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工　 児童心理 の 特性 と宗 教

　　現代 の 発達心理 学 の 観点か ら云 え ば ， 児童 の 宗教 心 理

　 も発達 の 所産 で あ る と考え る の が妥当 で あ る。子 ど もは

生 れ なが らに して神 佛 の 観念を有する とか
， 宗教的素

質　宗教 的 本能 を持 っ て い る とか 主 張 され た こ と もあ っ

た。現在 で も こ ん な こ と を云 う入 が あ る。併し，そ れ は

神学的 立場 か ，何 らか の 意味 で 護教的な態度 か らの 所説

　で あ る。ま た，宗教的本能 を説 か な くとも， 1 つ の 本能，

例 え ば 性 本 能 を基 礎 と し て 宗教 の 起源 を説明 し よ うとす

　る もの も あ っ た。 即 ち， 宗教の 性 慾 起 源 説 th60rie

6retog6neque を 唱 え た の は，佛蘭西 の ビ ネ ・サ ソ グ レ

　Binet−Sang16 や 米 国 の シ ； レ ーダー Th．　 Schroederで

あ っ た 。 こ の 主 張 に 対 して は，ジ ェ
ーム ズ W ．Jamesが

そ の 名著 「宗教経験¢）種 々 相」 Varieties　 of 　Religious

Experience ，1902に 於 て ，決 定 的 な 批 判 を して い る。そ

・れ で，今 日 で は ，人問 が先 天 的 に単一
な宗教的素質を有

　す る と 考 え る こ とは 妥当 で は ない
。

　　併 し，こ れ に よ っ て ，児童 が 宗教 とは 無関係 で あ る と

い うの で は な い ，む し ろ，そ の 心理 的特性 に は ，宗教 の

起 源 に 関 し，多 くの 示 唆 を 与 え る も の を有 し て い る し，

あ る意昧 で は甚だ 宗教 的 で あ る と も考え られ る の で あ

　る 。

　 多 くの 児童心 理 学 者 は，児童 の 心理 的 特性 に．つ い て 論

　 じ，す ぐれ た 幾多 の 業績 を残 し て い る 。 併 し ， そ の 中で

　も，宗教 に 関連 して ，最もす ぐれ た児童心理学 の 業債 は

　ピ ァ ージ ェ J．Piaget に よ っ て つ くられ た。彼は 相前後

　 して 3 つ の 重 要 な著 作 を公 に し て い る。 即 ち，（1）児童

に於 け る言
’
語 と思考 Le　 Langage　 et　 la　 Pens6e　 chez

1：Enfant， 1923 ．   児童 に 於 け る判 断 と 推 理 Le　Juge−−

ment 　et 　la　 Raisonnement 　 chez 　rEnfant ，1924． 〔3）児

童 に 於 け る 世界 の 表象 La　 Repr6centation　 du 　 Monde

chez 　1’Enfant，1926．で あ る。こ れ らの 著書 に 於 て ， 彼

　
＊

　General　 survey 　 on 　the 　religious 　psychology 　of

　 　 children ，

　
＊＊

　by　Takahashi ，　 Seiki．（KQbe 　University）

は 4 才 か ら11才 の 子 ど もの 心 理 的特性 を 明らか に した。

前 の 2著 に於 て，子 どもの 思考の 形態 と機能を究明 し，

後 の 著 作 に 於 て，子 どもの 思考の 内容を 明らか に した の

で あ る。即 ち，前者 に 於 て ， 児童 の 論理 を究明し ， 後者

に 於 て，児童 の 世界観 を 明らか に して い る 。

　 ピ アージ ェ は ，思考を反映す る の は 言語で あ る とい う

前提 か ら， 子 どもの 言語活動を研究 し，そ の 多 くが 自己

中心的 で あ る こ と を発 見 し，児童 の 思考 の 特性 は 自己中

心性 6gocentrisme に あ る とい っ た 。自己申心性 とい う
’

