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キ
リ
ス

ト

教
受
容
と

伝
統
思
想

　
　

−
武
士

道
を
め

ぐ
っ

て

ー

キ

リ
シ

タ
ン

と

武
士

道

　
　

代
表
者

狹
間
芳
樹

コ

メ

ン

テ
ー

タ

　
浅
野
淳

博

　
　

　

司
会

岩
野
祐
介

狹
　
間

芳

樹

　

日

本
に

お

け
る

キ

リ
ス

ト

教
受
容
の

問
題
が

論
じ
ら

れ

る

際、

と

り
わ

け

明
治
期
に

は

新
渡
戸
稲
造
の

黯
臨
ミ
o

が

念

頭
に

置
か

れ
、

伝
統
思

ヘ　
　　　ヘ
　　
　へ　　　る　　　
ヘ　
　　
ヘ　　　　モ　　　モ
　　
　　
へ

想
と
位

置
づ

け
ら
れ

た

武
士
道
が

そ
の

思
想
的
背
景
に

あ
る

と

の

見
方
が

な
さ
れ
て

き

た
。

さ

ら
に

こ

う
し
た

捉
え

方
は、

明
治

期
の

み

な

ら
ず
近

世
の

キ
リ

シ

タ
ン

信
仰
に

も
あ
て

は
め
ら
れ

る

こ

と

が

あ
り、

そ

こ

で

の

論
調
は、

信
徒
た

ち
の

殉
教
精
神
が

武
士

道

精
神
の

上

に

培
わ
れ

た
と

い

う

も
の

で

あ
る

。

キ
リ
シ

タ
ン

研
究
に

お

い

て

殉
教

動
機
の

解
明
と
い

う

の

は

か

ね
て

か

ら
の

難
題
で

あ
る

が
、

海
老
沢

有
道

氏
ら

の

先

行
研
究
に

も

窺
え

る
見
方、

す
な

わ
ち

伝
統
思
想
が
そ

の

涵
養
に

機
能
し

た
と
の

見

方
は

、

そ

う
し
た

解
明
の

糸
口

と

し

て

適

切
な
の

で

あ
ろ

う
か
。

ま
た

、

そ

も
そ

も
武
士
道
を

伝
統
思
想
と
位
置
づ

け

る

こ

と
が
で

き
る

の

か
。

さ

ら

に

は

武
士

道
と

は

何
を

意
味
す
る

も
の

で

あ
る

の

か

と
い

っ

た

こ

と

も

あ

わ
せ

て

今
一

度
検
証
さ

れ

ね

ば

な
ら
な
い

よ

う
に

思
わ
れ
る

。

　
武
士
道
概

念
が

形
成
さ

れ
る

経
緯
を
歴
史
的
に

振
り
返
っ

て

み

る

と、

そ

れ
は

武
士
が

王

朝
貴
族
の

生
き
方
に

対
し

て

彼
ら

独
自
の

生
き
方
を
自

覚
す
る

と

こ

ろ

に

端
を

発
す
る

。

そ
し

て

そ

の

後
歴
史

的
変
遷
を
た

ど

り、

武
士
た
ち

に

と

っ

て

死
が

日
常
的
な

も
の

で

な
く
な
り
ゆ
く
近
世
社

会
に

お

い

て

は、

山
鹿
素
行
ら

に

よ

る

儒
学
と

結
び
つ

く
か

た
ち
で
、

い

わ

ば

広
義
の

武
士

道
と

で

も

言
う
べ

く

「

士
道
」

が

登
場
す
る

。

一

方
、

士

道
に

対
し

依
然
と
し
て

「

死
の

潔
さ
」

な
ど

を
重
視
し
続
け
る

立
場
と

し
て

、

武
士

道
書
に

代
表
さ

れ

る

狭
義
の

武
士
道
が

生
み

だ

さ

れ、

さ

ら

に

そ

の

後
、

矜
持
の

基
盤
が

異
な
る

両
者
の

要
素
を
そ
れ
ぞ

れ
部
分
的
に

抽

出
・

統
合
し

、

新
し
い

時

代
に

相
応
し
い

か

た

ち
へ

と

再
編
さ

れ
た

の

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
ノ

ブ

レ

ス

　
オ

プ

リ

ロ

ジ

ュ

が

明
治
期
の

武
士
道
で

あ
る

．

新
渡

戸
が

説
く

「

高
い

身
分
に

伴
う
義
務
」

と
は、

西
欧
に

お

け
る

社
会
の

あ
る
べ

き

