
ら

受
け

た
影
響

と
、

直

接
的

な

も
の

す
な
わ

ち

洗
礼
を

受
け

る

よ

う
に

な

っ

た

特
別
め

原
因
と
に

つ

い

て

調
査
し

た

結
果

は
、

そ
れ

セ　
　

ノ
ダ
ノ

　リ
　ヘ
ナし
し

　

ド

アロ
　コ
らコ
ロ
　

そ

名
塀
二

塾
　
創

廷

菰
の

よ

う

に

な
つ

て

い

る
。

　

表

中
の

比

率
は

男
女
平
均

で

あ

る

が
、

第
一

表
で

は
8

5
、

3
、

8
、

5
、

3
、

の

順
に

多
く

な
つ

て

い

る
。

女
子

だ

け

で

は
、

1
、

93
子
だ

け

で

は
、

ー3
、

5
、

8
、

1
、

の

順
に

多
い

．

25
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5
、

3
、

1
は

家

庭
、

教
会
、

学
校
等
の

社
会
集
団
の

影
響
を
示
し

て

い

る

が
、．

4
は

3
に
、

6
は
5
に

含
め

て

考
え

ら

れ
る

か

ら
、

二
一

％
と
い

う
比

率
の

点

で

教
会
の

影
響
は

最
大
と

な

り
、

ま

た

集
団
の

も
つ

キ

リ
ス

ト

教
的
人

間
形
成
へ

の

影
響
は
こ

の

調
査
で

も
五
三

％

を
こ

え

る
こ

と

を

示
し

て

い

る
。

第
二

表
で

は
、

1

が
一

番
多
く

次

に

は

男
子
は
3

、

女
予

は
5
の

順

と
な
つ

て

い

る
。

そ
の

他
が

多
す

ぎ
る

の

は

項
目
の

た
て

方
の

不

適
切
さ

を

示
し

て

い

る
。

こ

こ

で

は

宀

示

教

集
団
の

指

導
者
と

し
て

の

牧

師
の

影
響
が

い

か
に

大
き

い

か
を

示
し

、

ま

た
両

親
や

学
校
教
師
が

宗
教
教
育
に

大

切
な

役
割
を

も
つ

て

い

る
こ

と

を
示

し

て

い

る
。

こ

の

二

つ

の

表
に

よ
つ

て

明

か
な
と

と

は
、

一
、

受

洗
の

基

礎
と

な

る

も
の

が

家
族

、

学
校

、

教
会
等
社

会
集
団
の

影
響
力
で

あ
る
こ

と
、

二
、

キ

リ

ス

ト

教
学
校
と

い

う

特

殊
な

集
団
に

所
属
し
て

い

る

者
す
ら

教
会
と
い

う

社
会
集
団
及

び

そ

の

代

表
者
と
し

て

の

牧

師
の

影
響
が

、

学
校

そ
の

も
の

の

影
響
よ

り

も
大

き
い

と
い

う
こ

と
で

あ

る
。

こ

の

調
査
で

教

会
の

影
饗
以

外
の

原

因
で

洗
礼
を

決

意
し

た
も
の

も
、

洗
礼
は

教

会
で

受
け

、

教
会
に

所
属
し

教
会
に

よ

る
人

閥
形

成
へ

の

影
響
を

受
け

て

い

く

の

で

あ

る
。

ま
た
キ

リ

ス

ト

教
学
校
の

経

験
の

な
い

入
々

の

洗
礼
を

受

け

る

決
意
は

他
の

社
会
集
団
よ

り

も
教
会
に

よ
つ

て

与
え

ら

れ
た

影
響
に

よ

る

こ

と

は

い

う

ま
で

も

な
い

。

以

上
の

慕
実
は
キ

リ

ス

ト

教
的
人

聞
形．
灰

に

最
も

大
き

く
影
響
す

る

も
の

は
、

集

団
の

う

ち

で

は

教
会

と

い

う

集
団
で

あ
る

こ

と

を
明
か
に

し
て

い

る
。

へ

三
）

　

