
Title 宗教性の諸次元とその規定因 : キリスト教を事例に

Author(s) 松谷, 満

Citation 年報人間科学. 2002, 23-2, p. 175-192

Version Type VoR

URL https://doi.org/10.18910/12475

rights

Note

The University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKAThe University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKA

https://ir.library.osaka-u.ac.jp/

The University of Osaka



宗
教
性
.の
諸
次
元
と
そ

の
規
定
因

ー

キ
リ
ス
ト
教
を
事
例
に
ー

丶

松

谷

満

〈要

旨
〉

本
論

の
目
的
は

、
(1
)キ
リ

ス
ト
教
信
者

の
宗
教
性

が
ど

の
よ
う

な
次
元
か
ら
構
成

さ

れ
る
の
か

(2
)そ
れ
ら

の
諸
次
元
と
年
齢

や
性
別
な
ど
の
社
会
的
属
性
と

の
関
連
は
ど
う

・

な

っ
て

い
る

の
か
を
探

る
こ
と

に
あ

る
。
欧
米

の
研
究
で
は
宗
教

性
を

一
次
元

で
は
な

く
多

次
元

で
捉
え
る

こ
と

に
よ
り

、
信
者
個

々
人

の
内
的
構
造
を

よ
り
的
確

に
描
き
出

す

試
み
が

お
こ
な
わ

れ

て
い
る
。
本

論
は
そ

の
よ
う

な
研
究
を

日
本
で

の
事
例

に
適
用

す

る

一
試
論

で
あ

る
。

本
論

の
分
析

で
は

日
本

の
キ
リ
ス
ト
教

信
者

(プ

ロ
テ
ス
タ

ン
ト
)に
つ
い
て
の
デ
ー
タ

が
用

い
ら

れ
て

い
る
。

以
下

の
結
果

は
、
こ

の
デ
ー
タ

の
計
量
的
分

析
に
よ

っ
て
得
ら

れ
た
も

の
で
あ

る
。

(1
)

「キ
リ

ス
ト
教
調
査
」
に

つ
い
て
因
子
分
析
を

お
こ
な

い
、

「内
発
的
志
向

性
」

「外

発
的
志
向
性
」
お
よ
び

「宗
教
的
行
動
」

の
三
因
子
が
抽
出

さ
れ
た
。
「
内
発
的
志
向
性
」
「

と

「宗
教

的
行
動
」

に
は
高

い
相

関
が
あ

っ
た
が
、

「外
発
的
志
向
性
」

に

つ
い
て
は
関

連
が
見
ら
れ
な
か

っ
た
。

(2
)
こ
れ
ら

三
因

子
と

社
会
的
属
性
と

の
関
連

は
、
因
子
ご
と
に
さ
ま
ざ

ま
で
あ

っ
た
。

具
体
的
に
は
、
「内
発
的
志
向
性
」
は
親
の
宗
教
お
よ
び
入
信
時
期
と

「外
発
的
志
向
性
」

は
年
齢
お
よ
び
学
歴
と
、
そ
し
て

「宀示
教
的
行
動
」
は
年
齢
お
よ
び
入
信
時
期
と
そ
れ

ぞ
れ
関
連
が
あ
っ
だ
。

以
上
の
結
果
か
ら
、
宗
教
性
を
多
次
元
的
な
尺
度
に
よ
づ
て
測
定
す
る
こ
と
の
有
効

性
が
あ
ら
た
め
て
確
認
き
れ
た
。
今
後
は
、
宗
教
性
の
諸
次
元
が
社
会
意
識
に
対
し
て

ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
課
題
と
な
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド

宗
教
性
の
諸
次
元
/
社
会
的
属
性
/
因
子
分
析
/
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
/

宗
教
的
志
向
性
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1

問
題
の
所
在

欧
米
の
宗
教
社
会
学
に
お

い
て
、
計
量
的
手
法
を
用

い
た
実
証
研
究
億
、
多

く
の
蓄
積
が
あ
る
。
日
本
に
お
い
て
も
質
問
紙
に
よ
る
宗
教
調
査
は
少
な
く
な

い
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
は
主
に
単
純
集
計
や
ク
ロ
ス
集
計
を
用

い
る
に
と
ど
ま

っ
て
お
り
、
そ
れ
以
上
の
、
多
変
量
解
析
と

い
わ
れ
る
分
析
に
ま
で
踏
み
込
ん

だ

も
の
は
必
ず
し
も
多
く
な

い
。
近
年
で
は
金
児
(一8
刈
)、.杉
山
(一り
Oω
)な
ど
が
、

そ
の
よ
う
な
分
析
を
試
み
て
い
る
が
、
.コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
に
よ
る
統
計
解
析
手
法

.
の
進
展
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
分
野
ば
停
滞
気
味
で
あ
る
。

質
問
紙
に
よ
る
宗
教
調
査
に
お

い
て
は
、
被
験
者
で
あ
る
個
々
人
が
程
度
の

差
は
あ
れ
、
宗
教
を
意
識
的
に
捉
え
て
い
る
こ
と
が
先
行
要
件
と
な
る
。
し
か

し
、
日
本
の
場
合
、
ア
メ
リ
カ
な
ど
と
は
異
な
り
、

一
般
的
な
人
々
の
表
層
に

宗
教
的
な
も
の
が
表
出
す
る
頻
度
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
。
し
た
が

っ
て
、
ラ

ン
ダ
ム

・
サ
ン
プ
リ
ン
グ
に
よ
る
総
合
調
査
や
心
理
学
な
ど
で
よ
く
な
さ
れ
る

大
学
生
調
査
な
ど
は
、
宗
教
を
ト
ピ

ッ
ク
と
し
た
場
合
、
分
析
に
は
さ
ま
ざ
ぎ

な
限
界
が
つ
き
ま
と
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
日
本
に
お
い
て
、
宗
教
の
計
量
研

究
が
盛
ん
と
な
ら
な
い

一
因
で
あ
ろ
う
。

し
た
が

っ
て
、
日
本
で
は
、
そ
れ

ら
の
調
査
よ
り
も
ま
ず
、
宗
教
教
団
の
信

者
調
査
に
多
く
の
比
重
が
向
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
宗
教
社
会
学
の
場
合
、

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
な
ど
に
よ
り
、
個
別
宗
教
教
団
の
実
態
を
観
察
す
る
と
い

っ
売
入
類
学

.
民
俗
学
的
ア
プ

ロ
ー
チ
が
主
流
で
あ
る
。
し
か
し
、
計
量
研
究

に
も
個
々
人
の
宗
教
意
識
や
宗
教
行
動
の
内
的
構
造
を
年
齢
や
性
別
な
ど
の
社

会
的
属
性
と
の
関
連
も
含
め
つ
つ
、
数
量
的
に
提
示
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る

な
ど
の
利
点
を
そ
な
え
て
お
り
、
そ
の
意
義
は
見
直
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
計

量
調
査
と
非
計
量
的
調
査
を
対
象
や
問
題
意
識
に
よ
っ
て
上
手
く
使

い
分
け
る
、

補
完
的
な
活
用
が
よ
り
重
視
さ
れ
る
の
が
望
ま
し
い
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

本
論
は
、
信
者
個
々
人
の
宗
教
性
(-}を
取
り
扱

っ
た
欧
米
の
先
行
研
究
を
踏

.

ま
え
つ
つ
、
日
本
で
の
事
例
に
適
用
す
る

一
試
論
で
あ
る
。
こ
の
分
野
で
の
第

一
人
者
、
ス
タ
ー
ク
と
グ
ロ
ッ
ク
は
、
個
人
の
宗
教
性
に
つ
い
て
の
基
本
的
な

問
い
を
以
下
の
三
点
に
集
約
し
て
い
る
。

1

壽

9

一ω
普

Φ
詳
9
霞

Φ
o
笥

Φ
一一〇q

δ
¢
ω
o
o
筥
目
律
ヨ

Φ
5
巧

宗

教

的

コ
ミ

ッ

ト

メ

ン
ト

の
性

質

は
ど

の
よ
う

な
も

の
か

・
2

≦

9

什
贄

Φ
9

Φ
の
8

巨

p
邑

ロ
ω
く
9

9
0

αQ
ざ
巴

の
○
ξ

8

ω
9

同
窪

oq
δ
⊆
ω

8

ヨ
巨

冖
ヨ
Φ
口
店

宗

教

的

コ
ミ

ツ
ト

メ

ン
ト

を

も

た

ら

す

社

会

心

理

学

的

要

因

は
何

か

3

≦

夛

什
彎

Φ
窪

Φ
ω
o
o
一巴

弩

住

℃
の
饗

ぎ

δ
oq
8
巴

8

房

Φ
ε

雲

o
Φ
ω
O
h

「
Φ
=
αq
δ
⊆
ω
o
o
ヨ
ヨ
潔
ヨ
①
⇒
店

宀示
教
的

コ
ミ

ッ
ト

メ
ン

ト

が
も

た

ら

す

社

A
亭
心
理
学

的

な
帰

結

は

ど

の

よ
う

な

も

の

か
(ω
冨

昏

穹

α

Ω
一〇
〇
貯
H
㊤
O
O。
"

一
-O
)(嗜

こ
れ

は

つ
ま

り

、
宗

教

は
人

々
の
生

活

に
多

様

な

形

で
影

響

を

及

ぼ
し

て

い

る
(3

の
問

い
)、

と

同
時

に
、

そ

の
宗

教

性

は

、
そ

れ

を

規

定
す

る
社

会

的

要

因

と

の
関
連

で
捉
え

ら

れ

る

べ
き

(2

の
問

い
)、
と

い
う

主

張

な

の
で
あ

る

。

本

論

は

日
本

で

の

一
事

例

と

し

て
、

キ

リ

ス
ト

教

信

者

の
質

問

紙

調

査

を

お

こ
な

い
、

得

ら

れ

た

デ

ー

ダ

に

つ

い
て
分

析

を

試

み

た

も

の

で
あ

る
。

欧

米

で

の
研

究

対

象

は
多

く

が

キ

リ

ス
ト

教

信

者

で
あ

る

た

め

、

そ

こ

で

の
成

果

を

今

176
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、i

回
の
分
析
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
適
用
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
だ
ろ
う
。

本
論
が
取
り
組
む
課
題
は
、
宗
教
性
が
ど
の
よ
う
な
次
元
か
ら
構
成
さ
れ
て

い
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
が
性
別
や
年
齢
な
ど
の
社
会
的
属

性
に
よ

っ
て
ど
の
程
度
規
定
さ
れ
て

い
る
の
か
を
探
る
こ
と
で
あ
る
。
宗
教
性

を
単

一
尺
度
で
は
な
く
多
次
元
的
に
捉
え
、
か

つ
、
社
会
的
属
性
と
の
関
連
を

見
み
こ
と
に
よ

っ
て
、
「信
者
の
宗
教
性
の
特
徴
が
よ
り
は

っ
き
り
と
描
き
出
さ

れ
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
そ
れ
が
も
た
ら
す
社
会
心
理
学
的
な
帰
結
に
つ
い
て

