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て

生
き

る

西

洋
に

こ

そ、

自
己

に

内
在
す
る
自
己
な
ら
ざ
る

も

の
、

超
越

な

る
も
の

を

認
識
し

て

生
き

る

と

い

う
人
閲
存
在
の

理

想
的
な

あ
り
方
が

実
践
さ

れ
て

い

る

と

新
渡
戸
は

見
た
の

で

あ
る
。

こ

こ

に、

彼
の

ク
ェ

ー

カ

i
派
を
通
じ

た
キ

リ

ス

ト
教
信
仰
に

基
づ

く
人
間

観
が

反
映
さ

れ

て

い

る
と

考
え
ら

れ

る
。

　

新
渡
戸
は、

「

内

部
の

矩
」

を

核
と

す
る

思
想
と

し

て

デ
モ

ク

ラ

シ

ー

を

挙
げ
、

「

世
界
の

大
勢
」

と

予

言
す
る

。

そ

し
て
、

彼
は

デ

モ

ク

ラ

シ

ー
を

「

平
民
道
」

と

呼
び、

円

本
の

道
徳

観
念
と

し

て

象
徴
し
た

武
士

道

精
神
に

替
わ
る

思
想
と
し
た

。

　
以
上

み

て

き
た

よ

う
に
、

新
渡
戸
が

西
洋
と
の

交

流
を

深
め

た

の

は、

人

間
存
在
の

あ
り

方
に

お

い

て、

西
洋
が

日
本
の

手

本
で

あ
る

と

考
え
て

い

た
か

ら
で

あ
る

と

考
え
ら
れ
る

。

聖
書
・

学
問

・

共
同
体

　
　

−
東
京
大
学
「

矢
内
原
忠

雄
展
」

か

ら

の
一

報
告

ー

柴

　
田

　
真

希

都

　
二

〇
〇
九
年
三

月
末
か

ら

六

月
末
に

か

け

て
、

東
京

大
学
は

付
属
の

駒

場
博

物
館
に

お

い

て

「

矢
内
原
忠
雄
と

教
養
学
部
」

展
を

開
催
し

た
。

会

期
中
に

は

約
五

千
人
が

訪
れ
、

月
に
一

度
ず
つ

行
わ
れ

た
シ

ン

ポ
ジ

ウ
ム

企

画
は

ど

れ

も

好
評
を

博
し

た
。

特
に

「

矢

内
原
忠
雄
と
キ
リ

ス

ト
教
」

を

テ

ー

マ

と

し
た

最
後
の

シ

ン

ポ
ジ

ウ
ム

で

は
、

東
大
駒
場
キ

ャ

ン

パ

ス

で

最
も

大
き
い

講
堂
を
一

杯
に

す

る

ほ

ど

全

国
か

ら

沢

山
の

人
々

が

訪

れ
、

関
係
者
一

同
を

驚
か

せ

た

の

で

あ
っ

た
。

　

さ

て
、

こ

の

「

矢
内
原
忠
雄
と

教
養
学
部
」

展
は、

矢
内
原
が

初
代
学

部
長
を

務
め

た

東
大
教

養
学

部

創
設
六

〇

周
年
を

記
念
し
て

企

画
さ
れ

た
。

矢
内
原
は

二

年

半
で

教
養
学

部
長
の

地
位
を
離
れ

、

総
長
に

就
任
す

る

が、

彼
は

総
長
と
な
っ

て

も
教

養
学
部
の

行
く
末
と

学
生
達
の

勉
学
環

境
の

向
上
に

特
別
の

関
心
と

努
力
を
払
っ

た
。

し

か

し

な

が

ら、

そ

の

よ

う
な

矢
内
原
と

彼
を
支
え
た

人
達
の

苦
闘
の

記
録
は

既
に

学
内
外
に

十
分

に

は

残
っ

て

お

ら
ず、

こ

の

展
覧
会
企
画
を
後
押
し

し

た

教
養
学
部
六
〇

年
を

記
念
す

る

草
創
期
に

ま
つ

わ
る

展
示
資
料
は

結
果
と

し

て

手
薄
と

な

っ

た

と
い

わ

ざ
る

を
え

な
い
。

　