次
に

キ

リ
ス

ト

教
的
人

腿
形
成
へ

大
き

な

影
響
を

も
つ

て

い

る

社

会
集
団
す
な

わ

あ

学
校

、

教

会
、

家
庭
に

つ

い

て

分
柝
を
進
め

て

い

こ

う
。

第
噌

表
で

「

…

…
の

ふ

ん

い

属
に

と
い

う

よ

う

に
、

ふ

ん
い

き

と
い

う

言
葉
は

そ
れ

ぞ

れ
の

エ

ト

ス

を
あ

ら

わ

し

て

い

る

も
の

で

あ
ろ

う

が
、

そ
れ

ら

は

ど
の

よ

う

な

構
造

を

も
つ

て

い

る

で

あ
ろ

う

か
。

　
キ

リ
ス

ト

教
学
校
の

構
造

は
、
，

一

般
の

学

校
と

同
じ
よ

う

に

教

師

1戮N 　　　才rl

l」曜 学校
・x

　 1412 易

　 li　 14％

巨゜ 83％

　 13．9426

第 三表　教会出席状 况

1漉 融 へ

1540 ％

2205 つ
0

50、09％

12．75∫乞．

の

　
の

　
い

も

　
も

μ

ー

な

嘶

行

か

毎

時

行

旨 行 つ て い た か や め た
1

、
集
団
と
生

徒
集

団
と

か

ら

成
つ

て

い

る
。

、
こ

の

場
合

教
師

集
団

は
信

仰

者
又

は

求
道
者

か
ら

成
つ

て

い

る
．

こ

の

教

師
集
団
と

生

徒
集
団
と
の

閲
に

は

ど
の

よ

う

な
社
会
過

稗
が

働
い

て

い

る

か
を

考
察
す

る
叫

つ

の

基

準
は

、

教

会
へ

の

出
席
を

教

師
が

す
 

め

る
こ

と

に

対
す

る

生

徒
の

反
応
の

状
態
で

あ
る

。

さ

き

の

キ

リ

ス

ト

教
学
校
調

脊
を

予
が

か

り

と
し

て

そ

の

点
を
み

る

と
、

第
∴、、

長
の

よ

う

に

な
つ

て

い

る
。

こ

の

爽
か

ら

明

か

な
よ

う

に

全

体
と

し
て

半
分
が

教

会

へ

行
つ

た
こ

と

が

な
い

。

教
ム
圏

へ

行
つ

て

い

た
が
や

め

た
も
の

を

含
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め

る

と
六

二
・

八

四

％
に

達
し

て

い

る
。

日

曜
学
校
に

つ

い

て

み

る

と
、

行
か
な
い

も
の

、

行
つ

て

い

た
が

や

め

た
も
の

を
へ
口

せ

る

と
、

七
四
．

七

七

％
に

達
し
て

い

る
。

両
者
に

重

複
し
て

い

る

も
の

も
あ

る
の

で
、

そ
れ

ら

を

整
理
し

た

結
果
で

は
、

教
会
へ

も
H
曜
学
校
へ

も

現
在
行
か
な
い

も
の

約
七

〇
％

、

ど
ち

ら

か
へ

時
々

行
く

も
の

約

二

〇
％

、

ど

ち
ら

か
へ

毎
日

曜
肴
く

も
の

約
呵

○
％

、

と

な
つ

て

い

る
。

　
ニ
カ

細
く
見
れ
ば

教
会
や
口

曜

学
校
へ

行

く

も
の

は
、

学

年
が

進
む

に

つ

れ
て

増
加
し

、

ま
た
キ

リ

ス

ト

教
学
校
入

学
校
増

加
し

て

い

る
こ

と

は
、

学
校

で
の

宗
教
教
育
の

影
響
が
あ

ら

わ

れ
て

い

る

こ

と

を
示
し
て

い

る
。

し

か

し

教
会
へ

も
日

曜
学
校
へ

も
肴
か
な
い

も

の

す

な
わ

ち

学
校
の

方
針
に

適
応
し

な
い

も
の

が

約
七

〇

％
を

占
め

て

い

る

原
因
は

、

更
に

つ

き

す
」

ん

で

考
察
す
べ

き
こ

と
で

あ

る
。

右
の

調
査
が
教

会
や

旧

曜
学
校
へ

行
つ

て

い

た
が
や

め

た
と

い

う

者

に

つ

い

て
、

そ
の

原
因
を
示
し

て

い

る

と

こ

ろ
で

は
一

番

多

い

の

は
、

　
「

あ
ま

り
遠
い

か
ら
」

一
ご

二

％
、

以

下
づ

ゴ

い

て

「

キ

リ

ス

ト

教
が

理

解
で

き

な
い

か
ら
」

一
一

％
、

「

つ

ま
ら

な
い

か

ら
」

九
％

ン
ロ
う

く
ロ
ロ
ロ
ア

　

お

コ

　

の
ア
　　ロ
　の
　
　コ
　

ひ

　コ
ち

　ヘレ
　

ユ

　

ヨ

　ロ
し
　

リ
へ
じ

と

　
し

　
　

　

　

　

ト

¢

 
に

彡
V

禦
に

カ
イ
冬

舟
4
窄
て

姻
一

遙
VL

と

V

う

こ

と

が
、

教
会
か

ら

遠
ざ

か
つ

た
大

き
な

原

因
を

な
し

て

い

る
。

し

た
が

つ

て

「

学
校
の

ふ

ん

い

き
」

と
い

う
こ

と

も
、

他
の

学
校

に

お

け

る

宀

示

教
へ

の

佃
畿

関

心

か
掘醐

帰
的
亠
な
呵

色
の

傾…

向
と

異
つ

て
、

こ

の

学
校

が

社
会
集

団
と
し

て

複

雑
な

社
会
過

程
を

包
み
こ

ん

で

い

る
こ

と

を

示
し

て

い

る
。

キ

リ
ス

ト

教
的
人
間
形

成
を

同

標
と

し
て

い

る

教

師

集
団
の

要
喰
す

な
わ

ち

教
会
へ

の

自
発
的
川

席
の

す

 

め

に

対
L

て
、

消
極
的
に．
杭
極
的
に

適
応
を

示
す

も
の
、

対
疏
を
．

不

す

も
の

な

ど
い

ろ

く・
の

社
会
的
絹
互

作
用

譴
4
）

を

包
み
こ

ん

で

い

る
。

人

間

形
成
の

働
き

は
こ

れ

ま
で

考
え

ら

れ
て

些
た

段

師
か

ら

生
徒
へ

の
一

方
的
な

過
程

な
の

で

は
な

く
、

生

徒
の

キ

リ
ス

ト

教

的
人

聞
形
成
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

　

　

　

　

　
ヘ

　

へ

過
程
に

お

い

て

は
、

教

師
集
団
の

要
蜷
に

適
応
し

、

学
校
集
団
の

内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
ヘ

　

へ

外
か

ら

の

異
教
的
社
会
の

無

関
心
や

無
神
倫
的
顛

向
と

対
立
し

戦
い

を

と
お

し

て
、

さ

ら

に

生

徒
会
や

学
級
集
団

を
包
み

こ

ん

だ
生

徒
集

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

　

　

　

　

　

　
カ

　

へ

団
の

同
志

的
感
惜
や

内

集
団

感
情
の

形

成
に

協
同
し

て

い

く

過
程
が

み

ら

れ
る

。

こ

の

よ
う

に

キ

リ
ス

ト

教

学
校
の

「

ふ

ん

い

恋
」

と

は

単
色
を
も
つ

て

彩
ら

れ
て

い

る
の

で

は

な
く

複
雑
な

社
会
過

程
を

も

つ

て

い

る
。

社
会
的
枳

互

作
用
は

教
師
対
生
徒
の

両

集
団
の

中
に

お

い

て
、

　一

人

対
一

人
、

　一

人

対
集
団

、

盤
小

団
対
集
団
の

闇…
の

適

応
、

協
同

、

対
立

な
ど
の

い

ろ

く
の

過

程
で

あ
る

。

キ

リ
ス

ト

教

学
校

は
キ

リ

ス

ト

教
に

基
く

と
い

う

点
で
一

般
の

掌
校
と

異
り

、

学

校

教

育
を

行

う

と
い

う

点
で

教

会
と

異
つ

て

い

る
。

　
教
会
は

信
仰
の

団

体
で

あ
り

、

単
な

る

教
育
機
関
で

は

な
い

。

t

か
し

今
日
の

教
会
は

宗
教
集
団
と

し

て

社
会
集
団
の

性
格
を

も
ち

、

そ

の

中
に

は

日

曜
学
校
や

青
年
会
や

教
友

会
等
の

年
令
や

性
別
に

し

た

が
つ

て

い

ろ

く
の

集
団
を
含
み

、

宗
教
教
育
の

機
能
を

営
ん

で

い

る
。

そ
の

点
に

お

い

て

は

学
校

と

同
じ
よ

う

に

様
々

の

社
会
過
程

が

存
在
し

て

い

る
。

教
会
は

特
に

六
。

三
。

三

の

学
校

体
系
に

痞
じ
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て

日

曜
学
校
を

編
成
し

、

さ

ら

に

幼
稚
園
を

持
つ

た

も
の

も
多
く
、

宗
教
教
育
の

機
能
を

果
し
て

い

る
。

　

既

に

前
の

と
こ

ろ

で

キ

リ
ス

ト

教
学
校
の

生
徒
の

う

ち
、

教
会
か

ら

離
れ
て

い

る

者
の

理

由
が

「

教

会
か
ら

遠
い
」

、

　
、

宗
教
が

理

解
し

に

く
い
L
「

つ

ま

ら

な
い
」

等
で

あ
る

こ

と

が
，

明
か

に

さ

れ
た

。

し

か
し

同
じ
よ

う

な

理

由
で

学
校
を

や

め

る

と
い

う

こ

と

は

余
り
み

ら

れ
な
い

。

こ

れ
は

両
集
団
の

性
格
の

ち

が
い

に

よ
つ

て

い

る
。

キ

リ

ス

ト

教

学
校
調
査
に

よ
つ

て

そ

の

点
を

探
求
す

る

こ

と

に

す

る
。

　

