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総
力
戦
体
制
下
に

お

け
る

信
仰
と

戦
争

　
　

1
「

日

本
基

督
教
」

を

中
心
に

ー川
　
口

　
葉
　
子

　
本
発
表
は

、

ア
ジ

ア
・

太
平
洋
戦

争
下
に

お

け
る

日
本
の

プ

ロ

テ

ス

タ

ン

ト
。

キ

リ
ス

ト

教
に

お

い

て
、

「

日

本
基

督
教
」

と

し
て

現
れ
た

キ

リ

ス

ト

教
の
一

形
態
に

つ

い

て

報
告
す
る

。

　
二

〇

〇
九
年

、

日
本
プ
ロ

テ
ス

タ
ン

ト
宣

教
一

五

〇
周
年
を
迎
え

、

七

月
に

横
浜
で

記
念
大

会
が

開
催
さ

れ
た

。

「

キ
リ

ス

ト
に

あ
っ

て

ひ

と

つ

ー
主
イ
エ

ス

の

証
し
人
と

し

て

ー
」

と
い

う
テ

ー

マ

の

も

と、

日

本
キ
リ

ス

ト

教
協
議
会
（
伝

統
派
）

、

日

本
福
音
同
盟
（
福
音
派）
、

日

本
リ
バ

イ

バ

ル

同
盟

（

聖

霊

派）

の

三

団
体
が

協

力
し
て

開
催
さ
れ

た
。

そ
こ

で

は
、

一

五

〇
年
前
の

先
人
に

感
謝
を
す
る

と
と

も
に

、

閉
塞
感
の

な
か

で

福
音
宣

教
へ

の

使
命
を

新
た

に

す
る
こ

と

を
宣

言
し

た
。

　一

五

〇

周
年
と

は、

キ

リ
ス

ト
教
界
に

と

っ

て
、

一

致
の

あ
ら

わ

れ

で

あ
り、

宣

教
の

使

命
を

再
確
認
・

再
決
起
す
る

も
の

で

あ
っ

た
。

　
現
在
の

「

閉
塞
感
」

へ

と

至
る
一

五

〇
年
の

歴
史
の

中
で
、

戦
時
下
の

キ

リ
ス

ト
教
は、

外
部
と

の

か

か

わ
り
が

多
い

こ

と

が

特
異
で

あ
る

。

本

発
表
で

は
、

そ
の

か

か

わ

り
あ
い

か

ら

創
出
さ

れ
た
日

本
基
督
教
に

焦
点

を

あ
て
、

そ

れ
が

教

団
の

統
制
に

重
要
な
意

味
を
も
っ

た

こ

と

を

明
ら

か

に

す
る

。

　
総
力
戦
体
制
下
に

お

い

て、

宗
教
団

体
法
を

契
機
と

し
た

日

本
基

督
教

団
と

し

て

の

合
同
は

、

教
団
に

所

属
す
る

教

師
・

信
徒
の

信
仰
を

掌
握
す

る

意
を
内
包
す
る

も
の

で

あ
っ

た
。

教
団
上

層
部
は

合
同
し
て

ひ

と
つ

と

な

っ

た
こ

と

に

価
値
を
置
き

、

さ

ら

に

信
仰
も
ひ

と

つ

と

す
る

こ

と

を

模

索
し、

日

本
基
督
教
を
提
唱
し
た

。

　

教
団
は
教

師
・

信
徒
に

対
し、

日

本
基
督
教
を

あ
り
う

べ

き

信
仰
と

し

て

提
示
し
た

。

そ

れ
は

、

戦

争
と

い

う
社
会
的
文
脈
を
契
機
と

し

て

提
唱

さ

れ
た、

国

体
と

の

整
合
性
を
は

か

る
た

め

の

内
的
論
理

で

あ
り、

そ

の

キ

リ
ス

ト
教

的
純
粋
性

、

回

帰
性
が

う
た

わ

れ
、

時
代
状
況
を
超
え
た
日

本
に

お

け
る

キ

リ
ス

ト

教
の

見
直
し
で

あ
る

こ

と

が

志
向
さ
れ
た

。

そ
し

て
、

教
団
や
文

部
省
に

よ

っ

て

開
催
さ

れ

た

教
師
錬
成
会
な
ど
を

通
し
て

日

本
基
督
教
の

信

仰
が
受

け
入
れ
ら
れ

る

に

つ

れ
、

上
層
部、

文

部
省
に

と

っ

て

信
徒
の

掌

握
が

容
易
と

な
っ

て

い

っ

た

の

で

あ
る

。

日
本
墓
督
教

に

よ

っ

て
、

教
団
と

し
て

総
力
戦
体
制
に

組
み

込
ま
れ

て

い

っ

た
と
い

え

る

だ

ろ

う
。

　
し

か

し
、

終
戦
に

よ
っ

て

社
会
状
況
が

変
わ
る

と
、

日
本
基
督
教
が

時

代
状
況
的
な

制
約
を
受
け
て

い

た

こ

と
が

明
ら
か

と

な
り

、

す
ぐ
に

消
え

て

い

っ

た
。

個
人
主
義
的

性
格
を

帯
び
た
日
本
の

キ
リ

ス

ト

教
の

歴
史
の

中
で

、

日
本
基
督
教
は
異

質
な
も

の

で

あ
り、

国
家
及
び

社
会
的
状
況
の

制

約
の

な
か

で

現
わ
れ
た
一

つ

の

キ

リ
ス

ト
教
の

形
態
で

あ
っ

た
。

日

本
の

新
宗
教
に

お

け

る

国
家
観

・

天
皇
観
と

実
践

　
　

ー
解
脱
会
の

事

例
か

ら

ー
塚

　
田

　
穂

高

　
日

本
の

新
宗

教
に

お

い

て
、

ナ
シ

ョ

ナ

リ

ズ
ム

が

ど
の

よ

う
な

論
理
構

造
の

も
と
に

存

在
し、

そ

れ
に

基
い

て

ど
の

よ
う
な
実
践
が

行
わ

れ

て

い
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