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た

の

は
、

昭
和
一

〇
年
の

「

宗
教
的

情
操
ノ

涵
養
二

関
ス

ル
」

文
部
次

官

通
牒
で

あ
っ

た
。

し

か

し、

政
策
や
審
議
の

経
過
を

見
て

い

く
と
、

明

治

末
期
か

ら、

学
校

教
育
に

お

い

て

「

宗
教

的
情
操
」

の

涵
養
に

期
待
す
る

議
論
が

な

さ

れ

て

い

た
。

大
正

白
由
教
育
な
ど

新
た

に

教
育
を
研
究
・

実

践

す
る

大
正

期
の

風
潮
や、

国
民
道
徳
の

見
百
し

や

徹
底
が

議
論
さ
れ
る

な
ど

の

要
因
も

含
ん

で
、

昭

和
期
に

は

す
で

に

さ

ま

ざ
ま

な

教
育
関
連
の

大

会
・

会

議
で

「

宗
教
的
清
操
涵
養
」

に

関
す
る

決

議
が

起
こ

っ

て

い

た
。

そ
の

よ
う
な

な
か

で
、

昭

和
一

〇
年
の

文

部
次

官
通
牒
に

い

た

っ

た

の

で

あ
る

。

以
上
の

よ

う
に、

昭
和
一

〇
年
の

文

部
次
官
通
牒
は

「

宗
教

的
情
操
」

の

始
ま

り
で

は

な
く、

長
い

間
議
論
さ

れ
た

末
の

結
論
と

し

て

扱
う
べ

き

で

あ
る

と

考
え
る

。

そ

こ

で
、

「

宗
教
的
情
操
」

の

系
譜
を

明

治
三

〇
年
代
の

道
徳

教
育
論
争
に

求
め

て

み

た

い
。

　
こ

の

論
争
は
、

井
上

哲
次
郎
が

「

倫
理

的
宗
教
」

を
主
張
し

た

こ

と

か

ら

始
ま

る
。

「

倫
理

的
宗

教
」

と

は、

宗
教
の．
歴
史

性
・

特
殊

性
を

排

除

し、

合
理

的
に

時
代
に

適
し
た

普
遍
的
・

理

想
的
で

あ
り、

倫
理
に

特
化

し
た
宗
教
の

こ

と

で

あ
る

。

こ

れ

を

道
徳
教
育
に

用
い

れ
ば

よ
い

の

で

は

な

い

か

と、

井
上
は

主
張
し

た
。

こ

れ

に

対
し
て、

様
々

な

分
野
の

知

識

人
が

反

論
し
た

。

大
西

祝
は
、

宗
教
を

教
え
な

い

ま
で

も、

「

宗
教
的
な

世
界
観
」

を
持
つ

道
徳
教
育
は

必

要
で

あ
る

と
論
じ

、

宗
教
の

道
徳
教

育

の

有
効
性
を
主

張
し

た
。

鈴
木
大
拙
は、

道
徳
教

育
で

「

宗
教
的
思
想
」

を

教
え

る

こ

と

を

積
極

的
に

肯
定
し

た
。

村
上

専

精
は

、

人

類
の

歴
史

上、

道
徳
教
育
を

宗

教
が

担
っ

て

き
た
と

い

う
事
実
を

踏
ま

え

た

上
で、

宗
教
が

論
じ

て

き

た

「

真
理
」

は

教
育
と

対
立
す
る
も
の

で

は

な

く、

道

徳

教
育
に

対
し

て

有
効
で

あ
る

こ

と

を

論
じ

た
。

元

良
勇

次
郎
は、

「

神

秘
的
な

る

も
の
」

が

必
要
で

あ
る

と

し
、

心
理

学
の

視
点
か

ら

国
民
道
徳

の

形

成
に

は

宗
教
が
必
要
で

あ
る

こ

と

を
述
べ

た
。

加
藤
玄
智
は、

世
界

的
・

普
遍

的
な

視
点
で

宗
教
を
扱
う
宗
教
学
を

教
育
者
が

勉
強
し、

子
ど

も
に

は

「

真
の

宗
教
」

を
教
え
る

べ

き

で

あ
る

と

し

た
。

　
各
知
識
人
と

も
道
徳
教
育
に

お

い

て
、

そ

の

ま

ま

の

宗
教
が

必
要
と

論

じ
る
の

で

は

な

く、

「

宗
教
的
な

世
界
観
」

「

宗
教
的
思
想
」

「

真
理
」

「

神

秘
的
な

