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序

論 

 

私

は

、

図

書

館

で

た

ま

た

ま

見

つ

け

た

「

宗

教

教

誨

」

と

い

う

言

葉

に

興

味

を

持

ち

、

調

べ

て

み

る

と

監

獄

や

矯

正

施

設

で

被

収

容

者

に

対

し

て

カ

ウ

ン

セ

リ

ン

グ

の

よ

う

な

も

の

を

行

っ

て

い

る

と

い

う

こ

と

を

知

っ

た

。

私

は

普

段

か

ら

テ

レ

ビ

や

ニ

ュ

ー

ス

を

見

て

い

る

中

で

犯

罪

者

が

逮

捕

さ

れ

た

後

、

ど

の

よ

う

な

生

活

を

送

っ

て

い

る

の

か

、

ど

の

よ

う

に

更

生

し

て

い

く

の

か

と

い

う

こ

と

に

つ

い

て

大

変

興

味

が

あ

っ

た

。

な

の

で

、

こ

の

教

誨

師

と

い

う

言

葉

を

知

っ

た

時

も

同

様

に

、

ど

の

よ

う

な

形

で

監

獄

や

矯

正

施

設

に

い

る

被

収

容

者

と

関

わ

っ

て

い

る

の

か

、

と

い

う

こ

と

を

知

り

た

く

な

っ

た

。 

そ

こ

で

、

こ

の

論

文

で

は

、

今

も

活

躍

し

て

い

る

宗

教

教

誨

師

の

歴

史

を

探

り

、

宗

教

教

誨

師

が

ど

の

よ

う

な

歴

史

を

経

て

現

在

の

形

に

な

っ

た

か

を

述

べ

た

い

。

ま

た

、

調

べ

て

い

く

中

で

、

「

宗

教

教

誨

」

の

ほ

か

に

も

「

一

般

教

誨

」

と

い

う

も

の

が

あ

る

こ

と

を

知

っ

た

。

そ

こ

で

、

こ

の

二

つ

は

ど

う

違

う

の

か

と

い

う

こ

と

と

、

な

ぜ

二

つ

に

分

か

れ

て

し

ま

っ

た

の

か

と

い

う

こ

と

も

論

じ

た

い

。

そ

し

て

、

「

宗

教

教

誨

」

と

「

一

般

教

誨

」

が

あ

る

中

で

、

何

故

「

宗

教

教

誨

」

が

現

代

に

必

要

な

の

か

と

い

う

こ

と

に

つ

い

て

こ

こ

に

論

じ

る

。 

本

論

で

は

、

ま

ず

第

一

章

で

教

誨

師

の

歴

史

に

つ

い

て

述

べ

る

。

第

一

節

で

は

、

明

治

時

代

か

ら

大

正

時

代

ま

で

順

に

時

代

を

追

い

な

が

ら

、

各

宗

教

宗

派

が

行

っ

て

い

た

教

誨

の

実

情

や

、

そ

の

時

代

の

教

誨

師

の

立

ち

位

置

な

ど

に

つ

い

て

述

べ

た

い

。

第

二

節

で

は

、

昭

和

時

代

の

教

誨

師

の

在

り

方

に

つ

い

て

述

べ

る

。

太

平

洋

戦

争

が

勃

発

し

、

荒

れ

狂

う

世

の

中

で

、

教

誨

師

が

ど

の

よ

う

な

役

割

を

担

っ

て

い

た

の

か

、

ま

た

、

戦

後

宗

教

教

誨

に

お

い

て

ど

の

よ

う

な

変

化

が

あ

っ

た

の

か

に

つ

い

て

述

べ

る

。

続

い

て

第

二

章

で

は

、

ま

ず

第

一

章

で

平

成

に

な

っ

て

か

ら

の

宗

教

教

誨

に

つ

い

て

、

現

在

の

宗

教

教

誨

は

ど

の

よ

う

な

場

所

で

、

だ

れ

を

相

コピー厳禁コピー厳禁



 

 2 

手

に

、
ど

の

よ

う

な

活

動

を

行

っ

て

い

る

の

か

。
と

い

う

こ

と

に

つ

い

て

詳

し

く

論

じ

る

。
そ

し

て

、
第

二

節

で

は

、
「

宗

教

教

誨

」

と

は

別

に

存

在

す

る

「

一

般

教

誨

」

に

つ

い

て

、

何

を

行

っ

て

い

る

の

か

、

ま

た

、

宗

教

教

誨

と

の

違

い

は

何

な

の

か

と

い

う

こ

と

に

つ

い

て

論

じ

た

い

。

そ

し

て

、

第

三

節

で

は

、

「

宗

教

教

誨

」

と

、

「

一

般

教

誨

」

が

別

々

に

存

在

す

る

と

い

う

こ

と

は

、

そ

れ

ぞ

れ

に

存

在

意

義

が

あ

る

と

考

え

る

。

そ

の

、

そ

れ

ぞ

れ

の

存

在

意

義

に

つ

い

て

論

じ

る

。

最

後

に

第

三

章

で

は

、

そ

の

二

つ

の

教

誨

が

あ

る

上

で

、

宗

教

教

誨

は

現

在

に

必

要

な

の

か

ど

う

か

、

ど

う

い

っ

た

部

分

で

必

要

性

が

あ

る

の

か

を

論

じ

る

。

そ

し

て

宗

教

教

誨

は

こ

れ

か

ら

ど

う

発

展

し

て

い

く

の

か

、

と

い

う

と

こ

ろ

に

も

触

れ

た

い

。 

   

本

論 

 

第

一

章 

教

誨

師

と

は 

 
 

第

一

節 

教

誨

師

の

起

こ

り

（

明

治

時

代

か

ら

大

正

時

代

） 

 

初

め

に

、

教

誨

師

の

起

こ

り

に

つ

い

て

述

べ

る

前

に

、

そ

の

言

葉

の

意

味

に

つ

い

て

述

べ

る

。

教

誨

と

は

、

「

お

し

え

い

ま

し

め

る

こ

と

。

お

し

え

さ

と

す

こ

と

。

」(

角

川

国

語

辞

典

新

版 

昭

和

五

十

七

年 

二

五

三

頁)

と

あ

る

。

す

な

わ

ち

、

教

誨

師

と

は

矯

正

施

設

や

拘

置

所

に

お

い

て

収

容

者

の

精

神

的

な

救

済

を

目

的

と

し

、

お

し

え

さ

と

す

人

の

こ

と

で

あ

る

。 

で

は

、

実

際

の

教

誨

師

の

歴

史

を

明

治

時

代

か

ら

順

に

辿

っ

て

み

る

と

、

明

治

五

年

十

一

月

に

な

っ

た

時

に

、

わ

が

国

最

初

の

監

コピー厳禁コピー厳禁



 

 3 

獄

立

法

で

あ

る

監

獄

則

及

び

図

式

が

制

定

さ

れ

た

。

し

か

し

、

こ

の

内

容

は

、

仁

愛

精

神

に

教

化

改

善

し

よ

う

と

す

る

近

代

的

自

由

刑

の

理

想

は

打

ち

出

さ

れ

て

い

る

も

の

の

監

獄

則

制

定

時

の

地

方

監

獄

の

実

情

は

、

こ

れ

を

容

易

に

実

施

で

き

る

も

の

で

は

な

か

っ

た

。

そ

ん

な

中

で

、

真

宗

大

谷

派

が

監

獄

則

発

布

に

先

立

っ

て

名

古

屋

監

獄

に

教

誨

を

申

請

し

、

明

治

五

年

七

月

に

許

可

さ

れ

た

。

続

い

て

、

同

派

で

、

同

年

八

月

に

福

井

県

で

も

許

可

を

得

る

こ

と

が

で

き

た

。

ま

た

、

浄

土

真

宗

本

願

寺

派

僧

侶

船

橋

了

要

は

明

治

六

年

四

月

に

岐

阜

監

獄

で

の

教

誨

が

許

可

さ

れ

た

。

そ

の

後

、

こ

れ

ら

の

真

宗

僧

侶

の

教

誨

活

動

に

刺

さ

れ

、

全

国

各

地

で

教

誨

実

施

を

出

願

す

る

も

の

が

相

次

い

だ

。
１

と

い

う

こ

と

は

、

監

獄

に

申

請

を

行

い

、

教

誨

を

初

め

て

行

っ

た

の

は

真

宗

大

谷

派

だ

と

い

う

こ

と

だ

。

そ

の

後

、

各

宗

教

宗

派

に

広

が

っ

て

い

っ

た

の

で

あ

る

。 
 

現

在

で

は

、

東

西

両

本

願

寺

が

行

う

教

誨

師

数

が

多

い

が

、

明

治

十

四

年

ま

で

の

各

教

宗

派

の

教

誨

師

数

は

次

の

と

お

り

で

あ

る

。 

 
 

浄

土

真

宗

本

願

寺

派 

十

四 

 
 

真

宗

大

谷

派 

二 

 
 

真

宗

大

谷

派

・

本

願

寺

派

合

同 

三 

浄

土

真

宗

本

願

寺

派

・

神

道

合

同 

一 

 
 

真

宗

高

田

派 

二 

 
 

華

厳

宗 

一 

 
 

仏

教

各

宗

合

同 

八 

 
 

仏

教

各

宗

・

神

道

合

同 

八 

コピー厳禁コピー厳禁



 

 4 

 
 

仏

教

・

神

道

・

心

学

合

同 

一 

 
 

神

道 

四 

 
 

心

学 
二
２ 

 
 

 

こ

の

資

料

を

読

む

だ

け

で

も

、

教

誨

活

動

当

初

か

ら

浄

土

真

宗

本

願

寺

派

と

真

宗

大

谷

派

が

い

か

に

積

極

的

に

教

誨

活

動

に

参

加

意

欲

が

あ

っ

た

か

が

よ

く

わ

か

る

。

だ

が

一

方

で

、

本

願

寺

派

以

外

に

も

様

々

な

宗

派

が

数

は

少

な

い

な

が

ら

も

教

誨

活

動

を

行

っ

て

い

た

の

で

あ

る

。 

ま

た

、

明

治

時

代

に

お

い

て

、

教

誨

を

始

め

た

監

獄

の

数

に

つ

い

て

も

大

き

な

飛

躍

が

あ

る

。 

 
 

