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活
動
の

分
析
単
位
は

「

宗

教
団
体

、

も
し
く
は

宗
教
者
個
人
が
、

組
織
的

か

ど

う
か

に

か

か

わ

ら
ず、

主
に

非
宗
教

者
を

対
象
に

行
う、

宗
教
を

直

接
目
的
と

し
な
い

社
会
的
活
動

（

平
和、

福
祉、

環
境

、

医
療
な

ど）

に

関
す
る

行
動
」

に

限
定
す
る

。

そ
し

て
、

入

力
は

以

下
の

三

項
目
に

大
別

し

て

行
う。

第
一

に

活
動
形
態
項

目
で

あ

る
。

こ

こ

で

は
、

亙

D
、

報
道

媒
体
の

区
別、

活
動
の

凵

付
、

活
動
が

行
わ

れ
る

地
域

名、

活
動
の

開
催

場
所

、

行
為
形
態、

活
動
領
域、

参
加
者
（

団
体）

数
を
コ

ー

ド

す
る
。

第
二

に

宗
教
団
体
・

宗
教
者
項
目
で

あ
る

。

こ

こ

で

は、

宗

教
分
類

、

宗

教
団

体
（
宗
教
者）

属
性
項
目

、

宗
教
団

体
（
宗
教
者）

名、

活

動
へ

の

関
与
度

合
い

、

活
動
を
行
う
理

由
を
コ

ー
ド
す
る

。

第
三

に
、

関
係
者
項

目
で

あ

る。

こ

こ

で

は

組
織

名
（
個
人

名
）

、

参
加
者
・

社
会

的
カ

テ

ゴ

リ

ー
属
性
を
コ

ー

ド

す
る

。

養
護
教
諭
と

子

供
達
と

の

人

間
関
係

　

　

i−
M

・

ブ

ー
バ

ー

を
手
が

か

り

に

ー

河

　
西

　
多

津

子

　
近

年
子
ど

も
た
ち

や

子
ど

も
た
ち

を

取
り
巻
く

社
会
の

変
化
に

よ
り、

子
ど
も
た

ち

の

保
健
室

利
用
の

目

的
が

単
な

る
疾

病
に

対
す
る

応
急

処
置

か

ら、

精
神
的
な

援
助
を

求
め

る

子
ど
も
た

ち

の

増
加
へ

と

そ

の

重
心
が

移
っ

て

き

て

い

る
。

そ
の

結
果

、

保
健
室
は

身
体
に

対
す

る

問
題
の

解
決

や

援
助
ば
か

り

で

な
く、

い

じ

め

や
不
登

校、

家
庭
内
の

問
題

等
精
神
的

な

問
題
を
抱
え
て

い

る

子
ど

も
た

ち

を、

早

期
に

発
見
し

援
助
す

る

こ

と

が

で

き
る

場
と

し
て

社
会
的
に

も

そ

の

存
在
の

重

要
性
が

認
識
さ

れ

る

よ

う
に

な
っ

て

来
た

。

子
ど

も
た

ち

の

心
身
に

対
す

る

援
助
の

質
を

高
め

る

た

め

の

基

礎
と

な

る

の

は、

養
護
教
諭
と

子
ど

も

た
ち

と

の

問
の

良
好
な

人
間
関
係
で

あ
る

。

本
発
表
は

、

養
護
教
諭
と

子
ど
も

た

ち

と

の

問
の

良

好
な

人
間

関
係
形
成
の

基
礎
に

あ
る

も
の

に

つ

い

て

『

我
と

汝
』

か

ら
現

場
が

学
ぶ

こ

と
が
で

き

る

点
を

何
点
か

あ
げ
る

こ

と
を
目
的
と
し
た

。

　

養
護
教
諭
と

子
ど

も
た

ち

と

の

良
好
な
人
間

関
係
と

は、

双
力
の

信
頼

関
係
に

他
な

ら
な
い

。

子
ど

も

た

ち

が、

教
師
を

「

人
聞
と

し
て

信
頼
で

き

る
」

と

感
じ
る

時
と

い

う
の

は、

教
師
と

子
ど
も
た

ち

と

の

問
に

ブ

ー

バ

ー

の

い

う
〈

わ
れ

ー
な
ん

じ
〉

の

関

係
が

あ
っ

た

時
で

あ

ろ

う
。

ま

た、

そ

の

関
係
を
重
ね
て

い

く
こ

と

で

教
師
に

対
す
る

信
頼
が

増
し
て

い

く
と

考
え

ら

れ
る。

　

