
〈
研

究

論
文

２

〉

内
村
鑑
三
と
ル
タ
ー

は

じ

め

に

内

村

鑑

三

（
１
８
６
１
-１
９
２
９
)

と

ル

タ

ー
　
（
Ｍ
ａ
ｒ
ｔ
ｉｎ
　
Ｌ
ｕ
ｔ
ｈ
ｅ
ｒ
,　
１
４
８
３

-
１
５
４
６
)
を
比

較
す

る

際

の

観

点

を

明

ら

か

に
し

て

お

き

た

い

。

内

村

自

身

が

、
（
二
度

目

の
)

回

心

し

た

頃

か

ら

ル

タ

ー

に
強

い

関

心

を

も

ち

影

響

を

受

け

て

い

た

こ

と

を

示

す

文

章

が

あ

る
。

ま

た

、

後

年

に

は

、
「

ル

ー

テ

ル

傳

講

話

」
〔
一
九

一
〇

（
明
治
四

三
)

年
〕

や

「

ル

ー

テ

ル

の

遺

せ

し

害

毒

」

〔
一
九

一
七

（
大
正

六
）
年
〕
な

ど

、

ま

と

ま

っ

た

文

章

も

残

し

て

い

る

が

、

本

稿

で

は
、

内

村

と

ル

タ
ー

と

の
接

点

を

信

仰

義

認

に

し

ぼ
り

、

そ

の

回

心

の

経

緯

を

「
良

心

の
危

機
」

と

い

う
観

点

か
ら

比

較
す

る

。

そ

れ

を
基

に
両

者

の

信

仰

義

認

論
比

較

・
解

釈

し
、

最

後

に
、

そ

こ

か

ら

明

ら

か

に
な

る
内

村

の

信

仰

態

度

の
特

徴

を

提

示

し

た

い
。

川
　

端
　

仲
　

典

一
　

信

仰

義

認

に
至

る
ま

で

内

村
の
代
表
的
な
著
作

で
あ
る
『
余
は
如
何
に
し
て
基
督
信
徒
と
な
り
し

乎
』
（
以
後
、
『
余
は
如
何
に
し
て
』
と
略
記
す
る
)
を
、
ル

タ
ー
と

の
関

係
に
着

目
し
つ
つ
読
み
直
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
以
下
の
よ
う
に
も
読
む

こ
と
が
で
き

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

内

村
は
札

幌
農
学
校
で

の
入
信
後
、
七
年
を
経
た
二
四
歳
の
と
き

に
、
真

の
信

仰
を
求
め
て
渡
米
し

た
。

ア
マ
ス
ト
大
学
（
二
度
目
の
回
心
の
場
所
)

に
入

る
ま
で

の
約
六
ヵ
月

の
間

は
、
精
神
薄
弱
児
養
護
院
の
看
護
人
と
し
て

働
く

の
だ
が

、
そ
の
と
き

の
様
子
が
、
『
余
は
如

何
に
し
て
』
だ
け
で
な
く
、

「
流
竄
録
」

に
、

さ
ら

に
詳
細

に
記

さ
れ
て

い
る
。

そ
れ
が
単
な
る

ア
メ
リ

カ
体
験
記
で

は
な

い
こ
と

は
、
「
余
が
病

院
勤
務

に
入

っ
た
の

は
マ
ル
テ
ィ

ン
ー
ル
ー
テ
ル
を
エ
ル
フ
ル
ト
僧
院
に
逐
い
や
っ
た
と
や
や
同
じ
目
的
を
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も
っ
て
で
あ

っ
た
」
と
、
言

う
こ
と

か
ら
も

明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
で

は
、
こ

の
「
や
や
同
じ
目
的
」

と
は
何
で

あ
ろ
う
か
。

周

知
の
よ
う
に
、

ル
タ
ー
は
一
五
〇
五

年
七
月
一
七

日
、

エ
ル
フ
ル
ト
の

ア
ウ
グ
ス
テ

ィ
ヌ
ス
派
修
道

院
に
入

っ
た
。

そ
の
動

機
を
松
田
智

雄
は
簡
潔

に
次
の
よ
う
に
紹
介
す

る
。
「
神

は
神

聖
で
あ
り

、
完

全

に
正

義
で
あ

る
と

い
う
。
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば

、
そ
の
神

は
、
『
わ
が
命
ず

る
と
こ
ろ

を
行

な
え
』

と
人
間

に
要

求
し
、
行

な
え
な
け
れ
ば
こ
れ
を
審
判

し
罰

す
る
神
で

あ
る
。
彼
（
ル

タ
ー
）

は
こ
の
脅
か
す
神
へ
の
恐
怖
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
、

修
道

生
活

に

は
げ
ん
で

完

全

に
な

ろ

う
と

し
、

ま

た
罰

を

免

れ
よ

う

と

し
た
」
〔
（
　
）
内
、
筆
者
〕。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
結
果