も
の
」

「

真
の

宗
教
」

と

い

う
よ

う
な、

歴

史
性
・

特
殊
性
を

捨

象
し
た、

宗
教
の

普
遍
性
・

倫
理

性
を

説
い

て

い

た
。

本
論
争
は

「

宗
教

的
情
操
」

が

共
通
の

土

台
で

あ
っ

た

と

み

る

こ

と

が
で

き

る
。

こ

の

よ
う

に
、

当
時

西
洋
か

ら
輸
入
し

て

発
展
し

て

い

っ

た

さ

ま

ざ
ま

な

学
知
や
キ

リ

ス

ト

教
の

影
響
に

よ

っ

て、

「

宗
教
」

は

普
遍

化
・

倫
理

化
さ

れ、

新

た

な

価
値
が

見
出
さ

れ

た

と

言
っ

て

も

よ

い

だ

ろ

う。

そ

の

新
た

な

価

値

が
、

道
徳
の

問
題
を

解
決
す

る

た

め

の
、

普
遍

性
・

倫
理

性
を

持
っ

た
宗

教
的
な
も
の

で

あ
っ

た
。

宗
教
文
化
教
育
と

宗
教
情
操
教
育
の

相
違
点

井
　
上

　
順

　
孝

　

広
義
の

「

宗

教
教
育
」

の

う
ち、

公
立

学
校
に

お

い

て

可
能
な

タ

イ
プ

の

教

育
の
「

つ

と
し
て、

宗
教
文

化
教

育
が

提

起
さ

れ

て

い

る
。

宗
教
文

化
教

育
は

、

こ

れ
ま
で

公
立

学
校
に

お

け

る

宗

教
教
育
を
め

ぐ
っ

て

生
じ

た

対
立
を

乗
り

越
え
る

こ

と
が
可

能
と

考
え
て

い

る
。

公
立

学
校
に

お

け

る

宗

教
教
育
は

、

と
く
に

宗

教
情

操
教
育
と

い

う

カ

テ

ゴ

リ

ー

を
め

ぐ
っ

て

大
き
な

議
論
を

呼
ん

で

き
た

。

そ

こ

で

宗
教

情
操
教
育
を
め
ぐ
る

議
論
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が

問
題
と

さ

れ
た

理

由
を
確
認
し、

宗
教
文
化
教

育
が

宗
教
情
操
教
育
と

ど
の

よ
う
な

点
に

お

い

て

異
な
る

か

を

示
し
た
い

。

　

広
義
の

宗
教
教
育
は

、

　一

般
に

宗
教
の

知
識
教

育
、

悋…
操
教

育、

宗
派

教
育
を

含
む

と

さ

れ

て

き
た

。

　一

方
、

狭
義
の

宗

教
教
育
は
、

宗

派
教
育

に

近
い

も
の

で、

宗
教

情
操
教
育
を

含
む

も
の

と

理

解
さ
れ
て

い

る
。

公

立

学
校
で

の

宗
教
教
育
の

議
論
で、

な

ぜ

宗
教

情
操
教
育
が

問
題
と

な
っ

た

か

と

い

う
と
、

宗
教

情
操
教
育
の

内
容、

効
果
等
に

つ

い

て、

い

く

つ

か

の

点
で

対
立
が

生
じ
た
か

ら
で

あ
る

。

宗
教

情
操
教
育
を

推
進
し

よ

う

と

す
る

人
は

、

宗
派
的
で

な
い

宗
教
情
操
教
育、

す
な

わ
ち
一

般

的
宗
教

情
操
教
育
が

理
論
的
に

可
能
で

あ
る

と

い

う
立

場
を

と

る
。

こ

こ

に

は、

大
き
く
二

つ

の

タ
イ
プ

を
み

て

と

れ

る
。

一

つ

は

理

論
的
に

可
能

性
を

追

求
す
る

も
の

で
、

宗
教
の

定
義
を

ゆ
る

や
か

に

考
え

る

こ

と

で、

一

般
的

な
宗
教
情
操
教
育
の

可

能
性
を

検
討
す
る

も
の

で

あ
る

。

も
う
宀

つ

は、

宗
教
の

根
底
に

は
一

般

的
な

宗
教
情
操
と

い

う
も
の

が

あ
る
と

い

っ

た

前

提
を

も
っ

て

臨
む
も
の

で、

し

ば
し

ば

宗

教
の

情
操
教
育
こ

そ
、

宗
教
教

育
の

要
と

位
置
づ

け
ら
れ
る

。

　