し
か

し、

A

わ

れ

ー
な
ん

じ
V

の

関
係
は
そ

の

時
が

過
ぎ
て

し

ま
え

ば

〈

な

ん

じ
〉

は

〈

そ
れ
〉

と

な
ら
な

け
れ
ば
な

ら

な
い

。

そ

の

こ

と

を

ブ

ー

バ

！

は

「

わ
れ
わ
れ
の

運

命
の

高
貴
な
悲
し

み
」

で

あ
る

と

述
べ

て

い

る
。

過
去
と

な

る

こ

と

は

必
然
で

そ

う
な

る
こ

と

の

必
要
性
も
あ
る

と

い

う
こ

と

で

あ
る
。

ま
た
、

集
団
の

秩
序
を

保
つ

た

め

に

は

〈

わ

れ

ー
そ

れ
〉

の

関
係
も
な

く
て

は

な

ら

な

い

も
の

で

あ

る
。

　
ブ

ー
バ

ー

は
、

人
間
と

入
間
の

問
の

〈

わ
れ

ー
な

ん

じ
〉

の

関
係
に

つ

い

て

「

包
括
」

と
い

う

言
葉
を

キ

ー

ワ

ー

ド

に

し

て
、

真
の

教
育
者
の

生

徒
に

対
す
る

関
係
の

中
で

の

〈

わ

れ

ー
な
ん

じ
〉

は、

完
全
な

も
の

と

な

ら

な
い

こ

と

に

よ
っ

て

存
続
し

て

い

る

と

い

っ

て

い

る
。

こ

の

こ

と

か

ら

わ
か

る

こ

と

は、

河
村
茂
雄
が

学
級
崩
壊
を

起
こ

し

や

す

い

教
師
と

し

て

分
類
す
る

「

友
達
的
教

師
」

は

教
師
と

し
て

は

否
定
さ

れ

ね
ば
な
ら
な
い

と

い

う
こ

と

で

あ
る
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学
校
現

場
で

は

常
に

個
人

指
導
と

集
団

指
導
の

両
方
が
求
め

ら

れ
る

。

そ
の

際
の

留
意

点
に

つ

い

て

も
〈

わ

れ

ー
な

ん
じ
〉

〈

わ

れ

ー
そ

れ
〉

の

二

つ

の

根

源
語
の

観
点
か

ら

述
べ

た

い
。

個
人

指
導
を

す
る

場
合
に

教
師

が
わ

き
ま
え
て

い

な

け
れ
ば

な
ら

な
い

こ

と

は、

子
ど

も
た

ち

と
の

間
に

く

わ
れ
ー
な
ん
じ
V

の

関
係
を
つ

く
ろ

う
と

す
る

こ

と

で

あ
る

。

な

ぜ
な

ら
ば

目
前
の

子

ど

も
一

人
ひ

と

り
は

絶
対
的
な

存
在、

つ

ま
り、

「

唯
一

無
比
の

存

在
で

あ
る

」

か

ら

で

あ
る

。

集
団
指
導
を

す
る
上
で

わ
き

ま

え

て

い

な

け
れ
ば
な

ら

な

い

こ

と

は、

「

規
則
や

道
義
的
な
価

値
」

を

前
面

に

出
す
こ

と

で

あ
る

。

つ

ま
り、

〈

わ

れ
ー
そ

れ
〉

の

関
係
に

な
る

必

要

が

あ
る
と

い

う
こ

と

で

あ
る

。

な
ぜ

な
ら

ば
、

こ

れ

な

く
し

て

社
会
秩
序

は

保
た
れ
な
い

こ

と

を
考
え

れ
ぼ、

学
校
と

い

う
小
さ
な

社
会
に

あ
っ

て

も
こ

の

こ

と
は

大
切
な

こ

と

で

あ
る

。

こ

の

こ

と

は

公
共
性
を
も
っ

た

個

を

育
て

る

契
機
に

も

な

る
こ

と

で

あ
る

。

　
ブ

ー
バ

ー
は、

「

世
界
は

人

間
の

と
る

二

つ

の

態