と
し
て

、
「
狂
気
・

妄
想
・
精
神
錯
乱
」

を
も
た
ら

し
た
。
金
子

晴
勇

は
そ
れ
を
、
「
こ
の

よ
う

な
内
心
の
危
機
は
良
心
の
危
機
に
ほ
か
な
ら
な

か
っ
た
」
と
す
る
。

内
村
も
同
様
の
動

機
と
そ
の
結
果
を

『
余

は
如
何
に
し
て
』
に
記
し
て

い

る
。
「
病
院
勤
務
」
の
動
機
と
し
て

「
『
来
る

べ
き
怒
り
』
か
ら
の
唯
一
の
避

難
所
と
考
え
」
て
い
た
と
記
し
て

い
る
が
、
そ

の
結
末
を
次
の
よ
う

に
言
う
。

「
慈
善
の
要
求
す
る
も
の
は
完
全

な
自
己
犠
牲

と
全
部
的

の
自
己
没

却
で
あ

る
が
、
余
が
そ
の
要
求

に
自
分
自
身
を

合
致

さ
せ
よ

う
と
努
力
す

る
な
か
に
、

余
の
生
来
の
利
己
心
は
そ
の
あ
ら
ゆ

る
怖
し

い
極
悪
の
姿
を
も

っ
て
余

に
現

さ
れ
た
」
の
で
あ
る
。
結
果
と
し
て

「
病

院
勤
務
」

は
「
避
難
所
」
と

は
な

ら
ず
、

か
え

っ
て

「
…
…
余
自
身
の
中

に
認

め
ら
れ

た
暗
黒

に
圧
倒

さ
れ
て

、

余
は
意
気
消
沈
し
、
言
う
べ
か
ら
ざ
る
苦
悩
に
悶
え
た
」
こ
と
―
「
良
心

の
危
機
」
―
を
告
白
し
て
い
る
。

こ
の
よ

う
に
見
る
と
、

ル
タ
ー
に
と

っ
て

の
「
修

道
院
」

と
、

内
村

に

と

っ
て

の
「
養
護
院
」
が
並
行
し
た
意
義
を
も
っ
て

い
る
こ
と
が
明
ら
か
と

な
る
。
つ
ま
り
、
両
者
と
も
、
神
の
意
に
「
自
分
自
身
を
合
致
さ
せ
よ
う
と

努
力
」
し
て
も
、

当
初
の
「
目
的
」
と

は
反
対

に
、
神

の
前

に
立
つ

「
良

心
」
と
人
間

の
「
根
源
的
罪
性
」

に
拘
束
さ
れ
た
「
行
為
」
と
が
乖
離
す
る

こ
と
を
痛

感
す
る
場
所

が
「
修
道
院
」
で

あ
り
「
養

護
院
」
で

あ

っ
た
。

「
他
人
に
も

知
ら
れ

な
い
よ

う
な
罪
の
攻
撃
を
彼
が
ひ
そ

か
に
感
じ
た
の
は
、

そ
の
良
心
が
荘
厳
な
る
神

の
前

に
立
ち
、
神
の
光
に
照
明
さ
れ
て
、
徹
底
的

に
自
己

の
罪
性

を
認
識
さ
せ
ら
れ
」
る

か
ら
で
あ
る
が
、
こ

の
と
き
、
内
村

は
「
疑
惑
」

が
生
じ
た
と
い
い
、

ル
タ
ー
は
「
『
神
の
義
』

に
対
す
る
嫌
悪

」

が
生
じ

た
、
と

い
う
。

さ
て

、
最
初
に
引
用

し
た
内
村

の
文
章
「
ル
ー
テ
ル
を

エ
ル
フ
ル
ト
僧
院

に
逐
い
や

っ
た
と
や
や
同
じ
目

的
」
（
傍
線
、
筆
者
）
と
い
う
箇
所

を
注
意
深

く

読
む

と
、

内

村

は
"
ｄｒｏ
ｖ
ｅ
”

