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久
米

邦
武
の

キ
リ
ス

ト

教
観

　
　
『

米
欧
回
覧
実
記
』

を

中
心
に

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
西
田
み

ど
り

　

岩
倉
使
節
団
の
一

員
と

し
て

米
欧
を
視
察
し
た

久
米
邦
武
に

は

「

宗
教

取
調
べ

掛
り

」

と
い

う
任
務
が

あ
っ

た
。

西
欧
社
会
の

ベ

ー

ス

に

キ

リ

ス

ト

教
が

あ
り
そ
れ

が

重

要
な
役
割
を

果
た

し

て

い

る

と
い

う
認
識
が

あ
っ

た
た
め
、

西
欧
を
モ

デ

ル

と
し

て

発
展
し

よ

う
と
し

て

い

た
日

本
は

そ

の

点
を
重

視
し

、

久
米
と

文
部
理

事
官
の

田

中
不
二

麿
に

キ

リ

ス

ト

教
の

観

察
を

命
じ

た
の

で

あ
る

。

明
治
初
期
の

イ
ン

テ

リ

た
ち
の

宗

教
に

対
す
る

見

方
は

「

宗
教
は

淫
祠
で

あ
る
」

（

「

神

道
の

話
」

）

だ
。

宗
教
全

体
が
淫

祠

臭
い

も
の

と

さ
れ
馬
鹿

馬
鹿
し

い

も
の

だ
と

考
え
ら
れ
て

い

た
。

久
米

も
そ
の

任
務
を
課
さ
れ
た
こ

と
に

つ

い

て、

後
年
「

ど

う
も
宗
教
は

実
に

迷
惑
な

事
と

思
ふ

た

け
れ
ど

も
仕
方
無
い
」

（
同
）

と

述
懐
し
て

い

る
。

そ
ん

な
風
潮
の

中
で
、

皇
漢
学

者
で

あ
る
久
米
を
任
命
し
た

岩
倉
は

慧
眼

と
い

っ

て

い

い
。

久
米
も
そ
の

任
務
を
果
た

す
こ

と

を

通
し
て

キ

リ

ス

ト

教
と

社

会
の

関
係
を

見
出
し
て

い

く
。

本
稿
で

は
、

『

特

命
全
権
大

使
米

欧

回
覧
実
記
』

の

ア

メ

リ
カ

編
と

イ
ギ

リ
ス

編
を

中
心
に

久
米
の

キ

リ
ス

ト

教
観
を
追
究
し

て

い

く。

　
ア

メ

リ

カ

編
で

久

米
の

キ

リ
ス

ト

教
観
が

如
実
に

表
現
さ
れ
て

い

る

の

は
「

第
十
九

巻
　
新
約
克
府
ノ

記
」

で

あ
る

。

［

八

七
二

年
六
月
二

六
日、

岩
倉
一

行
は
「

ア

ス

ト
ル

書
庫
」

「

バ

イ
ブ

ル

会
社
」

「

少

年
教

会
堂
」

を

視
察
す
る

。

そ
の

視

察
記

録
の

あ
と

、

久
米
は

キ
リ

ス

ト

教
に

対
し
て

、

→

見
矛
盾
し
て

い

る

と
も

見
え
る

意

見
を
展

開
し
て

い

る
。

ま

ず
、

ア

メ

リ
カ

で

の

聖
書
の

浸
透
ぶ

り
と

信
仰
心
の

篤
さ
を、

王
公

貴
人
か
ら

奴
隷

頑
童

ま
で

聖
書
に
説
か
れ
て

い

る

内
容
を
理

解
し
て

い

る

こ

と

や
、

毎
週

の

礼
拝
日

に

は

貴
賤
を
問
わ

ず
必
ず
教
会
に
お
参
り
す
る

な
ど
、

豊
富
な

具
体
例
で

述
べ
、

キ

リ

ス

ト
教
の

効
用
を
以
下
の

四

項
目
に

ま
と

め

て

い

る
。

 
「

バ

イ
ブ

ル
」

は

人
民
品
行
の

基、

 
神
を
敬
う
心
は

人
間
の

努

力
の

根
幹
を

な
す
も
の

、

 
治
安
も
保
障

す
る、

 
国
家
の

富
国
強
兵
の

元
も
神
を
敬
う
心
か

ら

来
る

。

そ
し

て

東
洋
に

は

「

バ

イ
ブ

ル
」

に

匹
敵

す
る

も
の

は

な
い

と
し
て

い

る
。

し

か

し
そ
の
一

方
で
、

バ

イ

ブ

ル

の

内

容
は

「

天
ヨ

リ

声
ヲ

発
シ
」

「

死
囚
ガ

復
活
ス

ル
」

と
ま
る

で

瘋
癲
の

譫

で

あ
る
、

さ

ら
に