当

時

、

各

府

県

に

所

在

す

る

監

獄

は

百

四

十

余

り

で

あ

っ

た

が

、

そ

の

う

ち

、

明

治

十

年

ま

で

に

教

誨

の

創

始

を

み

た

も

の

十

八

施

設

、

明

治

十

一

年

か

ら

明

治

二

十

年

に

至

る

十

年

間

に

八

十

施

設

、

明

治

二

十

一

年

以

降

に

実

施

を

み

た

も

の

二

十

二

施

設

と

な

っ

て

い

る

。

わ

が

国

の

監

獄

教

誨

は

、

明

治

十

年

か

ら

明

治

二

十

年

に

至

る

十

年

間

に

、

飛

躍

的

に

発

展

し

た

こ

と

が

知

ら

れ

る

。

し

か

し

、

こ

れ

ら

の

教

誨

は

、

い

ず

れ

も

篤

志

に

も

と

づ

く

も

の

で

あ

っ

て

、

教

誨

制

度

の

ご

と

き

も

の

に

は

至

ら

ず

、

従

っ

て

、

教

誨

担

任

の

職

員

配

置

も

も

ち

ろ

ん

な

か

っ

た

。
３ 

 

 

こ

の

部

分

を

読

む

と

、

明

治

時

代

に

教

誨

を

始

め

よ

う

と

い

う

動

き

は

あ

っ

た

も

の

の

、

実

際

に

活

動

す

る

際

の

詳

し

い

制

度

や

職

員

の

担

当

配

置

等

は

ま

だ

十

分

で

な

か

っ

た

こ

と

が

わ

か

る

と

と

も

に

、

そ

の

活

動

自

体

も

、

各

宗

教

宗

派

に

よ

る

ボ

ラ

ン

テ

ィ

ア

の

様

な

も

の

で

あ

っ

た

こ

と

が

わ

か

る

。

こ

の

約

二

年

後

、

教

誨

師

は

そ

の

名

称

を

も

っ

て

活

躍

を

始

め

る

こ

と

に

な

る

。 

 
 

明

治

十

四

年

三

月

、

多

年

の

懸

案

で

あ

っ

た

司

獄

官

の

名

称

統

一

が

行

わ

れ

、

ま

た

、

そ

れ

と

同

時

に

、

司

獄

官

吏

及

び

傭

人

コピー厳禁コピー厳禁
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設

置

程

度

並

び

に

傭

人

分

課

例

が

制

定

さ

れ

、

法

文

上

、

こ

こ

に

は

じ

め

て

、

教

誨

師

の

名

称

が

生

ま

れ

た

。

次

い

で

、

同

年

九

月

に

は

監

獄

則

を

改

正

し

て

、

教

誨

師

を

し

て

教

誨

を

な

さ

し

む

べ

き

旨

が

明

示

さ

れ

た

。
４ 

こ

の

制

度

の

あ

と

、

教

誨

師

を

任

用

し

た

監

獄

は

減

り

、

全

国

で

わ

ず

か

数

ヶ

所

で

あ

っ

た

。

こ

の

後

に

、

教

誨

師

は

二

つ

の

系

統

に

分

か

れ

る

こ

と

に

な

る

。

そ

の

二

つ

の

系

統

は

以

下

の

も

の

で

あ

る

。 

 

一

つ

は

、

本

来

の

教

誨

師

、

す

な

わ

ち

、

囚

人

・

懲

治

人

に

改

過

遷

善

の

道

を

講

じ

る

者

は

各

宗

本

山

を

通

じ

て

宗

教

家

に

委

嘱

し

、

二

つ

に

は

、

財

政

上

余

裕

の

あ

る

府

県

は

別

に

懲

治

人

の

教

育

を

担

当

す

る

教

誨

師

を

官

置

す

る

こ

と

と

な

っ

た

。
５ 

 

こ

の

よ

う

に

、

教

誨

師

に

二

種

類

の

系

統

が

生

ま

れ

た

後

も

、

東

西

両

本

願

寺

は

、

全

国

か

ら

常

駐

教

誨

師

の

派

遣

の

要

請

が

あ

っ

た

と

き

は

す

ぐ

に

受

け

入

れ

た

。

こ

う

し

て

、

東

西

両

本

願

寺

派

遣

の

教

誨

師

は

全

国

へ

と

広

ま

っ

て

い

っ

た

。

ま

た

、

そ

れ

ま

で

監

獄

や

矯

正

施

設

に

独

立

し

た

教

会

堂

が

な

か

っ

た

こ

と

か

ら

、

寄

付

金

に

よ

っ

て

教

会

堂

・

仏

像

の

設

立

を

図

り

、

教

誨

師

の

普

及

に

努

め

た

。 

そ

の

後

、

明

治

二

十

二

年

七

月

、

勅

令

に

よ

り

監

獄

則

が

改

正

さ

れ

た

が

、

教

誨

の

活

動

内

容

に

関

す

る

事

項

で

は

特

に

大

き

な

変

更

な

か

っ

た

。

だ

が

教

誨

師

の

勤

務

形

態

に

は

大

き

な

変

化

が

あ

っ

た

。

こ

の

改

正

以

降

、

教

誨

師

は

監

獄

職

員

と

同

じ

様

に

毎

日

出

勤

を

し

て

、

掌

事

務

も

担

当

す

る

よ

う

に

な

っ

た

。

し

か

し

、

給

料

や

旅

費

を

本

山

が

負

担

す

る

派

遣

形

式

と

い

う

こ

と

は

改

正

後

も

変

わ

ら

ず

、

東

西

両

本

願

寺

以

外

の

宗

派

は

、

財

政

的

な

面

か

ら

教

誨

師

の

派

遣

を

中

止

せ

ざ

る

終

え

な

か

っ

た

。
６ 

次

に

、

キ

リ

ス

ト

教

の

監

獄

教

誨

進

出

に

つ

い

て

述

べ

る

。 コピー厳禁コピー厳禁
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明

治

十

八

年

十

二

月

、

時

の

外

務

大

臣

井

上

馨

は

、

多

年

の

懸

案

で

あ

る

条

約

改

正

に

利

せ

ん

が

た

め

に

宣

教

誨

及

び

牧

師

を

招

へ

い

し

て

優

遇

し

、

あ

る

い

は

、

吏

僚

を

協

会

に

出

入

せ

し

め

て

キ

リ

ス

ト

教

の

歓

心

を

得

ん

と

し

た

。

キ

リ

ス

ト

教

に

よ

る

篤

志

教

誨

は

、

明

治

十

一

年

石

川

島

監

獄

及

び

市

ヶ

谷

監

獄

に

お

い

て

行

わ

れ

た

の

を

も

っ

て

最

初

と

し

、

同

十

四

年

に

徳

島

監

獄

に

お

い

て

、

同

十

六

年

松

山

監

獄

に

お

い

て

地

方

在

住

の

キ

リ

ス

ト

教

牧

師

に

よ

っ

て

行

わ

れ

た

。

し

か

し

、

こ

れ

ら

は

い

ず

れ

も

篤

志

に

よ

る

教

誨

で

、

い

ま

だ

、

常

置

教

誨

と

し

て

の

も

の

で

は

な

か

っ

た

。
７ 

キ

リ

ス

ト

教

の

教

誨

は

、

外

務

大

臣

井

上

馨

の

後

押

し

も

あ

り

、

一

時

期

勢

力

を

強

め

、

北

海

道

全

域

ま

で

広

が

る

。

し

か

し

、

一

八

九

八

年

に

起

こ

っ

た

巣

鴨

監

獄

教

誨

師

事

件

を

き

っ

か

け

に

し

て

キ

リ

ス

ト

教

の

教

誨

は

、

現

地

で

の

教

誨

を

中

断

し

、

北

海

道

全

域

か

ら

も

撤

退

し

て

し

ま

う

。 

こ

れ

ま

で

の

本

論

の

内

容

か

ら

、

明

治

時

代

で

は

、

教

誨

師

と

い

う

名

称

が

統

一

さ

れ

、

東

西

両

本

願

寺

が

派

遣

す

る

教

誨

師

の

全

国

へ

の

普

及

が

行

わ

れ

た

。

ま

た

、

キ

リ

ス

ト

教

教

誨

の

発

展

と

撤

退

等

、

全

国

各

地

に

教

誨

が

広

ま

ろ

う

と

し

て

い

る

こ

と

が

わ

か

る

。 

 

そ

し

て

、

大

正

時

代

に

な

る

と

教

誨

師

は

さ

ら

に

様

々

な

通

達

を

国

か

ら

受

け

る

。 

 
 

大

正

二

年

五

月

、

司

法

省

訓

令

監

秘

甲

第

四

十

号

を

も

っ

て

主

任

制

度

に

改

正

さ

れ

た

。

監

獄

の

業

務

は

、

保

安

・

作

業

・

教

育

の

三

つ

が

三

本

柱

と

し

て

重

要

な

使

命

を

も

っ

て

お

り

、

従

っ

て

、

そ

の

重

点

は

こ

れ

ら

の

ラ

イ

ン

の

業

務

に

お

か

れ

ね

ば

な

ら

な

い

も

の

で

あ

る

。

こ

の

意

味

か

ら

、

大

正

二

月

の

監

獄

事

務

分

掌

改

正

は

、

そ

の

第

一

条

に

お

い

て

、

重

要

な

ラ

イ

ン

部

門

を

戒

護

主

任

、

作

業

主

任

、

教

務

主

任

と

最

初

に

か

か

げ

、

サ

ー

ビ

ス

部

門

を

後

に

か

か

げ

た

こ

と

は

注

目

に

価

す

る

措

コピー厳禁コピー厳禁
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置

と

い

え

る

。
８ 

 

こ

れ

は

、

監

獄

に

お

け

る

重

要

な

仕

事

の

部

門

を

掲

げ

る

こ

と

が

で

き

、

よ

り

明

確

に

迅

速

に

作

業

効

率

を

上

げ

る

こ

と

が

で

き

た

の

で

は

な

い

だ

ろ

う

か

。 

 

こ

の

節

で

は

、

明

治

時

代

に

お

け

る

教

誨

の

起

こ

り

か

ら

大

正

時

代

に

お

け

る

教

誨

に

つ

い

て

述

べ

た

。

各

宗

教

宗

派

が

始

め

た

取

り

組

み

が

国

の

勅

令

に

も

出

て

く

る

よ

う

に

な

る

等

、

教

誨

と

い

う

活

動

が

確

立

し

て

い

っ

た

。

昭

和

時

代

に

な

る

と

戦

争

の

影

響

も

あ

り

、

教

誨

自

身

の

在

り

方

や

教

誨

の

活

動

内

容

に

つ

い

て

大

き

な

変

化

が

あ

っ

た

。

そ

の

点

に

つ

い

て

は

次

の

第

二

節

で

述

べ

る

。 

  
 

