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ッ

ヒ

の

時
代
は

ど

う
で

あ
っ

た
の

か
を
、

義
父
で

牧
師
の

芦
名
直
道

2

九
五
〇
ー
一

九
五
ニ

　
ユ

ニ

オ

ン

神
学
校
留
学）

の

ユ

ニ

オ
ン

神

学
校
の

写

真
付
き
名

簿
で

確

認
し
た
と
こ

ろ、

ユ

ニ

オ
ン

神
学
校
の

同
級
生
に

は

黒

人
が

数
人

在
籍
し
て

い

た
。

テ

ィ

リ

ッ

ヒ

が

黒

人
の

学
生
達
と

交
流
が

あ
っ

た
こ

と
は

事
実
で

あ
る

。

　
一

方、

一

九

三

〇

年
か

ら
九
ヶ

月
間、
「

ア

メ

リ

カ

の

教
会
・

神

学
事

情
を
研
究
す
る
」

た

め

に

ユ

ニ

オ

ン

神
学
校
に

留
学
し
た

デ
イ

ー

ト

リ
ッ

ヒ
・

ボ

ン

ヘ

ッ

フ

ァ

ー

（
一

九
〇

六
−
一

九
四

五
）

は

特
筆
す
べ

き
で

あ

る
。

彼
は
、

ハ

ー

レ

ム

の

ア

フ

リ
カ

ン
・

メ

ソ

ジ

ス

ト
・

エ

ピ

ス

コ

パ

ル

教
会
の

共
同
体
か
ら

影
響
を
受
け、

ハ

ー

レ

ム

最
古
の

教
会
で

ゴ

ス

ペ

ル

で

有
名
な
ア

ビ

シ
ニ

ア

ン
・

バ

プ
テ

ィ

ス

ト
教
会
に、

ユ

ニ

オ
ン

神
学

校

の

黒
人
の

友
人

の

案
内
で、

約
六
ヶ

月
間

、

ほ

と

ん

ど

毎
口

曜
日

の

午

後

三

時
半
に

教

会
に

通
い
、

教
会
学
校
に

も

奉
仕
し

た
。

日

曜

学
校
と
教

会

ク

ラ

ブ

の

正

規
の

協
力
者
に

な
っ

た
。

彼
が
里…
人
教
会
へ

の

奉
仕
に

心

底

か

ら

喜
び
を

見
い

出

し、
「

ア

メ

リ
カ

の

滞
在
の

間、
・

私
は
で

き
る

だ

け

時
間
を

費
や
し
て
、

黒
人
問
題
を
あ

ら
ゆ
る

面
か

ら
知
る

こ

と

と
、

こ

の

隠
さ
れ

た

角
度
か
ら
白
人
の

ア

メ

リ

カ

を

観
察
す
る

こ

と

に

努
め

た
」

と

言
い
、

ゴ

ス

ペ

ル

も
お

得
意
の

歌
と

な
っ

た
。

ワ

シ

ン

ト
ン

の

黒
人
総
合

大
学
ハ

ワ

ー

ド
・

カ

レ

ッ

ジ

に

も
行
く

。

こ

の

ハ

ー

レ

ム

で

の

経
験
が、

福
音
の

社

会
的
側
面
に

対
す
る

彼
の

眼
を
開
か
せ

、

神
学

者
か
ら
同
時
代

人

と
し

て

生
き
る
契
機
と
な
っ

た

と

言
わ
れ
て

い

る
。

　