と
い

う

他
動
詞

を

使

っ
て

お
り
、
し

た

が

っ
て
、
穿

っ
た
解
釈
を
す
れ
ば
、
ル
タ
ー
と
内
村
が
主
体
と
し
て
も

っ
て

い
た
直
接
的
動
機
と
は
異
な
り
、
あ
る
「
強
制
」
の
意
味
が
加
わ
る
。

「
罰
を
免
れ
よ
う
」
と
い
う
直
接
的
・
利
己
的
な
「
や
や
同
じ
目
的
」
に

よ

っ
て

、
二
人

は
結
果
的

に
「
良
心
の
危
機
」
に
陥

っ
た
の
だ

が
、
こ

の

「
や
や
同
じ
目
的
」
が
、
「
予
期
し
た
の
と
は
反
対
の
方
法
」
に
し
た
が
い
、

そ
の
は
じ

め
か
ら
よ
り
高
次
の
「
目
的
」

を
孕
ん
で
い
た
こ
と
を
知
る
と
き
、

自

ら
を

超
え

た
力

が
自

ら
に
働

い
て

い

る
と

い
う

ニ

ュ
ア

ン

ス
を

も
つ

”ｄｒ
ｏ
ｖ
ｅ
”
と
い
う
表
現
が
有
効
と
な
ろ
う
。

内村鑑三 とルター61



で
は
、
「
良
心
の
危
機
」
と

は
、

ル

タ
ー
と
内
村

に
と

っ
て
何

だ

っ
た

の

だ
ろ
う

か
。
「
良
心
の
危
機
」

は
、

そ
れ

へ
と
至

る
二
人
の
経
緯
を

見
れ
ば

わ
か
る
よ

う
に
、
自
力
救
済
（
神
の
意

に
「
自
分
自
身

を
合
致

さ
せ
よ

う
」

と
す
る
律
法
主
義
）
の
全
き
不
可
能
性

に
直
面
し

た
と
き

に
生
じ
て

い
る
。

『
余
は
如
何

に
し
て
』
執
筆
時
の
内

村

は
、
当

時
を
振

り
返

っ
て
次

の
よ
う

に
い
う
。
「
長
く
求

め
ら
れ
た
平
和

と
、
そ
れ

か
ら
結
果

す
る
す

べ
て
の
福

な
果

実

と

は
そ
の

中
か

ら
（
「
良

心
の

危
機
」

の
中

か

ら
）

生
じ

た

の
で

あ
る
」
〔
（
　
）
筆
者
〕。

こ
の
よ

う

に
言

う
内

村

に
は
、
こ

の
「
良

心

の
危

機
」

は
、

か
え

っ
て
、
二
人

が
意
図

せ
ざ

る
次

の
段

階

へ
の
不
可

欠

の
ス

テ

ッ
プ
、
必

要
条

件

で

あ

っ
た

と

い

う
認

識

が

あ

る
。

し

た

が

っ
て
、

"ｄｒｏ
ｖ
ｅ
"
の
解
釈
と
し
て
、
一
義

的
に
は
ル
タ
ー
と
内
村
の
側
に
主
体
性

を

み

る
こ
と
が
で
き
る
が
、
振
り
返

っ
て
見
た
と
き
、
二
人
の
意
思
に
反

し
た
、

あ

る
い
は
、
そ
れ
を
超
え
た
「
力
」

を
示

唆
す
る
も
の
と
し
て
解
釈
す

る
こ

と
が

で
き
る
だ
ろ
う
。

二
　

信

仰

義

認

信

仰
義
認
す
な
わ
ち
贖
罪

信
仰
と
は
、
定
式
化
し
て
い
う
と
、
万

民
の
罪

を
背
負
っ
た
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
が
十
字
架
に
か
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
人

類

の
罪

が
贖
わ
れ
た
、
と
い
う
信
仰
で

あ
り
、
一
種
の
神
秘
主
義
の
様
相
を

呈
す

る
と
い
う
こ
と
が
で
き

る
だ
ろ

う
。
し
た
が
っ
て

、
合
理
的
に
説
明

・

受
容
で

き
る
も
の
で

は
な
く
、
上

に
詳
述
し

た
よ
う
に
、
内

村
鑑
三

に
と
っ

て
も

ル

タ
ー
に
と
っ
て
も
、
回

心
す

る
ま
で

の
間
、
「
キ
リ
ス
ト
」
は

「
躓

き
」

と
な
っ
て

い
た
。

金
子

晴
勇

に
よ

る
と
、

ル
タ
ー
は
「
良
心
の
危
機
」
の
な
か
で
、
ヴ
ィ
ッ

テ
ン
ベ
ル
ク
大
学
神
学
部
長
の

シ
ュ
タ
ウ

ピ
ツ
か
ら
次
の
よ
う
な
指
導
を
受

け

た
こ

と
が
回
心
の
契
機

と
な

っ
た
と

い
う
。

シ
ュ

タ
ウ

ピ
ツ

は
「
「
真

の

悔

い
改

め
は
神

に
対
す
る
愛

に
は
じ
ま
る
」
と
述
べ
て
、
悔
い
改
め
か
ら
出

発
し
て

い
っ
て
神
の
愛

に
昇
り
つ
め
る
オ

ッ
カ
ム
主
義
の
精
進
の
道
を
逆
転

さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
こ
と
を
ル

タ
ー
に
示
唆
し
た
、
と
。
金
子

は
、

こ

の
延
長
線
上

に
「
行
為
義
認
」
か
ら
「
信
仰
義
認
」
へ
の
転
換
が
あ
っ
た

と

す
る
。

つ
ま

り
、
「
宗

教

の
本
質

は
道

徳
か
ら

は
認
識
で

き

な
い

の
で

あ

っ
て
、
聖
な
る
存
在
か
ら
の
生
命
に
よ

り
生

か
さ
れ
る
経
験
の
な
か
に
の

み
宗
教
の
本
質

が
あ
る
」

の
で

あ
り
、
こ

の
認
識
の
転
回
か
ら
「
行
為

に
よ

る
「
能
動
主
義
」

か
ら
信
仰

に
よ

る
「
受

動
主
義
」
」
へ
の
信
仰

の
転
回
が

も
た
ら
さ
れ
た
、
と
い
う
。
こ

の
転
回

に
と
も

な
い
、「
神

の
義
」

に
つ

い

て

の
認
識
も
、
「
「
神
の
義
」

と
い
う
の

は
、
神
が
そ
れ
に
よ

っ
て
罪
人
を
裁

く
審
判
の
正

義
で

は
な
く
、
キ
リ
ス
ト
の
福
音
の
ゆ
え
に
罪
人
を
義
人
と
み

な
す
、
し
た
が
っ
て
人
間

の
側
か
ら
は
信
仰

に
よ

っ
て
受
動
的

に
与
え
ら
れ

る
義
で

あ
る
」

と
い
う
よ

う
に
転
回
す

る
。

一
方
、
内
村
は
、
周

知
の
よ

う
に
、
ア

マ
ス
ト
大
学
の

シ
ー
リ

ー
校
長

か

ら
「
信
仰
義
認
」

を
教
え

ら
れ

る
こ
と

に
よ
り
回
心
を
し

た
。

…
…
、
即
ち
人
の
義
と
せ
ら
る
る
は
行
為
に
由
る
に
非
ず
、
信
仰
に

由
る
を
余
は
始

め
て

彼
よ
り

教
へ
ら
れ
た

の
で

あ
る
、
…
…
（
中
略
）

…
……

此
事
を
知

っ
て
余
の
重
荷
は
忽
ち
余
の
双
肩
よ
り
落
ち
た
の
で
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あ

る
、
神

の
前

に
自
ら
義
人
た
ら

ん
と
の
み
焦
り

し
余
は
是
に
於
て
眼

を
挙
げ
て
十

字
架
上
に
宝
血
を
流
し
給
ひ
し

キ
リ
ス
ト
を
仰
ぎ
依
て
以

て
義

と
せ

ら
れ
た
の
で

あ
る
、
即

ち
既

に
招
か
れ
た
る
余
は
今
や
義
と

せ

ら
れ
た
の
で

あ
る
、
…
…

内

村
が
ル

タ
ー
か
ら
学
ん
だ
こ
と
は
明

ら
か
で

あ
る
が
、
内
村
は
書
物
か

ら
学
ぶ
だ
け
で

は
な
く
、
両
者
の
回
心
へ
至

る
経
緯
を
比
較
し
て
わ

か
っ
た

よ
う
に
、
内
村
は
ル

タ
ー
と
ほ
ぼ
同
様
の
経
験
―

「
良
心
の
危
機
」
の
ピ

ー
タ
ー
を
経
て
、
「
十
字
架
上
の
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
」
に
出
会
っ
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
。