第

二

節 

教

誨

師

の

起

こ

り

（

昭

和

時

代

） 

昭

和

時

代

に

な

る

と

、

教

誨

の

本

が

出

版

さ

れ

た

り

、

東

西

両

本

願

寺

の

教

誨

師

が

全

国

の

刑

務

所

に

派

遣

さ

れ

る

よ

う

に

な

っ

た

。

ま

た

、

海

外

へ

の

派

遣

も

行

わ

れ

、

太

陽

戦

争

が

始

ま

る

こ

ろ

に

は

教

誨

師

の

中

に

も

司

政

官

や

軍

属

と

し

て

派

遣

さ

れ

る

者

が

い

た

。

そ

ん

な

中

、

昭

和

十

年

に

思

想

犯

保

護

観

察

法

が

制

定

さ

れ

た

。

そ

の

内

容

は

、

監

獄

か

ら

仮

出

所

し

た

者

に

対

し

て

本

人

の

言

動

を

監

視

す

る

と

い

う

も

の

で

あ

る

。

そ

の

観

察

を

行

う

者

の

こ

と

を

保

護

司

と

定

め

た

。

こ

の

法

律

が

制

定

さ

れ

、

翌

月

か

ら

実

施

さ

れ

る

と

、

教

誨

師

か

ら

保

護

司

に

転

職

す

る

者

も

あ

ら

わ

れ

た

。

こ

の

頃

の

宗

教

教

誨

は

な

か

な

か

活

動

が

ス

ム

ー

ズ

に

い

か

な

か

っ

た

。

し

か

し

、

昭

和

二

九

年

に

行

わ

れ

た

全

国

教

誨

師

大

会

の

開

催

が

気

運

を

高

め

る

き

っ

か

け

と

な

る

。 

昭

和

二

九

年

四

月

、
大

阪

市

に

お

い

て

第

一

回

全

国

教

誨

師

大

会

が

開

催

さ

れ

る

に

及

び

、
宗

教

教

誨

の

目

的

、
使

命

、
方

法

、

コピー厳禁コピー厳禁
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組

織

な

ど

が

研

究

協

議

さ

れ

、

こ

れ

を

機

に

一

躍

活

気

を

呈

す

る

こ

と

と

な

っ

た

。

そ

し

て

、

昭

和

三

十

年

五

月

、

名

古

屋

市

に

お

い

て

第

二

回

全

国

教

誨

師

大

会

が

開

催

さ

れ

る

や

、

教

誨

師

の

全

国

的

組

織

結

成

の

気

運

が

高

ま

り

、

名

古

屋

市

の

大

会

に

お

い

て

は

、

全

国

教

誨

師

連

盟

結

成

準

備

委

員

会

が

設

け

ら

れ

た

。

次

い

で

、

昭

和

三

十

一

年

五

月

、

東

京

に

お

け

る

第

三

回

全

国

教

誨

師

大

会

の

際

、

全

国

宗

教

教

誨

師

連

盟(

総

裁

大

谷

光

照)

が

結

成

さ

れ

た

。
９ 

こ

う

し

て

、

宗

教

教

誨

が

全

国

的

に

組

織

と

し

て

活

動

す

る

こ

と

に

な

っ

た

の

で

あ

る

。 

ま

た

、

昭

和

時

代

の

教

誨

師

の

数

に

つ

い

て

は

、 

 

教

誨

師

の

人

員

は

昭

和

十

五

年

十

月

の

資

料

に

よ

る

と

、

奏

任

待

遇

五

十

七

人

、

判

任

待

遇

九

十

一

人

、

教

師

三

十

五

人

、

嘱

託

四

十

七

人

と

な

っ

て

い

る

。

教

誨

師

の

学

歴

は

、

大

学

卒

業

者

と

専

門

学

校

卒

業

者

が

大

部

分

で

、

い

か

に

学

識

の

豊

富

な

人

材

を

集

め

ら

れ

て

い

た

か

を

う

か

が

う

こ

と

が

で

き

る

。
１

０ 
 

 

こ

の

頃

か

ら

、

宗

教

教

誨

の

ほ

か

に

一

般

教

化

が

重

要

視

さ

れ

る

よ

う

に

な

っ

て

い

っ

た

。

映

画

を

刑

務

所

で

映

写

す

る

よ

う

に

な

る

等

、

一

般

教

化

が

全

国

各

地

に

広

が

っ

た

。

し

か

し

、

戦

時

に

入

り

、

制

限

が

設

け

ら

れ

る

よ

う

に

な

っ

た

。

例

え

ば

、

放

送

教

育

に

つ

い

て

は

次

の

こ

と

が

定

め

ら

れ

た

。 

 

放

送

教

育

に

つ

い

て

は

、

昭

和

五

年

十

二

月

行

甲

第

一

七

二

六

号

通

達

で

、

ラ

ジ

オ

受

信

機

に

関

す

る

指

示

が

な

さ

れ

、

こ

の

と

き

、

刑

務

所

の

教

化

器

材

と

し

て

ラ

ジ

オ

受

信

機

の

設

置

を

み

た

の

が

、

そ

の

濫

し

ょ

う

と

い

う

こ

と

が

で

き

る

。

当

時

の

ラ

ジ

オ

放

送

は

、

講

堂

そ

の

他

適

当

な

場

所

に

お

い

て

、

休

業

日

、

祝

日

等

に

行

な

う

こ

と

が

原

則

と

さ

れ

、

聴

取

者

も

、

入

所

後

二

ヵ

月

未

満

の

者

、

余

罪

審

理

中

の

者

等

は

除

外

さ

れ

、

ま

た

、

放

送

内

容

も

、

講

演

、

祝

日

等

の

式

典

の

状

況

、

音

楽

コピー厳禁コピー厳禁
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演

奏

等

、

純

教

育

的

内

容

の

み

に

制

限

さ

れ

て

い

た

。
１

１ 

 

こ

の

よ

う

に

、

そ

の

ラ

ジ

オ

を

聴

く

こ

と

が

で

き

る

者

と

そ

の

内

容

に

制

限

が

設

け

ら

れ

て

い

た

。

し

か

し

、

そ

ん

な

制

限

が

あ

る

中

で

も

ラ

ジ

オ

は

全

国

へ

と

広

め

ら

れ

た

。

そ

の

後

、

ラ

ジ

オ

受

信

機

は

全

国

各

刑

務

所

に

取

り

付

け

ら

れ

た

。

当

時

の

ラ

ジ

オ

受

信

機

は

中

継

放

送

だ

っ

た

た

め

、

十

分

な

聴

取

が

で

き

ず

、

教

誨

師

が

放

送

の

内

容

を

要

約

し

て

自

主

放

送

を

行

う

こ

と

も

あ

っ

た

。 

 
 

戦

前
・
戦

中

の

教

誨

は

、
主

に

東

西

両

本

願

寺

所

属

の

教

誨

師(

官

制)

で

占

め

ら

れ

て

い

た

が(

そ

の

他

に

三

重

刑

の

真

宗

高

田

派

、
千

葉

刑

の

、
真

言

、
浄

土

、
曹

洞

、
真

宗

大

派

、
日

蓮

の

各

宗

混

合

が

あ

る)

、
日

本

政

府

の

ポ

ツ

ダ

ム

宣

言

受

諾

に

よ

り

、

第

二

次

世

界

大

戦

と

な

る

と

、

連

合

軍

司

令

部

よ

り

ポ

ツ

ダ

ム

宣

言

条

項

第

十

「

信

教

の

自

由

」

確

立

の

基

本

原

則

に

よ

る

指

令

が

出

た

。

こ

れ

に

も

と

づ

き

、

昭

和

二

十

年

十

二

月

刑

政

甲

第

二

三

四

九

号

刑

政

局

長

依

命

通

達

が

発

信

さ

れ

、

「

教

誨

堂

内

の

仏

壇

及

び

施

設

内

の

神

棚

撤

去

」

が

指

示

さ

れ

た

。

し

か

し

、

そ

の

通

達

の

中

に

は

、

信

奉

者

の

宗

教

的

感

情

を

阻

害

し

な

い

よ

う

に

留

意

せ

よ

と

い

っ

た

こ

と

や

、

監

獄

や

矯

正

施

設

内

の

適

当

な

一

室

を

準

備

し

て

仏

壇

を

安

置

し

、

希

望

者

の

礼

拝

所

に

充

て

る

よ

う

配

意

す

る

こ

と

が

示

さ

れ

て

い

た

。

つ

ま

り

、

こ

の

「

信

教

の

自

由

」

は

決

し

て

宗

教

信

仰

の

阻

害

を

す

る

方

針

の

も

の

で

は

な

い

点

が

力

説

さ

れ

、
当

時

の

当

局

の

通

達

草

案

に

つ

い

て

は

、
か

な

り

苦

心

し

た

跡

が

し

の

ば

れ

る

。
１

２ 

 

新

憲

法

が

施

行

さ

れ

た

こ

と

で

、

今

ま

で

刑

務

教

誨

師

だ

っ

た

司

法

教

官

は

、

司

法

事

務

官

に

名

前

が

変

わ

り

、

教

化

行

政

に

携

わ

る

と

い

う

こ

と

で

、

宗

教

教

誨

は

一

切

で

き

な

く

な

っ

た

。

こ

う

し

て

、

宗

教

家

の

施

設

へ

の

教

誨

は

、

各

都

道

府

県

の

委

員

会

の

斡

旋

に

よ

り

行

わ

れ

る

よ

う

に

な

る

。 

コピー厳禁コピー厳禁
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こ

の

章

で

分

か

る

よ

う

に

、

宗

教

教

誨

に

つ

い

て

は

昭

和

時

代

、

特

に

戦

後

に

い

ま

の

体

系

へ

と

変

化

し

て

い

っ

た

の

で

あ

る

。

新

憲

法

で

明

確

に

信

教

の

自

由

に

つ

い

て

定

め

ら

れ

た

こ

と

か

ら

、
司

法

事

務

官

は

宗

教

教

誨

に

携

わ

る

こ

と

が

で

き

な

く

な

っ

た

。

つ

ま

り

、

国

が

宗

教

に

関

す

る

こ

と

を

運

営

す

る

の

は

禁

じ

ら

れ

た

、

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。

し

か

し

そ

れ

は

決

し

て

悪

い

方

向

ば

か

り

に

進

ん

だ

の

で

は

な

い

。

信

教

の

自

由

が

確

立

さ

れ

た

と

い

う

こ

と

は

、

信

仰

者

の

希

望

が

あ

れ

ば

そ

れ

に

答

え

る

こ

と

が

で

き

る

よ

う

に

な

っ

た

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。

監

獄

や

矯

正

施

設

に

収

容

さ

れ

て

い

る

人

に

も

、

宗

教

の

自

由

が

確

立

さ

れ

た

と

い

う

の

は

、

教

誨

の

歴

史

の

中

で

も

重

要

な

ポ

イ

ン

ト

で

あ

る

。

次

の

章

で

は

、

現

在

の

宗

教

教

誨

の

現

状

と

課

題

に

つ

い

て

、

宗

教

教

誨

だ

け

で

な

く

一

般

教

誨

の

内

容

に

つ

い

て

も

触

れ

な

が

ら

論

じ

る

。 

   

第

二

章 

宗

教

教

誨

の

現

状

と

課

題 

 
 

第

一

節 

平

成

の

教

誨

師 

 