の は，成入 の よ うに ， 推理 の 連鎖を辿 っ て 理 づ め に 思考

す る の とは違 っ て ， 他人 の 立場 に 立 っ て 考 え る こ とが む

ずか しい こ と を意昧す る 。 彼等は 自分 の た め に思考し，

他人 に 理 解 させ よ う と努力 し な い の で ある 。それ は 自己

本位 な， 得手勝手 な考え方で はあ るが ， 成入 の 利己主義

とは違 う。成 人 の 利己主義 は ， 他 人 の 立 場 が 理解され て

い る に も か か わ ら ず，自分 の 立場，自分 の 利益 を押 しす

す め る態度 で あ る。子 どもとい え ども， 自分 と他人 とを

一
応 ， 区別 す る こ とは 出来 る が ， 自他 の 関係意識 が 十分

で は な く，自我 が 確 立 し て い な い 。 自我が 確立 し て い な

い か ら， 自他 の 区別 が十分で は な く， 自他融合 ， 自他未

分化 な状態 に あ る の で あ る。成人 は 他人や外界を意識す

る程度 に 応 じ て，自己 を 意識して い る。けれ ども，子 ど

も に は こ れ が 出来ない
。

　 こ の 自己 中心 的 な 思 考 は，子 ど も を取 りま い て い る 世

界 を ， どの よ うに 表象す る で あ ろ うか 。ピ ア ージ ェ は 幾

多 の 例をあげ て ，実証的 に そ の 世界観を説 明 して い る の

で あ る が，実証的 な も
’
の を求 め な く と も，お よ そ予 想 が

つ くの で ある 。 即ち， （1）自他 の 区別 が つ き に くい とい

うこ とは ， 客 観 的 な存在 に 対 し て，それ を 主観 と同 様 に

考 え，主 観 と同 じ よ うな 属性 を与 え る こ とに な り，主 観

と客観 と を 同一視す る こ とに な る。精 神 や生 命 の ない 客

観 的 な もの で さえ も， 主 観 と同様に，生 命あ る もの と見

な す こ と に な る 。
こ れ を ピ ア ージ ェ は ， 子 ど もの ア ；ミ

ズ ム Animisme とい っ て い る。　 C2）ま た ，
こ れ とは逆

に ， 主 客未 分 化 とい う こ とは，自他融合 して い る こ とで

あ b ， そ れ は 主 観 に 属す る こ とを ， 客観的 に存在す る と
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．
い う考 えを招来す る 。 即 ち，純粋 に 主 観 的 なもの，即