の
分
析
は
今
後
の
課
題
と
な
る
。
本
論
で
は
、
そ
の
よ
う
な
分
析
を
も
想
定
し

た
諸
次
元
の
尺
度
構
成
を
お
こ
な
う
。

本
論
の
構
成
は
以
下
、
①
先
行
研
究
の
整
理
、
②
オ
リ
ジ
ナ
ル

●
デ
ー
タ
に

よ
る
分
析
、
③
議
論
と
な
る
。

2

宗
教
の
計
量
的
研
究

2

・
1

宗
教
性
の
諸
次
元

欧
米
に
お
け
る
宗
教
の
計
量
的
研
究
は
、
宗
教
意
識
や
宗
教
行
動
を
ど
の
よ

う
に
測
定
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
研
究
に
適
用
で
き
る
か
と
い
う
関
心
か
ら
始
ま

つ

て
い
る
。
そ
の
際
、
「単

一
尺
度
に
よ
る
測
定
は
宗
教
を

一
面
で
し
か
捉
え
て
い

な
い
」
釡

児

一〇
Φ
N
◎。
一-Q。
N
)と
い
う
難
点
が
あ
る
た
め
、
宗
教
性
の
さ
ま
ざ
ま

な
側
面
を
多
元
的
に
捉
え
る
手
法
が
、
多
く
の
研
究
者
に
よ
っ
て
模
索
さ
れ
て

き
た
。
そ
こ
に
は
大
き
く
分
け
て
二
つ
の
流
れ
が
あ
る
。

ひ
と

つ
は
志
向
性
に
関
す
る
研
究

で
あ
り
、
主
に
動
機
の
面
か
ら
、
人
々
の

信
仰
を
分
類
す
る
も
の
で
あ
る
。
オ
ル
ポ
ー
ト
は
動
機
づ
け
の
あ
り
か
だ
に
つ

い
て
、
内
発
的
志
向
性
と
外
発
的
志
向
性
の
二
つ
の
類
型
を
考
え
た
。
彼
に
よ

る
と
、
「外
発
的
に
動
機
づ
け
ら
れ
た
人
は
宗
教
を
利
用
す
る
が
、
内
発
的
に
動

「
機
づ
け
ら
れ
た
人
は
宗
教
を
実
践
す
る
」
(≧
σ
o
吋二

㊤O
刈
区
逡
)と
い
う
の
で
あ

る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
内
発
的
志
向
性
は
宗
教
そ
れ
自
体
が
目
的
で
あ
る
が
、

外
発
的
志
向
性
は
宗
教
を
何
ら
か
の
(世
俗
的
な
利
益
な
ど
を
得
る
た
め
の
)手
段

と
し
て
捉
え
る
見
方
で
あ
る
。
こ
の
類
型
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
偏
見
に
関

し
て
、
内
発
的
志
向
性
の
持
ち
主
は
偏
見
が
少
な
ぐ
、
外
発
的
志
向
性

の
持
ち

主
は
逆
に
偏
見
を
強
く
抱
く
(O
o
「
ω二
〇ゴ
9
a

≧
Φ
の三
お

白
㊤
置
)と
い
う
知
見
が

得
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
後
の
研
究
ば
オ
ル
ポ
ー
ト
の
類
型
を
修
正

・
発
展
さ
せ
る
形
で
展
開
し

た
。
特
に

「内
発
-外
発
」
と
い
う
構
成
概
念
の
妥
当
性
や
そ
れ
を
測
定
す
る
尺

度
の
信
頼
性
に
関
し
て
検
討
が
続
け
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
バ
ト
ソ
ン
ら
は
宀

探
求
あ
る
い
は
探
索
的
な
志
向
性
(O
=
Φ
oo叶
鬥)一ヨ
①P
ω一〇⇒
)
と
い
う
も
の
を
あ
ら

た
に
付
け
加
え
、
実
際
の
調
査
に
適
用
し
て
い
る
(切
9
ω
o昌
碧
鳥
ω
o
げ
o
①づ
蕁
住
Φ

一㊤
曽
)。
「内
発
-外
発
」
の
枠
組
で
は
、
内
発
的
志
向
性
が
暗
に
望
ま
し
い
も
の

、と
さ
れ
る
傾
向
が
あ

っ
た
。
し
か
し
、
内
発
的
志
向
性
が
実
際
に
は
盲
目
的
に

宗
教
を
信
じ
る
よ
う
な
態
度
を
も
含
む
も
の
で
は
な

い
か
と
の
疑
問
が
提
示
さ

れ
、
「探
求
」
の
次
元
が
近
年
、
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

も
ヶ
ひ
と
つ
の
流
れ
は

一
次
元
の
包
括
的
な
尺
度
か
ぢ
、
意
識
や
行
動
の
次

元
な
ど
多
次
元
的
な
尺
度
の
構
成
を
目
指
し
た

一
連
の
研
究
で
あ
る
。
こ
の
流

れ
に
お

い
て
、
基
本
的
か
つ
多
く
の
研
究
者
た
ち
に
利
用
さ
れ
て
い
る
の
は
、

グ

ロ
ッ
ク
に
よ
る
信
念

・
行
動

・
体
験

・
知
識

・
結
果

の
五
次
元

で
あ

る

(Ω
o
穿

一㊤Φ
b。)。

宗教性の諸次元とその規定因177



そ
の
後
一
特
に
七
〇
～
八
○
年
代
に
お
い
て
、
グ
ロ
ッ
ク
と

ス
タ
ー
ク
に
続
く

研
究
が
次
々
と
生
み
出
さ
れ
て
き

た
⑩
そ
の
な
か
で
代
表
的
な
の
は
キ
ン
グ
と

ハ
ン
ト
ら
の

一
連
の
調
査
で
あ
る
。
彼
ら
の
研
究
は
常
に
多
く
の
質
問
項
目
を

用

い
、
グ
ロ
ッ
ク
の
五
次
元
を
上
回
ゑ

さ
ら
に
多
く
の
次
元
の
抽
出
を
試
み

た
も
の
で
あ
る
。
キ
ン
グ
と

ハ
ン
ト
は
質
問
項
目
を
修
正
し
た
り
、
対
象
を
さ

.ま
ざ
ま
な
範
囲
に
広
げ
た
り
七
て
、
精
力
的
に
調
査
を
繰
り
返
し
た
(丕
づ
αq
9邑

山
篝

け
一〇
刈
N

一り
謡
)。
そ
の
後
、
ざ
ら
に
そ
れ
ち
を
修
正
し
た
り
、
新
た
な
対

象
に
よ

っ
て
再
調
査
を
お
こ
な

っ
た
り
す
る
研
究
が
あ
ら
わ
れ
た
(,δ

し
か
し
、

こ
の
よ
う
な
宗
教
性
の
諸
次
元
を
因
子
分
析
に
よ

っ
て
描
き
出
す
研
究
は
、
基

本
的
に
は
ど
れ
も
グ
ロ
ッ
ク
の
研
究
に
類
似
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
集
約

さ
れ
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ

っ
た
。

本
論
で
は
宗
教
的
志
向
性
と
宗
教
的
次
元
と
い
う
こ
の
二
つ
毋
流
れ
を
と
も

に
組
み
込
ん
だ
次
元
の
構
成
を
目
指
す
こ
と
に
す
る
。」

2

・
2

宗
教
性
と
社
会
的
属
性

そ
れ
で
は
、
宗
教
性
と
年
齢
や
性

別
な
ど
の
社
会
的
属
性
と
の
あ
い
だ

の
関

連
に
つ
い
て
は
一
ど
の
よ
う
な
知
見
が
得
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

性
別

性
別
に
関
し
て
は
、
女
性
は
男
性
よ
り
も
宗
教
性
が
強
い
と
い
う

の
が

一
般
的
な
見
方
で
あ
る
。
日
本
に
お
け
る
世
論
調
査
で
も
、
ほ
と
ん
ど
の
項
目

で
女
性
に
宗
教
性
が
強
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
(石
井

一¢O
S
8
)。
そ
の
理
由
と
し

て
は
、
「女
性
ら
し
さ
」
に
親
定
さ
れ
た
現
世
利
益
的
傾
向
(Z
出
閑
放
送
世
論
調

査
所
編

一㊤鐙
N
$
)な
ど
を
は
じ
め
と
す
る
様
々
な
要
因
が
複
合
的
に
絡
み
合

っ

て
い
る
も
の
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。

ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
ジ

ェ
ン
ダ
ー
と
宗

教
に
つ
い
て
も
豊
富
な
研
究
が
あ
る
(、が

、
そ
れ
は
も

っ
ぱ
ら
女
性
の
宗
教
性

の
強
さ
の
原
因
を
さ
ぐ
る
も
の
で
あ
り
、
女
性
の
宗
教
性
の
強
さ
は
す
で
に
前

提
と
さ
れ
て
い
る
。

年
齢

年
齢
に
関
し
て
は
、

一
般
的
に
高
齢
で
あ
る
ほ
ど
宗
教
性
も
強
い
よ
う

で
あ
る
。
石
井
倣
既
存
の
世
論
調
査
を
振
り
返
り
、・
加
齢
と
と
も
に
伝
統
的
な

宗
教
行
動
へ
の
関
わ
り
を
強
め
る
の
が
日
本
人
の
基
本
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
と
い

う
見
方
を
示
し
て
い
る
(石
井

一㊤
⑩
S
刈
O
-Q。
①)コ
欧
米
に
お
け
る
諸
研
究
で
も
同

様
の
知
見
が
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
が
単
に

「加
齢
」

の
効
果
で
あ
る
か
は
疑
問

視
さ
れ
て
い
る
。
金
児
の
レ
ヴ

ュ
ー
に
よ
る
と
、
年
齢
と
宗
教
性
と
の
関
連
は
、

時
代
的
背
景
を
反
映
し
た
世
代
間
格
差
に
起
因
す
る
と
い
う
研
究
結
果
も
出
て

い
る
の
で
あ
る
(金
児

一㊤
り
S

一
b。Q。-一N
㊤
)。
こ
の
点
に
関
し
て
、
林
と
鈴
木
は
、

年
齢
と
宗
教
性
と
の
関
連
を

層
「加
齢
効
果
」
「時
代
効
果
」
「
コ
ー
ホ
ー
下
効
果
」

に
分
け
て
コ
ー
ホ
ー
ト
分
析
を
試
み
て
お
り
興
味
深

い
。
日
本

・
ア
メ
リ
カ

・

オ
ラ
ン
ダ
の
三
ガ
国
の
デ
ー
タ
を
用
い
て
分
析
し
た
結
果
、
日
本
(項
貝

宗
教

を
信
じ
る
か
)に
お
い
て
は

「加
齢
効
果
」
が
、
ア
メ
リ
カ
(項
月

礼
拝
出
席
)で

は

「
コ
ー
ポ
」
ト
効
果
」
が
、
そ
し
て
、
オ
ラ
ン
ダ
(項
目
"
宗
教
的
な
も
の
へ

の
加
入
)に
お
い
℃
は

「時
代
効
果
」
が
そ
れ
ぞ
れ
強
ぐ
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る

こ
と
が
明
ら
か
に
な

っ
て
い
る
(林

・
鈴
木

一㊤
Q。O
"
屋
Q。
山
ω
Φ
)。

今
回
の
分
析
に
お

い
て
は
、
年
齢
と
宗
教
性

の
特
定
の
次
元
に
関
連
が
あ

っ

た
と
し
て
、
そ
れ
が

.「加
齢
」
に
よ
る
の
か
、
「世
代
」
問
格
差
で
あ
る
の
か
は
、

一
回
限
り
の
調
査
で
あ
る
た
め
判
別
が
つ
か
な
い
。
し
た
が

っ
て
、
解
釈
の
際

に
は
十
分
な
注
意
が
必
要
と
さ
れ
る
。

学
歴

一
般
に
高
学
歴
で
あ
る
ほ
ど
、
宗
教
的
な
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
は
弱

