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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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も
あ
り、

そ

の

感
情
は

罪
の

浄

化
に

つ

な

が

る
。

こ

れ
を

神
の

恩

寵
と

見

る

こ

と
が

遠
藤
の

「

汎

神
論
」

の

性
質
で

あ
る
と
私
は

解
釈
し
て

い

る
。

遠
藤
の

語
る

「

汎
神
性
」

の

性
格
は、

受
動
的

、

個
即
全

、

非
対
立
と
要

約
さ

れ
る

。

遠
藤
は

フ

ラ

ン

ス

留
学
中
す

で

に
、

自
身
が
表

現
す
る

「

日

本
的
汎

神
性
」

を、

「

吸

収
へ

の

あ
こ

が

れ
」 、

「

甘
っ

た

れ

精
神
」 、

「

東

洋
的
諦
念
」

と

批
判
的
に

分

析
し
て

い

る
。

そ

れ
で

も、

「

い

か

な

る

西

欧
の

思
潮
と

い

え
ど
も

僕
等
の

文
学
に

移
入
さ
れ
る

時
に

は、

ま

ず
形
而

下
的
に

は

日
本
の

社
会

的
地

盤
に

よ

っ

て

屈

折
さ

れ
、

更
に

形
而
上
的
に

は
日

本
の

汎
神
的
地
盤
に

よ
っ

て

溶
解
さ
れ
て

し
ま

う
」

こ

と

は

免
れ
得

な

い

と

断

言
し

て

い

る。

　

こ

う
し
た

第
一

段
階
の

キ

リ

ス

ト

教
の

実
生

化
に

お

け
る
準

備
段
階
を

経
て

、

一

九
六
六

年
に

『

沈
黙
（
日

向
の

匂
い
〉
』

が

発
表
さ

れ

た
。

こ

の

作
品
に

お

い

て、

「

日

本
的
汎

神
性
」

は
、

溶
解
力
を

持
つ

魔
力
と

し

て、

「

毒
草
」

「

蜘
蛛
の

巣
」

「

泥
沼
」

と
い

っ

た
メ

タ
フ

ァ

ー
で

表

現
さ

れ、

「

日

本
泥
沼
論
」

と

し
て

提
示
さ

れ

る
。

『

沈
黙
』

に

登

場
す
る
四
人

の

主
人

公
は

日
本

的
汎

神
性
に

取
り
込
ま
れ

た

棄
教
者、

西
洋
キ
リ
ス

ト

教
の

視
点
か

ら

見

れ
ば、

弱
者、

裏
切

り

者
、

背
教
者
で

あ
る

。

し
か

し
、

遠
藤
は

、

そ

の

よ
う
な

弱
者
す
べ

て

を
も

包
み
、

愛
し
て

や

ま

な
い

神
の

語
り
を

、

自
然
描
写
に

お

い

て

描
い

た
。

そ
し
て

、

終
に

「

日
本
的

汎

神
性
」

と

い

う、

日

本
の

精
神
的
土

壌
に

お

い

て

育
ま

れ
た

精
神
構
造

を
も

抱
擁
す
る

「

母
な

る
も
の
」

と

し

て
、

積
極
的
な

神
の

イ
メ

ー

ジ
を

提

起
し
た

の

で

あ
る

。

　

遠
藤
の

「

母
な
る

も

の
」

の

思
想
は

文

化
的

、

時
代
的

、

ま

た

個
人
的

な

体
験
と

い

う
コ

ン

テ

キ

ス

ト

に

お

い

て

構
成
さ

れ
た
も
の

で

あ
る

。

し

か

し
そ

こ

か

ら

展
開
さ

れ

る、

「

日

本
的
汎

神
世
界
」

に

遠
藤
が

見
出
し

た

無
限
な
愛
と

そ
の

大
い

な

る

働
き

に

抱
擁
さ

れ

た
い

と
い

う
感
覚
は

、

遠
藤
の

「

直

接
経
験
」

で

あ
っ

た
。

遠
藤
が

語
る

「

母

な
る

も

の
」

と

は
、

自
ら
の

弱
さ

〔

罪
深
さ
）

を

謙
虚
に

自
覚
す
る
者
に

向
け
ら
れ
る

赦

し

の

眼
差
し
、

つ

ま

り

個
人
の

神
秘
的
経
験
か

ら

導
き
臨
さ

れ
た

宗
教
言

語
で

あ
る

。

「

母
な

る
も
の
」

と

は
聖
な

る

も
の

の

体

験
が

言
語

化
さ

れ

た

ヌ

ミ

ノ

ー

ぜ

で

あ
る

。

こ

の

魂
の

領
域
に

お

い

て

は
、

い

か

な

る
ジ
ェ

ン

ダ
ー

論
も
介
入
し
て

い

な
い

。

　

日

本
人
キ

リ
ス

ト
者
に

与
え

ら
れ
た

十

字
架
と

し
て

の

「

日
本
的
汎
神

性
」

と、

そ

こ

に

存
在
す

る

「

東

洋
的
諦

念
」

お

よ

び

「

虚
無
的
な

感

覚
」

の

「

怖
ろ

し

さ
」

は
、

愛
が
徹
頭
徹
尾、

復
讐
で

は

な

く
許
し

で

あ

る
と

い

う
思
想
に

よ
っ

て
、

ま

た

絶
対
的
な
愛
と

許
し
、

抱
擁
の

原
理

と

和
合
の

思
想
か

ら

導
き
だ
さ
れ
る

「

母
な

る
も
の
」

に

よ

っ

て

救
済
さ

れ

る
。

愛
の

原

型
と

普
遍
的
な

真
理

・

救
済
は、

人
類
に

共
通
で

あ
る

と

考

え

る

立

場
か

ら

す
れ
ば、

遠

藤
が
口

本
的
宗
教
多
元

性
文
化
に

お

い

て

見

出
し

た

「

母
な

る

も
の
」

の

思
想
は
、

地
域
・

文
化
・

民
族
・

時
代
を

超

え

た

キ
リ
ス

ト

教
の

本
質
的

信
仰
を
表
現
す
る
も

の

と

し

て
、

ま

た

人

類

志

向
に

い

た
る

道
と

し

て
、

大
い

に

評
価
さ

れ
う

る

も

の

と

な

る
。

神
谷
美
恵
子

の

宗
教
思

想

　
　

1
『

生
き

が

い

に

つ

い

て
』

の

射
程

−
釘

　
宮
　
明

美

　
『

生
き
が

い

に

つ

い

て
』

の

著

者
で

あ
り、

精
神
科
医
と

し

て
ハ

ン

セ

ン

病
医
療
に

携
わ
っ

た

神
谷
美
恵
子

（

一

九
一

四

ー
一

九
七
九
年）

は、
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