そ

れ
と
は

対
照
的
に
、

矢
内
原
忠
雄
の

学
術
的
側
面、

そ

し
て

キ

リ
ス

ト

教
伝
道
の

側
面
は

、

豊
か

な

資
料
に

恵
ま

れ

つ

つ
、

充
実
し
た

展
示
内

容
と

な
っ

た
と
い

え
る
。

従
来

、

駒
場
博
物
館
は

矢
内
原
が

南
洋
群
島
の

調
査

旅
行
か

ら

持
ち

帰
っ

た

数
々

の

現
地
品
の

コ

レ

ク

シ

ョ

ン

を
所
蔵
し

て

い

た

が
、

そ
れ
ら
が
｝

同
に

公
開
さ

れ、

視
覚
的
に

華
や

か

な
印
象
を

与
え
た

と

共
に

、

各
方

面
の

援
助
を

借
り
つ

つ
、

彼
の

現
地
調
査
に

お

い

て

使
用
さ

れ

た

文
書
資
料
や

図、

絵
葉
書
や

名
刺
な
ど
が

集
め

ら
れ
て
、

槁
民
政
策
学
者
矢
内
原
忠

雄
に

つ

い

て

の

広
く
ま

と
ま
っ

た

知
識
が

提
供

さ

れ
た

と

思
わ

れ
る

。

　