現

在

の

宗

教

教

誨

が

ど

の

よ

う

な

も

の

で

あ

る

か

、

と

い

う

こ

と

に

つ

い

て

書

く

と

、 

現

在

の

宗

教

教

誨

は

、

宗

教

の

「

こ

こ

ろ

」

を

丁

寧

に

教

え

諭

す

も

の

で

あ

り

、

刑

事

施

設

の

被

収

容

者

に

対

し

、

各

教

宗

派

の

教

義

に

基

づ

い

て

、

徳

性

の

自

発

的

発

露

を

促

し

て

い

く

活

動

で

あ

る

。

そ

の

実

施

形

態

に

よ

っ

て

、

集

合

教

誨

、

個

人

教

誨

、

忌

日

教

誨

な

ど

に

区

分

さ

れ

る

。
１

３ 

 

と

あ

る

よ

う

に

、

教

誨

活

動

の

内

容

と

し

て

は

昭

和

時

代

、

終

戦

後

に

固

ま

っ

た

も

の

が

そ

の

ま

ま

活

動

と

し

て

続

い

て

い

る

。

コピー厳禁コピー厳禁
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そ

し

て

、
戦

後

、
平

成

時

代

に

な

っ

た

後

の

教

誨

活

動

の

内

容

を

よ

り

詳

し

く

述

べ

る

と

、
宗

教

教

誨

の

主

な

活

動

は

、
集

合

教

誨

・

個

人

教

誨

・

忌

日

教

誨

・

遭

喪

教

誨

・

棺

前

教

誨

が

挙

げ

ら

れ

る

。

そ

れ

ぞ

れ

の

内

容

に

つ

い

て

は

公

益

財

団

法

人

全

国

教

誨

師

連

盟

が

運

営

を

行

っ

て

い

る

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

に

て

記

載

さ

れ

て

い

る

た

め

、

そ

こ

か

ら

抜

粋

す

る

。 

集

合

教

誨

は

、

グ

ル

ー

プ

教

誨

と

も

い

い

、

同

一

教

宗

派

の

教

誨

を

希

望

す

る

者

の

グ

ル

ー

プ

に

対

し

、

各

教

宗

派

の

教

義

に

基

づ

き

行

う

教

誨

で

す

。

個

人

教

誨

は

、

被

収

容

者

が

特

定

の

教

宗

派

の

教

誨

を

希

望

し

た

際

、

特

定

の

教

誨

師

が

希

望

者

に

対

し

、

面

接

指

導

を

行

う

教

誨

で

す

。

忌

日

教

誨

は

、

親

族

や

被

害

者

の

命

日

に

故

人

の

冥

福

を

願

う

も

の

。

遭

喪

教

誨

は

、

父

母

の

訃

報

に

接

し

た

際

に

行

う

教

誨

で

す

。
１

４ 

 

様

々

な

宗

教

教

誨

の

活

動

が

あ

る

が

、

あ

く

ま

で

も

こ

れ

は

希

望

し

た

者

の

み

が

参

加

で

き

る

と

い

う

と

こ

ろ

が

重

要

な

部

分

で

あ

る

。

信

教

の

自

由

が

あ

る

上

で

、

本

人

の

意

思

で

教

誨

を

受

け

て

い

る

と

い

う

こ

と

は

、

各

宗

教

宗

派

が

行

っ

て

い

る

宗

教

教

誨

が

収

容

者

に

対

し

て

必

要

で

あ

る

こ

と

を

証

明

し

て

い

る

と

い

え

る

。 

 

先

ほ

ど

述

べ

た

宗

教

教

誨

の

ほ

か

に

も

、
監

獄

や

矯

正

施

設

内

で

大

祓

会
・
彼

岸

会

法

要
・
盂

蘭

盆

会

法

要
・
ク

リ

ス

マ

ス

会

等

、

宗

教

的

儀

式

も

行

っ

て

い

る

。 

 
 

大

祓

会

は

、
一

年

中

の

罪

や

汚

れ

を

祓

い

清

め

る

神

道

の

儀

式

で

、
六

月
・
一

二

月

に

神

道

教

誨

を

希

望

す

る

者

に

行

い

ま

す

。

彼

岸

会

法

要

・

盂

蘭

盆

会

法

要

は

、

祖

先

の

御

霊

を

ま

つ

り

冥

福

を

祈

る

仏

教

儀

式

で

、

春

秋

の

彼

岸

、

夏

の

お

盆

前

後

に

仏

教

教

誨

を

希

望

す

る

者

に

対

し

て

行

わ

れ

ま

す

。

ク

リ

ス

マ

ス

会

は

、

イ

エ

ス

・

キ

リ

ス

ト

の

生

誕

を

祝

う

儀

式

で

、

一

二

月

二

十

五

日

前

後

に

キ

リ

ス

ト

教

教

誨

を

希

望

す

る

者

に

対

し

て

行

わ

れ

ま

す

。
１

５ 
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こ

れ

を

見

て

わ

か

る

こ

と

は

、

現

在

も

仏

教

だ

け

で

な

く

、

神

道

や

キ

リ

ス

ト

教

も

宗

教

教

誨

を

行

っ

て

い

る

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。

歴

史

を

た

ど

る

と

、

本

山

か

ら

教

誨

師

を

監

獄

や

矯

正

施

設

へ

派

遣

に

出

す

お

金

の

問

題

な

ど

で

仏

教

以

外

の

宗

教

教

誨

師

は

数

が

極

端

に

減

っ

た

事

も

あ

っ

た

が

、

現

在

は

そ

の

数

が

ま

た

増

え

て

い

る

と

い

う

こ

と

も

、

宗

教

教

誨

が

現

代

に

と

っ

て

必

要

で

あ

る

と

い

う

こ

と

が

よ

く

わ

か

る

。 
 

 
 

 
 

 

 

次

に

、

宗

教

教

誨

師

の

人

数

に

つ

い

て

み

て

み

る

と

、

「

平

成

三

年

の

時

一

六

四

五

人

、

平

成

七

年

の

時

一

六

九

九

人

、

平

成

十

一

年

の

時

一

七

四

七

人

、
平

成

一

五

年

の

時

一

七

六

六

人

、
平

成

一

七

年

の

時

一

八

〇

二

人

」
１

６

と

続

き

、
平

成

二

九

年

現

在

の

人

数

は

一

八

六

四

人

で

あ

る

。

数

だ

け

を

見

て

い

る

と

年

々

増

加

し

て

い

る

の

が

わ

か

る

。

こ

れ

も

、

宗

教

教

誨

が

監

獄

や

矯

正

施

設

に

お

い

て

必

要

と

さ

れ

て

い

る

か

ら

で

は

な

い

だ

ろ

う

か

。

必

要

な

い

、

若

し

く

は

教

誨

師

の

数

が

足

り

て

い

る

の

で

あ

れ

ば

教

誨

師

の

数

が

増

え

る

こ

と

は

な

い

は

ず

で

あ

る

。 

 

こ

の

節

で

は

、

平

成

に

な

り

宗

教

教

誨

が

各

宗

教

宗

派

の

「

こ

こ

ろ

」

を

教

え

諭

す

も

の

で

あ

り

、

そ

こ

か

ら

被

収

容

者

に

対

し

て

自

発

的

発

露

を

促

す

活

動

を

し

て

い

る

こ

と

が

分

か

っ

た

。

そ

の

宗

教

教

誨

の

実

態

と

し

て

集

合

教

誨

や

個

人

教

誨

も

行

っ

て

い

る

と

い

う

こ

と

を

明

ら

か

に

し

た

。

ま

た

、

宗

教

教

誨

師

の

人

数

は

年

々

増

加

し

て

お

り

、

こ

れ

は

宗

教

教

誨

師

が

現

場

で

求

め

ら

れ

て

い

る

と

い

う

こ

と

を

表

し

て

い

る

。

宗

教

教

誨

は

、

各

宗

教

宗

派

の

教

義

に

基

づ

い

て

教

誨

や

宗

教

的

儀

式

を

行

う

。

で

は

、

一

般

教

誨

は

具

体

的

に

ど

の

よ

う

な

こ

と

を

し

て

い

る

の

か

。

次

の

節

で

述

べ

る

。 

  

コピー厳禁コピー厳禁
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第

二

節 

一

般

教

誨

師

と

は 
ま

ず

、

一

般

教

誨

師

が

ど

う

い

う

も

の

か

と

い

う

と

、 
一

般

教

誨

は

道

徳

や

倫

理

の

講

話

な

ど

で

、
刑

務

官
・
法

務

教

官

な

ど

が

行

い

、
宗

教

教

誨

は

宗

教

的

な

講

話

や

宗

教

行

事

で

、

各

宗

教

団

体

に

所

属

す

る

宗

教

者(

僧

侶

・

神

職

・

牧

師

・

神

父

な

ど)

に

よ

り

行

わ

れ

る

。
１

７ 

と

あ

る

。

先

ほ

ど

の

章

ま

で

で

述

べ

て

い

た

宗

教

教

誨

師

、

つ

ま

り

各

宗

教

派

の

宗

教

者

達

で

は

な

く

、

刑

務

官

や

法

務

教

官

が

担

当

し

て

い

た

の

が

一

般

教

誨

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。

で

は

そ

の

一

般

教

誨

の

内

容

に

つ

い

て

詳

し

く

述

べ

る

。

前

の

章

ま

で

で

述

べ

て

き

た

よ

う

に

、

道

徳

、

講

演

、

ラ

ジ

オ

放

送

な

ど

も

こ

れ

に

あ

た

る

。

被

収

容

者

の

一

般

教

誨

施

策

に

つ

い

て

詳

し

く

定

め

ら

れ

た

の

が

昭

和

二

十

一

年

十

月

行

甲

第

九

八

一

号

の

「

行

刑

教

化

の

充

実

に

つ

い

て

」

の

通

達

で

あ

る

。 

ま

ず

、

図

書

に

つ

い

て

は

、

軍

国

主

義

、

国

家

主

義

的

内

容

の

官

本

を

廃

棄

す

る

こ

と

。

私

本

の

審

査

は

、

所

長

限

り

と

し

、

で

き

る

限

り

私

本

の

差

し

入

れ

を

許

可

し

て

充

実

を

期

す

こ

と

。

受

刑

者

に

は

、

切

り

抜

き

新

聞

、

適

当

な

雑

誌

を

で

き

る

だ

け

多

く

閲

読

さ

せ

る

こ

と

。
未

決

拘

禁

者

に

対

す

る

雑

誌

の

種

類

は

制

限

し

な

い

こ

と

。
各

種

競

技(

野

球

、
庭

球

、
排

球

、
卓

球

、
体

操

等)