ま

す
こ

の

種
学
校
に

入
つ

て

く

る

動
機
を
み

る

と

第
四
表
の

よ

う

に

な
つ

て

い

る
。

予
想
さ

れ
る

十
二

の

場
合
を
列
挙
し

て

そ
の

う

ち

第四 表　入学 の 動機

9 ％

15

5．51755

正

0．5

75

24 ．5

7

43

．5

l　I　学梭 経営 者 が よ い カ≧ら

　2 キ リ ス 暾 の 学校 だか

　 　 ら

　 3 　近 い か ら

　 4 　自分 か らすす ん で

　 5 　肉身 が い る か ら

　 6 　友人 が い る か ら

　 。 教会 ・ 日曜学校 の 紹 介
　

t
　で

　　 小 学 の 先 生 に す土 め ら
　 8
　 　 れ て

［， 父 母 。 す す 。 、れ 。

　　 親 せ き釦 人 に す す め らlo
　 　 れ て

膿 鐙
く

か

ら

選
択
さ

せ
て

い

る

が
、

一

番
多
い

の

は

「

父
母
に

す
」

め
ら

れ

て
L

以

下
「

自
分
か
ら

す
玉

ん

で
」、

「

キ

リ
ス

ト

教
の

学

校
だ

か
ら
」

等
の

順
と
な
つ

て

い

る
。

こ

こ

で

注

意
す
べ

き

は
、

第
一

に

「

父
母

に

す
玉

め
ら

れ
て
」

が

多
い

こ

と

と
、

第
土
に

「

教
会

・

旧

曜

学
校

の

紹
介
で
」

と
い

う

の

が

非

常
に

少
い

こ

と
で

あ

る
。

次
に

「

教
会

に

行
く
よ
う

に

な
つ

た

動
機
」

に

つ

い

て

み

て

み

る

と

第
κ

表
の

よ

う
に

な
つ

て

い

る
。

　 　 窮 五 衰

教会 へ 行 くよ 5 に なつ た の は

1 学校 か らすす め られ て 「19 ％

，
鞭 の 鸚 鞭 の 影釧 1。

　 で　　　　　　　　　
1

3　　　　 ．　 の 　　　で 　　　　　1

1

05143429410

　135

　 学校 力 ら　 紹 介

　 先生 が つ れ て い つ て 下4
　 　 さ つ た か ら

5 先生 が 行 つ て い る か ら

6　友人 が行 つ て い る か ら

7 　父母 が 行 つ て い る か ら

8 　父 母 に すす め られ て

y 　 Iil分 か らす す ん で

10　幼 い 時 か ら・行 つ て v ・た

11　 団lrat享i校 か らつ づ 1い て

12 読 暑 の 影 響 で

13　 そ の 他

　
叫

番
多
い

の

は
「

自
分
か
ら

す
エ

ん

で
」

で
、

次
に

は
「

学
校
か

ら

す
製

め
ら

れ
て

」

と

な
つ

て

い

る
。

第
四

衰
、

第
五、

表
を

通
じ
て

注
意
す
べ

き
こ

と

は
、

9
「

自
分
か
ら

す
エ

ん

で
」

と

い

う

自
発
的

意
志
が

第
四

表
で

低
く

第
五

表
で

高
く
な
つ

て

い

る

こ

と
、

⇔
「

父

母
に

す
エ

め
ら

れ
て
」

が

第
四

表
で

高
い

に

掬
ら

す
、

第
互
表
で

は
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・

多
い

の

は

「

　 　 　 第 六 表i
父 母 の キ リ ス ト教に対 す

’
る熊 度

両 』
親 ［

制 ・ 髣鬻1諮 潜 成 ・…

　 　 　

劇 ・ 醐 と も ど ・ で も よ ・

・9 ・導 欝：禦 糠
も

よ
い

L

四｝一、
・

〇
一

96
で

、

次
に

両 親 と も キ リ ス ト教 に

賛 成

両親 中一一・方 t：tes成 、

一一

方 は ど う で く，よ い

F 　両 親 と も不 賛 成

G 　ア可親 と も剰i鬱（徒

K 聨 黼姦覇i新教 徒 ・

I 　 lrf1∫親 と も1日遊（徒

　 両 洩 中
一方新教徒 …一方

」
　 は 未 信 者

1く 礫篇
加 搬 功

35．89％

8．21

0．38

43．01

0．71

1．206

．05

O．07

0 ，63

3，33

O ．5L）

誅 A か らF 衷で は両 親 と もに ．キ リ ス ト教 徒 で な

い もの
，

（1か らK ま で は両 親 夊 は そ の 一方 が キ リ
ス ト教 徒で あ ろ も の につ い て 調 ぺ られ て あ る。

低
い

と
い

う

こ

と
、

圜

学
校
が

教

会
へ

行
く
こ

と

を
す
」

め

る
の

は

高
い

に

拘
ら

す
、

教
会
が
こ

の

種
学
校
へ

行
く
こ

と
を

す
」

め
る

の

が

き

わ
め
て

低
い

こ

と

等
で

あ

る
。

ま

す

第
一

の

事
実
は

、

教

会
へ

行
く

と
い

う
こ

と

は
、

学
校
へ

行
く
と

い

う
こ

と
よ

り
、

い

つ

そ
う

白
覚
的

・

目
的
的
で

あ

り

自
由
な

意
志

に

基
い

て

い

る

こ

と

を
示

し
、

学
校
を

中
闇
的
集
団

と
し

、

教
会
を

第
二

次

集
団
と

考
え

る

社

会

学
の

一

般

原
理

を

あ
ら

わ
し

て

い

る
。

第
二

の

事
実

ぱ
父

母
の

キ

リ
ス

ト

教
に

竝
す

る

態
度
と
、

生
徒
の

宗
教
的
態
度
と
の

関
連
に

つ

い

て

の

探
求

を
必

要
と
さ

せ

る

で

あ
ろ

う
。

ま

す
父

母
の

キ

リ

ス

ト

教
に

対
す
る

態
度
を
み

る

と

第
六

表
の

よ

う
に

な
つ

て

い

る
。

　圃

番

現

在

教

会

へ

蕉 徒 の 態 度
　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 ノ

董　公」
二　　ii　　巨罷　　手f　　く　　　5・52％

2fflj… 　 々 　 イ了 　 く 　 8．80

3 孝ゴ 　カ・　 フk 　 v・117・47

4 行 つ て い た が や め た
14 ．10

　　　 計 　 一⊥
35・89

第 七裹　家庭の キ リ ス ト教に対す る慧度 と生 徒 ノ）宗教的状態

　　　　
両「親 の 態

肉　　A 　　i　B　　l　D 　　1　（“

1．33％

1．993

．771

．12

8。21

3．96％

8．0624

．89

lJl
2．61％

1．59131

・… 1・54

騒「056
虹脚1…

1

は
「

両
親

と

も
キ

リ

ス

ト

教
に

賛

成
」

三

五
・

八
九

％
と

な

つ

て

い

る
。

　