い
之
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す
る
の
が
、
常
識
的
な
見
解
で
あ
る
。
.そ
こ
に
は
教
育
に
ょ

っ
て
合
理
的

・
批

判
的
思
考
が
育
成
さ
れ
る
と
い
う
推
測
が
あ
ゐ
。
例
え
ば
、
モ
ル
モ
ン
教
徒
の

宗
教
行
動
の
規
定
因
に
つ
い
て
の
分
析
で
は
、
学
歴
が
特
に
大
き
な
負
の
効
果

を
持

っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な

っ
て
い
る
(O
O
「⇒
dく鋤
=
一
㊤QO⑩
)。
し
か
し
、

一
般
に
信
じ
ら
れ
て
い
る
ほ
ど
、
学
歴
の
効
果
は
明
瞭
で
は
な
い
(石
井

一㊤
㊤
S

。。
O
-。・
⑩
)。
特
定
の
宗
教
行
動
に
つ
い
て
は
、
知
的
水
準
が
高
い
は
ず
の
大
学
生

の
ほ
う
が
熱
心
で
あ
る
(金
児

一㊤Φ
S
b。O)と
い
う
結
果
も
出
て
い
る
の
で
あ
る
。

親
の
影
響

個
人

の
宗
教
性
に
及
ぼ
さ
れ
る
親
の
影
響
は
比
較
的
明
確
で
あ

る
。
親
に
と

っ
て
宗
教
が
重
要
で
あ

る
ほ
ど
、
そ
の
子
ど
も
に
及
ぼ
す
親
の
宗

教
的
影
響
は
強

い
(金
児

.お
⑩
N
N
課

)と
い
う

の
が
既
存
の
研
究
に
お
い
て
共
通

す
る
知
見
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
で
も
、
大
多
数
は
親
と
同

一
の
宗
教
に
帰
属
し
、

両
親
が
同

一
の
信
仰
を
持

っ
て
い
る
場
合
、
影
響
は
さ
ら
に
強
い
と
い
う
こ
と

が
言
わ
れ
て
き
た
(しu
Φ
苧
閏
巴
一魯
皀

画
a

>
「題
δ

一⑩
O
刈)。、
ま
た
、
両
親
の
宗

教
的
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
の
強
さ
が
、
子
の
宗
教
性
に
与
え
る
影
響
は
非
常
に
強

い
(内
Φ一膏
磐
α
U
Φ
O
冨
既
.一
ΦΦ
刈)と

い
う
こ
と
も
実
証
さ
れ
て
い
る
。

入
信
時
期
あ
る

い
は
入
信
後
年
数

・特
に
欧
米
の
キ
リ
ス
ト
教
や
、
日
本
で

の
仏
教
な
ど
の
場
合
、
入
信
後
年
数
と
い
う
も
の
は
あ
ま
り
意
味
を
な
さ
な
い
。

な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
は

っ
き
り
と
個
人
の
意
思
に
ょ
呼

「入
信
」
す
る
と

い
う
契
機
が
存
在
し
な
い
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
、
今
回
取
り
扱
う
日
本
の
キ

リ
ス
ト
教
や
新
宗
教
な
ど
の
場
合
、
個
々
人
が
あ
る
段
階
に
お
い
て
関
わ
り
を

は
じ
め
る
と
い
う
ケ
ー
ス
が
多
い
た
め
、
こ
れ
を
問
う
こ
と
に
は
意
味
が
あ
る
。

入
信
後
年
数
に
つ
い
て
は
、
杉
山
が
新
宗
教
教
団
の
崇
教
真
光
を
対
象
に
し
た

調
査
で
分
析
に
用
い
て
い
る
。
そ

の
結
果
↓
特
に
入
信
後

の
経
暦
が
長
い
人
ほ

、

ど
行
動
面
が
活
発
で
あ
る
と

い
う
こ
と
が
分
か

っ
て
い
る
(杉
山

一りΦ
ω
)。

本
論
で
は
こ
の
五
つ
の
属
性
に
つ
い
て
、
宗
教
性
の
諸
次
元
と
の
関
連
を
検

証
す
る
の
で
あ
る
が
、
も
ヶ

一
.つ
里量

な
先
行
研
究
に
つ
い
て
参
照
し
て
お
く
。

ミ
ラ
ー
は
、
「
日
本
人
の
国
民
性
」
調
査
の
デ
ー
タ
サ
ン
プ
ル
を
も
と
に
属
性

と
宗
教
性
と
の
関
連
に
つ
い
て
分
析
を
お
こ
な

っ
て
い
る
が
、
-そ
こ
で
の
結
果

は
先
述
の
知
見
を
う
ま
く
整
理
し
た
形
に
な

っ
て
い
る
。
宗
教
文
化
お
よ
び
歴

史
的

・
社
会
的
背
景
の
相
違
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
で
の
調
査
は
、
ア
メ
リ

カ
に
お
け
る
宗
教
調
査
と
非
常
に
類
似
点
が
多

い
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な

っ
た
。
具
体
的
に
は
①
意
識

●
行
動
双
方
に
お
け
る
年
齢
と
宗
教
性
と
の
関
連

②
女
性
の
宗
教
性
の
強
ざ
③
学
歴

・
収
入
な
ど
の
そ
の
他
の
変
数
は
関
連
が
弱

い
、
と
い
う
点
に
お

い
て
日
米
の
傾
向
に
共
通
性
が
見
ら
れ
た
(ζ
=
一Φ民
一㊤
㊤
bQ)

の
で
あ
る
。

今
回
の
分
析
は
、
こ
れ
ら
の
知
見
が
キ
リ
ス
ト
教
信
者
に
つ
い
て
も
当
て
は

ま
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
る
。
既
存

の
研
究
に
お
い
て

は
、
特
に
日
本
に
お
い
て
、
宗
教
性
は
単

一
尺
度
か
も
し
く
は
個
別
の
質
問
項

,目
ご
と
に
測
定
さ
れ
、
属
性
と
の
関
連
が
問
わ
れ
る
こ
と
が
多
か

っ
た
。
し
か

し
、
本
論
は
宗
教
性
を
多
次
元
的
に
捉
え
、
そ
れ
ぞ
れ
の
次
元
と
属
性
と

の
関

連
を
探
る
も
の
で
あ
る
。
も
し
、
次
元
ご
と
の
属
性
と
の
関
連
が
異
な
る
の
で

あ
れ
ば
、
宗
教
性
を
多
次
元
的
に
見
る
こ
と
の
有
効
性
が
あ
ら
た
め
℃
確
証
さ

れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

ま
た
、
既
存

の
研
究
の
多
く
は
、
ア
メ
リ
カ
人
に
お
け
る
キ
リ
入
ト
教
、
日

本
人
に
お
け
る
民
俗
宗
教
性
や
宗
教
的
習
俗
な
ど
、
も
と
も
と
、
親
和
性
が
高

い
組
み
合
わ
せ
を
研
究
対
象
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
今
回
の
よ
う
に
㍉
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日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
信
者
と

い
う
文
化
的
に
は
異
質
な
宗
教
を
受
容
し
た
人
々

に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
な
結
果
が
導
き
出
さ
れ
惹
の
で
あ
ろ
う
か
。
.

3

.
分

析

」

」

3

・
1

調
査
の
概
要
お
よ
び
分
析
に
用

い
る
デ
ー
タ

分
析
に
用
い
る
デ
ー
タ
は
、
二
〇
〇
〇
年
に
独
自
に
調
査
し
た

「キ
リ
ス
ト

教
徒
の
宗
教
性
と
社
会
意
識
に
関
す

る
調
査
」
(以
下

「キ
リ
ス
ド
教
調
査
」
)デ

ー
タ
で
あ
る
。
「キ
リ
ス
ト
教
調
査
ト
は
阪
神
地
域
都
市
部
の
教
会
九
ヶ
所
に
お

い
て
実
施
さ
れ
た
。
調
査
票
は
、
質
問
総
数
四

}
問
、

一
三
ペ
ー
ジ
に
わ
た
る

も
の
を
作
成
し
た
。
質
問
項
目
は
主

に
ア
メ
リ
カ
の
総
合
的
社
会
調
査
Ω
魯
興
蝕

ω
o
o
芭

、ω
霞
く
①《
ω(O
ω
6っ
)と
同

一
の
も
の
を
、
宗
教
と
社
会
意
識
に
関
連
す
る
項

目
に
つ
い
て
取
り
上
げ
た
(,6

Ω
Q。
Q。
は
二
〇
、○
○
年
ま
で
計
二
一二
回
に
も
わ
た

っ
て
行
わ
れ
て
き
た
大
規
模
な
調
査
で
あ
り
、
そ
の
デ
ー
タ
は
、
社
会
学
に
限

ら
ず
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
の
研
究
に
多
数
用
い
ら
れ
て
い
る
も
分
で
あ
る
。

対
象
と
し
た
教
会
の
教
派
は
長
老

.
改
革
派
奈
二
教
会
、
メ
ソ
ジ
ス
ト
系
二

教
会
、
組
合
派
系
二
教
会
、
ペ
ン
テ
コ
ス
テ
派
系

一
教
会
そ
し
て
カ
ト
つ
ッ
ク

ニ
教
会
で
あ
る
。

い
ず
れ
も
日
曜
の
礼
拝
(ミ
サ
)に
平
均
し
て

一
〇
〇
人
以
上
出

「
席
す
る
教
会
を
対
象
と
し
た
℃
調
査

票
の
配
布
は
、
主
に
、
日
曜
日
の
礼
拝
に

お
い
て
そ
の
出
席
者
に
配
る
方
法
を
取

っ
た
。
対
象
者
が
調
査
票
を
持
ち
帰
り
、

後
日
調
査
者
宛
に
返
送
す
る
と

い
う

形
式
を
取

っ
た
。
計
九

一
〇
票
の
ア
ン
ケ

ー
ト
用
紙
を
配
布
し
、
回
収
数
は

四
九
三
票
、
回
収
率
は
綬
.b。
承
で
あ

っ
た
。

な
お
、
本
論
文
で
は
、
サ
ン
プ
ル
数

が
少
な

い
た
め
、
ペ
ン
テ
コ
ス
テ
派
お
よ

び
カ
ト
リ
ッ
ク
は
除
外
す
る
こ
匙
と
し
た
。
そ
れ
以
外
の
教
派
は
戦
前
に
お
け

る
主
流
三
教
派
に
属
す
る
も
の
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
非
常
に
長
い
歴
史
を
持