ま
た、

矢
内
原
忠
雄
を

語
る

の

に

不
可
欠
な

側
面
で

あ
る

キ
リ
ス

ト

教

伝
道
に

つ

い

て

も、

彼
の

立

脚
し

た

無
教
会
キ

リ

ス

ト

教
の

独
自
性、

さ

ら
に

第
二

次
大

戦
中
の

政
府
社
会
か

ら

の

激
し
い

弾
圧
に

も
か

か

わ

ら

ず、

一

貫
し
て

時

局
に

対
す

る

批
判

的
立

場
を
堅

持
し
た

個

人
雑

誌

（
『

通

信
』

『

嘉
信
』

）

や

講
演
活
動
の

軌
跡
が、

数
々

の

資
料
に

よ

っ

て

後
づ

け
ら

れ
た

。

会
場
で

は

各
所
に

飾
ら

れ
た、

生

涯
の

秘
蔵
写
真
の
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数
々

と
と

も

に、

晩
年
の

公
開
講
演
に

お

け

る

貴
重

な

肉
声
も

披
露
さ

れ、

特
に

生

前
の

矢
内

原
の

面
影
を
知
る

人
々

か

ら

非
常
に

大
き

な

反
響

を
得
る

こ

と

が

で

き
た

。

　
こ

の

よ

う
に

、

展

覧
会
は

各
方

面
の

多
大
な

支
援
と

、

幅
広
い

分
野
の

方
々

の

熱
心
な

参
画
に

よ
っ

て
、

教

育
・

学
問
・

信
仰
と

い

う
三

つ

の

主

要
な

領
域
か

ら
、

矢
内

原
忠
雄
と

い

う

人
物
に

つ

い

て

の

新
た
な

像
を
結

ば
せ

て

い

っ

た
。

会
場
で

行
わ
れ
て

い

た

ア

ン

ケ

ー

ト

に

は、

思

想
的
混

迷
を

深
め

る

今
こ

そ、

矢
内
原
の

よ
う
な
一

貫
し

た

立

場
に

身
を
お

い

て

高
い

批
評
精
神
を
発
揮
し

、

時
代
を
導
い

て

い

っ

た

指
導
者
の

足
跡
と

著

作
を

紐
と

き
、

思
想
家
と

し

て

の

彼
を

再
評
価
す
べ

き

で

あ
る

と

の

声
が

多
数
寄
せ

ら

れ
た

。

そ
の

関
心
と

最
も

呼
応
す
る

こ

と

と

な
っ

た

「

矢
内

原
忠
雄
と

キ

リ
ス

ト

教
」

を

主
題
と
し
た

シ

ン

ポ
ジ
ウ

ム

に

お

い

て

は
、

矢
内
原
の

学
問
的
・

伝

道
的
批
評
活
動、

公

事
と

私
事
と

の

峻
別、

他
民

族
へ

の

愛
、

聖
書
研
究
の

特
色
と

共
同
体
形
成
な
ど

の

論
点
が
、

多
角
的

か

つ

総
括
的
に

議
論
さ
れ
た

。

　
以
上
の

よ

う
な
展
示

、

発
表、

議
論
を

経
て

自
然
と

浮
か

び

上
が
っ

て

き
た
の

が
、

矢
内
原
の

果
た

し
た

歴

史
的
な

役
割
の

重

要
性
と
、

時
代
を

経
て

も
な

お

批
判
力
を

失
わ
な
い
、

学
問
的
思
索
態
度
と

社
会
的
言
動
と

の

連
関
の

奥
深
さ
で

あ
る

。

彼
は

戦

前
は

植
民
地
研
究

、

戦
中
は

聖

書
研

究、

戦
後
は

大
学
教

育
に

主
要
な

活
動
の

場
を

得
た

が
、

そ
の

い

ず
れ

に

お

い

て

も

既
存
の

制
度
を

私
化
し

て

超
国
家
的
正

義
を

軽
ん

ず
る

権
力
者

へ

の

絶
え

ぎ
る

批

判
と、

社
会
的
弱

者
へ

の

愛
と

励

ま
し

を

明
確
化
し

た
。

彼
は

そ

の

よ
う
な

独
立

し
た

立
場
を

、

雑
誌
発
行
に

よ

っ

て

つ

な
が

り

を

得
た

多
く
の

見
え
ざ
る

共
同

体
の

構
成
員
た

ち

に

よ

っ

て

支
え
ら
れ

た

の

だ
っ

た
。

身
心
と
も
に

弱
い

単
独
の

人

間
が

学
問
的
教
養
と

聖

書
の

言
葉
を

携
え

て
、

い

か

に

覚
悟
と

連
帯
の

共
同
体
を
継
続
さ

せ

て

い

っ

た

の

か
。

そ

の

足
跡
を
丹

念
に

た

ど

る

作

業
こ

そ
、

矢
内
原
の

思
想
全
体
を

新
た
な

奥
行
き

を

も
っ

て

起
立
さ

せ

る
一

つ

の

鍵
だ

と

考
え

る
。

遠
藤
周
作
の

思
想
「

母
な

る

も

の
」

再
考

長
谷
川
（

問
瀬
）

　
恵
　
美

　

遠
藤
周
作
（
一

九
二

三

1
一

九
九
六
）

の

文

学
活
動
に

お

け
る

宗
教
的

主

題
は
、

「

い

か

に

し

て

キ

リ

ス

ト
教
が
臼

本
文
化

内
に

お

い

て

開
花
す

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
み

し

ょ

う

か

る

こ

と

が

で

き

る
か
」

と
い

う

キ

リ

ス

ト

教

の

実
生

化
（
ぎ
o

巳
ε
『

甲

鉱
o
口）

の

問
題
で

あ
っ

た
。

私
は、

遠
藤
が

第
】

段

階
（
梢
克）

＝

九

四

七

ー
一

九
六
五
］

に

お

い

て

発
表
し
た

数
々

の

短

編
小
説、

評
論
等
の

中
で

使
用
す

る

「

汎
神
性
（
パ

ン

テ

イ
ス

ム
）
」

と

い

う
語
を

考
察
す
る

こ

と

で
、

そ
の

後
に

展
開
さ

れ

る
「

母
な
る

も
の
」

と

い

う
思
想
に

積
極

的
な

評
価
を
見
出
す
こ

と

が
で

き

る

と

考
え
た

。

　
バ
ン

セ

イ
ズ
ム

　

汎
神
論
（
℃

磐
跨
Φ

冨

ヨ）

は
、

宇
宙
全
体
が

そ

の

ま

ま

神
で

あ
る

と
い

う

思
想
で

あ

る

こ

と

か

ら
、

「

天

地
万

物
の

創
造
主
で

あ
る

神
」

と

「

被

造

物
で

あ
る

世
界
」

と
の

区
別
が

見
失
わ
れ
る

。

そ

こ

で、

唯
一

神
論
の

キ

リ

ス

ト

教
世
界
で

は、

汎

神
論
は

否
定
さ

れ

て

き

た
。

し
か

し、

キ
リ

ス

ト

者
遠
藤
が

語
る

「

日

本
的
汎
神
性
」

と

は
、

汎
神
性
を
母
体
と

し
た

日

本
的
感
性
の

こ

と

で

あ
り、

】

般

的
な

用
語
と

は

異
な
る

。

そ
れ
は

、

自
然

描
写
等
に

お

い

て

神
の

存

在
を

感
じ
る

こ

と

で

あ
り、

例
え
ば

雪
を

美
し
い

と

感
じ
る

こ

と

が

同
時
に、

「

聖
い
」

「

清
い
」

と

感
じ

る

こ

と

で
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