　　　　ち ， 夢 や思考や 言語等 が客観性 を も ち，実在で あ る と考

　　　　一え る結果 とな る。こ れ を ピ ア ージ ェ は ， 子 ど もの 実念論

　　　　 Realismeと呼 ん で い る。〔3）こ の よ うな思考様式 は ， 我

　　　　 々 の 周囲 に あ り，我 々 を 囲磽す る雲碁物現象，即 ち，墨 も

　　　　月 も， 夜 も雲 も雨も ， 川 も人 形 もすべ て人 間が製作 した

　　　　 も の で あ り，自然 の 過程は 人工 の 過程 で あ る と考 え る よ

　　　　 うに な る。こ れ を ピ ア ージ ェ は 子 ど も の入 工 論 Artif三ci−

　　　　 alisme で あ る とい っ て い る D

　　　　　 こ れ らは 予想 で あ っ た が，子 ど もの 生活 は 正 し く こ の

　　　　 とお り に動い て い る こ とを，
ピ ア

ージ ェ は ，
い ろい ろ の

　　　　例 を あ げ て 実証 し て い る の で あ る。然 る に こ の よ うな思

　　　　考様式，思考内容 は 甚 だ 宗 教 的 で あ る とい う こ とが 出来

　　　　 ない で あろ うか 。

　　　　　
’
ア ニ ミ ズ ム は，わ れ わ れ が無i生 物 で あ る と思 っ て い る

　　　　もの に 生命を附与 し， 生 物 と無生 物と を混同 し た結果で

　　　　．あ る。英国人
．
類学派 は ，原始入 に も こ の こ と が あ る こ と

　　　　を 発見 し，こ れ を ア ニ ミ ズ ム と称 し，宗教 の 軽源 を こ こ

　　　　 に求 め て い る．実 は ，
ピ ア ージ ェは，こ の 言葉 を か りて

　　　　 きて ，子 どもの 世界観を表現 し た の で あ る。勿論，子 ど

　　　　もが 自他 の 区別 が 十 分 で は な く，無生物 も生命あ る もの

　　　　 と見做し ， 感情 の流 れ て い る も の と見 る心 理 は，ア ニミ

　　　　 ズ ム 本来 の 意 昧 で あ る 「霊 約存在 へ の 信念」，精霊 や 霊魂

　　　　 へ の 信仰 を意昧 して い る の で は ない
。 む し ろ ， 児童 の ア

　　　　ニミ ズ ム は ， 宗教学 上 の 概念を用 い る と ，
マ レ ッ ト R．

　，　　 R ．Marett の ア ニ マ テ d ズ ム Animatism，或は リ ェ
ーパ

　　　　 J，H ．　 Leuba の 「原始的動力観」に 相当す る の で は な い

ttt　
’
　 か と思われ る 。 児童 の ア ニミ ズ ム は ， よ く反省 され た 上

　　　　 で 構成 され た世界 観 で は な くて ，原始 的 な所与 で あ る。

　　　　従 ρ て ， 子 ど もが 成長発達 して ， 他 八 と接触 し，社 会 生

　　　　活 の 経験 を得，知能 が 発達 し，知識 が増加す る に 従 っ て ，

　　　　ア ニミ ズ ム を 次第 に 脱却す る の で あ る 。

　　　　　 子 ども の 実念論 は，思考 と物 体 とを 混同 した り，夢 と

　　　　現 実 とを 混 同 し た りす る こ と を観 察 して の 所論 で あ る。

　　　　夢 は外か ら来る もの で あ り， 客観的 に 存在す る と い う考

　　　　え方は，子 ど もた ち に普遍 に み る事実 で あ る。勿 論， そ

　　　　の 実在 の 仕 方 に つ い て は 多 少 の 差 異 が あ っ て ，夢 は 山の

　　　　彼方に あ うとか
， 部屋 の 中に あ る とか ， 体 の 中 に あ る と

　　　　か 云 っ た りす る．併し ， 何 れ の 場 合 に も，自分以 外 の 外

　　　　部 に 実 在 す る とい う考 え を持 っ て い る。こ の よ うな思 考

　　　　 は，原 始人 ，未開人 に も同 様 に あ っ た筈 で あ る。未開人

　　　　は 夢 や 失心 を通 じて 霊 的 な も の が あ る とい う信仰 に生 き

　　　　 て い る 。 勿論，未開人 の 夢 と子 ど も の 夢 とは 文 化 的 意