両
親
叉
は
一

方
が

新
教

徒
の

家

庭
は

合
せ

て

九
。

三

八

％
で

、

全

休
の

約
一

割
で

あ
り
、

約
九

割
が

仏
教
神
道
の

家
庭
で

あ

る
。

そ
の

中
に

は

宗
教

を
信

じ
な
い

家
庭
も

多
い

と

思
わ

れ
る

が
、

そ
の

比

率

は

明
か
で

な
い

。

「

両
親
と

も
不

賛
成
」

の

家
庭
の

場
A
−
∬
は

、

単
に

学
校
が

適
当
し

た
も
の

が

他
に

な

く
、

こ

の

種
学
校
が

近
い

と

い

う

よ

う
な

理

山
が

大

部
分
で

あ

る
。

次
に

家
庭
の

キ

リ
ス

ト

教
に

対
す

る

態
度
と
生

徒
の
宀

示

教
的
能
心

度
の

関
連
を
、

特
に

「

A
、

商
親
と

も

キ

リ

ス

ト

教
に

賛

威
」

、

「

B
、

両

親
中
一

方
は

薺
成

、

一

方
は

ど
う

で

も
よ

い
」
、

「

D
、

両

親
と

も
と

う
で

も
よ

い
」 、

「

G
、

両

親
と

も

新
教
徒
」

、「，
J

、

両
親
中
…

方
新
教

29
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徒
、

　一

方
は

未
信

者
」

等
の

比

率
の

比

較
的
多
い

五
つ

の

場
合
に

つ

い

て

み

る

と

第
七

表
の

よ

う
に

な
つ

て

い

る
。

こ

れ
に

よ

る

と

毎
臼

曜
教

会
に

行
く

者
は

、

A
三

五
・

八

九

％

中
五
・

五

二

％
す
な

わ

ち

約
一

・

五

割
、

8
八

・

一

二

％
中
一

・

三

三

％
、

す

な
わ

ち

約
一

・

五

割
、

D
四
三

。

〇
一

％
中
三

・

九

六

％
、

す
な

わ

ち
約
0

・

九

割

G
六

・

〇
五
％

中
二

・

六
淑

％
、

す

な
わ

ち
約
四
。

三

割
、

J
三

・

三

三

％

中
O
。

九

七

％
、

す
な

わ

ち

約
三

割
で

、

　
「

G
両
親
共
薪
教

徒
」

の

家
庭
の

生

徒
が
一

番
多

く
、

　
「

」

両
親
屯・
一

方
新
教
徒
…

方

は

未
信
者
L

の

家
庭
が
こ

れ
に

続
い

て

い

る
。

以

下
A
・

君
・

D
等

の

信
者
で

な
い

家
庭
に

お
い

て

も
、

両
親
の

宗
教
に

対
す
る

賛
意
の

程
度
に

応
じ
て

、

生
徒
の

宗
教

的

状
態
が

あ
ら

わ

れ
て

い

る
。

A
の

家
庭
よ

り
、

B
の
｛
豕

庭
が

や
Σ

生
徒
の

教
会
出
席

率

は由
咼

く
な
つ

て

い

る

が
、

い

す

れ
に

し

て

も
全

体
的
に

み

る
と
、

両

親
の

宗
教
に

対

す
る

態
度
が

坐

徒
の

宗
教
に

対
す
る

態
度
に

影
響
す
る
こ

と

を
明
か

に

し

て

い

る
。

こ

の

点
第
一

表

と

合
せ

て

考
え

る

と

現
代
の

家
族
が

か
つ

て

の

古
い

家
族
が

持
つ

て

い

た

諸
機
能
を

近

代
的
集
団
に

譲
つ

て

い

る

が
、

生

殖
や

情
愛
の

機
能
の

他
に

、

依
然
と

し
て

州

つ

の

教

育
的
機
能
を
羝
つ

て

い

る
こ

と

を

明

か
に

し

て

い

る
。

そ
れ

は

特
に

し

つ

け

と
い

う

書

葉
で

あ
ら

わ
さ

れ

る

か
も

知

れ
な
い

が
、

家
族

集

団
の

エ

ト
ス

が

子

供
の

成
長
に

影
響
す
る

こ

と

は
、

宗
教
的
人

闇
形

域
の

面

で

も
肯
定
し

う

る
の

で

あ
る

。

し

か
し

キ

リ

ス

ト

教
的
人

間

形
成
に

参
与
す

る

家
族
、

学
校

、

教
会
等
の

社
会
筴

団
の

関
連
を

み

る

と
、

家
族

集
団
の

影

響
と

と

も
に

学

校
さ

ら

に

特
に

教
会
の

影
響

を

受
け

て

い

る
。

こ

の

こ

と

は
人

聞
の

成
長

を

教

育
社
会
学

的
に

見

た

場
合

、

第
一

次

的

集

団
か

ら

第
二

次
集
団
へ

と

集
厨
所
属
を
増

加

し

人

格
の

接
触
化
の

増

大
し
て

い

く

構
造

を

も
つ

て

い

る

こ

と

を
、

こ

の

而
に

お

い

て

も

示
し

て

い

る

の

で

あ
る

。

　