つ

教
会
で
あ
乃
。
そ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、
本
論
文
の
サ

ン
プ
ル
は
、
旧
本

に
お
け
る
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
派
の
あ
る
種
、
理
念
型
的
な
も
の
と
捉
え
る
こ

と
も
可
能
で
あ
る
。
本
論
文
に
お

い
て
用
い
る
デ
ー
タ
サ
ン
プ
ル
は
三
二

一
で

あ
る
コ

3

・
2

属
性
構
成
に
つ
い
て
の
確
認

キ
リ
λ
ト
教
信
者
サ
ン
プ
ル
の
属
性
構
成
を
検
討
し
て
お
く
。
本
論
文
で
用

い
る
性
別

・
年
齢

・
学
歴

・
親
の
宗
教
お
よ
び
入
信
時
期
に
つ
い
て
表
1
に
度

数
分
布
を
提
示
し
た
。

性
別
で
は
、
女
性
の
比
率
が
高

い
こ
と
が
分
か
る
。

帖
般
的
に
新
宗
教
な
ど

に
お
い
て
も
女
性
σ
比
率
が
高
い
教
団
が
多
く
、
こ
の
結
果
は
妥
当
な
と
こ
ろ

で
あ
ろ
う
。
年
齢
構
成
に
つ
い
て
は
、
二
〇
～
五
〇
代
が
少
な

い
代
わ
り
に
、

六
〇
歳
以
上
が
O
㎝
」
承
と
高
齢
者
が
多

い
と

い
う
特
徴
が
見
ら
れ
る
。
年
齢
に

関
し
て
も
、

一
般
的
に
高
齢
者
に
宗
教
の
信
者
が
多

い
と

い
う
こ
と
が
よ
く
言

.
わ
れ
る
。
「キ
リ
ス
ト
教
調
査
」
で
も
そ
れ
は
当
て
は
ま
る
よ
う

で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
学
歴
に
つ
い
て
は
、
他
の
宗
教
教
団
と
は
や
や
異
な
る
様
相
を

呈
し
て
い
る
。
旧
本
の
キ
リ
ス
ト
教
は
主
に
、
都
市
部
の
中
産
階
級
、
特
に
知

識
人
層
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
、
と

い
う
の
が
属
性
的
特
徴
と
さ
れ
て
き
た
(古

屋

・
大
木

一〇
。。
㊤
"
ご
①
)。
本
調
査
デ
ー
タ
は
、
そ
れ
を
は

っ
き
り
と
裏
づ
け
て

い
る
よ
う
に
見
え
る
。
学
歴
に
関
し
て
は
、
刈
一・。。
承
が
短
大

●
大
卒
以
上
と
回

答
し
て
い
る
。
こ
れ
だ
け
で
も
非
常
な
高
学
歴
層
と

い
う
こ
と
が
分
か
る
が
、
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社会的属性の分布表1

有効回答者数

321

 

女男別性

321

319

312

321

39.3 60.7

年 齢20～30代40'～50代 60代 70代 以上

10.6 24.3 32.1 33.0

学 歴 初等 中等 高等

1.9 26.3 71。8

家 の 宗 教 キ リス ト教 他 宗教

46.8 53.2「

入 信 時 期 一19441g45-641965-841985 一

8.7 45.8 26.2 19.3

*数値はペーセントを示 している
。

*学歴分類 については 「日本人の国民性」調査 を参考にした

(統計数理研究所1999)。

年
齢
を
考
慮
す
る
と
な
お
そ
の
偏
り
が
は

っ
き
り
と
す
る
の
で
あ
る
。

親
の
宗
教
に
つ
い
て
は
、
両
親
の
う
ち
少
な
く
と
も
ど
ち
ら
か
が
キ
リ
ス
下

教
信
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
「キ
リ
ス
ト
教
」
、
そ
う
で
な

い
場
合
に
は

「他
宗

教
」
ど
分
類
し
た
。
両
親
と
も
に
キ
リ
ス
ト
教
信
者
で
あ
る
の
は
蒔
①
●。。
承
、
、両

親
と
も
が
他
宗
教
あ
る
い
は
特
に
信
仰
す
る
宗
教
が
な

い
と
答
え
た
者
が
.

芻
.N
承
で
あ
る
。
ほ
ぼ
半
数
が
、
少
な
く
と
も
両
親
の
ど
ち
ら
か
が
キ
リ
ス
ト

教
信
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

入
信
時
期
に
関
し
て
は
、
戦
後
前
半
期
の

一
九
四
五

-

六
四
年
が
現
在
で
も

島
●。。
ま
と
最
も
多

い
。
こ
の
時
期
は
俗
に

「キ
リ
ス
ト
教
ブ
ー
ム
」
と
さ
れ
て

い
る
時
期
で
あ
る
。
そ
の
後
の
入
信
者
は
や
や
減
少
傾
向
に
あ
る
と

い
え
る
。

以
上
を
ま
と
め
る
と
、
「キ
リ
ス
ト
教
調
査
」
デ
ー
タ
は
、
女
性
が
比
較
的
多

く
、
高
齢
層
が
中
心
で
あ
り
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
高
学
歴
で
あ
る
。
彼
ら
の
多

く
は
戦
後
の
前
半
期
に
入
信
し
て
お
り
、
入
信
後
三
〇
年
以
上
を
経
過
し
た
者

も
少
な
く
な
い
。
そ
し
て
親
の
宗
教
に
つ
い
て
は
そ
の
半
数
近
く
が

「キ
リ
ス

ト
教
」
で
あ

っ
た
。
戦
後
前
半
期
に
主

に
高
学
歴
層
が
入
信
し
た

「イ
ン
テ
リ

層
の
宗
教
」
と
し
て
の
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
(プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
)の
姿
が
如
実
に

あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

3

・
3

宗
教
性
の
諸
次
元
に

つ
い
て
の
質
問
項
目

宗
教
性
の
諸
次
元
に
つ
い
て
は
、
先
に
見
た
よ
う
に
、
そ
の
よ
り
明
確
な
理

解
を
め
ぐ

っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
測
定
方
法
や
分
析
方
法
に
よ
る
、
幽
豆
富
な
研
究
の

蓄
積
が
あ
る
。
具
体
的
に
は
信
仰
に
つ
い
て
の
態
度

・
意
識
や
宗
教
的
な
行
動

.

へ
の
コ
ミ

ッ
ト
メ
ン
ト
を
計
量
的
方
法
に
よ

っ
て
類
型
化
す
る
と

い
う

の
が
、

宗教性の諸次元とそρ規定因181



.表2質 問文の概略

変数名 質問項目の情報

宗教的信念(GSS1988)

聖書解釈 「聖書解釈 につ いてあなたの意見に もっ とも近い もの」

1=「聖書 は神 の言葉 を正 確に しる した もの'であ り、 それぞれの言葉 は一字一句

.字義 どお りにとられなけれ ばな らない」2=「 聖 書は神 の意志が 吹 き込 まれた も

のであるが、.その 言葉 は一字一句字義 どお りに とらなければな らない、 とい う

ものではない」3=「 聖書 は神 の言葉 とい うよりむ しろ、 人間によって記録 きれ

た寓話、伝説、歴 史、道徳的な教訓な どか らなる古代 の文 献である」

信仰確信 「あなたの信仰 は どれ くらい確かな ものですか」

1=「確信 に満 ちてい る」か ら7=「疑念が混 ざっている」まで9)7段 階

聖書の影響 「聖書 が生活 内での選択に与える影 響」.

1=「非常 に重 要」か ら5=「あ まり重要で ない」までの5段 階

説教の影響 「教会の説教が 生活 内で の選択に与 える影響」

1=「非常 に重 要」か らト 「あ まり重要でない」までの5段 階

疑問 な しに信 じる 「よい クリスチ ャンであるためには、.何の 疑問 も持 たず に信 じることが重要か」.

1=「非常 に.重要亅か ら5=「あ まり重要でない」までの5段 階

神 を信 じるか 「神 についての信仰 で最 も近い もの」

1=「神の存在 に何 ρ疑い もな.い」か ら6=「神 を信 じ.ていない」まで(ウ6段階(調査 時

は数値 を逆転 させ ていた)

神 を近 くに感 じるか 「神 を どれ くらい近 くに感 じているか」

1=「非常 に近 く」か ら5r「神は信 じていない」までの5段階

宗教的行動(GSS1988)

礼拝出席 「どの程度礼拝 に出席 しているか」

1=「週 に2回以上」か ら9=「全 く行 かない」まで の9段階

教会活動 「所属 している教 会の何 らかの活動 に参加 しているか」

1=「はい」2=「いいえ」

祈 りの頻度 厂普段 どの程度祈 りを しているか」

1需「毎 日何 回か」か ら6=「まった くしない」までの6段 階

聖書を読む頻度 Tど の くらいの頻度 で聖書 を読んでいるか」

1=「毎 日何 回か」か ら6=「まった く読 まない」までの6段 階

伝道 「キリス ト教徒 でない方 に、 イエ ス・キリス トを信 じて救い主 と して受 け入 れる

ように、働 きかけた ことはあるか」.1=「はい」2=「いいえ」

外 発 的 志 向性(BatSonandSckoenrad61991)*す べ て1=「 賛 成」か ら5=「 反 対 」まで の5段 階

祈りの動機 「祈 りは幸せ や安 らか な生活 を手 に入れるため にす る」

教会に行く理由 「教会に行 く理 由のrつ は人間的な交わ りが落ち着 く場所 を提供 して くれるか ら」

教会と人間関係 「教会は よい人間関係 を作 るには最適」

信仰 よ りも大切 な.こと 「キリス ト教 を信 じてい るが、生活 にはそれよ りも大切 なこ とが た くさんあ る」

内 発 的 志 向性(BatsonandScLoenrade1991)*す べ て1=「 賛 成」か ら5=「 反 対 」ま で の5段 階

人生の意味についての教え 「宗教 は、人生の 意味 にρいて多 くの ことを教 えて くれ るの で、わ々 しに とっ

てと りわけ大切 だ」

信仰の生 活 との関わ り 「私の信仰は、わた し自身の生活 とたいへ ん密接 にかか わ りあっている」

伝道の努 力 、

「教会員 ならば、キ リス ト教 を自分 以外 のすべ ての人にたい しても広め ようと、

い っ しょ.うけんめい努め るべ き」
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こ
れ
ま
で
の
基
本
的
な
方
法
的
手
続
き
で
あ