　　　　義，社 会 的 な評価 が違 っ て い る c 即 ち，未開人 に あ っ て

　　　　は ，夢 は 文 化 力 と し て 重要な意義 を持 ち ， あ る特殊な夢

に は社会的評価基準が 設定せ られ て ， 彼等 の運命 を決す

る もの で あ る が，児童 の も の に は こ れ が ない ， こ の よ う

に 考 え て くる と，児童 に 於 け る実 念論 は，宗教起源 の 問

題 と密譲 な 関係 が あ り，意義雍い 示唆を与 え る もの の よ

うで あ る 。

　人工 論は，児童 が 日常経験す る事実 を 自己 中心 的 に 歪

曲 して ，解釈 した結果で あ る。子 どもは 彼 を 中 心 と し

て，す べ て が 集合 し，彼 が 欲す る ま ま に 組織 され て い る

と考え て い る。欲す る まま とい うが ， そ れ は 第
一

次約 な

意昧 で 自由 に 出来 る とい う意昧 で は な い 。 し か も そ の

組織は両親や そ の 他 の 人 聞 に よ っ て 作 られ た と考 え て い

る。こ れ は，肉親 や 他 の 成人 に 依存す る彼等 の 生活 で あ

る か ら，当然 こ の よ うに 考え る の で あ ろ う。従 っ て ， 児

童 の 人工 論は ， すべ て が 神 の 御意 の ま ま に 作 られ た と い

う神学 上 の 人 工 主義に相通 ず る もの が あ る 。 或は児童 の

入 工 論 が 洗練 さ れ て ， 神 学 上 の 人 工 主 義 とな っ た と云 え

ない で あ ろ うか 。勿論，神 学 上 の 人 コ：主 義 は 高 い 思想的

基 盤 に 立 っ て い る。

　此 くの 如 く，ピ ア ージ ェ に よ っ て 明 らか に され た児 童

の 心理 的 特性 に従 っ て ，宗教民族 学 上 の 資料 と照応 せ し

め る と，宗教 の 起源に 関 し ， 幾多 の示 唆があると共 に
，

児童 の 心 理 的 基 盤 に ，何 か 宗教 的 なも の が 祕 め られ て あ

る よ うに 思 う。 勿論，高次 の 宗教 的 信仰 の 如 きは ，後 ほ

ど の 発達 を ま た ね ば ならな い 。

皿　児童 の 生活 に 於け る咒術 と ト占

　児 童 は お 伽 ぱ な し の 世界 に 住 み ， そ の お伽ばな しの 中

に は魔術的 な要素 が 多 く，子 ど も は それ を楽 ん で い る か

の 如 くみえ る。ま た 現実 と想像 と を混同 し易 く ， 生 物と

無生物 の 区別 が つ き難
・
こ とは既iこ述 ぺ 樋 りで あ るが

一
切 の 現象 に何 か 魔 術 的 な力が あ る か の 如 く考え て い

る。こ れ は，児童 が成人 の よ うに 正 しい 因果律 を理 解す

る こ と が 出来ない 為 で あ る．

　子 ども は 正 しい 因果関係 が 想定 され な い もの の 聞 に ，

一
種特別 な 関係 を想定 し易 い 。 実在を変革す る と い う こ

とは，成 入 に あ っ て は 合 理 的 な方法 に よ る の で な け れ ば

出来得ない こ とが 理解 され て い る の に，児童 に 於 て は こ

れ を非合 理 的 な方法 で 変革し よ うとす る。自己 の 意志 を

以 て 他者 を 意 の ま ま に 取 り扱 お うとす る強制的な功 利 的

手 毅 を用 い よ う と す る。こ れ が 子 ど も の 「ま じ な い 」と な

っ て あ らわ れ て くる 。
こ こ で は レ ff　a ・ブ リ ；

一ル L ．

L6vyBruhl の 先 論 理 的 Pr6109ique な 思考 ・ 或 は 融 即

の 法則 loi　de　partidpation を 適 用す る こ と も出来 る 。 、

何 れ に して も科学 的 で は な い 。

　て る て る 坊 主 を作 っ て 明 H の 晴天 を祈 る こ と：
’
：　 t 児童
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り生 活 に あ ま ね くみ る事 実 で あ る。ア リ バ バ の話を 聞 け

Z
’