三
　

信

仰

義

認

論

こ

こ

で

、

内

村

と

ル

タ

ー

の
信

仰

義

認

＝

「

信

仰

の

み

」
（
ｓ
ｏ
ｌａ
　
ｆ
ｉ
ｄ
ｅ
）

を

比

較

す

る

（

な

お

、

ル

タ

ー

の

信

仰

義

認

は

ル

タ

ー

の

『

ロ
ー

マ
書

講

義

』

を

解

釈

す

る
こ

と

に

よ
り

瞥
見

す

る
）
。

内

村

が

信

仰

義

認

を

定

式

化

し

て

い

る

箇

所

と

し

て

「
「
神

の

義

」

は

…
…

人

の
義

で

は

な

い

、
人

が

自
力

を

以

て

達

成
せ

し

義

で

は

な

い

、

神

よ

り
信

ず

る
者

の
上

に

賜

は

る

所

の
義

で

あ

る
。

神

は

此

義

を

キ
リ

ス
ト

を

信

ず

る
者

の
上

に

賜

ふ

て

彼

を

義

と
し

給

う

の
で

あ

る
」

を

挙

げ

る

こ

と

が

で

き

る
だ

ろ
う

。

で

は

、

ど

の

よ

う

に

「
彼

を

義

と

し

給

う

」

こ

と

が

で

き

る

の

か

、

と

い

う

疑

問

に

対

し

て

内

村

は

次

の

よ

う

に

こ

た

え

る
。
「
神

は

「

そ

の
生

み

給

へ

る

独
子

」

を

世

に

遣

は
し

（
「

降

世

」
）
、

彼

を

十

字

架

に

つ

け

（
「
受

難

」

＝
神

に

よ

る

自
己

否

定
）
、
彼

に

あ

り

て

人

類

の

凡

て

の

罪

を

永
へ
に
処
分
し
、
以
て
人
の
罪
の
赦
さ
る
る
道
を
開
き
、
我
等
彼
を
信
ず
る

者
は
彼
に
あ
り
て
罪
を
罰
せ
ら
れ
、
彼
に
あ
り
て
義
と
せ
ら
れ
」

る
、
と
。

こ
こ
で

鍵
と
な
る
の
が
「
彼
（
キ
リ
ス
ト
）
に
あ
り
て
」
と
い
う
こ
と
の
解

釈
で
あ
ろ
う
。

内
村
は
そ
の
解
釈
を
「

エ
ペ
ソ
書
」
で
試
み
る
。
そ
れ
を
簡
単
に
紹
介
す

る
と
次
の
よ
う

に
な
る
だ
ろ

う
。
「
キ
リ

ス
ト
に
在
り
て
」

は
ギ
リ

シ
ャ
語

で
は
「
エ
ン
・
ト
ウ
・
キ
リ
ス
ト
」
と
表
記
さ
れ
「
エ
ン
」
は
英
語
の
i
n

に
あ
た
る
こ
と
を

こ
と

わ
っ
た
う
え
で
、
「

エ
ン
」

に
よ

っ
て
「
神
と
人
と

の
和
合
」
を
意
味
す
る
と
解
釈
す

る
。
で

は
、
こ
の
「
和
合
」
と
は
ど
の
よ

う
な
事
態
で
あ
ろ

う
か
。
－

神
は
「
罪

に
沈

め
る
人
」
を
愛
す
る
こ
と
は

で
き
な

い
が
、
一
方
、
人
も
「
聖
き
神
」

に
近
づ
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
し

か
し
、
「

キ
リ

ス
ト
は
神
の
子
が
女
よ
り

生
ま
れ

た
者
で

あ

る
。
故

に
神
と

人
と

の
両

性
を
具
へ
た
る
者
で
あ
る
」

か
ら
、
神

は
キ
リ

ス
ト
を
愛
す
る
こ

と
が
で
き

、
ま
た
、
人
も

キ
リ
ス
ト
に
近

づ
く
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
て

「
キ
リ
ス
ト
を
愛
す
る
愛
に
於
て
一

致
し
て

神
と
人

と
の
一
致
和

合
が
完

全

に
成
立
し
た
」
と
、
内
村
は
考
え
る
。
そ
し
て

、
「
ま
こ
と

に
キ
リ
ス
ト
は

神
と
人
と
の
密
会
所
で

あ
る
」
と
も
言
う
。

一
方
、
ル

タ
ー
の
信
仰
義
認

は
、
「
神
は
義
そ
れ
自
体
」
で

あ
る
が
、
「
神

の
義
と
は
、
そ
れ
に
よ

っ
て
神
ご
自
身
が
み
ず
か
ら
に
お
い
て
義
で
あ
り
た

も
う
義
で
は
な
く
、
わ
れ
ら
が
神
ご
自
身
に
よ
っ
て
義
と
さ
れ
る
―
こ
の

こ
と
は
福
音
を
信
じ
る
信
仰
に
よ
っ
て
生
じ
る
―
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ

ね
ば
な
ら
な

い
」
。
人
間
の
側
で
は
、
「
謙
虚
と
信
仰
を
通
し
て

わ
れ
わ
れ
は
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ま

っ
た

く
無

と

な
り

、

す

べ

て

の

も

の

か

ら

空

し

く

さ

れ

、

わ

れ

ら

自

身

か

ら
逃

れ

出

る
」

こ

と

で

義

と

さ

れ

る

、

と

要

約

す

る

こ

と

が

で

き

る

だ

ろ

う

。

こ

の
信

仰

義

認

を
武

藤

一
雄

は

次

の

よ

う

に

解

釈

す

る

。
「
わ

れ

わ

れ

の

徳

と

義

と
が

全
く

空

し

い
も

の

で

あ

る

と

信

ず

る

と
き

に

」
「
わ

れ

わ

れ

は

、

わ
れ
わ
れ
の
外
（
ｅ
ｘ
ｔ
ｒ
ａ
　
ｎ
ｏ
ｓ
)
、
す
な
わ
ち
神
の
前
（
ｃ
ｏ
ｒ
a
m
　
Ｄ
ｅ
ｏ
)
に

お

い
て

、

本

来

あ

る

と

こ
ろ

の

も

の

に

、

わ
れ

わ
れ

自

身

に

お

い

て

、

内

面

的

（
ｉｎ
　
ｎ
ｏ
ｂ
ｉｓ

，　
ｉｎ
ｔｒ
ａ
　
ｎ
ｏ
ｓ
)

に

な

」

り

、

他

方

、
「
神

は

義

そ

れ

自

体

」

で

あ

る
が

「
御

自

身

の
外

に

（
ｅ
ｘ
ｔｒ
ａ
　ｓ
ｅ
)

す

な

わ

ち

、

わ

れ

わ

れ

の

う

ち

に
（
i
n
　
ｎ
ｏ
ｂ
ｉ
ｓ
)
出
て
ゆ
き
た
も
う
こ
と
を
欲
」
す
る
、
と
。

そ

し

て

、

内

村

が

問

題

視

し

た

「
キ

リ

ス

ト

に
在

り

て

」

も

、

こ

の
箇

所

か

ら

解

釈

で

き

る

だ

ろ

う

。

武

藤

は
、
「
…

…

神

御

自

身

が

み

ず

か

ら

の

外

に

、

い
わ

ば

自

己

否

定

的

に
出

で

た
も

う

場

所

、

そ

し

て

そ

こ

に

お

い
て

、

わ
れ

わ

れ

自

身

が

い

わ

ば

脱

自

的

に
わ

れ

わ

れ

の

外

に

出

る

こ

と

に
よ

っ
て

、

本

来

の

自

己

に

還

帰

す

る

場

所

が

、

神

が

「
キ

リ

ス

ト

に
お

い
て

あ

る
」

場

所

で

あ

り

、

ま

た

わ

れ

わ

れ

が

「

キ
リ

ス
ト

に

お

い

て

あ

る

」

場

所

」

で

あ

る

と

す

る

。

内

村

と

ル

タ

ー

と

の

「
良

心

の

危

機

」

の

ピ

ー

ク

は

、

こ

の

「
場

所

」

を

二
人

の

意

に

反

し

て

用

意

し

、

二
人

が

そ

こ

で

「
十

字

架

上

の

イ

ェ

ス

ー
キ

リ

ス

ト

」

に

出

会

っ
た

と

い
う

こ

と

が

で
き

る

だ

ろ

う

。

そ

れ

を
解

釈

の
前

提

と
す

る

と

、
「
わ

れ

わ

れ

自

身

が

い

わ

ば

脱

自

的

に

わ

れ

わ

れ

の

外

に

出

る

」

と

い

う

場

合

、

外

に

「
逐

い
や

ら

れ

る

」
"
ｄ
ｒ
ｉｖ
ｅ
"
と

い

う

べ
き

だ

ろ

う

。

そ

し

て

ま

さ

に

そ

こ

で

「
信

仰

に
よ

っ
て

、

あ

る

い

は

、

信
仰
に
よ
っ
て
の
み
（
ｓ
ｏ
ｌ
ａ
　
ｆ
ｉ
ｄ
ｅ
)
、
神
御
自
身
が
義
で
あ
り
た
も
う
の
み

な
ら
ず
、
神
の
義
に
よ

っ
て
、
わ
れ
わ
れ
自
身
が
義
と
さ
れ
る
」
こ
と
が
可

能
と
な
る
と
武
藤
は
解
釈
す
る
。

前
述
し
た
よ
う
に
、
信
仰
義
認
に
は
神
秘
主
義
的
様
相
を
払
拭
で
き

な
い

が
、
以

上
の
よ
う
に
両
者
の
信
仰
義
認

の
合
理
的
な
（
言
葉
に
よ
る
)
説
明

を
比
較
す
る
と
、
そ
の
言
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
は
ほ
ぼ
一
致
し
て

い
る
よ

う

に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
以

上
の
二
人

の
合
理
的
説
明
は
、
二
人
が
と
も

に
、
自
ら

の
「
良
心
の
危
機
」
を
信
仰
義
認
の
必
要

条
件
と
捉
え

、
そ
の
経

緯

の
反
省

的
理
解

を
贖
罪
の
構
造
的
理
解
と
し
て

把
握
し

た
も

の
で
あ

る
と

考
え

る
な
ら
ば

、
両
者

の
距

離
は
き
わ

め
て
近
接

し
た
も

の
と

な
っ
て
も
不

自
然
で

は
な
い
だ
ろ

う
。

四
　

む

す

び

に

か
え
て

―
内
村
鑑
三
の
仏
教
観
（
信
仰
態
度
を
中
心
に
)