ボ

ン

ヘ

ッ

フ

ァ

ー

は

「

こ

の

よ

う
な
黒

人
た

ち
と
の

個

人
的
な

接
触

は
、

私
の

ア

メ

リ

カ

滞
在
の

間
で

最
も
決

定
的
で

喜
び
に

満
ち
た
出
来
事

の
一

つ

で

あ
っ

た
。

私
は

こ

こ

で

ご

く
簡
単
に

黒
人

教
会
の

特
性
に

つ

い

て

語
る

こ

と

が
で

き
る

が、

何
よ

り
も

先

ず
、

私
は

黒
人

教
会

に
お
い

て
、

福
音
が
語
ら
れ
る

の

を
聞
く
こ

と
が
で

き
た
の

で

あ
る

。

そ

こ

で

本

当
に

福
音
に

つ

い

て

語
ら
れ
る

時、

そ
れ
に

あ
ず
か

ろ

う
と

す
る

空

気
は

最
高
潮
に

達

す
る．。

そ

こ

で

は、

罪
と
恵
み
、

神
へ

の

愛
と

終
わ

り
の

望

み

と

が
、

わ
れ
わ
れ
が

今
ま
で

に

馴
れ
て

い

た

と
は

違
っ

た

形
で

は

あ
る

け
れ

ど
も

、

本
当
に

キ

リ

ス

ト

教

的
に

語
ら

れ、

き
か
れ

る

こ

と

が

で

き

た
」

と

言
う

D

　
テ

ィ

リ

ッ

ヒ

と

ボ

ン

ヘ

ッ

フ

ァ

ー

を
つ

な

ぐ
人
物
は

ラ

イ
ン

ホ

ル

ト
・

ニ

ー

バ

ー

で
、

時

期
は

違

う
が、

二

入
を
ユ

ニ

オ

ン

神
学
校
に

招

聘
し

た
。

ハ

ー

レ

ム

の

黒
人
教

会
に

積
極

的
に

参
与
し

た

ボ
ン

ヘ

ッ

フ

ァ

ー

は
、

一

九

三

九
年
亡

命
の

た
め
ユ

ニ

オ
ン

神
学
校
を
再
訪
す
る

が
、

す
ぐ

に
ド
イ
ツ

に

帰
国
し、

ヒ

ッ

ト
ラ

ー

の

暗
殺
に

加

担
し
た
た
め、

処

刑
さ

れ
る

。マ

ハ

ト
マ

・

ガ

ン

デ
ィ

ー

に

お

け
る

宗
教
的

多
元
主

義
と

世
俗
主

義

外

川

昌

彦

　
イ

ン

ド
独
立
の

父

マ

ハ

ト

マ

・

ガ

ン

デ

ィ

ー

は
、

一

九
二

〇
年

代
初
の

ヒ

ラ

ー

フ

ァ

ト
運
動
に
お
い

て
、

宗
教
間
の

対
話
に

期
待
し
他
宗
教
と

の

相
互

理
解
と

寛
容
性
を

訴
え
て

い

た

が、

一

九
三

〇

年
の

塩
の

行

進
で

は
、

む

し
ろ

個
別
の

「

宗
教
」

に

は

依
拠
せ

ず
に、

し
か
し

極
め
て

宗
教

的
な

装
い

を

伴
っ

た

ナ
シ

ョ

ナ

リ

ズ

ム

運
動

を
組

織
し
た

。

本

報
告
で

は、

こ

の

よ

う
な
ガ

ン

デ

ィ

ー

の

宗
教
と

政

治
を
め

ぐ
る

認

識
の

変．
化
の

背
景
に

、

一

九
二

〇

年
代
を
通
し

て

顕
著
と

な
る

各
地
で

の

宗
派
暴
動
の

460（1294）
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拡
大
が

あ
る

と

考
え
、

そ
の

多
様
な
言
説
の

変
化
を

跡
付
け
て

い

る
。

　

た
と
え
ば
、

ガ

ン

デ
ィ

ー

の

宗
教
的
多
元
主
義
と

し
て
、

以
下

の

文
章

が

知
ら
れ
て

い

る
。

「

川
は
数

多
く、

そ
の

姿
は

様
々

で

あ
る

が
、

そ
れ

ら
は

す
べ

て

海
に

注
ぐ
の

で

あ
る

。

同
様
に

、

多
く
の

宗
教
が

あ
る

か

も

し

れ

な
い

が、

そ

の

真
の

目

的
は

同
じ

で

あ
る

。

」

（
出

巷
勹

嘱

乞
 

芝

団

窪
郭

ミ
ミ
§

ξ凡
ミ
§°
冥
o
く
Φ

巨
σ

臼
P
一

8
ご

　

特
に、

宗
教
と

国

民
統
合
に
つ

い

て

は
、

有
名
な

『

ヒ

ン

ド
・

ス

ワ

ラ

ー

ジ
』

（
一

九
〇
九

年
）

で

次
の

よ

う
に

述
べ

て

い

る
。

「

人
び

と
が

異
な

る

宗
教
に

属
し
て

い

る

か
ら

と

い

っ

て、

イ
ン

ド
が

ひ

と
つ

の

国
民
で

あ

る

こ

と
を

止
め

る

こ

と
は

な

い
。

…
多
く
の

ヒ

ン

ド

ゥ

ー

教
徒
と
イ
ス

ラ

ー

ム

教
徒
は

、

共
通
の

祖
先
を

持
ち
血

管
に

は

同
じ

血

が

流
れ

て

い

る

こ

と
を
、

我
々

は

思
い

出
す
べ

き
だ

ろ

う
。

宗
教
を

変
え
た

か

ら

と
い

っ

て
、

敵
に

な
る

の

だ
ろ

う
か

。

ム

ス

リ

ム

の

神
は

、

ヒ

ン

ド
ゥ

ー

の

神
と

違
う
の

だ
ろ

う
か

。

宗
教
は
、

同
じ
目
的
地
に

向
か

う
た

め

の

様
々

な
道

な
の

だ
。

」

　