姿、

道
徳
観
で

あ

る

が、

彼
は

広

義
の

武
士

道
と

狭
義
の

武
士
道
と

を

統
合
さ
せ
、

明
治
に

お

け

る

「

国

民
的
武
士
道
」

と

で

も
呼
ぶ

べ

き
道
徳
観、

日
本
に

お

け
る

ノ

ブ
レ

ス
・

オ

ブ

リ
ー
ジ
ュ

の

措
定
を
試
み

た
の

で

あ
っ

た
。

　
と

こ

ろ

で

新
渡
戸
は

罫
ミ
§

第
三

章
（
「

廉
直
す
な

わ

ち

義
」）

に

お

い

て
、

コ

義
」

の

重
要

性
を

説
く
と

同
時
に、

「

義
」

と

「

義
理
」

と

が

ま

っ

た

く
違
う
も
の

で

あ
る

こ

と

を

強
調
し

て

い

る
。

現
代
の

わ
れ
わ
れ

が

「

武
士
の

忠
義
」

と

い

う

言
葉
を

聞
い

て

思
い

浮
か

べ

る

イ

メ

ー

ジ

の

一

つ

で

あ
る
赤
穂
浪
士

、

四

十
七

入
の

義
士
に

つ

い

て、

新
渡
戸
は

そ
こ

で

の

「

義
」

が

決
し
て

キ

リ

ス

ト

教
的
な

義
で

は

な

く、

あ
く
ま
で

義
理

に

過
ぎ

な
い

と

断
じ

、

義
士
た

ち

の

行
動
を

論
う

。

さ
ら

に

第
十
二

章

（
「

自
殺
と

敵
討
ち

の

制
度
」

）

で、

死

を

急
い

だ
り、

望
ん

だ
り
す
る

こ

と
を

「

卑
怯
」

で

あ
る
と

述
べ

て

い

る

こ

と

か

ら
は

、

新
渡

戸
が

殉

死

を
、

「

義
」

と

捉
え

て

い

な
か

っ

た

こ

と

が

は

っ

き
り
と

窺
え
る

。

し

た

が

っ

て

そ
こ

で

の

議
論
か

ら
義
士、

武
士
た
ち

の

殉
死
と

キ

リ

シ

タ

ン

た
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ち
の

殉
教
と

の

相
違
を
峻

別
す
る
新
渡
戸
の

論
理
を

読
み

と

る

こ

と

が

で

き

よ

う
し、

ま
た

そ
れ
ゆ
え

海
老
沢
氏
ら
の

見
解
と

い

う
の

は、

彼
の

主

張
を

的
確
に

捉
え
た
も
の

で

は

な
い

と

評
せ

ざ
る

を
え

な
い

の

で

あ
る

。

　
新
渡
戸
が

言
う
武
士
道、

換
言
す
れ
ば、

近

世
以
来
の

伝
統
思

想
と

し

て

位
置
づ
け

ら

れ
た
武
士
の

道
徳
と

い

う
も
の

は、

む

し
ろ

武
士
に

求
め

ら

れ
て

い

た

徳
目
を、

武
士
を

越
え、

平

民
や

商
人
へ

も
拡
げ、

適
合
さ

せ

る

「

平

民
道
」

へ

向
か

う
こ

と

を
企
図
す
る

も

の

で

あ
っ

た
は

ず
で

あ

る
。

こ

の

こ

と

に

留
意
す
る

な

ら
ば、

平

民
道
の

構
想
と

い

う
の

は
、

い

わ
ば
伝
統
思
想
と

し
て

の

武
士

道
を
止
揚
す
る

こ

と

で

あ
っ

た
と

考
え

ら

れ
る

し、

彼
が

武
士
道
を

「

旧
約
」

と
し
て

捉
え、

キ

リ
ス

ト
教
と

の

出

会
い

を
契

機
に

、

新
た
な
る

倫
理

、

道
徳
へ

と
進

化
を

遂
げ
ね
ば
な
ら

な

い

と

の

論
を

展
開
し
た
と
こ

ろ

に

こ

そ、

キ

リ
シ

タ

ン

信
仰
の

深

化
や

殉

教
の

背
景
が

あ
る
と

考
え
る

べ

き

な

の

で

あ
る

。

韓
国
の

伝
統
思
想
と

キ

リ

ス

ト

教
方

俊

植

　
二

〇
〇
五

年
度
に

行
わ

れ
た

韓
国
の

「

人
口

総
調
査
統
計
」

に

よ

る

と、

お

お