さ
い
ご

に
、
内
村
自
身

の
言
及
は
比

較
的
少
な

い
が
、
日
本
で
キ
リ
ス
ト

教
を
布
教
す
る
上
で
看
過
す

る
こ
と
が
で
き
な

い
で
あ
ろ
う
仏
教
を
内
村
が

ど
の
よ
う
に
把
握
し
て

い
た
の
か
に
つ
い
て
、
瞥
見
す
る
。
信
仰
義
認
を
ベ

ー
ス
に
し
つ
つ
、

キ
リ

ス
ト
教
と
仏
教
に
お
け
る
信
仰
態
度
を
内
村
が
比
較

し
て
い
る
文
章
を
取
り
上
げ
た
い
。
内

村
は
「
…
…
仏
教

に
基
督
教
に
似
た

る
多
く
の
点
が
あ
る
。
浄
土
門
の
如
き
基
督
教
の
仏
教
化
し
た
る
者
で
あ
る

乎
の
観
が
あ
る
」
と
し
て

い
る
が
、
こ
れ

は
必
ず
し
も
不
当
な
比
較
で
は
な

い
だ
ろ

う
。
武
藤
も
「
「
信
仰
に
よ
っ
て
の
み
」
「
恩
寵
に
よ
っ
て

の
み
」
と

い
う
こ
と

は
、
仏
教
的
に
い
え
ば
、
聖
道
門
的
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
浄
土



門
的

他
力
信
仰
」
で

あ
る
と
し
て

い
る
。
内
村

は
こ
の
共
通
点
を
指
摘
し
た

上
で
、
相
違

点
を
次

の
よ

う
に
い
う
。
「
弥
陀

の
慈
悲

が
慈
悲
の
為

の
慈
悲

で
あ

る
に
対
し
て
、

キ
リ

ス
ト
の
愛

は
義

に
基
づ
け

る
愛
で
あ
る
」
と
し
て
、

義

の
有
無

を
指
摘
す

る
。
こ
の
よ
う

に
言

う
意
図

は
、
内
村
と
ル

タ
ー
に
共

通
す

る
回

心
へ
至

る
ま
で
の
「
良
心

の
危
機
」

か
ら
説
明
で
き
る
だ
ろ
う
。

内
村

に
と

っ
て
、
ま

た
、

ル
タ
ー
に
と

っ
て
も
、
自
力

の
な
い
と
こ
ろ

に
義

は
な
か
っ
た
。
自
力

が
尽
き
「
す
べ
て
の
も

の
か
ら
空
し

く
さ
れ
」

た
と
こ

ろ

に
、
「
十
字
架
」
が
あ

っ
た
。
そ
し
て
、
「
十
字

架
」

に
よ

っ
て
「
仏
教
の

言
葉

を
以

っ
て
云

ふ
な
ら
ば
他
力
が
自
力
と

な
り
て

働
く
」
よ
う

に
な
り
、

自
力
と
他
力

が
環
と

な
っ
て
閉
じ
る
。
そ
の
こ
と

を
「
…
…
基
督
教

は
他
力

に
し
て
他
力

に
非
ず
、
自
力

に
し
て
自
力

に
非
ず
、
自
力

他
力
の
両
勢
力
を

以

っ
て
己

が
救
い
を
全
う
す

る
道
で

あ
る
」

と
い
う
の
で

は
な
い
だ
ろ
う

か
。

（

１

）

『

内

村

鑑

三

全

集

』

第

三

巻

、

岩

波

書

店

、

一

九

八

二

年

、

所

収

。

以

下

、

『

全

集

』

と

略

記

し

、

そ

の

後

に

引

用

頁

を

記

す

。

（

２

）
　
"

Ｌ

ｅ

ｔ
　
m
e

　

ｈ
ｅ
ｒ
ｅ

　
ｎ

ｏ

ｔ
ｅ

　

ｔ
ｈ
ａ

ｔ

　

Ｉ
　

ｅ
ｎ

ｔ
ｅ

ｒ
ｅ

ｄ

　
ａ

　

ｈ
ｏ

ｓ
ｐ

ｉ
ｔ
ａ

ｌ
　
ｓ
ｅ

ｒ
ｖ

ｉ
ｃ
ｅ

 
w

ｉ
ｔ
ｈ

ｓ
ｏ

ｍ

ｅ
w

ｈ
ａ

ｔ
　

ｔ
ｈ
ｅ

　
ｓ
ａ

ｍ

ｅ

　
ａ

ｉｍ

　
ａ

ｓ

　
ｔ
ｈ
ａ

ｔ

　
w

ｈ

ｉｃ

ｈ

　

ｄ
ｒ
ｏ

ｖ

ｅ

　

Ｍ

ａ

ｒ
ｔ
ｉ
ｎ

Ｌ

ｕ

ｔ
ｈ
ｅ
ｒ

ｉ
ｎ

ｔ
ｏ

　

ｈ

ｉｓ

　

Ｅ
ｒ

ｆ
ｕ

ｒ

ｔ
ｈ

　
ｃ

ｏ
ｎ

ｖ

ｅ

ｎ

ｔ
.
”