っ
た
ゆ
本
論
も
こ
の
流
れ
を
踏
.ま

え
、
宗
教
性
を
独
立
し

つ
つ
も
相
互

に
関
連
し
な
が
ら
存
在
し
て
い
る
諸
次
元

の
総
合
と
見
る
と

い
う
前
提
の
も
と
、
調
査
を
企
画
し
た
。

「
キ
リ
ス
ト
教
調
査
」
に
お
い
て
は
、
今
後

の
分
析
の
方
向
性
と
の
兼
ね
合

い
で
、
諸
次
元
の
構
…成
に
関
し
て
以
下
の
点
に
つ
い
て
も
考
慮
し
た
。
ひ
と

つ

に
は
、
日
米
キ
リ
ス
ト
教
の
比
較
可
能
性
を
射
程
に
入
れ
て
お
く
こ
と
、
そ
し

て
も
う
ひ
と
つ
に
は
、
「宗
教
性
の
諸
次
元
が
も
た
ち
す
社
会

心
理
学
的
帰
結
」
、

特
に
価
値
観
や
社
会
意
識
と
の
関
連
を
明
ら
か
に
し
う
る
よ
う
な
尺
度
構
成
を

め
ざ
す
こ
と
で
あ
る
。
前
者
に
つ
い
て
は
.
Ω
ω
Q。
な
ど
の
既
存

の
調
査
か
ら
質

問
項
目
を
抜
粋
し
、
そ
れ
を
で
き
る
限
り
忠
実
に
翻
訳
す
る
こ
と
で
質
問
文
を

作
成
し
た
。
後
者
に
っ
い
て
は
、
諸
次
元
の
因
子
構
成
が
な
る
べ
く
簡
潔
に
示

さ
れ
る
よ
う
に
項
目
を
選
択
し
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
で
説
明
す
る
。
簡
潔

さ
を
心
が
け
た
の
は
、
質
問
紙
調
査

に
不
慣
れ
な
被
調
査
者
に
、
あ
ま
り
に
も

膨
大
な
質
問
に
回
答
を
さ
せ
る
の
は
適
切
で
な
い
と
判
断
し
た
た
め
で
も
あ
る
。

本
調
査
で
は
、
因
子
分
析
を
施
す
こ
と
を
想
定
し
、
宗
教
に
関
す
る
質
問
項
目

を

一
九
項
目
設
け
「た
。
そ
の
な
か
で
、
・宗
教
的
次
元
に
関
す
る
も
の
と
し
て
設

け
た
の
が

一
二
項
目
、
宗
教
的
志
向
性
に
関
す
る
も

の
が
七
項
目
で
あ
る
。
質

問
文
.の
お
お
よ
そ
の
内
容
と
ス
ケ
ー
ル
を
表
2
に
示
し
た

今
回
の
調
査
に
際
し
て
は
、
以
下
の
よ
う
な
因
子
を
想
定
し
て
質
問
項
目
を

取
入
れ
た
。
ま
ず
、
O
ω
ω
の
質
問
項
目
か
ら
は
、
宗
教
的
次
元
と
し
て

「信
念
」
・

お
よ
び

「行
動
」
が
抽
出
さ
れ
る
と
仮
定
し
、
そ
れ
ぞ
れ
七
項
目
と
五
項
目
を

採
用
し
た
。
グ
ロ
ッ
ク
の
枠
組
で
は

ほ
か
に

「知
識
」
「体
験
」
「結
果
」
が
あ

げ
ら
れ
て
い
た
が
、
「知
識
」
「体
験
」
に
つ
い
て
は
何
ら
か
の

「宗
教
性
の
諸

次
元
が
も
た
ち
す
社
会
心
理
学
的
帰
結
」
が
予
測
さ
れ
難
く
^
今
回
は
除
外
し

た
。
「結
果
」
に
つ
い
て
は
他

の
次
元
と
は
位
相
が
異
な
る
も
の
と
判
断
し
、
分

析
か
ら
省
い
て
い
る
。

次
に
宗
教
的
志
向
性
に
関
す
る
質
問
項
目
に
σ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
関

連
す
る
も
の
は
Ω
ω
ω
に
お
い
て
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
本
調
査
で
は
、
先
行

研
究
に
お
け
る
そ
の
尺
度
の
重
要
性
を
考
慮
し
、
そ
れ
ら
を
測
定
す
る
質
問
項

目
を
取
入
れ
た
。
具
体
的
に
は
、
バ
ト
ソ
ン
ら
が
調
査
に
際
し
て
用
い
た
も

の

か
ら
、
因
子
の
構
成
に
際
し
て
負
荷
量
が
高
か

っ
た
も
の
を

「内
発
的
志
向
性
」

に

つ
い
て
三
項
目
、
「
外
発
的
志
向
性
」

に

つ
い
て
四
項

目
を
採
用
し
た

(しd
9
のo
p
譽
位
ω
o『
o
穹
蠢
9
⑦
一Φ
㊤
一)。
探
求
的
な
志
向
性
を
測
定
す
る
こ
と
も

考
え
た
が
、
質
問
頂
目
数
や
被
調
査
者

へ
の
負
担
な
ど
も
考
慮
し
て
今
回
は
除

外
し
た
。

3

・
4

宗
教
性
の
諸
次
元
の
構
成

宀示
教
に
関
す
る
項
巨
す
べ
て
に
回
答
が
あ

っ
た
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
最
尤
法
(プ

ロ
マ
ッ
ク
ス
斜
交
解
)に
よ

っ
て
因
子
分
析
を
お
こ
な

っ
た
。
.一
般
的
に
ば
、
宗

教
的
次
元
と
宗
教
的
志
向
性
は
別
々
に
因
子
分
析
を
お
こ
な
う

の
で
あ
る
が
、

今
回
は
試
み
に

一
つ
に
ま
と
め
て
分
析
を
し
て
い
る
。
金
児
は
浄
土
真
宗
の
僧

侶
と
門
徒
代
表
と
を
調
査
し
た
際
に
、
そ
こ
か
ら
抽
出
さ
れ
た

「真
宗
信
仰
性
」

お
よ
び

「宗
教
的
実
践
性
」
を

「内
発
的
志
向
性
」
に
、
「民
俗
宗
教
性
」
は

「外
発
的
志
向
性
」
に
分
類
さ
れ
る
も
の
と
し
て
捉
え
た
(金
児

一りO
S

一H㊤
)。
そ

の
分
類
が
妥
当
で
あ
る
な
ら
ば
、
例
え
ば

「内
発
的
志
向
性
」
と

「信
念
」
「行

動
」
を
測
定
す
る
尺
度
は
、

一
つ
に
ま
と
め
て
因
子
分
析
を
お
こ
な

っ
た
場
合
、
.
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因
子
間
の
相
関
が
高
く
な
る
か
、
同

一
因
子
に
包
含
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
今
回

の
分
析
で
は
、
宗
教
的
次
元
と
宗

教
討
志
向
性
の
あ
い
だ
の
関
連
に
つ
い
て
も

検
討
す
る
。

ま
た
、
直
交
解
で
な
く
斜
交
解
を
求
め
た
の
は
、
「宗
教
意
識
の
因
子
分
析
に

よ

っ
て
抽
出
さ
れ
る
因
.子
は
、
互

い
に
似
通
っ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
因
子
の

間
に
相
関
が
、な

い
と

い
う
仮
定
を

お
く
こ
と
は
、
現
実
的
で
な

い
」
(川
端

一
⑩
。。㊤
"
ω
㊤
)た
あ
で
あ
る
。
分
析
の
過
程
で
、
ど
の
因
子
に
た
い
し
て
も
因
子
負

「

荷
が
高
く
な
か

っ
た
項
且
は
除
外
す
る
な
ど
の
細
か

い
修
正
を
施
し
た
結
果
、

三
つ
の
因
子
が
抽
出
さ
れ
た
。
結
果
を
表
3
に
示
し
て
い
る
。

予
測
し
て
い
た
の
は
四
つ
の
因
子
で
あ

っ
た
が
、
実
際
に
は
三
つ
の
因
子
に

ま
と
め
ら
れ
た
。
以
下
、
そ
れ
ぞ
れ
の
因
子
を
構
成
す
る
項
目
に
つ
い
て
簡
単

に
見
て
い
く
。

ひ
と

つ
め
の
因
子
を
構
成
す
る

の
は

「聖
書

の
影
響
」
や

「神
を
ど
れ
く
ち

い
近
く
に
感
じ
て
い
る
か
」
な
ど

の

「信
念
」
の
測
定
項
目
と

「内
発
的
志
向

性
」
の
測
定
項
目
で
あ

っ
た

「信
仰
の
生
活
と
の
関
わ
り
」
で
あ
る
。
二
つ
の

」

概
念
が
混
在
す
る
も

の
に
な

っ
た
が
、
こ
れ
は
先
の
金
児
の
推
測
ど
お
り
で
あ

る
し
、
も
ど
も
と
宗
教
的
志
向
性
を

「内
発
-外
発
」
の
枠
組
で
構
成
し
た
場
合
、

「内
発
的
志
向
性
」
は
単
純
に
宗
教
心

の
強
さ
を
示
す
こ
と
に
な
り
が
ち
で
あ
る
。

し
た
が

っ
て
こ
の
因
子
は
さ
ほ
ど

お
か
し
な
も
の
で
は
な

い
。
こ
こ
に
含
ま
れ

る
六
項
目
の
質
問
文
を
吟
味
し
て
も
や
は
り
、
そ
れ
は
よ
り

一
般
的
な
宗
教
心

の
強
さ
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
よ
う

に
考
え
ち
れ
る
。
寄
与
率
が
N
。。
ま
と
高
い
こ

と
か
ら
も
、
そ
の
よ
う
に
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
こ
の
因
子

は
金
児
の

「真
宗
信
仰
性
」
に
倣

い
、
「
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
性
」
と
解
釈
し
て
も

宗教的行動 共 通 性
一
.118

一
.017

.035

一
.004

一
.104

.128

.449

.699

.389

..474

、524

.453

.011

一
.033

.059

.274

.834

.599

.833

.465

.358

.412

.591

.215

.336

.417

共通性合計 6.254

宗教的行動

.517*

.091

1.000

表3因 子分析

内発的志向性 外発的志向性
信仰確信 ・

聖書の影響

説教の影響

神を信 じるか'

神 を近 くに感 じているか

信仰の生活との関わ り

.
.720

.837

.596

・.686

.772

.596

.087

一
.107

.107

ご022

一
.017

一.058

祈 りの動機

教会に行 く理由'

教会と人間関係

㍉074

一
.072

.174

.517

.911

.741

礼拝出席 、

教会活動

祈 りの頻度

聖書を読む頻度

一
.143

一
.011

.304

.329

一.007

.035

.032

一.019.