欧
米
の

到
る

所
に

「

死
囚
十
字
架
ヨ

リ
下

ル

ヲ

図

絵
」

が

掲
げ
ら

れ
、

ま
る

で

墓

場
を

歩
い

て

い

る

よ

う
だ
と

言
う

。

つ

ま

り
キ

リ

ス

ト

教
の

役
割
を
認
め
つ

つ

も
形
状
は

ひ

ど

く
奇
怪
だ
と

、

公
の

記
録

に

し

て

は

や

や

過
激
な
表

現
で

記
述
し
て

い

る

の

だ
。

だ
か
ら
と
い

っ

て

否

定
し
て

い

る

の

で

は
な
く

、

優
れ
た
バ

ラ

ン

ス

感
覚
で

こ

う

結
論

付
け

て

い

る
。

す
な
わ
ち
「

実

行
の

如

何
を

顧
る

の

み
」

。

外
見
は

奇
怪
で

教

義
が
奇

妙
で

あ
っ

て

も、

そ
れ
を
信
仰
し
て

い

る

人
の

品
行
が
正
し

け
れ

ば

よ

い

と
い

う
こ

と

で

あ
る

。

　
こ

の

久
米
の
一

見
ド
ラ

イ

と

も
言
え
る

キ
リ

ス

ト
教

観
は

、

も
と

も
と

宗
教
の

起
源
は

同
じ

で

そ
れ

が

伝
播
す
る

過

程
で

民
族、

気
候
等
の

影
響

で

変
化
し
て

い

っ

た

と
い

う
久
米
の

宗
教
観
に

立
脚
し
て

い

る
。

そ
れ
に

言
及
し
て

い

る

の

が

イ
ギ

リ
ス

編
で

あ
る

〔
「

其
源
ヲ

同
ク
シ

テ
、

其
流

ヲ

異
ニ

セ

ル

ニ

似
タ

リ
」）

。

　
さ

て
、

久
米
の

キ

リ
ス

ト

教
観
を

考
え
る

う
え
で

も
う
ひ

と
つ

注
目
し

て

お

か

な

く
て

は

な
ら
な
い

点
が

あ
る

。

そ
れ
は

宗
教
を

淫
祠
と

し

馬
鹿

馬
鹿
し

い

も
の

と

み

て

い

な
が
ら

、

久

米
の

視
察
記
録
に

は

人
道
的
視
点

が
し
ば
し
ば
出
て

く
る

こ

と

で

あ
る

。

西
欧
的
な
考
え
方
で

い

え
ば
、

無

宗
教
の

人

間
は

荒
野
の

獣
の

よ

う
な
も
の

で

信
頼
で

き
な
い

と
さ

れ

て

い

る
。

そ
し
て

久

米
に

限
ら
ず、

使

節
団
の

面
々

は

自
分
た
ち
が

無
宗
教
で
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あ
る

こ

と

を
自
覚
し
て

い

た
。

に

も
か

か

わ

ら

ず、

久
米
の

も
の

の

見
方

は

あ
る

意
味、

先
進
的
な
人
道
主

義
を

感
じ
さ
せ

る
。

無
宗
教
な
の

に

人

道
的
　
　
そ
の

根
底
に

あ
る
も
の

は

何
か

。

　

そ
れ
は
習
慣

化
さ
れ
た

祈
り
で

あ
る

。

朝
は

河
流
井
水
に

拝

礼
し

、

日

の

出
を
拝
し

、

上
下
四

方
を

拝
す
な
ど

柏
手
の

聞
こ

え
な
い

里
は

な
い

。

「

是
神
代
よ

り
の

景
象
な
り

」

（
「

神
道
は

祭
天
の

古
俗
」

）

、

命
じ

ら
れ
た

わ
け
で

も
な
い

の

に

毎
日

毎
年
祈
り
続
け
る

行
為
は
「

思
へ

ば

涙
の

出
る

程
な

り
」

（

同）

と

久
米
は

言

う
。

宗
教
の

根

幹
に

あ
る
の

は

祈
り
だ

。

そ

れ
を

特
に

意
識
す
る

こ

と
な

く

習
慣
化
し
て

い

た

久
米
は
、

キ

リ

ス

ト

教
の

外
見
や
教
義
を

飛
び
越
え
て

そ
の

本
質
を

捉
え
た

。

そ
れ

が
品
行
を

重
視

す
る

と
い

う
見
方
で

あ

り、

久
米
の

キ
リ

ス

ト

教
観
は

そ
の

点
に

集

約
さ

れ
て

い

る
。

帝
国
日
本
に

お

け
る

筧
克
彦
の

神
道
思
想
と
そ
の

影
響
に

つ

い

て

　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　

西
田
　
彰
一

　