よ

そ

人
口

の

こ

五

％
の

人
た
ち
が
、

自
ら
を
キ

リ
ス

ト
教
徒
で

あ
る

と

明
確
に

表
明
し
て

い

る
。

韓
国
に

お

い

て

こ

れ
ほ
ど
ま

で

に

キ
リ

ス

ト

教
徒
が

増
加
し
た
理

由
と
し

て

は
、

韓
国
の

キ
リ
ス

ト

教
が

ナ
シ

ョ

ナ
リ
ズ
ム

と

接
合
し
た
か
ら
だ
と

の

見
方
が
一

般
的
で

あ
る

。

ま

た

こ

の

こ

と

は
、

韓
国
で

は

キ
リ
ス

ト

教
が

帝
国
主

義
や
植
民
地
主

義
と

し

て

で

は
な
く、

当
時
の

人
々

に

よ

っ

て

「

積
極
的
に

受
け
容
れ
ら
れ
た
」

こ

と

を
意

味

す
る

も
の

だ
と

の

指
摘
も

あ

る
。

で

は、

こ

う
し
た

背
景
の

な

か
、

韓

国
の

伝
統
思
想
と
キ

リ
ス

ト
教
と
の

相
関
関
係
は

如
何
な

る

も

の

で

あ
っ

た
の

か
。

　
ま

ず
、

朝
鮮
王

朝
時

代
（

＝
二

九
ニ

ー
一

九
一

〇）
、

仏
教
の

衰
退
と

と

も

に

新
た
な

政
治
理
念
と

し
て

登
場
し

た

儒
教
は

、

十
七

世
紀
に

入
る

と
、

現
実
と

は

乖
離
し

た

国

家
理

念
と

し
て

国

家
の

機
能
を

弱
体

化
さ

せ
、

社
会
全
体
を

混
沌
へ

と

陥
ら
せ
る

こ

と

と

な
っ

た
。

そ

の

結
果、

一

部
の

「

両

班
」

i
朝
鮮
の

支
配
層
1
か

ら、

「

現
実
の

改

革
を

も

た
ら

す

べ

く

新
た
な
理

念
」

を

求
め

る

動
き
が

う
ま

れ

た
。

つ

ま
り、

朝
鮮
へ

の

キ

リ
ス

ト
教
（
カ

ト
リ
ッ

ク
）

の

流
入
と

い

う
の

は
、

当
初、

海
外
の

宣

教
師
に

よ

っ

て

で

は
な

く
、

現
実
の

改
革・
を
求
め
る

両
班
層
に

よ

っ

て

な

さ
れ
た

の

で

あ
る

。

こ

う
し
た

動
き
の

な
か

で

特
に

注
目
す
べ

き

は、

カ

ト

リ

ッ

ク

教
会
の

設
立
に

先
駆
的
な

役
割
を

果
た
し
た

李
檗
（

一

七
五

四
−
一

七

八
六
）

と

い

う
人

物
で

あ
る
。

李
檗
は
儒
教
の

知
識
を
用
い

て

支
配

層
の

た

め

の

『

聖
教
要

旨
』

を
著
し
た

。

全
体
が

四

十
九

章
か

ら
成

る

そ
の

内
容
を
確
認
し
て

み

る

と、

ま

ず
一

章
か

ら

十
五

章
ま

で

の

と

こ

ろ
で

は

聖

書
の

内
容
が

説
か

れ、

次
の

十
六

章
か

ら

三

十
章
で

儒
教

経
典

の

知

識
に

つ

い

て

説
明
さ
れ
て

い

る
。

そ

し

て

三

十
一

章
か

ら
四

十
九
章

で

は、

自
然
を

通
し

て

「

ハ

ナ

ニ

ム
」

↑
創
造
主

・

神）

の

属
性
と

業

績
と
を

称
え、

懺
悔
と

救
済
の

道
を

提
示
し

、

理
想

的
な
ハ

ナ
ニ

ム

の

国

が

古
代
東

洋
の

聖

人
や

聖
君
の

治

世
の

よ

う
な

も
の

で

あ
っ

た

こ

と

が

論

じ
ら
れ
て

い

る
。

で

は、

李
檗
は

『

聖

教
要

旨
』

に

お

い

て、

儒
教
思
想

と

聖
書
と
を、

ど
の

よ

う
に

結
び
つ

け
て

い

る

の

で

あ
ろ

う
か

。

以
下
は

『

聖
教
要

旨
』

2

章）

の
一

部
で

あ
る

。
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