「開 け ごま2 の 咒 言 は そ の ま ま真実 と考え られ た り，

レか もこ の 山賊 の 宝 庫 は何処か こ の 地 上 に あ る も の の 如

くに思 わ れ て い る。田 舎 の 子 ども の 中 に は ，雨 蛙 を弄 ん

ぐ弱 らせ た後 ， 咒 言 を とな え て 生 きか え らせ て 遊 ん で い

　　　　　　 ，
5 こ と が よ く観察 で きる。お 伽ばな しが 楽 し く聞け る の

も，童話 や 漫画 に 夢中に な る の も ，
こ れ らの 文化財 の 持

つ咒術釣 な要素 が ， 彼等の 心 理 に ぴ っ た りと し，そ の 心

を奪 うの で あ ろ う。同 時 に，彼等 の 心 理 に あ うよ うに ，

二 れ ら の 文化 財 は 適度 に 非合理的な要素 を持 っ て お り，

1巳術的 な の で あ る 。

子 ど もの 生 活 に ｝よ咒術 的 要素 が 相当 に 多 い
。

「馬 の 糞

を踏め ば走 る の が 速 く な り， 牛 の 糞を踏 め ば カが 強 くな

る」 とか ， 「石 をふ と こ ろに 入 れ て 歩 く と，途 中で 優意

を催 す こ とは な い 。或 は た とえ 便意を催 す こ とが あ っ て

も，家 の 便所 へ 帰 る まで 持ち こ た え る こ とが 出来 る．と

ト， 「夜，新調 の 着物 を着 る と狐 に だ まされ る 」 とか ，

「もの もら い が 出来 た ら，井 戸 の 中 を の ぞ くと 治 る 」 と

う・・
， 「畳 の 上 で 新 しい 下 駄 を履い て歩 く と道で 倒 れ る」

とい っ た よ うな伝承的なもの が そ の ま ま に 受容れ られ て

い る場 合 が多 い 。併 し，こ ん な伝承 的 な もの だ け で は な

くて ， 子 ど も自身 で 咒 を新 し く作 る場 合 も 多 い の で あ

る。例え ば
．
憎ら し く思 う人 の 写真 をひ き裂 けば，そ の 人

ζ何 か 不 幸 が 訪 れ る と 思 っ た り，門 口 を 少 し あけ て お く

とお 母 さ ん が 早 く帰 宅 して く るで あ ろ う と考 え た りす る

こ とで あ る。嘘 をつ か ぬ た め に 指き り をす る とか ，蛇 を

指 させ ぱ指が腐る と か， こ の 咒 の 創造 に つ い て は 多 くの

資料が あ り，子 どもの 生活 を枢当 に 支配 し て い る よ うで

ある 。

　咒 術 は こ の よ うに ，自分 の 意志を以 て 他者を自在 に 取

り扱 お う とす る 強制 的 な 不 含 理 な手 段 で あ るが，一
方 こ

の 咒 術 を消極 的 ならしめ た も の が あ る。そ れ が ト占で あ

る 。 即 ち，自然 に あ らわ れ る現象で ，吉 凶 を予 知 し よ う

とす る手毀 で あ る、例 え ば，登校 の 途 申 で 数 え た 電柱 の

数が 偶数で あ っ た ら試験の 成績は よい が，奇数で あ る と

悪い とか ，或 は，い た ち に道 を 横ぎら れ た り，蛇 に 出合

う こ と が 不 吉 の 前兆 と思 わ れ た りす る 。或 は，い た ち が

道を横 ぎ る に し て も，右 か ら左 へ 横ぎ っ た 時 に は 幸福が

ふ と こ ろ に 舞込 む と考 え た りす る が 如 きで あ る 。

　 こ れ らの 咒 術，或 は ト占は，そ の 地域 祉 会 に 伝統的 な

もの が あ り，ま た 即席 に 作 られ る も の も あ っ て ，彼等 の

間 に は 相当 に 拡 が っ て い る 。い ろ い ろ 分 類 す る こ と も出

来 るが，そ れ らは 天 候 に 関 し，病気や傷 に 翼 し， 吉凶 に

関 し 試験 の 成債 に 闕 し，子 ど も の あ らゆ る 生 活 部 面 に 関

す る も の で あ る。

　 こ れ らの 咒 術 や ト占に つ い て は，面 白半分 の もの も あ・