そ
の

た

め
、

当
初
の

ガ

ン

デ

ィ

ー

は、

次
の

よ
う
に

宗
教
的
寛
容
性
の

重
要

性
を

強
調
し

た
。

「

世

界
に

は
、

た
だ
ひ

と

つ

の

宗
教
だ

け
が
あ
る

べ

き
だ
と
い

う
信
念
を

私
は

認
め

な
い

。

だ

か
ら
こ

そ

私
は
、

諸

宗
教
に

共
通

す
る

要
素
を

見
つ

け
だ
し

、

い

つ

も

相
互

の

寛
容
さ

を

引
き
出
そ

う

と

闘
っ

て

い

る

の

だ
」

（
耀
⇒
o

屋
コ
o
ρ

ぎ
黛
毳

晦

ミ
ミ
鼻

旨

o
帯

も。

尸

6
卜。
鼻）

　

し

か

し、

塩
の

行
進
を

経
た

「

獄
中
か

ら

の

手
紙
』

（

一

九
三

二

年）

で

は
、

そ
の

論
調
は

、

次
の

よ

う
な
変
化
を

見
せ

る
。

「

寛
容
と
い

う
語

に

は、

他
人
の

宗
教
が
自
分
の

も
の

よ
り

劣
っ

て

い

る

と

い

っ

た

い

わ

れ

な

き
思
い

あ
が
り
が

含
ま
れ
て

い

ま
す

。

…

ち
ょ

う
ど
　

本
の

樹
の

幹
は

ひ

と
つ

で

す
が、

枝
葉
が

無
数
に

あ
る
よ

う
に、

真
の

完
全

な
宗
教
は

ひ

と
つ

で

す
が

、

そ
れ

が
人
間
と

い

う
媒

体
を
と
お

し
て

表
わ

さ
れ
る

と

き

に

は

多
と
な
る

の

で

す
。

一

な
る
完
全
な
宗
教
は

、

い

っ

さ
い

の

言
語
を

超
え
た
も
の

で

す
。

と

こ

ろ

が

不
完
全
な
人
間
が、

そ
れ
を

自
分
に

駆
使

で

き
る

言…
詒

で

語
り、

そ
の

言
葉
が

ま
た
、

同
じ
不

完
全
な
他
の

人
び
と

に

よ
っ

て

解
釈
さ
れ
る

の

で

す
。

い

ず
れ

の

人
の

解
釈
が
正

当
だ

と

キ

張

で

き
ま
し
ょ

う
か。

だ
れ

も
み

な、

そ
の

人
の

見
方
か

ら

す
れ

ば

正

し
い

と

い

え

ま
し

ょ

う
が
、

だ

れ

も
が

誤
っ

て

い

る

と

言
え
な

い

こ

と

も
あ
り

ま
せ

ん
。

」

　

最
終
的
に

は

ガ
ン

デ

ィ

ー

は、

次
の

よ

う
に

宗
教
的

寛
容

性
に

否
定
的

な
見
解
を

示
す

。

「

あ
な
た
は
、

相
互
に

寛
容
で

あ
る

べ

き
だ
と
い

う
立

場
を
受

け
人
れ
よ

う
と
し
て

い

る

の

で

す
か

。

そ

れ
と
も、

す
べ

て

の

宗

教
は

平
等
で

あ

る
と

い

う
立

場
を

受
け

入
れ

よ

う
と
し

て

い

る

の

で

す

か
。

私
の

立
場
は
、

す
べ

て

の

偉
大
な
宗
教
は

基
本
的
に

平
等
で

あ
る
、

と
い

う
立
場
で

す
。

」

（

津
ミ
§鴇
乞
o
く
 

臼
σ

興
bの
○。

」
ゆ
ω
O）

　

本
報
告
で

は
、

こ

の

よ

う
な
ガ

ン

デ
ィ

ー

の

宗
教
と

国
民
統
合
を
め

ぐ

る

言
説
の

変
遷
を

通
し

て
、

ガ

ン

デ

ィ

ー

が

イ

ン

ド
の

宗
教
伝
統
を
ど
の

よ

う
に

捉
え

、

そ
れ

が

現
実
政

治
に

ど

の

よ

う
な

意
味
を
も
た

ら

す
と

考

え
て

い

た

の

か
を
明
ら
か
に

す
る

。

特
に

そ
こ

で

は
、

イ

ン

ド

的
伝

統
と

し
て

の

宗
教

的
真
理
の

多
元
性
と

寛

容
性
へ

の

強

調
か
ら

、

普
遍
的
な
真

理
の

追

究
を
通
し
た

多
様
性
の

実
現
へ

の

転

換
が

指
摘
さ

れ
る

。

こ

の

よ

う
な
認
識
の

転
換
が、

ガ

ン

デ
ィ

ー

に

お
い

て

は
、

宗
派
暴

動
が
頻
発
し

た
一

九
二

〇

年
代
を
通
し
た
宗
教
を
捉
え
な
お
す
内
省
的
な
視
点
を
通
し

て
導
か
れ
る

こ

と

が

論
じ

ら
れ
る

。
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