度
に

よ

っ

て

二

つ

と

な
る
」

と

い

う
。

こ

の

こ

と

は
、

教
育
の

現
場
に

あ
っ

て

は

く

わ
れ
ー
な

ん

じ
V

〈

わ
れ

ー
そ
れ
〉

の

世

界
に

分
け
る
の

は

主
に

教
師
側
で

あ
る
こ

と

を
意
味
す
る

。

双

方
の

世
界
が

あ
る

こ

と

の

重
要

性
を

考
え

る

と
、

教

師
（

養
護
教
諭）

は

日
常
の

教

育
活
動
の

申
で

ど
ち

ら
の

世
界
で

目
前
の

子
ど

も
た
ち

と

接
し

よ

う
と

し

て

い

る

の

か
、

と

い

う
こ

と

を

常
に

認
識

し

て

自
分
の

言
動
に

細
心
の

注
意

を
は

ら
っ

て

い

か

な

け
れ

ば
な

ら

な

い
。

近
代
日

本
に

お

け

る

「

宗
教
的
情
操
」

教
育

　

ー
教
育
論
争

史
か

ら

の
一

考
察

1齋

藤

知

　
明

　
「

宗
教
的
情
操
」

の

概
念
は

、

戦
後
の

教
育
政

策
に

お

い

て

も、

戦
前

の

概
念
を

継
承
し
て

い

る
。

そ
れ
ゆ

え、

現

代
の

「

宗
教

的
情
操
」

を

考

え
る

に

あ
た

り、

戦
前
の

日

本
に

お

け
る

「

宗
教

的
情
操
」

が
ど
の

よ

う

に

生
ま

れ、

語
ら

れ
た

の

か

を

検
討
す

る

こ

と

は

重

要
で

あ

る
。

そ

こ

で
、

近

代
日

本
に

お

い

て

「

宗
教
的

情
操
」

の

概
念
が

形
成
さ
れ
て

い

く

過
程
を

考
察
す
る
た
め

に
、

教
育
論
争
で

ど
の

よ

う
に

宗
教
が

語
ら
れ

た

の

か
、

特
に

明
治
三

二

年
の

訓
令

＝
一
号
発
布
前
後
の

道
徳
教
育
論
争
に

焦
点
を
当
て

る
。

本
論
争
は、

い

か

に

宗
教
を

普
遍
化
・

倫
理
化
し

て

学

校
教
育
に

お

け

る

道
徳
教

育
に

用
い

る

こ

と

が

で

き

る

か
、

と

い

う
こ

と

が

主
に

論
じ
ら

れ
た

。

こ

こ

で

は、

本
論

争
を、

「

宗

教
的

情
操
」

の

概

念
が

論
じ
ら
れ

る

ひ

と

つ

の

契
機
と

し
て

考
え

る
。

　
「

情
操
」

と
い

う
こ

と

ば
は

、

明
治
二

〇
年
代
に

は

「

情
緒
よ

り
も

高

次
で

、

道
徳
や

宗
教
に

関
わ
る

感

情
」

と

し
て
、

主
に

教

育
学

・

倫
理
学

の

用
語
と
し
て

、

そ

れ

自
体
に

価

値
を

含
む

も
の

と
し
て

使
用
さ
れ
て

い

た
。

「

宗
教
的
情
操
」

は、

明
治
二

〇

年
代
以
降
に

使
わ
れ
た

言
葉
で

あ

る

が
、

当
初
よ

り、

通

宗
教
・

宗
派
的
な

色
彩
が

強
く

、

ま

た、

理

想

的
・

倫
理
的
価
値
が

組
み

込
ま
れ、

心
を
よ

り

良
い

方
向
に

持
っ

て

い

く

と

い

う

目
的
が

付
さ

れ

て

い

た
の

で

あ
る。

　
「

宗
教

的
情
操
」

と

い

う
こ

と
ば
が
、

正

式
に

政
策
と

し

て

発
表
さ

れ
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