因子間相関 内発的志向性 外発的志向性
内発的志向性 馳1

.000 ㌦006

外発的志向性 一.006 1.000

宗教行動 .517* .091
*因子抽 出法:最 尤法 回転法:Kaiserの 正規化 を伴 うフoロマックス法

*相関係 数 は1%水 準 で有意
。

*
.35以上の因子負荷量 が見 られた項 目を太字 で示 した。
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よ
い
の
で
あ
る
が
、
他
の
因
子
と
の
兼
ね
合
い
も
考
慮
し
て
と
り
あ
え
ず

「内

発
的
志
向
性
」
と
称
し
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。
除
外
さ
れ
は
し
た
が
、
「内
発

的
志
向
性
」

の
他

の
二
項
目
も
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
こ
の
因
子
に
対
し
て
高

い

因
子
負
荷
が
あ

っ
た
た
め
、
こ
の
名
称
に
す
る
の
は
あ
な
が
ち
的
外
れ
と
は
い

え
な
い
だ
ろ
う
。

ふ
た

つ
め
の
因
子
は
、

一
項
目

が
除
外
さ
れ
た
も
の
の
、
「祈
り
の
動
機
」

「教
会
に
行
く
理
由
」
「教
会
之
人
間
関
係
」
か
ら
な
り
、
「外
発
的
志
向
性
」
の

因
子
と
考
え
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
寄
与
率
は
一心
承
で
あ

っ
た
。
こ
の
因
子
は

「人
間
的
な
交
わ
り
」
や

「よ

い
入
間
関
係
」
「安
ら
か
な
生
活
」
な
ど
を
重
視

「

、
す
る
態
度
指
標
で
あ
り
、
「神
と
の
関
係
」
だ
け
で
な
く
、
人
間
的
な
部
分
に
も

重
き
を
お
く
も
分
で
あ
る
。
「外
発
的
志
向
性
」
は
宗
教
を
手
段
と
し
て
捉
え
て

い
る
と
い
う
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
意
味
付
与
が
さ
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
今
回
抽
出
さ

れ
た
因
子
は
そ
の
よ
う
な
側
面
は
比
較
的
弱
い
。
召
不
教
よ
り
も
大
切
な
こ
と
が

あ
る
」
と
い
う
項
目
が
こ
こ
に
含
ま
れ
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
も
、
そ
う
懈
釈
七

て
差
し
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

最
後

の
因
子
は
、
「礼
拝
出
席
」

「教
会
活
動
」
「祈
り
の
頻
度
」
「聖
書
を
読

む
頻
度
」
か
ら
な
る
。
寄
与
率
は
O
承
と
ほ
か
の
因
子
に
比
べ
て
低
め
で
あ
る
。

こ
の
因
子
に
は
特
に

「礼
拝
出
席
」

の
因
子
負
荷
が
●。。ω
ω
と
高
か

っ
た
。
こ
の

因
子
は

「宗
教
的
行
動
」
の
因
子
と
し
て
問
題
は
な
い
が
、
「私
的
-公
的
」
で

い
え
ば
よ
り
公
的
な
側
面
が
強
い
行
動
因
子
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、

行
動
の
私
的
な
側
面
と

い
え
る

「
祈
り

の
頻
度
」
「
聖
書
を
読
む
頻
度
」
は
、
・

「内
発
的
志
向
性
」
に
も
そ
れ
ぞ
れ
●ω
艮
と
.ω
b。O
の
や
や
高

い
因
子
負
荷
が
あ
つ

た
。
「内
発
的
志
向
性
」
が
、
必
然
的

に

「祈
り
の
頻
度
」
「聖
書
を
読
む
頻
度
」

を
多
く
す
る
役
割
を
も
担

っ
て
い
る
こ
と
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
ろ
う
。

」

表
3
で
は
因
子
間
相
関
も
あ
わ
せ
て
示
し
て
い
る
。
「内
発
的
志
向
性
」
ど

「宗
教
的
行
動
」
と
の
あ

い
だ

に
・臼
刈と
か
な
り
高
い
相
関
が
あ
る
の
が
目
に
つ

く
。
先
の
金
児
の
見
解
は
妥
当
で
あ
る
之
と
が
確
認
さ
れ
た
。
そ
の

一
方
で
、

「外
発
的
志
向
性
」
は
他
の
因
子
と
ほ
と
ん
ど
相
関
が
見
ら
れ
な
い
。
こ
の
こ
と

か
ら
、
「外
発
的
志
向
性
」
は
、
他
の
宗
教
性
と
は
か
な
り
異
質
な
次
元
の
宗
教

性
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
「内
発
-外
発
」
間
に
負
の
相
関
が
な
.い
こ

と
は
注
目
す
べ
き

で
あ
る
。
・
こ
の
二
類
型
は
し
ば
し
ば
単
純
化
さ
れ
、
内
発
的

志
向
性
11
宗
教
性
強

い
/
外
発
的
志
向
性
目
宗
教
性
弱

い
、
と
い
う

一
次
元
的

な
見
方
が
な
さ
れ
る
。
し
か
し
、
結
果
か
ら
は
、
内
発
的
志
向
性
も
外
発
的
志

・向
性
も
と
も
に
強

い
と

い
う
信
者
も
い
れ
ば
、
そ
の
逆
に
、
ど
ち
ら
の
志
向
性

に
お
い
て
も
弱
い
と
い
う
信
者
も
い
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

信
者
個
々
人
に
お
い
て
こ
の
二
つ
の
志
向
性
は
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
保
持
さ
れ
て

い
る
よ
う
で
あ
る
。

」次
に
、.
こ
こ
で
得
ら
れ
た
宗
教
性
の
三
因
子
と
社
会
的
属
性
と
の
あ

い
だ
に

ど
の
よ
う
な
関
連
が
あ
る
か
見
て
い
く
。
そ
の
こ
と
に
よ

っ
て
ま
た
、
そ
れ
ぞ

れ
の
因
子
の
持
つ
特
徴
が
、
よ
り
明
ら
か
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

3

・
5

宗
教
性
の
諸
次
一兀
と
社
会
的
属
性

宗
教
性
の
諸
次
元
と
社
会
的
属
性
の
あ

い
だ
の
関
連
は
ど
う
な

っ
て
い
る
の

だ
ろ
う
か
。
先
の
三
因
子
の
因
子
得
点
を
従
属
変
数
と
し
て
、
分
散
分
析
を
お

こ
を

つ
た
。
独
立
変
数
は
性
別

・
年
齢

・、学
歴

・
親
の
宗
教

・
入
信
時
期
で
あ

ゐ
。
な
お
、
因
子
得
点
が
低

い
ほ
う
が
、
宗
教
性
が
強
い
こ
ど
を
示
し
て
い
る
。
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1

表
4
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
宗
教
性
の
三
因
子
そ
れ
ぞ
れ
が
、
異
な
る
属

性
と
関
連
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
結
果
か
ら
は
、
宗
教
性
を
単

一
の

次
元
で
は
な
く
、

い
く
つ
か
の
次
元
に
分
類
し
た
う
え
で
分
析
す
る
こ
と
で
、

そ
の
内
的
構
造
が
よ
り
明
瞭
に
描
き
出
さ
れ
る
、
と

い
う
多
元
的
尺
度
の
意
義

が
確
認
さ
れ
た
と
い
え
よ
う
。
.

そ
れ
で
は
具
体
的
に
は
、
属
性
と
宗
教
性
と
の
あ
い
だ
に
は
ど
の
よ
う
な
関

連
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
以
下
、
各

因
子
ご
と
に
そ
の
属
性
と
の
関
連
に
つ
い

て
み
て
い
く
。

ま
ず
、
「内
発
的
志
向
性
」
に
つ
い
て
は
、
今
回
の
因
子
構
成
に
お
い
て
、

一

般
的
な
宗
教
心
の
強
さ
を
測
定
す
る
指
標
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、

分
散
分
析
の
結
果
「
一
承
水
準
で
入
信
時
期
と
親
の
宗
教
が
有
意
で
あ
る
こ
と
が

分
か

っ
た
。
親

の
宗
教
に
つ
い
て
は
、
親
も
ま
た
キ
リ
ス
ト
教
信
者
で
あ
る
ほ

.う
が
.「内
発
的
志
向
性
」
が
強

い
と

い
う
結
果
に
な

っ
た
。
ま
た
、
入
信
時
期

と
の
関
連

で
は
、
戦
後
に
限
定
す

る
と
、
入
信
時
期
が
早
い
人
々
の
ほ
う
が
、

「内
発
的
志
向
性
」
、も
高

い
こ
と
が
賜
ら
か
と
な

っ
た
。

次
に
、
「外
発
的
志
向
性
」

で
あ
る
が
、
「内
発
的
志
向
性
」
と
は
異
な
る
要

因
が
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
こ
と
が

明
ら
か
と
な
っ
た
。
具
体
的
に
は
、
年
齢

と
学
歴
で
あ
る
。
年
齢
が
高
く
な
る
ほ
ど
こ
の
志
向
性
が
強
く
、
学
歴
が
高
い

、

ほ
う
が
弱
く
な
る
と

い
う
結
果
で
あ

る
が
、
有
意
水
準
は
一〇
ま
で
あ
り
、
そ
れ

ほ
ど
は
つ
き
り
と
し
た
関
連
で
は
な

い
。

そ
し
て
、
「宗
教
的
行
動
」
に
つ
い
て
は
年
齢
と
入
信
時
期
が
有
意
で
あ

っ
た
。

特
に
年
齢
は
㎝
ま
水
準
で
有
意
で
あ
り
、
年
齢
が
高
い
ほ
ど
、
「宗
教
的
行
動
」

に
つ
い
て
も
多

い
こ
と
が
分
か

っ
た
。
入
信
時
期
に
つ
い
て
は
一〇
ま
水
準
で
の

N

280

34

66

88

92

792

73

06

72

9
臼
9
臼

30

42

1

1

280

22

126

75

57

表4社 会的属性別の因子得点平均値

内発的志向性' 外発的志向性 宗教的行動
性別 n」S. n.S。 n.S。

年 齢 ・ n。S. F=2.475

P<0,1

F=2.915

p<0.05

30代 以 下

40～50代

60代

70代 以 上

.250

.154

㍉037

・.167

.385

一
.004

一
.023

餉.117

学歴 n.S. F=3。733

P<0.1

n.S.

初等 ・中等

高等

・.175

.069

親の宗教 F=9.560

p<0.01

n。S。 n.S。

キリス ト教

他宗教

幽.178

.166

入信時期 F=3.954

<0.01 n.S.