ろ うが ，真剣 に し て 気を病む場合 もな い で は ない ．そ れ

は 決 して 遊戯的 な もの で 終 る の で は な く，彼等 の 欲求が ・

強烈 で あれ ばあ る だけ，そ の 目的 を達成す る咒術，そ の

前兆 をみ る ト占に 対 し て 真剣 とな る。併 し，児童 と成人

との 咒 術や ト占の 間 に は，一
般 に 大 きな差 が あ る。即 ち

成 人 の 咒 術 や ト占は 1 つ の 杜会的実在 で あ り， 咒術 の 効
’

果 に 対 す信念 は 非常 に 強 い 。併 し，児童 に 於 て ：よ弱くま

た不 連続 で ある。勿論 ， 児童 に於け る咒術や ト占は ， 彼

等 の 知的 な 目覚 め ，科学的な 思考 の 発達 と共 に 崩壊 し て

ゆ く。 と こ ろ が ， 中 に は 彼等 の 生 活 に 長 く残 存 し，そ の

生活を規定する場 含 も あ る 。 成人 の 社会 に あ っ て は，鳥

鳴きが 悪い とか ，彗星 が 出現す る とか ，或 は竹の 花 が 咲

くと ， 人 の 死 や戦争，或 は 不 作 を予 知 す る こ と が 出来 る

と云 われ た りす る。児童 の 生活 に 於 け る か くの 如 き咒術

や ト占は ，そ の 宗 教 心理 を考察 す る場 合 に ，見落 して は

な らな い もの で あ る。

皿 　宗 教 的 情 操

　宗教に 閧す る 定義 は 宗教学 に ま つ と して も，宗教的行
．

動 を 特徴 づ け る心 的 態度 とは 如何 な る もの で あ ろ うか 。

児童 の 世界観 と して ，
ア ＝ ・ ミ ズ ム ，実念論 人 工 論が 論

ぜ られ ，そ の 生活 の 中に 咒 術 や ト占が如何 に 多 くあ るに

し て も， そ れ ら の 思考や態 度 は，果 し て 宗教 で あ る とい

うこ と が 出来 る で あ ろ うか 。 そ こ で 宗教的 行動 を特微 づ・

け る心 的態 度 に つ い て 考察 して お くこ とが 大切 とな る 。

　こ れ を デュル ケ ーム E ．Durkheim は 「神聖観念 」

la　nation 　du　sacre と称 し，　 t ッ ト
ー R．　Ottoは 「聖 な

る も の 」 Das 　 Heilige即ち Das　Numinose とい っ て い

る。近年 ， 多 くの 宗 教学者 は ，生 命 の 聖 f匕だ とか ・篠 ｝

感だ とか い う言葉 を使用す る こ とが 多 い 、

　 と こ ろ が，こ れ ら の 直接的な意識状態を表現す る も の

と して は ， 英語 で い う awe （畏怖 ）と い う ’L・持 が，最 も

よ く宗教独 自の 心 理 を表現す る も り の よ うで あ る 。 こ れ

は我 が 国語 に あ て は め る と 「カ シ コ ム 」 とい う気持 で あ

る 。 従 っ て，宗教 を心翠的 に定義 する 時 に は，畏 陥だ と

か ，畏敬 とい う言 葉 が用 い られ ，
こ れ が宗 教 の最 も 中核

的 な 心 理 的 状 態 だ と考 え ら れ て い る。オ ッ ト
ー

は そ の

「聖 な る も の 」 の 主 な 要 棄 で あ る tremendurn は 畏陥

awe に 最 も近 い とい い ，マ レ ッ ト R ・Marett は 畏 怖 こ

そ すべ て の 宗教 的 経験 の 根本 的 な要・素で あ る とい っ て い

る。併 し，こ の よ うな 経験は 感情 的 な もの で あ り，ま た

瞬 間 的 な もの で あ るの で ，人 々 に よ っ て 多 少 意 味 を 異 に

し ， 表現 を異 に す るの も止 む を得 な い 。と も か く，聖 な

る も の ，畏 怖 を感ず る 心 的 態度 こ そ，人閭 の 行動を し て
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t