は

、
各

所

の

実

情

に

応

じ

、
適

宜

行

わ

せ

る

こ

と

、
運

動

会

を

開

催

す

る

こ

と

、
ま

た

、
囲

碁

、
将

棋

等

を

楽

し

ま

せ

て

収

容

者

各

自

の

持

つ

技

を

競

わ

せ

て

気

分

転

換

を

は

か

り

、

フ

ェ

ア

ー

精

神

を

体

得

さ

せ

る

こ

と

が

支

持

さ

れ

た

。

今

日

の

言

葉

で

の

い

わ

ゆ

る

レ

ク

リ

エ

ー

シ

ョ

ン

の

こ

と

で

あ

る

。
１

８ 

 

と

あ

る

。

ま

ず

図

書

に

つ

い

て

は

、

軍

国

主

義

・

国

家

主

義

的

内

容

の

も

の

は

廃

棄

さ

れ

た

も

の

の

、

そ

の

他

の

図

書

に

関

し

て

は

積

極

的

に

取

り

入

れ

て

い

る

。

ま

た

、

レ

ク

リ

エ

ー

シ

ョ

ン

に

つ

い

て

も

、

体

を

動

か

す

競

技

や

頭

を

使

う

競

技

を

取

り

入

れ

る

コピー厳禁コピー厳禁
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こ

と

で

、

被

収

容

者

の

精

神

的

な

問

題

を

解

決

す

る

手

助

け

を

行

っ

て

い

る

と

言

え

る

。 

視

聴

覚

教

育

の

面

で

は

、

ラ

ジ

オ

放

送

を

最

大

限

に

活

用

し

て

、

平

和

的

文

化

的

な

教

養

、

情

操

教

育

、

健

全

慰

安

に

資

す

る

こ

と

に

す

る

と

と

も

に

、

レ

コ

ー

ド

の

活

用

に

つ

い

て

も

活

発

化

の

支

持

が

さ

れ

た

。

ま

た

、

映

画

、

演

劇

、

音

楽

な

ど

の

会

は

、

二

カ

月

に

一

回

は

鑑

賞

さ

せ

、

開

催

後

は

、

感

想

文

を

書

か

せ

て

鑑

賞

能

力

を

養

わ

せ

る

こ

と

、

そ

の

他

、

詩

、

短

歌

、

俳

句

、

書

道

、

草

花

栽

培

に

つ

い

て

指

示

さ

れ

た

。
１

９ 

 

昭

和

時

代

か

ら

続

け

て

い

る

ラ

ジ

オ

放

送

を

活

か

し

、

教

養

、

情

操

教

育

、

健

全

慰

安

の

部

分

で

平

和

的

で

文

化

的

な

情

報

の

発

信

を

務

め

た

。

ま

た

、

今

ま

で

に

な

か

っ

た

レ

コ

ー

ド

も

大

い

に

活

用

さ

れ

た

。

た

だ

見

る

、

聴

く

だ

け

で

な

く

て

、

被

収

容

者

に

自

分

が

ど

の

よ

う

に

感

じ

た

か

を

書

い

て

も

ら

う

こ

と

で

よ

り

情

操

教

育

を

促

し

た

の

で

あ

る

。 

様

々

な

面

で

細

か

く

制

定

さ

れ

、

一

般

教

誨

の

活

性

化

が

図

ら

れ

た

。

戦

前

と

比

べ

る

と

、

こ

の

終

戦

か

ら

憲

法

改

正

の

直

前

ま

で

は

一

般

教

誨

の

飛

躍

し

た

時

期

と

い

え

る

で

あ

ろ

う

。 

で

は

、

宗

教

教

誨

と

一

般

教

誨

が

明

確

に

分

か

れ

た

の

は

い

つ

だ

ろ

う

か

。 

日

本

に

お

い

て

は

、

一

九

〇

八

年(

明

治

四

十

一)

年

の

監

獄

法

以

来

、

も

っ

ぱ

ら

監

獄

に

お

い

て

、

「

受

刑

者

に

は

教

誨

を

施

す

」

こ

と

が

求

め

ら

れ

て

き

た

。

そ

の

内

容

上

、

教

誨

は

、

宗

教

に

よ

る

教

誨

と

そ

の

他

の

一

般

教

誨

と

宗

教

教

誨

に

区

別

さ

れ

う

る

が

、

教

誨

は

明

治

期

に

お

い

て

は

、

宗

教

教

誨

と

し

て

の

み

観

念

さ

れ

、

昭

和

期

に

入

り

、

宗

教

的

な

教

え

を

強

制

す

る

こ

と

の

問

題

性

が

意

識

さ

れ

る

に

至

り

、

宗

教

的

観

念

を

離

れ

た

特

性

の

教

化

と

精

神

の

修

養

、

い

わ

ば

人

と

し

て

の

生

き

方

の

指

針

と

し

て

の

一

般

教

誨

が

在

監

者

に

施

さ

れ

、

こ

れ

と

並

行

し

て

宗

教

教

誨

が

実

施

さ

れ

て

い

た

。
２

０ 

コピー厳禁コピー厳禁



 

 15 

 

と

い

う

こ

と

は

、

宗

教

教

誨

と

一

般

教

誨

が

明

確

に

分

か

れ

た

の

は

昭

和

時

代

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。

そ

し

て

、

信

教

の

自

由

を

守

る

と

い

う

こ

と

か

ら

、

一

般

教

誨

は

被

収

容

者

全

員

に

施

さ

れ

た

が

、

宗

教

教

誨

は

希

望

者

の

み

で

あ

っ

た

こ

と

が

こ

こ

か

ら

も

わ

か

る

。

そ

し

て

、

次

の

文

章

か

ら

も

宗

教

教

誨

と

一

般

教

誨

の

違

い

が

み

ら

れ

る

。 

第

二

次

世

界

大

戦

後

は

、

信

教

の

自

由

を

保

障

し

、

国

及

び

そ

の

機

関

の

宗

教

的

活

動

を

禁

じ

る

日

本

国

憲

法

の

下

で

、

刑

事

施

設

で

は

、

一

般

教

誨

の

み

が

許

さ

れ

る

と

解

さ

れ

、

国

は

宗

教

教

誨

を

行

う

こ

と

が

で

き

な

い

と

考

え

ら

れ

た

。
２

１ 

と

い

う

こ

と

は

、

ま

ず

初

め

に

宗

教

教

誨

が

行

わ

れ

始

め

て

、

そ

の

次

に

道

徳

や

講

話

な

ど

一

般

教

誨

と

い

う

も

の

が

生

ま

れ

、

そ

の

あ

と

、
日

本

国

憲

法

に

よ

り

国

が

宗

教

教

誨

を

行

う

こ

と

は

禁

じ

ら

れ

て

、
一

般

教

誨

の

み

が

許

さ

れ

た

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。

一

般

教

誨

は

全

員

参

加

だ

が

、
宗

教

教

誨

は

日

本

国

憲

法

に

定

め

る

信

教

の

自

由

の

観

点

か

ら

被

収

容

者

本

人

の

自

由

参

加

で

あ

る

。

監

獄

法

に

書

か

れ

て

い

る

教

誨

と

は

、

新

憲

法

の

下

で

道

義

に

よ

る

一

般

教

誨

の

事

を

指

し

て

い

る

の

で

あ

っ

て

、

宗

教

教

誨

で

は

な

い

と

司

法

で

明

ら

か

に

さ

れ

て

い

る

。 

で

は

、

今

現

在

日

本

の

監

獄

や

矯

正

施

設

で

主

に

施

さ

れ

て

い

る

の

は

一

般

教

誨

の

方

だ

と

い

う

こ

と

で

は

な

い

だ

ろ

う

か

。

こ

れ

に

つ

い

て

は

、

別

の

文

献

も

参

考

に

し

た

い

。 

東

京

地

裁

は

、
一

九

六

一(

昭

和

三

十

六)

年

九

月

六

日

、
憲

法

が

国

及

び

そ

の

機

関

に

対

し

厳

し

く

禁

止(

厳

禁)

し

て

い

る 

宗

教

活

動

は

、
「

宗

教

信

仰

の

宣

伝(

一

宗

派

の

宣

伝

の

み

な

ら

ず

、
宗

教

一

般

に

つ

い

て

そ

の

信

仰

を

宣

伝

す

る

場

合

も

含

ま

れ

る

。)  

を

目

的

と

す

る

一

切

の

活

動

」
と

解

す

る

こ

と

が

で

き

る

。
し

た

が

っ

て

、
「

宗

教

信

仰

の

宣

伝

に

な

ら

な

い

程

度

で

、

国

及

び

そ

の

機

関

が

、
必

要

な

場

合

収

容

に

関

す

る

一

般

知

識

の

理

解

、
増

進

を

図

る

こ

と

ま

で

禁

じ

ら

れ

て

い

る

も

の

で

は

コピー厳禁コピー厳禁
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な

い

。
人

格

の

改

善

を

主

要

な

目

的

と

す

る

刑

政

の

場

に

お

い

て

は

、
宗

教

信

仰

が

こ

の

目

的

達

成

の

た

め

に

、
大

き

な

役

割

を

果

た

す

こ

と

は

明

ら

か

で

あ

る

か

ら

、
受

刑

者

に

対

し

、
宗

教

の

社

会

的

機

能

に

つ

い

て

理

解

さ

せ

る

こ

と

は

必

要

な

こ

と

と

い

わ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

」

と

し

て

、

「

宗

教

活

動

に

関

す

る

録

音

テ

ー

プ

を

使

用

し

、

宗

教

家

の

講

演

を

聴

か

せ

て

も

、

そ

の

内

容

が

宗

教

の

宣

伝

に

な

ら

な

い

限

り

憲

法

に

違

反

す

る

と

は

い

え

な

い

。

」

と

判

事

し

た

。
２

２ 

つ

ま

り

、

国

が

決

め

た

憲

法

の

内

容

は

、

国

が

運

営

す

る

機

関

に

お

い

て

、

宗

教

信

仰

の

宣

伝

と

な

る

も

の

は

禁

止

す

る

。

し

か

し

、

あ

く

ま

で

も

宣

伝

が

禁

止

と

い

う

だ

け

で

あ

っ

て

被

収

容

者

が

宗

教

を

必

要

と

感

じ

た

時

も

禁

じ

て

い

る

わ

け

で

は

な

い

。

被

収

容

者

が

宗

教

に

つ

い

て

講

演

や

教

義

を

聴

き

た

い

と

申

し

出

た

と

し

て

、

そ

れ

が

そ

の

宗

教

の

宣

伝

で

な

け

れ

ば

何

の

問

題

も

な

い

。

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。

こ

う

し

て

、

一

般

教

誨

と

宗

教

教

誨

は

完

全

に

違

う

も

の

だ

と

よ

り

一

層

明

確

に

な

っ

た

。 
 

  
 

第

三

節 

一

般

教

誨

師

と

宗

教

教

誨

師 
そ

れ

ぞ

れ

だ

か

ら

で

き

る

こ

と 

 