F=2.514

<0.1

二1944

1945-64

1965一 』84

1985一

.054

呻。202

.134

.249

・.118

」
.108

.023

.254

*n .s.は有意 で は な か っ た分 析 で あ る。
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有
意
で
あ
る
が
、
「内
発
的
志
向
性
」

に
対
す
る
の
と
同
じ
く
、
入
信
時
期
が
早

い
ほ
ど
、
「宗
教
的
行
動
」
も
活
発
で
あ
る
。

全
体
を
見
る
と
、
先
行
研
究
に
お

い
て
は
差
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
性
別
に

お
い
て
有
意
な
差
異
が
ま

っ
た
く
見
ら
れ
な
い
こ
七
に
気
づ
く
。
こ
れ
に
つ
い

て
ば
、
・日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
の
特
徴

で
あ
る
の
か
、
熱
心
な
信
者
内
に
お
い
て

は
男
女
差
が
見
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
か
、
そ
れ
と
も
今
回
の
サ
ン
プ
ル

の
問
題
で
あ
る
の
か
、
断
定
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
結
果
に
な
っ
た

の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
調
査
に
お
け
る
課
題
と
し
た
い
。

4

議
論

本
論
で
は
、
宗
教
に
関
す
る
項
目
に
つ
い
て
、
宗
教
性
の
諸
次
元
を
抽
出
す

べ
く
、
因
子
分
析
を
試
み
た
。
そ
の
結
果
、
三
因
子
が
抽
出
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ

「内
発
的
志
向
性
」
「外
発
的
志
向
性
」
「宗
教
的
行
動
」
と
命
名
し
た
。
当
初
想

定
し
て
い
た
四
次
元
は
抽
出
さ
れ
な
か

っ
た
が
、
欧
米
の
宗
教
性
に
関
す
る

一

連
の
研
究
と
傾
向
に
お
い
て
は
類
似
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。
ま
た
、
「信
念
」
の

測
定
指
標
を
組
み
込
ん
だ

「内
発
的
志
向
性
」
と

「宗
教
的
行
動
」
の
間
に
は

有
意
な
高
い
相
関
が
見
ら
れ
た
。
.金
児
(一Φ
㊤刈
)の
指
摘
の
よ
う
に
、
「信
念
」
「行

動
」
は

「内
発
的
志
向
性
」
に
分
類
さ
れ
る
、
あ
る
い
は
近
似
し
た
も
の
、で
あ

る
と

い
う
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。

一
方
の

「外
発
的
志
向
性
」
に
つ
い
て
は
他

の
因
子
と
相
関
が
見
ら
れ
な
か
っ
た
。

こ
こ
で
再
度
、
そ
れ
ぞ
れ
の
因
子

に
つ
い
て
、
そ
れ
を
規
定
す
る
諸
要
因
と

.
の
関
連
も
含
め
、
議
論
を
お
こ
な
い
た
い
。

丶

ま
ず
は

「内
発
的
志
向
性
」
で
あ
る
。、
グ
ロ
ッ
ク
に
よ
る
類
型
で
は

「信
念
」

「お
よ
び

≒
体
験
」
が
こ
れ
に
該
当
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。
今
回
の
よ
う
に
、
質

問
項
目
を
絞
り
込
み
、
か
つ
志
向
性
と
次
元
と
を

一
括
し
て
分
析
し
た
場
合
に

、

は
、
そ
れ
ら
は

一
つ
の
因
子
と
し
て
、
宗
教
心
の
強
さ
を
あ
ら
わ
す
因
子
と
な

る
。

「内
発
的
志
向
性
」
は
、
親
の
宗
教
が
キ
リ
ス
ト
教
で
あ
る
場
合
に
強
く
あ

ら
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
こ
れ
ま
で
の
知
見
と
も

一
致
し
、
当
た
り
前

の
こ
と

の
よ
う
に
思
え
る
。
し
か
し
、
今
回
の
サ
ン
プ
ル
に
つ
い
て
は
注
意
が
必
要
で

あ
る
。
.な
ぜ
な
ら
、
調
査
対
象
は
礼
拝
出
席
者
で
あ
る
た
め
、
熱
心
な
信
者
に

つ
い
て
の
調
査
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
な
か
に
お

い
て
は
、
親
が
キ
リ
ス

ト
教
信
者
で
あ
る
者
は
、
み
ず
か
ら
信
仰
を
選
び
取

っ
た
と

い
う
側
面
が
弱

い

た
め
に
、
他
宗
教
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
に
入

っ
た
も
の
よ
り
も
、
熱
心
さ

に
欠
け
る
と
い
う
仮
説
も
成
り
立

つ
の
で
は
な

い
か
。
逆
に
み
ず
か
ら
の
意
志

で
信
仰
を
は
じ
め
た
人
々
の
ほ
う
が
、
宗
教
心
が
強

い
の
で
は
な

い
か
。
し
か

、

し
結
果
は
、
今
回
の
デ
ー
タ
に
お
い
て
も
、
既
存
の
研
究
之
同
様
に
、
親
が
子

の
宗
教
的
社
会
化
に
与
え
る
影
響
が
大
き

い
と

い
う
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
こ

の
こ
と
は
、
信
仰
の
継
承
と

い
う
も
の
が
後
の
世
代
の
宗
教
心
の
育
成
に
お

い

て
非
常
に
重
要
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

さ
ら
に

「入
信
時
期
」
が
早
い
ほ
う
が
、
こ
の
志
向
性
が
強
く
な
る
傾
町
が

あ

っ
た
。
そ
の
反
面
、
既
存
の
研
究
で
な
関
連
ガ
あ
る
と
さ
れ
た
年
齢
に
つ
い

て
は
有
意
な
関
連
が
見
出
さ
れ
な
か

っ
た
。
し
た
が

っ
て
、
入
信
時
期
と

「内

発
的
志
向
性
」
と
の
闖
連
は
、
「加
齢
」
な
ど
に
よ
る
も
の
で
ば
な
く
、
入
信
後

年
数
が
長
い
こ
と
に
よ
る
宗
教
的
社
会
化
の
進
展
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
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の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
入
信
後
年
数

の
長
さ
は
、
-継
続
し
た
熱
心
な
信
者
で

あ
る
こ
と
の
あ
ら
わ
れ
と
見
る
こ
と
も
可
能
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
宗
教
心
が
強

い
と

い
う

の
も
当
然
と
い
え
ば
当

然
分
結
果
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
場
合
、

最
も
入
信
後
年
数
が
長

い
世
代
が
、
戦
後
前
半
期

の
世
代
と
比
べ
て

「内
発
的

志
向
性
」
が
高
く
な

い
こ
と
は
解
釈
と
矛
盾
す
る
℃
こ
の
こ
と
か
ら
、
入
信
後

年
数
以
外
に
入
信
時
期
自
体
が
何

ら
か
の
影
響
力
を
も

っ
て
い
る
と
推
測
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
先
に
見
た
よ
う
に
、
戦
後
前
半
期
は
、
「キ
リ
ス
ト
教
ブ
ー
ム
」

の
時
期
と
さ
れ
、
現
在
で
も
そ
の
時
期
の
入
信
者
が
多

い
。
こ
の
時
期
は
戦
後

民
主
化
の
波
に
乗
じ
、
キ
リ
ス
ト
教
に
と

っ
て
も

つ
と
も
勢

い
の
あ

つ
た
時
代

だ

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な

「
キ
リ
ス
ト
教
ブ
ー
ム
」
世
代
の
宗
教
心
が

特
に
強
い
と

い
う
今
回
の
結
果
が
何
を
意
味
す
る
の
か
は
現
段
階
で
は
定
か
で

は
な
い
。
し
か
し
、
宗
教
集
団
内

に
お
け
る
世
代
間
で
の
宗
教
性
の
相
違
と
い

う
も
の
は
、
そ
の
集
団
自
体
の
変
容
を
物
語
る
も
の
で
あ
り
、.
注
目
に
値
す
る

と
い
え
る
。

つ
づ
い
て
、
「外
発
的
志
向
性
」

に
う

つ
る
。
「外
発
的
志
向
性
」
は

「内
発

的
志
向
性
」
と
の
対
比
に
お
い
て
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
現
世
重
視
の
ネ
ガ
テ
ィ

ブ
な
も
の
と
さ
れ
が
ち
で
あ

っ
た
◎
し
か
し
、
今
回
の
結
果
に
お
い
て
は
、
「外

.発
的
志
向
性
」
・は

「
内
発
的
志
向
性
」
と
負
の
相
関
が
見
ら
れ
ず
、

一
次
元
的

な
尺
度
と
し
て
は
捉
え
ら
れ
な
い
こ
ど
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
す
な
ね
ち
、
「宗

教
心
は
も
ち
ろ
ん
大
事
だ
が
、
そ
れ
と
と
も
に

.「人
間
的
な
側
面
」
も
大
事
で

あ
る
」
と
い
う
意
識
の
あ
り
よ
う
も
可
能
な
の
で
あ
る
。

「外
発
的
志
向
性
」
は
そ
の
規
定
因
に
お
い
て
、
「内
発
的
志
向
性
」
と
全
く

異
な

っ
て
い
た
。
入
信
時
期
や
親

の
宗
教
と
こ
の
因
子
は
何
ら
関
係
が
な
か

っ

た
。
し
た
が

っ
て
こ
の
因
子
は
、
少
な
く
と
も
、
宗
教
的
社
会
化
に
よ
り
徐
々

に
育
成
さ
れ
る
と
い
っ
た
類
い
の
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

「外
発
的
志
向
性
」.
と
関
連
が
あ

っ
た
属
性
は
年
齢
と
学
歴
で
あ
る
。・
関
連

が
あ
る
と
は
い
え
、
一σ
承
水
準
で
有
意

で
あ
る
も
の
な
の
で
そ
れ
ほ
ど
強
い
関

連
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
年
齢
層
が
高
く
な
る
ほ
ど
、
そ
の
志
向
性
が
強
く

な

っ
て
い
る
が
、
入
信
時
期
と
は
何
の
関
連
も
な
い
こ
と
か
ら
、
「加
齢
」
に
よ

る
影
響
と
い
う
側
面
が
強
そ
う
で
あ
る
。
年
齢
と
外
発
的
志
向
性
の
関
連
に
つ

い
て
は
、
少
し
意
味
合
い
は
違
う
が
、
同
様
の
知
見
が
得
ら
れ
た
研
究
が
あ
る
。

川
端
は
特
定
の
宗
教
信
徒
、
神
社
参
詣
者
、

・一
般
的
な
人
々
と
さ
ま
ざ
ま
な
対

象
に
つ
い
て
宗
教
性
の
因
子
分
析
を
施
し
、
「現
世
主
義
」
と
名
づ
け
ら
れ
た
因

子
に
つ
い
て
は
、
ど
の
対
象
に
お
い
て
も
年
齢
が
高

い
ほ
ど
強
く
あ
ら
わ
る
こ

と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
(川
端

一〇
。。
㊤
)。
「現
世
主
義
」
と

「外
発
的
志
向
性
」

は
同

一
の
因
子
と
は
い
え
な
い
も
の
の
、
ど
ち
ら
も
世
俗
的
な
関
心
を
よ
り
重

視
す
る
よ
う
な
因
子
で
あ
る
。
ま
た

「現
世
主
義
」
に
つ
い
て
も
宗
教
性
の
構

造
の
核
心
と
な
る
よ
う
な
因
子
、
例
え
ば

「汎
神
論
的
信
仰
心
」
と
は
別
個
に

存
在
す
る
概
念
で
あ
る
と
さ
れ
て
お
り
、
今
回
の

「外
発
的
志
向
性
」

の
結
果

と
符
合
す
る
。
川
端
は

「現
世
主
義
」
を
日
本
文
化
の
特
徴
と
し
て
あ
げ
ら
れ

る
も
の
で
あ
る
(川
端

一
Φ◎。
O
"ム
bQ
)と
し
て
い
る
が
、
そ
の
よ
う
な
特
徴
が
キ
リ
ス

ト
教
信
者
に
も
何
ら
か
の
形
で
反
映
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な