次
に

第
四

表
、

第
五

表
を

通
じ
て

見
ら

れ

た

第
三
の

事
実
す

な
わ

ち
キ

リ

ス

ト

教
学
校

か
ら

教
会
へ

行

く
こ

と

を

す
丶

め
ら

れ
て
、

教

会
へ

行
く
よ

う

に

な
つ

た
生
徒
が

か

な
り

多
い

の

に

対
し
て

、

教
会

や

日

曜
学
校
か

ら

キ

リ

ス

ト

教

学
校
へ

行
く
こ

と
を

す
」

め

ら

れ
て

入
学
し

た

と
い

う
の

が
き

わ
め

て

少
い

こ

と

は
、

何
に

よ

る
の

で

あ

ろ
う

か
。

キ

リ

ス

ト

教
学
校
が

設
立
の

趣

旨
か
ら
、

教
会
へ

生

徒
が

出
席
す
る

こ

と

を

す
」

め

る

の

は

当

然
で

あ
る

が
、

問
題
は

何
故
に

教
会
や

口

曜
学
校
で

す
丶

め

ら

れ
て

、

キ

リ

ス

ト

教

学
校
へ

行
つ

た

者
が

少
い

か

と

い

う
こ

と
で

あ
る

。

そ

れ
は
こ

の

種
学
校

を
支

え

る

社
会
階
層
の

問
題
の

考

察
を
必

要
と

す
る
で

あ
ろ

う
。

家
庭
の

職
業

分
類
に

つ

い

て

は

こ

の

調
査
で

は

明
か
で

な

い

が
、

東
京
の

一

学
校

（

申
学
校

・

賞
同

竺
寸

学
校

併
鶉
砥
）

　
の

婁
例
を
み

る

と
、

銀
行
昌…．
五

六
一
％

亠

陶

業
一
竺

∵

％
、

官
響

公

吏
六
，

％
、

疾冖
師 
五

％
の
…
順
に

多
い

。

こ

れ

を
さ

ら

に

具

体
的
に

見
る

と
こ

の

種
学
校
に

は

平

均
し
て

経

済
的
に

か
な

り

恵
れ
た

階
層
が

支

配
的
で

あ
る

。

こ

の

傾
向
は

こ

の

種
学
校
に

一

般
的
で

あ

る
。

こ

の

点
教
会
の

H
曜

学
校
生

徒
の

家
庭
や

教
会
貫
の

社
会
階
層
よ

り

は

か

な

り

高
く

、

社
会
階
層
的
に

は
す

れ
が

存
在
し

齟
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て

い

る
。

こ

の

点
に

こ

の

稚
学
校
へ

の

入

学
に

対
し

て

教

会
や

日

曜

学
校
の

教
師
の

す
玉

め

が
、

他
の

要
因
特
に
一

般
に

信

徒
で

な
い

小

学
校
教
師
の

す
L

め

よ

り

も
少
い

と
い

う
こ

と

の

原
因
が
あ

る

と

思

わ

れ

る
の

で

あ

る
。

こ

の

種
の

学
校
に

と
つ

て
、

特
定
の

階
層
と

関

連
を

も
つ

こ

と

は
、

ク

ッ

ク

の

よ

う
に

社

会
の

階
級
的

対
立

意
識
を

苔

定
す
る
〔
詫
5
）
と

は

異
つ

た

意
味
で

、

宗
教

教
育
で

は

弊
戒
さ

れ
て

い

る

よ

う
で

あ

る
。

さ

ら

に

G
・

S
・

カ

ウ

ン

ツ

が

指
適
し

た
よ

う

な
学

校
と

階
層
の

問
題
詮
6）

す

な

わ

ち
ア

メ

リ

ヵ

に

お

け

る

進
歩
的

学
校
の

危
…

磯

や
舶
儂

万

向
性
が

、

恵
れ

た
申・
産

階甜
殺

上

届
の

気
分
や

思

想

を

反
映

し

た

傾
向
が
，

某
し

て

こ

の

種
の

学
校
に

あ
ら

わ

れ
て

い

な
い

か

ど
う

か
、

換．
冨

す
れ

ば
キ

リ

ス

ト

教
学
校
衣

来
の

H
的

が
、

と

の

学

校
に

支

配
的
な

社
会

階
層
に

よ
っ

て
、

左
冶
さ

れ
て

い

な
い

か

ど

う

か
の

質
と

量
の

問
題
に

つ

い

て

は

検
討
を

要
す

る

で

あ
ろ

う

が
、

と

の

点
に

つ

い

て

は
こ

れ
ま

で

の

調
査
や

探
求
で

は

明

確
に

す

る

こ

と

は
で

き

な

か
つ

た
。

　

公
立

学
校
は
今・
日

殆
ん

ど

学
区
制
に

よ
つ

て

い

る
が
、

キ

リ

ス

ト

教

学
校
は

よ

り

広
汎
な
地

域
を

通
学
区

域
と
し

て

も
つ

て
」
い

る
。

例

え

ば

東
京
の

あ

る

中
等
学
校
に

つ

い

て

み

て

も
、

そ
の

三
〇．
％

が

乗

物
を

利
用
し

て

も
一

時
陶
以

上
の

通

学

時
間
新

要
し

て

い

る
。

ま

た

キ

リ

ス

ト

教
学
校
は
教

会
よ

の

も
さ

ら

に

徹
底
し

て

都

市
に

集
巾
し

て

い

る
。

す

な
わ

ち
キ

リ

ス

ト

教
教
育
同
盟
会
に

こ

の

種
学
校
は

属

し

て

い

る

が
、

そ
の

約
七

〇
％
が

六

大
都

市
に

あ
り
、

町
村
部
に

あ

る

も
の

は

六

％
に

す

ぎ

な
い

。

こ

れ
は

主
と

し
て

財
政
の

問
題
に

関

係
し

て

い

る

で

あ
ろ
う

。

キ

リ
ス

ト

教

学

校
は
一

般
に

ミ

ッ

シ

ョ

ン

ス

ク

ー

ル

と
し

て

の

起
源
を

も

ち
、

今

日

も
一

般
人

に

は
こ

の

名

称

を

も
つ

て

知
ら

れ
て

い

る

よ

う

に
、

欧

米
の

キ

リ

ス

ト

教

団
体
の

力

に

よ
つ

て

た
て

ら

れ

た

も
の

が

多
い

。

し

か
し

今
次

戦
争

中
、

欧
米

か

ら
の

援
助

が

絶
た
れ

た

た
め

に

財
政

的
に

自
立

せ

ざ
る

を

え

な
く

な

り
、

戦
後
外
か

ら
の

授
助

も
復
活
し

て

い

る

が
、

自
立

化
の

傾
向

は

戦
後
も
続
い

て

い

る

よ

う

で

あ

る
。

昭

和

二

十

竺

年
度
に

お

い

て

学

校
経

費
の

財

源
と
し

て

は
、

全

国
の

公
立

学
校
の

場
合
で

は
、

勿

論
鬨
及

び
地

方
の
向
箕

担
が

大
き

く
、

山
局

等

学

校
に

お
い

て

は

財
源
の

う

ち

授
業
料
そ

の

他
が

二

二

％
を

占
め

る

に

対
し

、

私
立

学
校
は

独

立

経

営
を

本
則
と

し

て

授

業
料
誇

よ

び

寄

付

金
で

八
三

％

を

占
め
て

い

る
。

（

註
7）

キ

リ
ス

ト

教
学
校

経
費
の

財

源

も

授
業
料
と

国

内
、

国

外

か
ら

の

寄
附
に

よ
つ

て

支

え

ら

れ
て

い

る
。

キ

リ

ス

ト

教
学

校
調

査
で

は
財
政
の

陶
題
に

つ

い

て

は

僅
か

に

二

十

二

校
し

か
そ
の

資
料

を
提
供
し
て

い

な
い

。

昭

和
二

十

三

年
度
の

財
政

に

つ

い

て

の

調
査

で

は
、

外
国
か

ら
の

寄
附
は
一

校

平

均
｝

六

七

万

円
で

、

寄
附
を
受

け

た

顯
は

五

〇

〇

万
以

上
二

校
、

三

〇
〇
万
以

上
…

校
、

二

〇
〇
万

以

上

三

校
、

一

〇
〇
万
以

上
六

校
で

他
は

こ

れ
以

下

か

不

朔
で

あ

る
。

こ

れ
ら

が

財
源

中
に

占
め

る

割

合
は

明
か

で

な
い

。

生

徒
一

人

当
り
の

一

ケ

月

学
校
へ

の

納
金
は
二

十
三

年
度
に

誇
い

て

中
学

校
で

平

均
四
一

六

円

八
三

戈
、

高
等
学

校
で

四
五

〇

円
五

八

曳
で

、

当
時
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の

公

立

学
校
で

の

生

徒
一

人
当
り
の

納
金
に

比

し
て

遙
か
に

高
い

数

字
を

示
し

て

い

る
。

自
立

性
の

点
に

誇

い

て

は

都

会
よ
り

も
ま

た
低

い

段

階
に

あ
る

と

い

わ
な

け

れ
ば
な

ら

な
い

。

キ

リ
ス

ト

教
学
校
の

教
育
行
政
に

つ

い

て

は

私
立

学
校
法
（

昭

和
二

四

年
一

二

月
一

五

日

施

行
）

の

規

定
を

受
け
て

い

る
が

、

経

済
的
に

経
営
の

面
か

ら
、

比

較
的
恵
れ
た

階一
層
の

支
持
に

ま

た
な

く
て

は
な
ら

な
い

の

が

現

状
で

あ

る
。

行
政
の

質
と

量
を

決
定
す

る
の

は
財
政
で

あ

り
、

財

政
を

支

配
す

る

者
が

政

策
を

支
配
す

る

こ

と

は

教
育
行
政

上
の

公
理
で

あ

る

が
、

キ

リ

ス

ト

教
教
育
も
そ

の

主
義
主
張
を

明

確
に

し
、

そ
の

自
立

化
を

は

か
る

に

は

多
く
の

問
題
が

横
た

わ

つ

て

い

る
。

（

四
）

　