一

般

教

誨

と

宗

教

教

誨

、

そ

れ

ぞ

れ

ど

ん

な

役

割

が

あ

る

の

か

に

つ

い

て

だ

が

、

ま

ず

、

一

般

教

誨

は

、

世

間

と

離

れ

て

過

ご

す

被

収

容

者

に

、

自

分

も

そ

の

世

間

の

一

員

な

の

だ

と

い

う

こ

と

を

忘

れ

な

い

た

め

に

あ

る

の

で

は

な

い

だ

ろ

う

か

。

内

容

も

、

身

体

を

動

か

し

た

り

、

講

演

を

聴

い

た

り

、

観

劇

を

す

る

な

ど

自

分

自

身

の

感

性

を

み

が

い

た

り

、

他

人

と

の

つ

な

が

り

を

感

じ

ら

れ

る

も

の

が

多

い

。

ま

た

、

一

般

的

な

道

徳

を

学

ぶ

こ

と

で

更

生

へ

と

促

し

て

い

る

の

で

は

な

い

か

と

考

え

る

。

一

般

教

誨

を

受

け

る

こ

と

で

、

刑

務

所

や

矯

正

施

設

を

出

た

後

の

生

活

へ

の

後

押

し

に

な

る

の

で

は

な

い

だ

ろ

う

か

。 

 

一

方

で

、

宗

教

教

誨

の

役

割

の

中

で

一

般

教

誨

と

違

う

所

と

し

て

挙

げ

ら

れ

る

の

は

、

わ

か

り

や

す

い

道

し

る

べ

が

あ

る

。

と

い

コピー厳禁コピー厳禁
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う

こ

と

で

あ

る

。

そ

れ

は

何

か

と

い

う

と

、

各

宗

教

宗

派

の

教

義

の

こ

と

で

あ

る

。

こ

れ

は

一

般

教

誨

に

は

な

い

も

の

だ

。

宗

教

だ

か

ら

こ

そ

で

き

る

手

助

け

、

促

し

で

は

な

い

だ

ろ

う

か

。

浄

土

真

宗

本

願

寺

派

前

門

様

も

、

宗

教

教

誨

に

つ

い

て

以

下

の

よ

う

に

述

べ

ら

れ

て

い

る

。 

 

人

に

は

恥

ず

か

し

く

て

言

え

な

い

こ

と

も

、

仏

様

の

前

で

、

一

対

一

で

仏

様

に

向

か

っ

た

時

に

は

隠

さ

ず

明

ら

か

に

し

て

、

そ

の

私

を

支

え

て

く

だ

さ

っ

て

い

る

と

い

う

安

心

感

で

、

自

分

の

辿

っ

て

き

た

道

を

ふ

り

か

え

る

、

受

け

入

れ

る

。

施

設

の

中

に

い

る

人

も

、

い

な

い

人

も

、

共

通

し

た

課

題

で

あ

り

ま

す

し

、

特

に

犯

罪

を

お

か

し

た

と

い

う

深

刻

な

場

合

に

は

よ

り

し

っ

か

り

と

支

え

ら

れ

て

い

る

と

い

う

背

景

が

あ

っ

て

こ

そ

、

自

分

の

罪

を

受

け

入

れ

る

、

自

分

で

自

分

を

受

け

入

れ

ら

れ

る

よ

う

に

な

る

。
２

３ 

宗

教

教

誨

に

は

様

々

な

実

施

形

態

が

あ

る

。

団

体

教

誨

、

個

人

教

誨

、

そ

れ

と

各

種

教

宗

派

に

よ

っ

て

季

節

ご

と

に

行

わ

れ

る

宗

教

的

儀

式

も

、

参

加

意

欲

の

あ

る

被

収

容

者

に

と

っ

て

は

か

け

が

え

の

な

い

き

っ

か

け

の

一

つ

な

の

だ

ろ

う

な

と

感

じ

る

。

被

収

容

者

の

罪

を

、

自

分

自

身

が

き

ち

ん

と

受

け

止

め

ら

れ

る

よ

う

に

、

ま

た

、

自

分

が

起

こ

し

た

罪

に

よ

っ

て

、

傷

つ

い

た

人

が

い

る

と

い

う

よ

う

な

受

け

止

め

づ

ら

い

部

分

も

し

っ

か

り

見

つ

め

な

お

す

。
宗

教

教

誨

は

そ

ん

な

手

助

け

を

し

て

い

る

の

で

は

な

い

だ

ろ

う

か

。 

 

こ

の

節

で

は

、

一

般

教

誨

と

宗

教

教

誨

そ

れ

ぞ

れ

だ

か

ら

で

き

る

こ

と

に

つ

い

て

述

べ

た

が

、

ま

ず

一

般

教

誨

は

全

員

科

必

ず

参

加

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

と

い

う

と

こ

ろ

が

大

き

な

利

点

で

あ

る

。

被

収

容

者

は

全

員

道

徳

や

講

話

、

観

劇

に

参

加

す

る

こ

と

が

で

き

る

し

、

本

人

に

意

欲

が

な

い

場

合

で

も

、

必

ず

受

け

な

け

れ

ば

い

け

な

い

も

の

と

さ

れ

て

い

る

。

必

須

の

項

目

だ

か

ら

こ

そ

、

そ

の

道

徳

や

講

演

は

被

収

容

者

に

と

っ

て

か

け

が

え

の

な

い

も

の

に

な

る

の

で

は

な

い

だ

ろ

う

か

。

ま

た

、

宗

教

教

誨

は

希

望

者

の

願

コピー厳禁コピー厳禁
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い

を

叶

え

て

宗

教

活

動

に

参

加

し

て

も

ら

っ

て

い

る

、

と

い

う

と

こ

ろ

が

大

き

い

。

こ

れ

は

、

自

分

の

心

の

よ

り

ど

こ

ろ

、

相

談

相

手

を

被

収

容

者

が

自

ら

選

択

し

て

い

る

の

で

、

そ

の

分

、

そ

の

活

動

や

講

演

を

聞

く

時

の

何

か

を

得

た

い

。

と

思

う

気

持

ち

も

大

き

い

の

で

は

な

い

か

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。

各

宗

教

宗

派

の

教

義

と

い

う

道

し

る

べ

も

あ

る

が

、

被

収

容

者

は

僧

侶

や

神

父

に

話

を

聞

い

て

も

ら

っ

て

自

分

の

行

い

を

振

り

返

り

た

い

と

思

っ

て

い

る

。
宗

教

教

誨

は

そ

ん

な

役

割

を

担

っ

て

い

る

の

で

は

な

い

だ

ろ

う

か

。 
 

一

般

教

誨

と

宗

教

教

誨

は

、

そ

れ

ぞ

れ

行

っ

て

い

る

内

容

が

違

う

。

だ

か

ら

こ

そ

ど

ち

ら

も

存

在

意

味

が

あ

る

の

だ

。 

   

第

三

章 

宗

教

教

誨

の

必

要

性 

 
 

第

一

節 

現

代

に

お

け

る

宗

教

教

誨

の

意

義 

 

今

日

ま

で

、

刑

務

所

や

拘

置

所

に

お

い

て

教

誨

師

と

い

う

活

動

が

無

く

な

ら

ず

、

い

ま

も

な

お

教

誨

師

の

数

を

増

や

し

続

け

て

い

る

と

い

う

こ

と

は

、

一

般

教

誨

師

で

は

補

え

な

い

部

分

が

宗

教

教

誨

師

に

は

あ

る

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。

例

え

ば

、

日

本

国

は

被

収

容

者

の

信

教

の

自

由

を

保

障

し

て

い

る

。

そ

れ

は

、

何

の

目

的

が

あ

っ

て

保

証

を

し

て

い

る

の

だ

ろ

う

か

。

彼

ら

は

監

獄

や

矯

正

施

設

に

い

る

の

で

仏

閣

や

教

会

、

神

社

に

参

拝

す

る

こ

と

は

で

き

な

い

。

で

は

、

そ

の

目

的

と

は

い

っ

た

い

何

な

の

か

と

い

う

疑

問

が

浮

か

び

上

が

る

。 

憲

法

の

要

請

で

あ

る

信

教

の

自

由

を

保

障

し

、
被

収

容

者

一

人

ひ

と

り

の

宗

教

的

欲

求

に

応

え

る

た

め

、
民

間

篤

志

家(

ボ

ラ

ン

テ

ィ

ア)

で

あ

る

宗

教

家

の

協

力

が

必

要

に

な

る

。
現

在

の

宗

教

教

誨

師

は

、
宗

教

の
「

こ

こ

ろ

」
を

丁

寧

に

教

え

諭

す

も

の

で

コピー厳禁コピー厳禁
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あ

り

、
刑

事

施

設

の

被

収

容

者

に

対

し

各

教

宗

派

の

協

議

に

基

づ

い

て

、
徳

性

の

自

発

的

発

露

を

促

し

て

い

く

活

動

で

あ

る

。
２

４ 

 

つ

ま

り

、

被

収

容

者

が

宗

教

教

誨

を

希

望

し

た

場

合

、

宗

教

家

が

ボ

ラ

ン

テ

ィ

ア

の

宗

教

教

誨

と

い

う

形

で

協

力

し

、

そ

の

宗

教

の

教

義

を

教

え

諭

す

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。
そ

し

て

、
宗

教

の

布

教

よ

り

も

被

収

容

者

の

心

の

ケ

ア

を

目

的

と

し

て

い

る

の

で

あ

る

。 

 