宗教的た ら しむ る心 理 的 決定因だ と考え る こ とは 妥当で

あ る。従 っ て ，心 理 的 に み れ ば，宗教的対象 が 何 で あろ

うと，ま た 目的や行動 の 様式 が 如 何 な る もの で あ ろ う

と，宗教 と は ，畏怖 ， 聖 な る感じ に決定さ れ る もの で あ

る と考 え ね ば な ら な い 。
　　　ロ
　畏怖は ，

マ レ
ッ トに 従え ば，感情 また は 情緒 で あ る と

い うし，人 々 は こ れを緒操 で あ る と考 え て い る。マ ク ド

ゥ ガ ル W ．Mc 　Douga11 は こ れ を 1 つ の 情操 とみ て お

り，それ は い ろい ろの 情緒 の 結含 か ら成立 っ て い る も の

と考え て い る 。
マ ク ドウ ガ ル に 従 え ば ， 畏 啼 awe の 情

操 は 嘆賞 administratlon の
・
背操 と恐 怖 fearの 管緒 の 結

合 した も の で あ る 。 そ して 嘆賞 の 情操 は，驚異 wonder

の 情緒 と 自已 卑 下 self−subjecti ・ n の 情緒 か ら成 る とい

うの で あ る。即 ち，畏怖 の 清操 は 驚異 と自巳卑 下 と恐怖

とい う 3 つ の 情緒が複合 した 人間 の 感情的経験 で あ る と

い う こ とに な る。こ れ が 1 つ の 中心 的 な観念 に 集 中せ ら

れ た 時 に ， 宗教独 自の 体験と な る。こ の よ うに 畏陥の 情

操 が 幾 つ か の 情緒 の 複合 で あ る とい う考 え は，オ ッ ト
ー

に し て も，マ レ ッ トに して も 同 様 で あ る。オ ッ ト ーは そ

の 宗教的径験 の 本質 と し て の Das　Nnmin 。 se は rnyste −・

rium 　tre皿 endum で あ り，tremenduIn は 恐怖ま た は 近

づ くべ か らず Unnahbarkeitと い う情緒，権威 majestas

ま た は 優越 Ubergewalt の 情緒
．
，お よ び活力 を も っ た も

の Energischの 情緒 を 基礎 と し て Vl る と い っ て い る。

　 従 っ て
， 畏怖，神聖 感 と い う も の は ，こ の よ うな 緒緒

の 発現 を ま た ね ば味 わ え な い 心 的状態 と い わ ね ば な ら な

い 。ブ リ ジジ ェ ス K ．M ．　B．　Bridgesは生後 2 ケ 年 に 於け

る惰緒 の 分化発達を表示 した こ と もあ る し ， 児童 心 理 学

者 は
一

般 に ，満 5 才 で 日 常生活 に 於け る基本的な情絡 の

発 達 を み る と い っ て い る。併 し，畏 怖 だ と か 神 聖 感，崇

敬，或 は嘆賞 とい っ た 構操 は，悩 み と か セ ソ チ メ ン タ ル

とい う情緒 と共 に，まだ幼児期 に は 発現 し な い と み る の

が妥当 で は なか ろ うか 。従 っ て ，高等 な 宗教的 感情，或

は 宗教経験は青年 期 に至 っ て 昧 わ え る も の と思わ れ る、

W 　 既成の 宗教 に対す る 児童 の 態度

　既成 の 宗教に対 し て児童 は 如何 な る態度 を と る で あ ろ

うか。そ れ に関して ，閧寛 之，城 戸 幡 太 郎 ，海老 沢 亮 氏

等 の 価 儼多 い 研究 が あ る 。 最近 に は ， 私 ど もの 研究室 で

堀 江 優君 が 「小 学 校児章
’
の 宗教 意識 の 発 達 」 に つ い て ，

こ れ ら の こ と を 中心 と し て 質問調査 し て 卒業論 文 を書 い

た。神戸 市 の あ る 小 学校 の 児童 303 名 に つ い て 調 査 した

の で あ る。こ れ は，神佛 の 存在 す る場 所 ，神佛 の 特性 ，

資格 ， 児童生活 に 於 け る神佛 の 価値 ， 神佛 の 異 同 に つ い

て 調査 し，また 霊 魂，地 獄 と極楽，天 使，悪魔等既 成 の

宗教観念 に 関す る児 童：の 反 応 を 調 べ た も の で あ る 。

　 こ れ ら の 調査をみ て
一

般的 に い わ れ る こ とは，児童期

を通 じ て ，
．
伝 承 の 影 響 が 極 め て 大 きい とい うこ とで あ

る 。 児童 は彼等の 持 つ 被暗示 性 と強 い 膜倣性 か ら，教 え

られ る ま ま に 信 じ，宗教的 な行事 を疑 う こ と な く行修 し

七い る 。 併 し，お 伽 ば な しめ 時 期 を脱 す る 頃 か ら懐疑的
’

傾 向が み られ る。ま た 知 識 が 豊 冨 に な り，思考能 力が 発

達 す る に従 っ て ， 伝承 1こ 対 して 批判的 と なる 。 そ して科

学的知識 と宗教的知識 の 対 立，或は 矛 盾を 問題 と して く
’

る 。 併 し，児童期 に 於 て は ， 伝 承 を強 く否定す る とい う

態度 に は 出難 い が，そ の 不合 理 性 に対 し て不 審 を抱 くよ

うに な る の で あ る 。 か くの 如 き不 審，疑惑 矛盾，反抗

を克服 して ， 宗教 的 経験を得，宗教的臼覚 に 達 す る の は

青年中期 以 後 と思 わ れ る。児童 は 与 え られ た 宗教 に 対 し

て 受動 的 で あ り，成人 の よ うに 積極 的 に 宗教 を求 め る こ

とは 少 な い 。軽信的 で あ り，教 え られ る ままに素朴 に 受

け と る こ とは，他 の 場 合 と 同様 で あ る。な お，児童 に あ

．っ て は ， 宗教は 内面的 な本 来 的 な 意 昧 に 受 け と られ ず

に，外面的 で あ る とい え る 。

丁　児童 に於 ける宗教観 念 の 獲得

　プ ラ ッ ト J．B．　Prattは 児 童 宗教 を論 じ て ，

1
児童が宗教

観 念 を獲得す る原因 は ，

　（1） 年 長 者 の 行為か ら受 け る間接 的 な影響

　（2） 直接 に 宗教 に 関す る こ とを教 え ら れ る こ と

　  　児童 に 於 け る 自然約な発達

を あ げ て い る 。

　祖父母，父母そ の 他，子 ど もを 囲磽す る周 囲 の 年 長者

の 態既 或 は 行為 が ， 児童 の 宗教心 の 啓培 に大 き な感化

を与 え る こ と は い うま で も な く，前 の 調査 が有力に物語

っ て い る。児童 の 持 つ 摸倣性
一 成人 の す る こ とを 真似

る こ と，被階示 ［生一 成人 の 意見 や行動 に 暗示 され やす

い こ と，お だ て られ や すい こ と ， 律動性
一

飽 か ず に何

回 も同 じ こ とを繰返 す こ とが，宗教観念を獲得す る こ と

に もあ ら わ れ て くる の で あ る 。 従 っ て ，児童 が宗教観念

を 獲得す る た め に は，児章：を 囲磽 す る 入 的 環境 は 重要視

され ねば な らない 。

　ま た，宗数 観念 が 宗教 的 な事柄 を直接 に教授され る こ

と に よ っ て 養成 され る こ と は い うま で もな い 。殊 に 批判

力が 乏 し く， 軽 信 的 な 子 どもた ちは ，成 人 の 教授 を素 直

に 受容れ て ゆ く。

　 自然 に宗 教 観念 が 形 成 され る と い うの 1・s，児童 の 心理

的 特性 に，多 くの 宗 教 的 な もの が あ り，そ の 日 常生 活 の

中 に 咒術 的要素 が 枢当 に 多 い こ と を 既 に 述 べ た 。こ れ ら

は 宗教以前 の 心 理 的 基 盤 で あ る が ， よ り高次 の 文化 に 接
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し た り，い ろい ろ な社会 的 経験 を得 た り，殊 に傑 刻な入