今
日

の

教
会
は

欧

米
に

お
い

て

も
政

治
や

教

育
へ

の

支
配
的
地

位

を

失
つ

て

い

る
。

こ

こ

に

い

た
る

ま

で

の

キ

リ

ス

ト

教
の

社
会
的

歴

史

的
展
開
に

つ

い

て

は
、

特
に

宗
教
の

機
能
が

政

治
か

ら

分
離
し
て

む

し

ろ

個
人
の

精
神
改
革
を
め

ざ

し
て

い

る

点
が

注
意
さ

れ
る

。

マ

ッ

ク

ス

・

ウ

ェ

ー

バ

ー

が

プ

ロ

テ

ス

タ

ン

テ

ィ

ズ

ム

の

倫
理

と
咨ハ

本

主

義
の

精
神
と
の

関
係
を

明
か
に

し

た
の

は
、

こ

の

傾

向
を

示

唆
し

て

い

る
。

そ

れ
と

と

も
に

か

れ

が

繭
欧
社

会
に

お

け

る

宗

教
の

合
理

性

と

東
洋

社
会
に

お

け
る

宗

教
の

非
合
理

性
と

を

対
比

し

て
、

東
洋

社

会
の

前
近
代
性
を

呪
術
宗
教

的

畳
格
に

求
め

た
こ

と

は
、

今
後
に

お

け

る

宗
教
形
態
の

推
移
変
化
に

つ

い

て

の

基
礎
を

与
え

た

が
、

御

利
益

と

か

病
魔
退

散
と
い

つ

た
生

活
の

利

害
的
聞

題
か

ら

離
れ

、

専

ら

人

間
の

内
面

性
に

関
す

る
傾

向
を
め

ざ

し
、

教

会
は
単
に

信

仰
の

団
体
と
し

て

の

機
能
の

他
に

、

教
育
的
機
能
を
重

視
す
る

よ

う

に

な

つ

た
。

教
会
が

学
校

を

建
て

、

ま
た

自
己
の

内
部
に

教
育
的
体
制
を

つ

く
る

よ
う

に

な
つ

た

近
代
十

九

世

紀
以

後
の

傾

向
は
、

そ
の

こ

と

を

物
語
つ

て

い

る

が
、

日

本
に

お

い

て

キ

リ

ス

ト

教
教

会
の

教
育
的

機
能
は
ど
の

よ

う

に

あ

ら

わ

れ
て

い

る

か
。

教
会
に

集
つ

て

く
る

青

年
が

教

会
に

何
を

要
求

し
て

い

る

か
の

側
面
か
ら

究

明

し

て

み

よ

う
。

　
呵

九

五
叫

年
U
本
キ

リ

ス

ト

教

協
議
会
は

、

、
註

屋
全

国
の

プ
ロ

テ

ス

タ

ン

ト

教

会
の

男

女

青
年
三

、

〇

三

七
名

（

男
一
、

四
六

八
、

女

一
、

五
六

九
）

に

つ

い

て
、

　
「

青
年
伝
道
調
査
」

を

行
つ

た
。

こ

れ

は

本
来
伝
道
方
策
確
立
の

た

め
の

資
料
と
し

て

行
つ

た

も
の

で

あ

る

82
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を
伺
う

こ

と
が

で

き
る

。

こ

の

う

ち

「

教
会
へ

通
い

始
め

た

動
機
」

の

調
査
結
渠
は

第
八

表
の

よ

う
に

な
つ

て

い

る
。

　
こ

の

表

か
ら

明

か
な
こ

と

は
、

青
年
た

ち
が

教
会
へ

行

く

動
機
の

う

ち

最
も

多
い

も
の

は
、

「

人

生
の

基講
礎
の

確
立
一
、

「

真
理
の

探
求
」

、

「

思

想
閥

題
」

等
の

知
性
的
問

題

解
決
の

た
め

か
ら

で

あ

る
。

こ

の

よ

う

な
現

実
的
要
求
を

も
つ

て

集
つ

て

き
た

青
年
達
を

、

教
会
は
指

導
し

さ

ら

に

す
エ

ん
で

キ

リ

ス

ト

教
的
入
關
形

域
を

行
う

こ

と
を
め

ざ

し
て

い

る
。

そ
こ

か

嘱

教
会
の

も
つ

教
育
的
機
能
は

知
的
な
も
の

と

な

ら

ざ

る

を

え
な
い

。

ま

た

教
会
は

教
会
に

集
つ

て

く
る

も
の

に

対
し

、

信

仰
告

白
へ

の

備
え

を
さ

せ

る
と
と

も
に

、

社
会
的
存
在
と

し

て

の

キ

リ

ス

ト

者
の

生

活
を

完

う

さ

せ

る
こ

と

を

め

ざ

し

て

い

る

以

卜
、

自
ら

生

活
指
導
ひ

い

て

は

道

徳
教
育．
を

行
わ

な

く
て

は

な

ら

な
い

。

こ

の

よ

う

に

教
会
の

も
つ

教
育
的

機
能
は
知

性

的
な

も

の

か

ら

道
徳
的

な
も
の

を

含
ん

で

い

る

の

で

あ

る
。

こ

の

点
他
の

宗

教

集
団
に

お

い

て

み

ら

れ
る

「

現
世
利
益

的
な

目

的
を

も
つ

て
、

伝
統

的
な

祖
先
崇
拝
と
シ

ャ

マ

ニ

ズ

ム

ど

の

複
合
形

態
と

し
て

の

実

態
」

、
謡
9）
と

異
つ

た

性
格
を

も
つ

て

い

る
。

　