ま

た

、

実

際

に

教

誨

師

と

被

収

容

者

に

対

し

て

調

査

を

行

っ

た

デ

ー

タ

が

あ

る

。

そ

の

内

容

は

、

回

答

者

の

日

ご

ろ

の

不

安

・

心

配

事

に

つ

い

て

尋

ね

た

も

の

で

あ

る

。 

受

刑

者

に

多

く

選

択

さ

れ

た

項

目

は

、

「

１ 

施

設

内

で

の

ほ

か

の

受

刑

者

と

の

人

間

関

係

」

、

「

８ 

出

所

後

の

生

活

全

般

で

あ

る

」

の

２

項

目

で

あ

る

。

こ

の

結

果

は

、

刑

事

施

設

職

員

と

教

誨

師

で

も

同

様

の

結

果

で

あ

る

。

よ

っ

て

、

こ

の

２

項

目

が

受

刑

者

の

日

ご

ろ

の

不

安

・

心

配

ご

と

の

主

だ

っ

た

も

の

と

考

え

ら

れ

る

。

さ

て

、

こ

の

調

査

で

は

受

刑

者

の

不

安

・

心

配

ご

と

に

つ

い

て

た

ず

ね

て

い

る

が

、

釈

放

時

ア

ン

ケ

ー

ト

で

は

、

受

刑

生

活

で

苦

労

し

た

こ

と

は

な

に

か

を

た

ず

ね

て

お

り

、

１

７

項

目

か

ら

３

つ

ま

で

選

択

で

き

る

こ

と

に

な

っ

て

い

る

。

こ

の

ア

ン

ケ

ー

ト

の

結

果

で

、

最

も

選

択

さ

れ

て

い

る

の

は

、

「

受

刑

者

同

士

の

関

係

」

で

あ

り

、

各

年

度

に

お

い

て

７

０

～

８

０

％

の

受

刑

者

が

選

択

し

て

い

る

。

「

自

由

が

な

い

・

好

き

な

こ

と

が

で

き

な

い

こ

と

」

と

い

う

刑

事

施

設

に

収

容

さ

れ

て

い

る

こ

と

自

体

に

関

す

る

項

目

が

３

１

～

３

４

％

で

あ

る

こ

と

を

考

え

る

と

、

「

受

刑

者

同

士

の

関

係

」

に

非

常

に

苦

労

し

た

こ

と

を

示

し

て

い

る

可

能

性

が

あ

る

。

こ

の

ア

ン

ケ

ー

ト

の

中

に

、

個

人

教

誨

の

内

容

に

つ

い

て

聞

い

た

も

の

が

入

っ

て

い

た

が

、

も

ち

ろ

ん

、

宗

教

教

誨

の

下

で

個

人

教

誨

を

行

っ

て

い

る

の

で

、

内

容

は

宗

教

に

関

す

る

者

も

含

ま

れ

て

い

た

。

だ

が

、

そ

れ

だ

け

で

は

な

か

っ

た

の

で

、

一

部

記

載

す

る

と

、

「

釈

放

後

の

生

計

に

つ

い

て

」
「

被

害

者

の

た

め

の

祈

り

」
「

家

庭

の

事

情

、
夫

婦

間

の

問

題

」
「

家

族

に

心

配

を

か

け

て

い

る

こ

と

・

コピー厳禁コピー厳禁
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家

族

の

健

康

の

こ

と

」

等

、

自

身

の

こ

れ

か

ら

に

つ

い

て

や

、

自

分

の

周

り

の

人

に

対

し

て

不

安

や

悩

み

を

持

っ

て

い

る

受

刑

者

も

い

る

こ

と

が

わ

か

る

。

そ

う

い

っ

た

悩

み

に

対

し

て

、

問

題

の

解

決

と

い

う

よ

り

は

、

た

だ

ひ

た

す

ら

話

を

聞

き

、

受

刑

者

本

人

が

考

え

ら

れ

る

よ

う

に

す

る

空

間

づ

く

り

を

行

う

の

も

、

宗

教

教

誨

師

が

で

き

る

こ

と

で

あ

る

。

受

刑

者

が

持

っ

て

い

る

悩

み

と

い

う

の

は

人

そ

れ

ぞ

れ

で

あ

る

。

そ

の

一

人

一

人

の

悩

み

に

耳

を

傾

け

、

受

刑

者

が

悩

み

を

受

け

止

め

先

に

進

め

る

よ

う

に

手

助

け

を

す

る

。

そ

こ

に

、

宗

教

教

誨

の

存

在

意

義

が

あ

る

の

で

は

な

い

だ

ろ

う

か

。
２

５ 

 

つ

ま

り

、

宗

教

教

誨

に

お

い

て

、

大

切

な

こ

と

は

被

収

容

者

の

悩

み

を

解

決

す

る

こ

と

よ

り

も

、

悩

み

を

ひ

た

す

ら

聞

き

、

本

人

が

自

発

的

に

考

え

ら

れ

る

空

間

を

作

っ

た

り

、

解

決

を

促

す

よ

う

な

対

話

を

行

う

こ

と

で

あ

る

。 

  
 

第

二

節 

宗

教

教

誨

師

の

必

要

性

と

こ

れ

か

ら

の

発

展 

 

こ

こ

ま

で

き

て

、

宗

教

教

誨

師

の

必

要

性

に

つ

い

て

述

べ

る

が

、

ま

ず

、

一

つ

目

は

、

受

刑

者

や

収

容

者

に

も

信

教

の

自

由

が

あ

る

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。

例

え

場

所

が

隔

離

さ

れ

て

い

た

と

し

て

も

、

信

教

の

自

由

は

あ

る

の

で

、

そ

の

た

め

に

宗

教

教

誨

は

必

要

と

い

え

る

。

も

う

一

つ

は

、

受

刑

者

や

収

容

者

の

心

の

ケ

ア

に

つ

い

て

宗

教

教

誨

者

が

大

き

く

担

っ

て

い

る

と

言

え

る

。

家

族

や

親

し

い

人

に

は

言

え

な

い

よ

う

な

悩

み

や

、

ま

た

、

そ

の

よ

う

な

家

族

が

い

な

い

収

容

者

に

と

っ

て

、

宗

教

教

誨

者

の

存

在

と

い

う

の

は

大

き

な

心

の

よ

り

ど

こ

ろ

と

な

っ

て

い

る

の

で

は

な

い

だ

ろ

う

か

。

そ

の

悩

み

の

内

容

は

、

実

際

に

自

分

が

犯

し

て

し

ま

っ

た

罪

に

関

す

る

こ

と

で

あ

っ

た

り

、

離

れ

離

れ

に

な

っ

て

い

る

家

族

の

こ

と

で

あ

っ

た

り

、

収

容

所

を

出

た

後

の

自

分

の

生

活

に

つ

い

て

だ

っ

た

り

す

る

わ

け

だ

が

、

そ

う

い

っ

た

こ

と

に

対

し

て

宗

教

教

誨

師

は

た

だ

ひ

た

す

ら

話

を

聞

き

、

受

刑

者

自

身

が

そ

の

こ

と

と

コピー厳禁コピー厳禁



 

 21 

向

き

合

い

、

解

決

方

法

を

導

き

出

し

た

り

、

前

を

向

く

こ

と

が

で

き

る

よ

う

に

手

助

け

し

て

い

る

の

で

あ

る

。 
ま

た

、

今

後

の

発

展

に

つ

い

て

だ

が

、

年

々

、

理

由

は

様

々

だ

が

収

容

施

設

に

入

る

人

の

数

は

増

え

て

い

る

と

言

わ

れ

て

お

り

、

そ

の

人

た

ち

が

仮

釈

放

、

釈

放

と

な

る

と

き

の

こ

と

を

考

え

る

と

、

宗

教

教

誨

師

の

需

要

も

ど

ん

ど

ん

増

え

て

い

く

の

で

は

な

い

だ

ろ

う

か

と

思

う

。

そ

の

分

、

宗

教

教

誨

師

自

身

の

負

担

も

増

え

る

わ

け

で

、

拘

束

時

間

も

増

え

る

と

い

う

こ

と

に

つ

な

が

る

。

今

後

の

課

題

は

、

宗

教

教

誨

師

自

身

の

活

動

時

間

や

役

割

分

担

な

ど

ど

の

よ

う

に

し

て

負

担

を

増

や

さ

な

い

よ

う

に

す

る

か

、

と

い

う

と

こ

ろ

に

あ

る

の

で

は

な

い

だ

ろ

う

か

。 

   

結

論 
 

 

こ

の

論

文

を

書

き

始

め

た

き

っ

か

け

は

、

宗

教

教

誨

師

と

は

ど

の

よ

う

な

場

所

で

、

だ

れ

に

、

な

に

を

行

っ

て

い

る

の

か

を

知

り

た

か

っ

た

か

ら

で

あ

る

。

ま

た

、

論

文

を

書

く

前

に

調

べ

て

い

く

中

で

、

宗

教

教

誨

師

だ

け

で

な

く

一

般

教

誨

師

と

い

う

存

在

も

明

ら

か

に

な

っ

た

。

こ

の

二

つ

の

教

誨

の

違

い

に

つ

い

て

、

ま

た

、

二

つ

の

教

誨

が

存

在

す

る

中

で

宗

教

教

誨

師

の

存

在

意

義

は

何

な

の

か

、

一

般

教

誨

で

は

な

く

宗

教

教

誨

だ

か

ら

で

き

る

こ

と

は

一

体

何

な

の

か

と

い

う

こ

と

も

論

じ

よ

う

と

し

て

い

た

。 

 

本

論

を

順

に

た

ど

っ

て

い

く

と

、

ま

ず

第

一

章

で

は

教

誨

師

の

起

こ

り

に

つ

い

て

述

べ

た

。

第

一

節

で

は

、

明

治

時

代

か

ら

大

正

時

代

ま

で

の

歴

史

を

た

ど

っ

た

。

教

誨

師

と

い

う

名

称

が

生

ま

れ

た

の

も

こ

の

時

代

で

あ

る

。

真

宗

大

谷

派

が

初

め

て

監

獄

で

の

教

コピー厳禁コピー厳禁
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誨

を

申

請

し

て

教

誨

活

動

を

開

始

し

た

事

や

、

教

誨

活

動

当

初

は

東

西

両

本

願

寺

が

活

動

の

中

心

だ

っ

た

も

の

の

、

他

の

仏

教

宗

派

や

神

道

も

数

多

く

活

動

し

よ

う

と

し

て

い

た

こ

と

が

明

ら

か

と

な

っ

た

。

他

に

も

、

キ

リ

ス

ト

教

が

北

海

道

へ

進

出

し

た

に

も

関

わ

ら

ず

、

巣

鴨

監

獄

教

誨

師

事

件

に

よ

っ

て

撤

退

し

て

し

ま

っ

た

り

、

教

誨

師

を

派

遣

す

る

財

政

的

な

問

題

か

ら

東

西

両

本

願

寺

以

外

の

宗

教

宗

派

の

教

誨

が

次

々

中

断

せ

ざ

る

お

え

な

か

っ

た

。

教

誨

を

広

め

よ

う

と

は

す

る

も

の

の

、

な

か

な

か

上

手

く

い

か

ず

、

混

迷

の

時

期

で

も

あ

っ

た

の

で

あ

る

。
続

い

て

第

二

節

で

は

、
昭

和

時

代

の

教

誨

師

の

歴

史

に

つ

い

て

述

べ

た

。
昭

和

時

代

に

な

る

と

、

国

か

ら

の

要

請

で

教

誨

師

が

活

動

す

る

こ

と

も

増

え

て

い

っ

た

。
そ

ん

な

中

、
昭

和

二

九

年

に

初

め

て

全

国

教

誨

師

大

会

が

行

わ

れ

、

宗

教

教

誨

の

目

的

、

使

命

、

方

法

な

ど

が

研

究

協

議

さ

れ

た

。

そ

の

後

、

全

国

教

誨

師

連

盟

が

結

成

さ

れ

た

の

で

あ

る

。

こ

れ

に

よ

っ

て

教

誨

師

は

組

織

と

し

て

教

誨

活

動

を

行

う

こ

と

が

出

来

る

よ

う

に

な

っ

た

。

ま

た

、

一

般

教

誨

が

広

ま

っ

た

の

も

昭

和

時

代

だ

っ

た

こ

と

が

わ

か

っ

た

。

戦

中

は

制

限

を

設

け

ら

れ

な

が

ら

も

、

一

般

教

誨

は

監

獄

や

矯

正

施

設

で

実

施

さ

れ

た

。

そ

し

て

戦

争

が

終

わ

り

、

ポ

ツ

ダ

ム

宣

言

の

指

令

に

よ

っ

て

、

「

信

教

の

自

由

」

が

確

立

さ

れ

た

の

で

あ

る

。

こ

れ

が

確

立

さ

れ

た

こ

と

に

よ

り

、

宗

教

教

誨

は

希

望

者

の

み

が

参

加

し

、

国

は

こ

れ

に

携

わ

る

こ

と

が

出

来

な

く

な

っ

て

し

ま

っ

た

。

こ

の

時

か

ら

、

宗

教

教

誨

と

一

般

教

誨

は

大

き

く

分

か

れ

た

の

だ

。 

 