こ

の
一

般
的
宗
教

情
操
に

つ

い

て

は

否

定
的
な

見
解
が

あ
る

。

こ

れ

に

つ

い

て

も
大
き
く
二

つ

の

タ
イ

プ

を

見
出
す
こ

と

が

で

き
る

。

一

つ

は

こ

れ
が

国
家
主
導
の

宗

教
情
操
の

構
築
に

な
る

恐
れ

が

あ
る
と

い

う

危
惧

、

あ
る

い

は
一

般

的
宗
教
情
操
と

い

う

名
の

も
と

に
、

実
は
特

定
の

宗
教
情

操
に

依
拠
す
る

こ

と
に

正

当
性
を
与
え

よ

う
と
し
て

い

る
の

で

は
な
い

か

と

い

う

危
惧
に

基
づ

く
も
の

で

あ
る

。

も
う
一

つ

は
、

特
定
の

宗

教
に

基

づ
く

宗
教
情
操
と

い

う
も

の

を

離
れ
て
、

　一

般
的
宗
教
情
操
と

い

う
も

の

を

想
定
す

る

の

は
、

事
実
上
困
難
で

あ
る

と

い

う
立

場
で

あ
る

。

　

こ

う
し

た

対
立

点
を

意
識
し
、

か

つ

現

代
の

日

本
社
会
の

宗
教
に

対
す

る
］

般
的
位
置
づ

け
や

グ
ロ

ー
バ

ル

化
と

呼
ば
れ

る

世
界
的
な

変
動
を

考

慮
し

て

提
起
さ

れ

た

の

が

宗
教
文

化
教
育
で

あ
る

。

宗
教
文
化
教
育
は

、

法
的
な

側
面、

ま

た

現
代
日
本

社
会
の

宗
教
へ

の

位
置
づ
け
を

考
慮
し

て

も
、

公
立
学
校
で

も
実
施
が

可
能
な
タ
イ

プ
の

教
育
と

し
て

発
案
さ

れ

て

い

る
。

そ
れ

ぞ
れ

の

宗
教
が

も
つ

固
有
の

価

値、

規
範、

そ

れ

を

信
仰
す

る

人
た

ち
の

考
え

方
や

行
動
の

特
徴、

さ

ら
に

生

活
文
化
の

な
か

に、

そ

れ

ら
が

ど

の

よ

う
に

観
察
さ

れ
る
か

と
い

っ

た

こ

と

に

つ

い

て、

基

本
的

な
理

解
を

推
進
し

よ

う
と

す
る
も

の

で

あ
る

。

二

〇
〇
六

年
の

教
育
基

本

法
の

改
正

の

際、

宗
教
教
育
の

項
に

「

宗
教
に

関
す
る
一

般
的

教
養
」

を

尊
重

す
る
と

い

う
文
が

付
け
加
え
ら
れ
た

。

宗
教
文
化
教

育
と
い

う
発
想

は
、

こ

の

改
正
以

前
か

ら

主

張
さ

れ
て

い

た

も

の

で

あ
る

が
、

趣
旨
と

し

て

は

こ

の

改
正
の

趣
旨
と

重
な

る

点
が

多
い

と

考
え
る

。

　
宗
教
情
操
教

育
と

の

宗
教
文
化
教
育
の

違
い

は
、

ま
ず
特
定
の

価
値
観

が

共
通
に

存
在
す
る

と

仮
定
し

な

い

こ

と

で

あ

る
。

む

し

ろ

多
様
な

価
値

観
が

あ
る

こ

と

を

知
る

と

い

う
こ

と

に

重
点
を

置
く。

宗
教
情
操
教
育
は

「

宗
教
は

入

間
に

必

要
で

あ
る

」

「

宗
教
は

す
ば
ら

し

い

価
値
を
も
っ

て

い

る
」

と

い

う
よ
う
な

前
提
と

か

か

わ
り
が

あ
る

。

し

か

し
、

宗
教
文

化

教
育
で

は、

宗

教
が
必
要
だ
と

考
え
る

人
や、

そ

の

価
値
を

大
切
に

し
て

い

る
人
々

の

理

解
を
深
め

よ

う
と

す
る

が、

宗

教
そ

れ

自
体
の

価
値
に

つ

い

て

は

統
一

的
な

評
価
を
し
な

い
。

公
立
学
校
の

宗
教
に

つ

い

て

の

教

育

に

お

い

て

は
、

無
神
論
や
宗
教
を

否
定
し

よ

う
と

す
る

人
た

ち

の

存
在
を

無
視
し
た
り
、

否
定
し
た

り
は

で

き

な
い

か

ら
で

あ
る

。

な
お、

こ

う
し

た
タ
イ

プ
の

教

育
で

あ
れ

ぼ、

多
く
の

大
学
生
が

受
け

入
れ

る

も
の

で

あ

る

こ

と

が
、

各
種
の

ア

ン

ケ
ー

ト

調
査
に

よ
っ

て

確
か

め
ら
れ
た

。
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