今
日
の

日

木
に

お

い

て

一

般
の

人
々

が

教
会
に

期
待
し

て

い

る

も

の

は

必
す
し

も
大
き
い

と

は
い

え

な
い
悼

か
、

教
会
へ

の

期
待
の

う

ち

で

大
き
い

も
の

は

道

徳
教
育
的
機
能
で

あ
る

。

事
例
研

究
的
に

調
べ

た
と
こ

ろ

で

は
、

そ

れ

は
二

つ

の

点
を
背
景
と

し

て

い

る
。

第
｛

は

日

本
の

新
教
育
の

道
徳
教
育
の

欠
陥
を
教
会
が

補
う

も
の

で

あ
る

と

い

う

期
待
で

あ
る

。

戦
後
わ

が

国
で

は
ア

メ

リ

カ

の

影
響
を

受
け

て

新…

教
云

15
が

行
わ

れ
て

き

た
。

ア

メ

リ

カ

の

新
教
育
は
デ
ュ

ウ

イ

的

な

経
験
主

義
の

線
に

滑
つ

て

い

る

が
、

道

徳
教
育
を

排
除
し

て

い

る
の

で

は

な

く
、

特
に

社
会
科
の

中
に

編
成
さ

れ
て

い

る
。

日

本
の

社
会

科
は

道

徳
を

抽
象
し

た

社
会
科
と

な

り

新
し

い

徳
育
の

内

容
が

な
い

と
い

う

こ

走
で

、

種
々

の

批
判
を
お

こ

し

て

き

た
が

、

そ

れ
を

補
う

も
の

と
し

て
、

宗
教
教

育
に

モ

ラ

ル
。

ハ

ッ

ク

ボ

ー

ン

を

求
め

る

考
え

方
で

あ
る

。

第
二

は

青
少

年
犯

罪
の

増

加
を

背
景
と

し
て

f

あ
る

。

第
一

の

こ

と
と

無
関
係
で

は
な
い

が
、

青
少

年
犯

罪
の

増

加
が

道
徳

律
の

欠

除
に

あ

る

と

し
、

し

か

も
こ

れ

ま
で

の

道
徳
の

あ
り

方
に

不

満
を

も
つ

入
々

が
、

そ
の

面
の

改

善
な

り

指

導
を

期
待
し

て

い

る
。

こ

う

い

つ

た

期
待
は

わ

が

国
の

教

育
の

艦

制
な
り
、

社
会
の

情
況
か

ら

し

て

は
、

そ
れ

程
大

き
い

分
野
を

も
つ

て

い

な
い

が
、

キ

リ

ス

ト

教
集
団
の

教

育
的
機
能
を

究
明
す

る

に

は

み

お

と
し

て

な

ら
な

い

こ

と
で

あ

る
。

詮
−o）

（

五
）

　
以
上
キ

リ
ス

ト

教
教
育
に

つ

い

て

教
育
社
会
学
上
の

問
題
点
を

考

察
し
キ

リ

ス

ト

教
教
育
と．
社
会
集
団
と
の

関
連
に

つ

い

て

も
論
究
し

た
が

、

宗
教
集
団
が

混

在
し
て

い

る

わ
が

国
で

は
、

宗
教

観
の

基
礎

を
与
え
る

も
の

は
公
教
育
で

あ

る

か
ら

、

公

教
育
を
め

ぐ

る

今
日
の

宗
教
的
な

情
況

を
次
に

老
察
し

よ

う
。

わ

が

国
で

は

教
育
基
本
法
に
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お

い

て
、

宗
教
教
育
に

つ

い

て

の

基
本
原

則
を
明
か
に

し
て

い

る
。

旧

憲
法
に

激

い

て

も
信
教
の

自
由
を

保
障
し
て

い

た
が

、

学
校
教
育

に

お

い

て

は

例
え

ば

神
社
の

礼
拝
が

強
制
さ

れ
儒
教
に

則
つ

た

道
徳

教
育
が

強
調
さ

れ
て

き
た

。

こ

れ
に

対
し

て

現

在
の

憲
法
は

二

十

条

に

お

い

て
、

信
教
の

自
由
を

保
障
す

る

と

と

も
に

政

治
と

宗
教

、

教

育
と

宀

示

教
と

を

分
離
す
べ

き
こ

と
を

明
か

に

し

て

い

る
。

教
育
の

領

域
に

お

い

て

は

公
立

学
校
に

お

け

る

特
定
の

宗
教
教
育
の

禁
止，
と

し

て

教
育
基
本
法

第
九

条
に

規
定
さ

れ
て

い

る
。

今
日

公
教
育
と

宗
教

教
育
と
の

分
離
は

近
代
国

家
に

お

け

る
一

般
的
現
象
で

あ
る

が
、

そ

こ

に

は
お
よ

そ

三
つ

の

類
型

が
あ

る
。

第
一

は
ア

メ

リ

カ

の

よ

う
に

キ

リ
ス

ト

教
の

み

が

勢
力

を

も

ち

そ

れ
が

多
宗
派
に

分
れ
て

い

る

た

め
、

特
定
教
派
の

公
教
育
へ

の

支
配
を

排
す
る

意
味
か

ら
で

あ
る

も

の
、

第
二

は

ソ

連
の

よ

う

に

宗
教
的
儀
式
挙
行
の

自
由
と

特
に

「

反

宗
教
宣
伝
の

自
由
」

を

憲
法
の

中
（

＝
一

四

条
）

に

明
か
に

し

共
産

主
義
を

国
是
と

す
る

も
の

、

第
三

は

日
本
の

よ
う

に

諸
宗
教
が

混
在

し
→

宗
教
に

よ

る

公
教
育
へ

の

支
配
を

排
す
る

も
の

な

ど
で

あ
る

。

　
一

方
教
育
基
本
法
で

は

公

教

育
と

宗
教
教
育
と

の

分
離
を
規
定
し

て

い

る

前
項
に

、

　
「

宗
教
に

鬨
す
る

寛
容
の

態
度
及
び

宗
教
の

社
会

生

活
に

誇
け

る

地

位
は

、

教

育
上
こ

れ

を

尊
重
し

な

け

れ
ば
な
ら

な

い
」

と
し

て
、

宗
教
が
教

育
上

無
視
す
べ

き
で

な
い

こ

と

を
規
定
し

て

い

る
。

わ

が

国
の
宀

示

教
教

育
は

国
家
に

誇

け
る

全
般
の

体
制
か

ら

み

る

と
、

ア

メ

リ

カ
の

よ

う
に

宗
教
の

中
で

キ

リ

ス

ト

教
と

い

う
一

宗
教
の

み

が
支

配
的
な

国
と

も
異
り

、

ソ

連
の

よ

う

に

宗
教
政

策
に

特
別
な
国
と

も
異
り

、

む

し

ろ
そ

の

中
間
の

惜

況
の

中
に

あ

る
。

　

公
教
育
の

う

ち

初
等
・

中
等

教
育
に

お

い

て

は
、

社

会
科
に

お

い

て

一

定
の

限
界
の

も
と

に

宗
教
の

研
究
が

認
め
ら

れ
て

い

る

が
、

こ

れ
ま
で
一

般
に

組
織
的
研
究

は

行
わ

れ
て

い

な
い

。

そ

の

理

由
は
乘

の

点
に

あ

る

で

あ

ろ
う

。

社
会
科
の

教
科
書
と
し

て

は

戦

後
も

文
部

省冖
著

作
の

も
の

が

採
用
さ

れ
、

二

十

五

年
度
か
ら

検
定
教

科
書
が
こ

の

分

野
で

も

登
場
し
て

き

た
。

前
者
に

お

い

て

は

例
え

ば

申
学
校
で

は

宗
教
の

研
究
は
三

年
の

単

元
に

は
い

つ

て

い

た
が

、

そ
の

教
科
書

の

刊
行
が

お

く
れ
て

い

る
。

教
科
書
が

な

く
て

も

学
習

指

導
は

出
来

る

が
、

社
会
科
の

授
業
総
時
数
に

比
し

て

予
定
さ

れ
た

単
元

が

多
い

こ

と
、

設
備
と

資
料
に

乏
し

い

わ
が

国
の

学
校
で

は
、

教
科
書
が

唯

一

の

資
料

と
な

る

場
合
が

多
く
、

教
科
書
の

な
い

単
尤

は
ど

う
し
て

も
学
習
上

実

施
さ

れ
に

く
い

現

状
で

あ

る
。

後
者

す
な
わ

ち

検
定
教

科
書
で

も

特
に

宗
教
を
研
究
的
に

と
り

あ

げ

た
も
の

は

な
く

、

む
し

ろ

季

節
的
な

話
題
と
し
て

と

り
あ
げ
て

い

る
．

右
の

よ

う

に

公
立

学

校
で

は
→

般
に、
冢

教
の

組
織

的
研

究
は

な
さ

れ
て

い

な
い

。

　
こ

れ
に

対
し
て

私
立

学
校
で

は

特
定
の

宗
教
教

育
を

施
す

旨
の

学

則
を

明
か
に

す

る

場
合
、

生

徒
の

信
教
の

自
由
を
妨

害
し

な
い

こ

と

と
、

生
徒
の

心

身
に

著
し

い

負
担
を

課
さ
な

い

点
を

条
件
と
し
て

宗

教
教
育
が

認
め

ら

れ
て

い

る
。

し

か

し

そ
こ

で

は
一

定
宗
教
に

つ

い

て

の

学
習
に

終
り

易
く

、

特
定
の

階…
層
に

限
ら

れ

易
い

。
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宗
教
教
育
に

は
一

定
宗
教
に

基
く
と
い

う

要

素
と

宗
教
に

つ

い

て

研
究
す
る

と

い

う

要
素
と

を

区
別
し

て

考
え

る
べ

き

で

あ

る

が
、

公

立

学
校
の

実
態
は

宗
教
に

つ

い

て

礒
究

す
る

こ

と

す

ら

行
わ

れ
す
、

宗
教
学
校
で

も
一

定
宗
教
以

外
は

研

究
し

な
い

し
、

叉

研
究
し

て

も

そ
の

宗
教
が

正

し

い

と
い

う

価
値
判
断
を

前
提
と

し
て

い

る
。

　