次

の

第

二

章

で

は

、

宗

教

教

誨

の

現

状

と

今

抱

え

て

い

る

課

題

に

つ

い

て

論

じ

た

。

ま

ず

、

第

一

節

で

現

在

の

宗

教

教

誨

師

が

刑

事

施

設

に

い

る

被

収

容

者

に

対

し

て

様

々

な

実

施

形

態

を

通

し

自

発

的

発

露

を

促

し

て

い

る

こ

と

が

明

ら

か

と

な

っ

た

。

「

信

教

の

自

由

」

が

あ

る

の

で

、

宗

教

教

誨

に

参

加

す

る

の

は

希

望

者

の

み

で

あ

り

、

集

団

教

誨

や

個

人

教

誨

の

ほ

か

に

も

宗

教

的

儀

式

を

行

う

こ

と

で

被

収

容

者

の

自

発

的

発

露

を

促

し

て

い

る

の

で

あ

る

。

ま

た

、

平

成

の

時

代

に

入

っ

て

か

ら

、

宗

教

教

誨

師

の

数

が

統

計

コピー厳禁コピー厳禁
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を

取

る

毎

に

増

加

し

て

い

る

こ

と

も

判

明

し

、

宗

教

教

誨

師

が

刑

事

施

設

等

で

必

要

と

さ

れ

て

い

る

こ

と

が

わ

か

っ

た

。

第

二

節

で

は

、

終

戦

後

か

ら

飛

躍

的

に

全

国

へ

と

広

ま

っ

た

一

般

教

誨

に

つ

い

て

、

そ

の

活

動

内

容

と

そ

れ

が

被

収

容

者

に

ど

ん

な

影

響

を

与

え

る

の

か

に

つ

い

て

論

じ

た

。

図

書

や

レ

ク

リ

エ

―

シ

ョ

ン

、

観

劇

な

ど

様

々

な

分

野

の

体

験

を

被

収

容

者

に

行

っ

て

も

ら

う

こ

と

で

、

被

収

容

者

の

気

分

転

換

を

図

る

内

容

や

、

感

性

を

豊

か

に

す

る

よ

う

な

内

容

が

盛

り

込

ま

れ

て

い

た

。

ま

た

、

収

容

者

に

教

誨

を

行

う

こ

と

は

定

め

ら

れ

て

い

た

た

め

、

宗

教

教

誨

と

違

っ

て

一

般

教

誨

は

全

員

参

加

で

あ

る

こ

と

は

一

般

教

誨

の

大

き

な

強

み

で

あ

り

、

必

要

性

が

高

い

こ

と

が

わ

か

る

の

で

は

な

い

だ

ろ

う

か

。 

 

第

三

章

で

は

、

宗

教

教

誨

の

必

要

性

に

つ

い

て

論

じ

た

。

ま

ず

第

一

節

で

は

実

際

に

教

誨

師

と

被

収

容

者

に

対

し

て

行

わ

れ

た

ア

ン

ケ

ー

ト

を

基

に

宗

教

教

誨

の

存

在

意

義

に

つ

い

て

論

じ

た

。

ア

ン

ケ

ー

ト

の

内

容

は

、

回

答

者

の

日

ご

ろ

の

不

安

・

心

配

事

に

つ

い

て

尋

ね

た

も

の

で

、

多

く

回

答

さ

れ

た

の

は

「

人

間

関

係

」

と

「

出

所

後

の

生

活

」

に

つ

い

て

だ

。

そ

れ

ら

の

問

題

に

対

し

て

、

宗

教

教

誨

師

が

行

う

べ

き

な

の

は

問

題

解

決

で

は

な

い

。

た

だ

ひ

た

す

ら

話

を

聞

き

、

被

収

容

者

本

人

が

受

け

止

め

、

先

に

進

め

る

よ

う

に

促

す

こ

と

が

役

割

な

の

で

あ

る

。

と

い

う

こ

と

が

あ

き

ら

か

と

な

っ

た

。

続

い

て

、

第

二

節

で

は

、

宗

教

教

誨

師

の

今

後

の

発

展

と

、

現

在

の

課

題

に

つ

い

て

論

じ

た

。

こ

こ

で

は

、

年

々

宗

教

教

誨

師

の

数

が

増

え

て

い

る

と

い

う

こ

と

は

、

宗

教

教

誨

師

が

必

要

で

あ

る

こ

と

を

表

し

て

お

り

、

こ

れ

か

ら

も

そ

の

需

要

は

増

え

続

け

る

と

考

え

ら

れ

る

。

そ

の

時

に

、

宗

教

教

誨

師

へ

の

負

担

が

今

後

の

課

題

と

な

っ

て

く

る

の

で

は

な

い

だ

ろ

う

か

。 

以

上

の

本

論

を

ふ

ま

え

る

と

、

ま

ず

、

「

宗

教

教

誨

」

と

「

一

般

教

誨

」

の

違

い

に

つ

い

て

は

、

憲

法

に

よ

っ

て

そ

れ

ぞ

れ

の

在

り

方

が

定

め

ら

れ

て

い

る

の

で

、
活

動

の

内

容

も

全

く

違

う

と

い

う

こ

と

と

、
そ

れ

を

担

当

し

て

い

る

教

誨

師

も

国

に

使

え

る

者

か

、
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宗

教

者

か

と

い

う

部

分

で

大

き

く

違

う

こ

と

が

わ

か

っ

た

。

そ

し

て

、

こ

の

二

つ

の

教

誨

が

あ

る

中

で

「

宗

教

教

誨

」

の

何

が

現

代

に

必

要

な

の

か

と

い

う

と

、

教

誨

を

行

っ

て

い

る

そ

の

宗

教

の

「

こ

こ

ろ

」

を

丁

寧

に

教

誨

の

中

で

諭

し

て

い

く

こ

と

で

、

被

収

容

者

が

自

分

自

身

の

悩

み

や

問

題

を

受

け

止

め

自

発

的

に

先

に

進

め

る

よ

う

に

手

助

け

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

こ

の

部

分

に

宗

教

教

誨

の

存

在

意

義

が

あ

る

の

だ

。 
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誨

百

年

編

纂

委

員

会

『

教

誨

百

年

』

上

、

三

十

二

頁

参

照
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２ 

教

誨

百

年

編

纂

委

員

会

『

教

誨

百

年

』

上
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三

三

頁
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教
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百

年

編
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委

員

会
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百

年
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上
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五

頁
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教

誨

百

年

編

纂

委

員

会

『

教

誨

百

年
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上
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三

六

頁
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教

誨

百

年

編

纂

委

員

会

『

教

誨

百

年

』

上

、

三

六

頁
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教

誨

百

年

編

纂

委

員

会

『

教

誨

百

年

』

上

、

三

八

‐

四

〇

頁

参

照
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教

誨

百

年

編

纂

委

員

会

『

教

誨

百

年
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上
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四

一

頁
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教

誨

百
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編

纂
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員

会
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教
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年
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上
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五

六

頁
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教

誨

百

年

編

纂

委

員

会

『

教

誨

百

年

』

上

、

八

六

頁
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１

０ 

教

誨

百

年

編

纂

委

員

会

『

教

誨

百

年

』

上

、

六

八

頁

。 

１

１ 

教

誨

百

年

編

纂

委

員

会

『

教

誨

百

年

』

上

、

七

六

頁
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１

２ 

教

誨

百

年

編

纂

委

員

会

『

教

誨

百

年

』

上

、

七

七

頁
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１

３ 

赤

池

一

将 

石

塚

伸

一

『

宗

教

教
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の

現
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と

未
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矯

正

・
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護

と

宗

教

意

識
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一

六

四

頁
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４ 
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人
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〇
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七
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一
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六

日

閲

覧

。 

１

５ 

公

益

財

団

法

人

全

国

教

誨

師

連

盟 

 
h

t
t
p

://k
y

o
u

k
a

is
h

i.s
e

r
v

e
r
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h

a
r

e
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l  

二

〇

一

七

年

十

二

月

二

十

七

日

閲

覧
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１

６ 

山

田

義

俊

『

全

国

教

誨

師

連

盟

創

立

五

十

周

年

記

念

誌 

歩

み

続

け

る

宗

教

教

誨

』

七

三

頁

。 

１

７ 

禿

川

尊

法

「

真

宗

に

お

け

る

教

誨

の

研

究

」

九

八

頁

。 

１

８ 

教

誨

百

年

編

纂

委

員

会

『

教

誨

百

年

』

上

、

八

〇

頁

。 

１

９ 

教

誨

百

年

編

纂

委

員

会

『

教

誨

百

年

』

上

、

八

〇

頁

。 

２

０ 

赤

池

一

将 

石

塚

伸

一

『

宗

教

教

誨

の

現

在

と

未

来 

矯

正

・

保

護

と

宗

教

意

識

』

は

し

が

きⅰ

。 

２

１ 

赤

池

一

将 

石

塚

伸

一

『

宗

教

教

誨

の

現

在

と

未

来 

矯

正

・

保

護

と

宗

教

意

識

』

百

一

六

三

頁

。 

２

２ 

教

誨

百

年

編

纂

委

員

会

『

教

誨

百

年

』

上

、

八

四

頁

。 

２

３ 

赤

池

一

将 

石

塚

伸

一

『

宗

教

教

誨

の

現

在

と

未

来 

矯

正

・

保

護

と

宗

教

意

識

』

二

三

頁

。 

２

４ 

赤

池

一

将 

石

塚

伸

一

『

宗

教

教

誨

の

現

在

と

未

来 

矯

正

・

保

護

と

宗

教

意

識

』

一

六

四

頁

。 

２

５ 

我

藤

諭

「

教

誨

師

活

動

と

受

刑

者

の

社

会

復

帰

支

援

の

可

能

性

」

一

七

六

頁

。 
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