生問題 に 当面す るよ うに な っ て，真実な宗教意識 を芽生

え し め，宗教観念 を獲得 して い く。

　思 う蔭こ， 2 〜 3才 こ ろ ま で は，す べ て 自己 中心 的 に 思

考 し ， その 生存 は母 に保護さ れ，支 え られ て い る 。 そ し

て 宗教 の 面 か らい え ば白紙 の 状態 で あ る と い え る。彼等

の 活動 は 周囲 の 成 人 の 影響，或 は 模 倣 に よ る もの が 多

く ， 宗教 的 行修 は すべ て こ こ か ら発す る 。 佛を礼揮 し，

神 に 祈を捧げ て も深い 宗 教 的 信 仰 か ら 出 る もの と は 思 わ

れ な い 。成人 の 模倣 で あ り， 権威 に 対す る素直 な服従 で

あ る。

　 4・V5 才 こ ろ は 神佛 に 関する質問が 多 くなる が ， それ

は 一般に質問期 の 特徴が，神佛に つ い て あらわ れた に 過

ぎな い 。そ し て ∫ そ れ らは 何れ も外面的 な も の で あ る 。

寺 院 の 荘 大 ，佛檀 の 華麗，儀式 の 荘厳は 彼等
’
の 驚異 とな

り， 感銘を与え，好奇 心 を誘発する 。 彼等は 疑 うこ と を

知 らず， 地獄極楽 の 話 もそ の ま ま に 信 ぜられ ， 朝 夕 の 礼

拝 は 周囲の 成 入 が な すか ぎ り習慣的 とな る 。 併 し，死 に

対する恐怖 は 潔刻 で は な い 。生物と無生物 の 区別 の つ き

難 い 彼等 に は，父母 の 死 に あ っ て も，死そ の も の に つ い

て の 悲 し み の 情緒 は伴 わ れ 難 い u

　学童期 に 入 り，ア J ・ミ ス テ ィ ッ ク な考え 方 か ら徐 々 に

脱却 し，想像 と現実 とが一致 し な い こ と が 理 解 され る よ

うに な っ て も，権威の 前に従順 で あ る限 り， 神佛 の 存在 を

否定す る こ とは ない 。且，彼等の 道徳 ， 行動 の 規範 は 権

威 に よ っ て 支えられ て い る。簡単な 因果 し か 理 解で き難

い 彼等 は ，善因善果，悪因悪果も平板に 受 けい れ られ，

その 道徳生活 の 基準 も こ の よ うな と こ ろ に 置か れ る方が

わか りやすい 。神佛 の 罰 を恐 れ るが 故 に ， 身 を つ つ し

む こ とも よ くあ る。病気 の 時 に は素直 に 神佛 に 祈願 し ，

自分 の 家 の 宗教 に は 自負 を持 ち，そ れ が 罵られ た りす る

と反感を持 つ こ と もあ る。死 が 生 の 否 定 で あ る こ とが そ

の 経験 に よ っ て 理 解 され る よ うに なる と ， 死 の 恐怖 ， 死

．別 の 悲哀 が 深刻 に 感ぜられ る よ うに な る 。

併 し ，学童期の 終 り頃か ら思春期 に か け て は ，宗教 の

外形的 なもの に 対す る関 心 は うすれ ， 危機 に 臨ん で 神佛

に祈 る こ こ ろ は あ っ て も，宗教 へ の 関心 は うす くな る よ

うで あ る 。 幼児 か ら素直 に 行修し て い た 朝 夕 の 礼拝 もお

動め も怠 りが ち とな る。

　青年期 に 至 り，真剣にノ柱 問題 に 悩 み ，或 は理 想 を 考 え

る よ うに な る と
， 人 生観 の 哲学 と共 に 宗教 を真撃 に求 め

る よ うに な る。こ こに於 て 真実 の 宗教灘 が 確 立 す る。

回心 convertion の 現象も， こ の こ ろ に 多 い 。併 し宗教

意識 の 発達 に は ， 環境 の 形響 が 著 しい こ とは前述 の 通 り

で あ り，無宗教 的 な環境 に 育 っ た もの に は ， 自己 の 考 え

を固執 して ，歴史的 な宗教 に よ っ て 入 生 問題 の 解決を求

め よ うと す る機縁が薄 い 。また反宗教的 な教育を うけた

もの に は ， 宗教を求 め よ うと して も求 め 得 ら れ な い 悩

み が 深 刻 で あ る。即 ち ， た と え人 生問題に 深 く噴 入 っ て

も，宗教に 対 す る既成的な批判 が先 に 立 っ て，そ の ジ レ

ソ マ に悩 む の で あ る。殊 に 我 が 国 の 宗教 批 判 者 は，直姜

に 既 成 の 宗 教 々 理 に 対決 し て 批判せ ずに ，外面 か ら批判

す る傾向が強い の で こ の 種 の 青年 の 悩 み が深刻 とな る。

従 っ て，幼児期 か ら学童期 に 至 る宗 教 々 育 は，人 生 の 危

機 に 際 して 重要 な影響 を持 つ とい うべ き で あ る 。
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