（

『

全

集

』

第

三

巻

、

九

五

頁

）

。
　

邦

訳

の

引

用

は

鈴

木

俊

郎

訳

『

余

は

如

何

に

し

て

基

督

信

徒

と

な

り

し

乎

』

岩

波

文

庫

、

一

九

五

八

年

、

一

三

一

頁

。

以

下

、

『

余

は

如

何

に

し

て

』

と

略

記

し

、

そ

の

後

に

引

用

頁

を

記

す

。

（

３

）
　

松

田

智

雄

「

ル

タ

ー

の

思

想

と

生

涯

」

、

松

田

智

雄

責

任

編

集

『

世

界

の

名

著
1
8
　

ル

タ

ー

』

中

央

公

論

社

、

一

九

六

九

年

、

所

収

、

一

八

頁

。

（

４

）
　

金

子

晴

勇

『

ル

タ

ー

と

そ

の

時

代

』

玉

川

大

学

出

版

部

、

一

九

八

五

年

、

八

二
頁
。

（
５
）

『
余
は
如
何
に
し
て
』
一
三
一
頁
。

（
６
）
　
同
上
。
な

お
、
金
子
は
、
ル
タ
ー
に
も
「
罪
の
認
識
の
な
か
に
も
自
己

を
追

及
し
て
や
ま
な

い
自
我
の
根
源
的

罪
性
」
（
金
子
、
上
掲

書
、
九
〇

頁
）

の
認

識

が
あ
っ
た
と
し
て
お
り
、
こ
れ
は
、
内
村
の
罪
意
識
と
同
様
の
認
識
で

あ
っ

た
と

言
え

る
だ
ろ
う
。

（
７
）
　
同
上
。

（
８
）
　
金
子
、
上
掲
書
。
九
〇
頁
。

（
９
）
　
金
子
、
上
掲
書
、
九
〇
―
九
一
頁
。

（
1
0）
　
も
ち
ろ
ん
、
松
沢
弘
陽
訳
（
『
日
本

の
名
著
3
8
　内

村
鑑
三
』
中
央
公
論
社
、

一
九
七
一
年
、
一
五

八
頁
）
の
よ
う
に
「
…
…
、
私

の
養
護
院
勤
め
は
、
マ
ル

チ
ン
・
ル
タ
ー
の
エ
ル
ン
フ
ト
の
修
道
院
入
り
と
ほ
ぼ
同
じ
目
的
か
ら
だ
っ
た

…
…
」
と
し
て
’ 

"ｄ
ｒ
ｏ
ｖ
ｅ
"
に
格
別

の
意
味
を
も

た
せ
ず
に
解
釈
す

る
こ
と
も

で

き
る
だ
ろ

う
。
し

か
し
、
本
稿
で

は
、
"
ｄ
ｒ
ｉｖ
ｅ
”

に
含

ま
れ

る
、
「
追

い
立

て
る
」
「
余
儀
な
く
…
…
さ
せ
る
」
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
強
調
す
る
こ
と
で
、

内

村
の
回
心
の
経
緯
を
よ
り
鮮
明
に
す
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
は
な
い
か
、
と

い
う
意
図

に
よ
り
、
鈴
木
俊
郎
訳
を
用
い
る
。

こ
の
解
釈
を
考
え

る
際
、
『
余
は
如

何
に
し
て
』
全
体

の
構
想
を
確
認
す

る

必
要
が
あ
る
。
内
村

は
緒
言
で
、
異
教
徒
で
あ

っ
た
日
本
人
が
ど
の
よ
う
な
経

緯
を
経
て

プ

ロ
テ
ス
タ
ン
テ

ィ
ズ

ム
の
真
髄
で
あ
る
贖
罪
信
仰
に
至

っ
た
の
か

を
、
『
航
海
日
記
』
ま
た
は

『
生
物
学

者
の

ス
ケ
ッ
チ

ー
ブ
ッ

ク
』
の

よ
う
に

「
た
だ
そ

の
『
現
象
』
を
記
述
」
す

る
と

い
う
。
内

村
自
身
は
、
そ
の
経

緯
を

「
余
が

か
つ
て
研
究
し

た
い
か
な
る
も
の
よ
り
神

秘
的
」

と
言
う
が
、
本

文
で

は
予
告
ど
お
り
に
「
事
実
」
が
、
神
秘
性
と
予
断
を
排
し
て
、
記
述
さ
れ
て
い

る
。
内
村
が
、
「
余
は
そ
れ
（
十
字
架

上
の
イ

エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
）
を
基

督
教

国
に
お
い
て

余
が
予
期
し
て

い
た
よ
う
な
方
法
で
見
つ
け
な
か

っ
た
」
〔
（
　
）

筆
者
、
原

文
伏
字
、
『
余
は
如
何
に
し
て
』

二
三
〇
頁
。
な
お
、
「
余
が
予
期
し
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て

い

た

よ

う

な

方

法

」

と

は

、

基

督

教

国

で

あ

る

米

国

の

街

角

や

教

会

や

神

学

校

で

学

ぶ

こ

と

を

指

す

。

〕

、

し

か

し

、

「

様

々

の

、

予

期

し

た

の

と

は

反

対

の

方

法

で

、

そ

れ

を

得

、

満

足

し

た

」

〔

邦

訳

、

筆

者

、

原

文

ｉ
ｎ

　
w

ａ

ｙ

ｓ

　
ｖ

ａ

ｒ

ｉ
-

ｏ

ｕ

ｓ

　
ａ

ｎ

ｄ

　
ｃ
ｏ

ｎ

ｔ
ｒ
ａ
ｒ

ｉｏ

ｕ

ｓ
,
　

Ｉ
　

ｈ
ａ

ｄ

　

ｉ
ｔ

　

ｎ

ｅ
ｖ

ｅ
ｒ

ｔ
ｈ

ｅ

ｌｅ

ｓ
ｓ
,
　

ａ
ｎ

ｄ

　