筧
克

彦

2

八

七

ニ

ー
一

九
六

こ

は

東
京
帝
国
大
学
法
学
部
教
授
で

あ
り
な
が
ら

、

神
道
を
宗
教
と
し、

神
道
だ

け
で

な

く
仏
教
や
キ
リ
ス

ト

教
も
含
め

て
、

す
べ

て

の

信
仰
は

天
皇
へ

の

崇
拝
に

む
す
び
つ

く
も
の

で

あ
る

と

説
き、

「

古
神
道
」

や
「

神
な
が
ら

の

道
」

を
主

張
し
た

人
物
で

あ
る

。

ま
た

、

大
正
天
皇
の

皇

后
で

あ
る

貞
明
皇

后
の

信

頼
が

厚
く、

皇

室
に

影
響
を

与
え
た

人
物
と
し
て

も
知
ら
れ
て

い

る
。

　
こ

れ

ま
で

筧
克
彦
は

、

神
社
政

策
や
皇
室
と
の

か
か
わ

り
、

ま
た
は

そ

の

独
自
の

思
想
体
系
を

中
心
に

研
究
さ
れ
て

き
た

。

そ
れ

に

対
し

て

筆
者

は
、

植
民
地
を

含
め

た
、

帝
国
と

し

て

の

日

本
に

お

け
る

筧
克
彦
の

神
道

思
想
の

展
開
と
、

そ
の

か

か

わ

り
に

つ

い

て

考
察
を

深
め

た
い

。

そ
し

て

筧
の

思
想
を

取
り
上
げ
る

こ

と

に

よ

っ

て
、

戦
前
は
形
式

的
に

は

非
宗
教

と

し
て

扱
わ

れ
て

い

た

神
道
を

、

積
極
的
に

「

宗
教
的
信

仰
」

と

し
て
、

そ
の

政
治
論
に
結
び
つ

け
て

説
く

論
理
と

は
何
で

あ
る

の

か、

ま

た、

そ

れ
が
帝
国
と

し
て

の

日

本
及
び
そ
の

勢
力
下
に

お
い

て
、

人
々

に

ど
の

よ

う
な

影
響
を

与
え
た
の

か

を

解
明
し

た
い

。

　
ま

ず
は、

筧
克

彦
の

思
想
が

日

本
の

内
地
だ

け
で

な
く、

植
民
地
な
ど

に

ど
の

よ

う
に

影

響
し
た

か
に

つ

い

て
、

四

つ

の

事
例
を

中
心
に

述
べ

た

い
。

 
山

崎
延
吉
や

加
藤
完
治
の

よ

う
に

、

農
本
主

義
者
と

し
て

植

民
地

に

多
大
な

影
響
を

与
え
た

人
々

の

思
想
の

理

論
に

は
、

筧
の

古

神
道

論
が

用
い

ら
れ
て

い

る
。

 
朝
鮮
半
島
に
お

い

て
、

神
道
を
利
用
し
た
文

化
政

治
を

推

進
し
た

守

屋
栄

夫
と

筧
に

は
、

子
息
の

筧
泰
彦
の

証
言

な
ど

か

ら
、

密
接
な

交
流

関
係
が
あ
っ

た

こ

と

が

う
か

が

わ

れ
る

。

 
満
州

帝
国

の

皇
帝
溥

儀
は
、

「

神
な
が

ら
の

道
」

に

近
い

構
想
か
ら
、

満
州
帝
国
の

国
家
祭
祀
を

作
り
出
そ
う
と

し
て

い

た
。

 
崔
南
善
な
ど

の

よ

う
な

植
民

地
朝
鮮
の

知
識
人
の

な
か
に
は

、

筧
の

古
神
道
的
な
論
理
を
と
ら

え

返
す

こ

と
で
、

独
自
の

神
道
論
を
出
し
て

い

る

も
の

も
い

る
。

　
こ

の

よ

う
に、

筧
の

思
想
は
日

本
だ
け
で

な
く、

植

民
地
に

ま
で

大
き

な
影
響
を

与
え
て

い

る

こ

と

が
見
て

取
れ
る

が、

そ
れ
で

は

筧
は

自
ら
の

思
想
の

広
が
り
を、

専
門
で

あ
る

法
学
に

お
い

て

ど

の

よ

う
に

と
ら

え
た

の

で

あ
ろ

う
か

。

そ
れ
を

解
く
た
め

に
、

筧
が
著
述
し

た

憲
法
論
で

あ
る

『

大
日

本
帝
国
憲
法
の

根
本
義
』

（

一

九一
二

六

年
）

の

内
容
を

参
照
し
た
い

。

本
書
に

お
い

て

筧
は

「

立

国
の

大
法
」

と
い

う
存
在
を

掲
げ
て

い

る
。

こ

の

「

立
国
の

大

法
」

と
は

、

憲
法
だ
け
で

な

く、

法
律
や

習
慣、

さ
ら
に

は
哲
学
や
道
徳

、

信
仰
ま
で

も
包

括
す
る

生

活
全

体
を
と

り
ま
く
法
で

あ

る
。

「

立
国
の

大
法
」

は

時
代
ご

と

に

そ
の

表
れ

は

変
化
す
る

も
の

の
、
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