公
立

学
校
に

海

け

る
ゴ

ミ

ュ

ニ

テ

イ
・

ス

ク

ー

ル

の

理

想

は
、

社

会
の

改
造
に

役
立
つ

入
々

の

養
成
を
め

ざ

し
て

い

る

以

上
、

そ

れ
は

新
し

い

人
生

観
・

世
界
観

・

宗
敕

観
の

形
成
と

連
つ

て

い

る
。

宀

示

教

教
育
を

ど
の

よ
う
に

位
置
す
け

る

か
は

問
題
で

あ

る

が
、

口

本
の

社

会
の

よ

う

に

迷
信
と

無

神
論
と

を

雨
極
と

す
る

様
々

の

宗
教
的
な

情

溌
の

中
に

あ

つ

て
、

公
立

学

校
に

お

い

て
宀

示

教
に

つ

い

て

の

冊
窺
が

適
切
に

な
さ

れ

な
い

な
ら

ば
、

宗
教
に

つ

い

て

の

教
育
基
本
法
の

積

極

面
は

実

現
さ

れ
す

に

終
る

で

あ

ろ

う
。

宗

教
教
育
に

つ

い

て

も
地

域

社
会
や

無
組
織
な

社
会
隼
団
に

よ

る

無

意
的
な

宗

教
観
の

形
成
に

委
れ

る

の

で

な

く
、

諸
宗
教
更
に

無

宗
教
を

含
め
て

多
く
の

選
択

肢

か

ら

い

す

れ
を

選

ぶ

か
の

北
縟

礎
は
、

公
教
云

日

に

お

い

て
・
与

え

ら

れ
る

べ

些

で

あ

ろ
う
。

宗
教
が

迷
信

や

商
業
主
義
と

結
合
し
、

わ

が

国
の

近
代
化

を
妨

げ
て

い

る
い

ろ

ご
−

の

事
態
は
、

わ
れ
わ

れ
の

周

辺
に

横
わ

つ

て

い

る
。

右
の

よ

う

な

宗

教
教

育
の

社
套
的
背
景
も
、

公
教

育
の

場
に

お

い

て

追
求
す
べ

き
一

つ

の

課
題
と

し
て

残
さ

れ
て

い

る

の

で

あ

る
。

　
ρ

ヂ
占
壌
大
肇

）

註
−

囲
立

教
育
研
究

所
著
コ

教
育
社
会
学
L
（

通

信
教
育
テ

キ

ス

ト
）

蕘
頁

　
2
　

H
本
キ

リ

ス

ト

教
教

育
協
議
会
編
コ
縫

本
に

於
け

る

キ

リ

ス

ト

數
教

　
　

台
の

覡

状
」

∴ ．
「

頁

　
3
　
キ

リ

ス

ト

教
教

育
同

盟

会
は
、

全

国
の

キ

リ

ス

ト

教
学

校
（

和
学
か

　
　
ら

中
学
校
ま

で

を
含
む
）

の

構
成
し

て

い

る

団
休
で

あ

る
。

調
査

対
象

　
　
と

な
つ

た

四

十
二

校
は

中
学

校
、

高

等
学

校
を

併
設
し

て

い

る

学

校
を

　
　
一

つ

と

数
え
て

あ

る
e

昭

和
二

十
荒

年

現
在
加
盟
校
六

十
九

校
調
査
対

　
　

象
四

r
二

の

5
ち

女．
十

の

み

二

八

校
、

男
子

の

み
一

二

校
、

共
学
二

校

　
　

と

な
つ

て

い

る
Q

　
4、

　
社
会
的
翅
互

作
用
に

つ

い

て

は
、

団゜
執．

b」
呂
毛
ロ

一

国

含
雷
臨
゜

鵠一

　
　
員Qoo

銘
o
羚

￥

　

鯵
心
G。

に

示

唆
さ

れ
る

と

こ

ろ

が

多
か

つ

た

　
．
，

　
ピ

》

08

貯
“
｝

の
090

職
o
巴

騨

℃

暇
g
畠
8
国

曾
畠
江
o

ヲ
一
鳰

顎

P
鸞
一．

　
6

0
ψ

○
。

ぎ
岔
褊

ご

贄
Φ

夢
 

ロD
。

げ

皀

含

臣
騨

躬

霧
己D
°
。

芭
○

銭
 

篤

　
　

毎
い

ド

四
　
円
財
 

QDoo

賦
一

国
o
巨

コ
創
麟

甑
o

襞
oh

国
師
ロ
o

暮
8
尹
　

も
W
轟゚

　
　
7

　
丈

部
省
調
査
普
及

局
編

、

月

刊
「

教
育

調
査
」

　
負

九

充

○

年
八

　
　

　

月
〕

（

地
方
教
育
行
財

政
調
査
特
集
号
）

　

8

日

太　
キ

リ

ス

ト

教
協
黜

議
ム
瓜

は

プ

ロ

テ

ス

タ

ン

ト

各
派
す
な

わ
ち
日

本

　
　

キ

リ

ス

ト
川
教

団
、

口
∵

本
聖濫
公
会

、

口
H

本
福
…

矗

風

ル

ー

テ

ル

教
△

澗 、

日

本
バ

　
　

プ

テ

ス

ト

連
明
肌

等
の

連
絡
団
体
で

あ
る

。

こ

の
珊

剃

査
は

各
隅

体
の

地

域・

　
　

種
類
の

類
別

中
代
表

的
な
教
会
の

青
年

会
を

対
象
と
し

て

い

る
。

男
女

　
　

の

比
は

大

体
現
在
の

男

女
青
年
の

比
を
あ．
ら
わ
し

て

い

る

が
、

自

計
法

　
　

に

よ

つ

て

い

る

の

で
、

調
査
項
口
の

解
釈
が
ま

ち

ま
ち

の

点
が

多
い

。

　

9
　
「

思
想
」

（

冖

九

妃
冖

年
九

月
号

、

ト
ニ

月

号
）

所

載
の

、

小
口

偉
一

　
　

「

薪
宗
教
集
団
の

形
成
と
ム

ゐ
薙
盤
」

　

10
　

キ

リ

ス

ト

教
団

休
と

し
て

は
．

他
に

Y11CA

・

YWeA

等
が
あ

　
　

る

が
、

そ

れ
に

つ

い

て

は

こ

こ

で．
ほ

ぶ

れ・
ズ

た

か

つ

た
。

キ

リ

ス

ト

教

　
　

学

校
に

は

こ

の

種
問
体
の

メ

ン

バ

r
の

組
織
が

あ

る
。

こ

れ
ほ

学
内

団

　
　

体
と

し

て

学

校
蝶
団
の

中
に

入

れ
て

考
え
て

よ

い
。
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