Ｉ
　
w

ａ
ｓ

　
ｓ

ａ
ｔ

ｉｓ
-

ｆ
ｉｅ

ｄ

”
　
『

全

集

』

第

三

巻

、

一

六

三

頁

）

。
〕

こ

と

自

体

に

、

内

村

は

「

神

秘

性

」

を

感

じ

て

い

る

の

で

あ

り

、

記

述

の

な

か

に

神

秘

性

や

予

断

を

ふ

く

ま

せ

る

必

要

は

な

か

っ

た

。

あ

る

が

ま

ま

の

経

緯

を

読

者

に

提

示

し

、

そ

の

解

釈

を

ゆ

だ

ね

る

こ

と

に

よ

り

、

内

村

の

感

じ

た

神

秘

性

―

結

論

を

先

取

り

す

れ

ば

そ
れ
は
、
個
々
人
の
中
に
ま
で
働
く
神
の
摂
理
―
が
リ
ア
ル
な
も
の
と
し
て

読

者

に

伝

わ

る

こ

と

を

意

図

し

た

の

で

あ

ろ

う

。

こ

の

内

村

の

意

図

を

踏

ま

え

て

、

内

村

と

ル

タ

ー

の

「

良

心

の

危

機

」

を

さ

ら

に

考

察

す

る

。

（

1
1
）
　

内

村

の

米

国

留

学

が

。

一

八

八

四

（

明

治

一

七

）

年

か

ら

一

八

八

八

（

明

治

二

〇

）

年

ま

で

で

あ

り

、

『

余

は

如

何

に

し

て

』

（

英

文

）

が

脱

稿

さ

れ

た

の

が

、

一

八

九

三

（

明

治

二

六

）

年

で

あ

る

か

ら

、

こ

の

間

に

、

「

体

験

」

が

抽

象

化

さ

れ

再

解

釈

さ

れ

て

い

た

で

あ

ろ

う

こ

と

は

、

想

像

に

難

く

な

い

。

こ

の

点

、

詳
し
く
は
拙
稿
「
内
村
鑑
三
の
回
心
を
め
ぐ
っ
て
―
『
二
つ
の
Ｊ
』
の
意
味

し

た

も

の

」

（

日

本

哲

学

史

フ

ォ

ー

ラ

ム

編

「

日

本

の

哲

学

」

第

二

号

、

昭

和

堂

、

二

〇

〇

一

年

。

所

収

）

第

一

章

を

参

照

さ

れ

た

い

。

（

1 2

）

『

余

は

如

何

に

し

て

』

一

三

一

頁

。

（

1 3

）
　

金

子

、

上

掲

書

、

九

〇

－

九

一

頁

。

（

1 4

）
　

金

子

、

上

掲

書

、

九

一

頁

。

（

1 5

）
　

金

子

、

上

掲

書

、

九

二

－

九

三

頁

。

（
1
6

）
　

『

全

集

』

第

二

四

巻

、

一

四

〇

頁

。

（
1
7

）
　

『

全

集

』

第

二

六

巻

、

『

羅

馬

書

の

研

究

』

一

七

二

頁

。

（

1 8

）
　

同

上

、

一

九

〇

Ｉ

一

九

一

頁

。

（
1
9

）
　

パ

ウ

ロ

の

名

に

よ

る

書

簡

。

「

エ

フ

ェ

ソ

の

信

徒

（

Ｅ

ｐ

ｈ
ｅ

ｓ

ｉａ

ｎ
ｓ

）
　

へ

の

手

紙

」

。

以

下

に

引

用

す

る

内

村

の

文

章

は

、

「

キ

リ

ス

ト

に

在

り

て

」

『

全

集

』

第
二
九
巻
、
四
六
四
―
四
六
九
頁
。

（
2
0）
　『
世
界
の
名
著
1
8
　
ル

タ
ー
』
、

中
央
公

論
社

、
一
九
六
九
年
、

笠
利
尚

訳

『
ロ
ー
マ
書
講
義
』
、
四

二

一
―
四
一
六
頁
。
当
該
箇
所
と
し
て
、

ロ
マ
書
第
一

章
第
一
七
節
、
第
三
章

、
第
四
節
、
第
七
節
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き

る
だ
ろ
う
。

（
2
1）
　
武
藤
一
雄

『
神
学
的

・
宗
教
哲
学
的
論
集
Ⅱ
』
創
文
社

、
一
九

八
六
年
所
収
、

「

ル
タ
ー
に
お
け

る
信
仰
と
神
秘
主

義
」
。

（
2
2）

「
神
は

ご
自
身
が
外
に
出
る
こ
と

に
よ

っ
て
、

わ
れ
ら
が
わ
れ
ら
自

身
の
中

に
は

い
る
よ
う
に
し

た
ま
い
、
さ
ら

に
神

は
ご
自
身

を
認
識
さ
せ
る

こ
と

に

よ

っ
て
、

わ
れ
ら
を
し
て
み

ず
か
ら
を
認

識
さ
せ

る
よ
う
に
な
し

た
も
う
」

（
「
補
遺
」
四

二
（
頁
）
を
武
藤
が
解
釈
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

（
2
3）
「
神
の
自
己
否
定
」
に
つ
い
て
は
議

論
の
余
地
が

あ
る
が
、
内
村

の
表
現

に

も

そ
の
よ

う
な

ニ
ュ
ア

ン
ス
が
あ
る
た
め
、
本
稿
で
は
、
こ
れ
以
上
立
ち
入
ら

な

い
。

（
2
4）

『
全
集
』
第
三
二
巻

、
「
仏
教
対
基
督
教
」
〔
一
九
二
九
（
昭

和
四
）
年
〕
。

二

一
六
頁
。

（
2
5）
　
上
掲
書
、

八
三
頁
。

(
2
6
)
　
義
の
無
い
仏
教
国
で
は
「
愛
と
云
ふ
は
多
く
は
『
お
情
け
』
で
あ
る
、
赦
し

は

『
勘
弁
』
で
あ

る
」
と
言
い
、
「
凡
て
が
情

実
化
し
て

法
律
は
其
権
能
を
失

ふ
」
と
批
判
す

る
（
同
上
、
二
一
八
頁
）
。

（
2
7）
　
『
全
集
』
第
二
九
巻

、
「
自
力
と
他
力
」
〔
一
九
二
五

（
大
正

一
四
）
年
〕
、

二

五
〇
頁
。

（
か
わ
ば
た
・
し
ん
す
け
、
日
本
哲
学
史
、

大
阪

市

立

大
学

非

常

勤

講
師

）
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