い

。既
存
の
研
究
は
年
齢
が
宗
教
意
識
全
般
と
関
連
が
あ
る
と
し
て
い
た
。
し
か

t
、
今
回
の
結
果
に
お
い
℃
は

「内
発
的
志
向
性
」
と
年
齢
と
の
関
連
が
み
ら

れ
な
か

っ
た
。
推
測

の
域
を
出
な

い
の
で
あ
る
が
、
年
齢
は
特
に
、
そ
の
国
固
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有
の
民
俗
宗
教
性
で
あ
る
と
か
、
ど

の
国
に
も
共
通
す
る
人
々
の
宗
教
に
対
す

る
志
向
性
な
ど
の
場
合
、
影
響
を
及
ぼ
す
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

つ
ま
り
、

年
齢
を
重
ね
て
い
く
う
ち
に
社
会
に
よ

っ
て
無
意
識
的
に

「社
会
化
」
さ
れ
る

宗
教
的
要
素
が

「加
齢
」

の
効
果
と

し
て
表
出
す
る
も
の
と
推
測
で
き
る
の
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
想
定
す
る
こ
と

に
よ
り
、
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
信
者
に
お

い
て
は
、
固
有
の
民
俗
宗
教
性
と
は
異
質
な
要
素
が
た
ぶ
ん
に
含
ぎ
れ
る

「内

、発
的
志
向
性
」
に
つ
い
て
は

「加
齢
」

の
影
響
が
な
か

っ
た
ど
の
説
明
が
可
能

と
な
る
の
で
あ
る
。
馳

ま
た
、
高
学
歴
層
は
こ
の
志
向
が
弱

い
こ
と
が
明
ら
か
と
な

っ
た
が
、
そ
れ

に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
な
解
釈
が
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
今
回
の
サ
ン
プ
ル
の
属

性
構
成
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
は
少
な
く
と
も
戦
後
の

前
半
期
ま
で
は
、
主
に
高
学
歴
層
を
魅
了
す
る
も
の
が
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
が

い
え
る
。

一
方
で
ま
た
、
高
学
歴
層

は
宗
教
に
対
し
て
は
概
し
て
批
判
的
で
あ

る
と
い
う
の
が

一
般
的
な
見
方
で
あ

る
。
高
学
歴
層
の
キ
リ
ス
ト
教
信
者
に
お

い
て
は
、
「内
発
的
志
向
性
」
に
含
ま
れ
る
よ
う
な
中
心
的
な
教
義
部
分
に
つ
い

て
は
、
受
け
容
れ
る
が
、
「外
発
的
志
向
性
」
な
ど
に
つ
い
て
は
、
本
質
か
ら
外

れ
た
要
素
で
あ
る
が
た
め
に
、
あ
ま
り
積
極
的
で
な

い
と

い
う
こ
ど
が
い
え
る

の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

「宗
教
的
行
動
」
に
つ
い
て
は
年
齢
と
入
信
時
期
が
有
意
で
あ

っ
た
。
行
動

面
の
関
連
に
つ
い
て
は
、
先
に
触
れ
た
杉
山
の
研
究
が
同
様
の
知
見
を
得
て
い

る
。杉

山
は
、
崇
教
真
光
の
信
徒
に
た

い
し
て
、
因
子
分
析
に
よ
り
諸
次
元
を
抽

」

出
し
た
後
、
性
別

・
年
齢

・
入
信
後
年
数
を
要
因
と
し
た
共
分
散
分
析
を
お
こ

な

っ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
行
動
と
年
齢

・
入
信
後
年
数
と
の
あ

い
だ
に
有
意

な
関
連
が
あ
る
こ
と
が
分
か

っ
た
(杉
山

一
8
ω
V。
入
信
後
年
数
と
入
信
時
期
は
、

同
じ
指
標
と
考
え
て
よ
い
か
ら
、
両
調
査
は
行
動
面
に
つ
い
で
は
、
ま

っ
た
く

.
同
様
の
結
果
が
出
た
と

い
っ
て
よ

い
。
年
齢
や
入
信
時
期
に
つ
い
て
は
満
そ
れ

が

「加
齢
」
の
効
果
か
、
「世
代
」

の
効
果
か
、
そ
れ
と
も

「継
続
的
な
信
仰
」

の
効
果
な
の
か
判
別
が
難
し
い
。
た
だ
、
「内
発
的
志
向
性
」
の
場
合
と
は
異
な

り
、
特
定
の
世
代
に
お
い
℃
数
値
が
低
い
と
い
う
こ
と
は
な
い
た
め
、
お
そ
ら

く

「加
齢
」
お
よ
び

「継
続
的
な
信
仰
」
が
複
合
的
な
効
果
を

「宗
教
的
行
動
」

に
た
い
し
て
与
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
年
齢

・
入
信
時
期
(入
信
後
年

数
)と
宗
教
的
行
動
と
の
関
連
は
、
「他
宗
教
に
関
し
て
も
よ
り
広
く
該
当
す
る
こ

と
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
今
後
の
調
査
が
注
目
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

本
論
は
、
欧
米
に
お
け
る
宗
教
の
計
量
的
研
究
の
成
果
を
援
用
し
た

一
試
論

.
で
あ

っ
た
。
キ
リ
ス
ト
教
を
事
例
と
し
て
取
り
上
げ
た
結
果
、
特
徴
的
な
三
つ

の
因
子
が
抽
出
さ
れ
た
と
い
え
る
℃
し
か
も
、、
そ
れ
ら
・の
因
子
ご
と
に
異
な
る

関
連
が
見
出
さ
れ
た
。
ス
タ
ー
ク
と
グ
ロ
ッ
ク
は
、
宗
教
的
次
元
そ
れ
ぞ
れ
に

つ
い
て
、
教
派
ご
と
に
、
あ
る
次
元
で
は
宗
教
性
が
強
く
、
あ
る
次
元
で
は
宗

教
性
が
弱
い
と
い
う
側
面
を
描
き
出
し
た
(ω
$
葺

畧
②
Ω
O
o犀
一㊤
①。。)。
そ
の
よ

う
な
結
論
を
導
き
出
す
た
め
に
、
彼
ら
は
宗
教
性
を
多
次
元
的
に
見
る
こ
ど
を

提
唱
し
た
の
で
あ

っ
た
。
金
児
も
ま
た
浄
土
真
宗

の
僧
侶
と
門
徒
代
表
を
調
査

し
て
、
宗
教
性
の
諸
次
元
の
う
ち

「真
宗
信
仰
性
」
■に
つ
い
て
は
住
職

の
ほ
う

が
強
く
、
逆
に

「民
俗
宗
教
性
」
に
つ
い
て
は
門
徒
代
表
の
ほ
う
が
強

い
と

い

う
多
元
的
尺
度
な
ら
で
は
の
結
果
を
見
出
し
て
い
る
釡

児

一㊤り
S

謀
O)。
本
論

に
お
い
て
も
同
様
に
、

一
次
元
で
は
な
く
、
内
部
の
諸
次
元
そ
れ
ぞ
れ
に
注
目

宗教性の諸次元とその規定因189



丶

す
る
必
要
性
が
、
明
ら
か
と
な

っ
た
。

そ
も
そ
も
、
何
を
規
準
と
し
た
宗
教
性
か
、
と
の
疑
問
に
対
し
、

一
次
元
の

尺
度
で
は
そ
れ
が
あ

い
ま

い
で
あ

る
。
ま
た
、・
個
別
の
質
問
項
目
ご
と
で
は
、

そ
れ
ぞ
れ
が
ど
の
よ
う
な
概
念
を
測
定
し
た
指
標
で
あ
る
の
か
、
そ
の
指
標
は

妥
当
で
あ
る
の
か
と
い
う
疑
問
に
十
分
に
対
処
し
き
れ
な
い
。
宗
教
性
を
諸
次

元
に
尺
度
化
す
る
こ
と
に
よ
り
、
宗

教
性
自
体
の
構
造
、
そ
の
社
会
的
属
性
と

の
欄
連
、
そ
し
て
、
そ
れ
が
他
の
領

域
に
及
ぼ
す
影
響
な
ど
の
複
雑
な
構
造
に

つ
い
て
の
理
解
が
さ
ら
に
促
進
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
宗
教
性
に
つ
い
て
の
計
量

的
ア
プ
ロ
ー
チ
は
こ
の
よ
う
な
問
題
に
対
し
て
き
わ
め
て
有
効
で
あ
る
。
今
後
、

日
本
に
お
け
る
宗
教
集
団
の
信
者
の
意
識

・
行
動
を
比
較
検
討
す
る
う
え
で
も
、

同
様

の
調
査
が
よ
り
盛
ん
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
く
べ
き
で
あ
惹
。

本
論
に
お
い
て
残
さ
れ
た
課
題
は
、
「結
果
の
次
元
」
す
な
わ
ち

「宗
教
性
に

よ
る
社
会
心
理
学
的
帰
結
」
を
宗
教
性
の
諸
次
元
と
の
関
連
に
お
い
て
明
ら
か

に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
別
稿
で
論
じ
る
。
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     Dimensions of Religiosity and Social Determinants on Each. 

      Dimension: Evidence from [Japanese Christian Survey] 

                         MATSUTANI Mitsuru 

     The purposes of this paper are to examine (1) how dimensions of religiosity are identified in 
     membership of Japanese Christianity and (2) the relation between these dimensions and social 

     ,demographic characteristics such as age and sex. In the scientific study of religion in Europe and the 
      United States, It has been suggested that multi-dimensions of religiosity are more useful to understand 

      internal structure of church member than only one religiosity scale. This paper applies multi-
      dimensional approach to a case in Japan. 

      In analysis of this paper, data collected from members.of Protestant church in Japan were used. The 
      following knowledge was acquired as a result of quantitative analysis of this data. 

      (1) Using factor analysis in "Christianity Survey", three factors ("Intrinsic religious orientation", 
         "Extrinsic religious orientation" and "Religious practice") are extracted. "Intrinsic religiouss 

         orientation" is positively correlated with "Religious practice". But, it is uncorrelated with 
         "Extrinsic religious orientation" 

     (2) Social demographic characteristics have different effects on each dimension of religiosity. Parents' 
         religion and the time that is converted have positive effects on "Intrinsic religious orientation Age 

        and education have effects on "Extrinsic religious orientation". And age and the time that is 
         converted have positive effects on "Religious practice". 

         From the above result, the validity of measuring religiosity with multi-dimension-measure was 
        accepted. Further analysis should be to examine how and what dimensions of religiosity have 

        positive/negative effects on social attitude. 

     Key Words 
     dimensions of religiosity / social demographic characteristics / factor analysis / Christianity in Japan / 

     religious orientation 
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