
〈
研

究

論

文
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〉

日

本

に

お
け

る

キ
リ

ス
ト
教

受

容

の
問

題

―
遠
藤
の
『
沈
黙
』
か
ら
『
深
い
河
』
ま
で
―

0
．
　
受

容
（
変

容

）
と

い

う
概

念

の
再

検

討

の

必
要

性

上
記
の
遠
藤
の
作
品

を
通
じ
て
。
日
本

に
お
け

る
キ
リ
ス
ト
教
受

容
の
問

題
を
論
じ

る
に
あ

た
り
、
私

は
ま
ず
次

の
問
題

点
を
指
摘

し
て

お
き
た
い
。

そ
れ

は
従
来
の
受
容

（
変
容
）
と

い
う
概
念

は
、
こ

の
問
題

を
論
じ
る
の
に

か
っ
て
ほ
ど
有
効
で

な
い
こ
と
で
あ

る
。
従
来

の
、

例
え

ば
武
田
清
子
氏

に

よ
る
受
容
の
型
の
分
類

に
よ

れ
ば
、
内
村
鑑
三

は
「
対
決
型
」

と
「
接
木

型

（
土
着
型
）
」
の
両
者

を
兼
ね

る
型

に
、
有
島
武
郎

は
「
背

教
型
」

に
分
類
さ

れ
た
。
し
か
し
遠
藤

に
こ
の
分
類
を
あ
て
嵌

め
よ
う
と
す
れ

ば
、
ど
の
型

が

適
用
さ
れ
る
の
だ
ろ

う
か
。
遠
藤
は
数

々
の
作
品
を
通
じ
て
西
欧

的
な
キ
リ

ス
ト
教
を
日
本
の
精
神
的
風
土

に
根
づ
か
せ
よ
う
と
試
み

た
と

い
う
点
で

、

一
応
は
「
接
木
型

（
土
着
型
）
」

に
分

類
さ
れ

る
の

だ
ろ
う
が

、
彼
の
最
新

作
に
お
け

る
試
み

は
、
も

は
や
日
本

に
お
け

る

キ
リ

ス
ト
教

の
受

容

（
変

兼
　
子
　
盾
　
夫

容
）
と
い
う
次
元
で

は
捉
え
切

れ
な

い
よ
う

に
感
じ
る
の
で
あ
る
。

そ
の
理
由
は
主
と
し
て
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
受
容
（
変
容
）
の
概
念
の
適

用

に
は
、
受
容
さ
れ
る
べ
き
思

想
（
キ
リ

ス
ト
教
と
い
う
一
神
教
の
価
値
体

系
）
が
、
受
容
す
る
と
こ
ろ

の
精
神
的
風
土
よ
り
何
ら

か
価
値
と
し
て
優
れ

た
も
の
を
含
ん
で

い
る
と
い
う
前
提
が
あ

る
こ
と
。
例
え
ば
内
村
は
比
喩
的

に
で
は
あ
る
が
、
西
欧
の
キ
リ
ス
ト
教

の
日
本
へ
の
受
容
を
「
良
い
実
を
結

ぶ
木
を
悪

樹
の
台
木

に
接
木

す
る
」
と
述
べ
て

い
る
。
二
つ
め
は
キ
リ
ス
ト

教
思
想
そ
の
も
の
が
、

キ
リ
ス
ト
教
内
部
で
神
学
的
な
意
味
に
お
い
て
急
速

に
変
化
し
つ
つ
あ
る
こ
と
で

あ
る
。

た

し

か
に

『
沈

黙
』

に

は
、

故
亀

井

勝
一

郎

氏

の
指

摘
や

遠

藤
自

身

の
述

懐
に
も
あ
る
如

く
、
日
本
の
宗
教
、
殊
に
浄
土
真
宗
の
影
響

が
感
じ
ら

れ
た
。
し
か
し
最
新
作
に
お
け
る
遠
藤
の
キ
リ
ス
ト
教
理
解
は
宗
教
多
元
主

義

に
立
つ
キ
リ
ス
ト
教
理
解
で
、
当
然
の
こ
と
と
し
て

、
そ
れ
は
西
欧
キ
リ



ス

ト
教
そ

の
も
の
で

は
な
い
し
、
ま
た
日
本
的
に
土
着
化

さ
れ
た
西
欧
的

キ

リ

ス
ト
教
で
も
な

い
。
そ
れ
故
、
以

上
の
二
点
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
受
容
と

い

う
問
題

の
捉
え
方

そ
の
も
の
が
既
に
問
題
で
あ
り
、
む

し
ろ
今
後
の
課
題
と

し
て
受

容
と
い
う
認

識
の
枠
組
み
自
体
を
再

考
す
る
必
要

が
あ
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

こ
こ
で

は
遠
藤
周
作
を
取

り
上
げ
、
殊

に
『
沈
黙
』
か
ら

『
深

い
河
』

に

お
け
る
氏
の
キ
リ
ス
ト
教
理
解
と
そ
れ

に
対
す
る
批
判
の
紹
介
を
通
じ
て

、

日
本
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
受
容
（
今
の
と
こ
ろ
他
の
言
葉
が
見
あ

た
ら

な

い
）
の
問
題
と
し
て
、
そ
れ
ら
の
作
品
が
何
を
提
起
し
て

い
る

か
を
探
る
。

1
　
遠
藤
・
井
上
に
お
け
る
カ
ト
リ
シ
ズ
ム

―
母
性
的
原
理
と
し
て
の
カ
ト
リ
シ
ズ
ム

プ
ネ
ウ

マ
を
芭
蕉
の
風
雅
と
見
立
て
キ
リ
ス
ト
教
を
日
本
的
自
然
観

か
ら

捉
え
直
そ
う
と
す
る
井
上
洋
治
師

は
『
日
本
と
イ

エ
ス
の
顔
』

の
中
で
遠

藤

の
イ
エ
ス
理
解
を
次
の
よ
う
に
高
く
評
価
し
て
い
る
。
「
カ
ト
リ
ッ
ク
・
プ

ロ
テ

ス
タ
ソ
ト
の
別
な
く

、
明

治
以
来

の
キ
リ

ス
ト
教

は
、
言

わ
ば
苗

を
植

え
つ
け

る
の
で
な
く
、
西
洋

の
土
壌
で

育
っ
た
西

欧
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
大

木

を
そ

の
ま
ま
植
え
つ
け
よ

う
と
し
て

い
た
と
言
え
る
で

し
ょ
う
。
従

っ
て

日
本
の
武
士
道
と

の
結

び
つ
き

を
持
っ
た
内
村

鑑
三
の
よ

う
な
例
外
は
あ

っ

た
と
し
て
も
、
全
体

的
に
見
て

キ
リ
ス
ト
教
は
、
日
本

の
精
神

的
風

土
と
接

触
し
、

か
み
合
う
と

い
う
所

ま
で

は
ま
だ
ま
だ
行

っ
て

い
な
か
っ
た
よ
う
に

思

い
ま
す
。
そ
の

点
、
最
近

の
遠
藤
周

作
氏
の
著
作
『
死

海
の
ほ
と
り
』

と

『
イ

エ
ス
の
生
涯
』
は
、
そ

の
イ

エ
ス
像
に
賛
成
す

る
と
否
と

に
か
か
わ
ら

ず
、
初
め
て
深
く
日

本
の
精
神
的
風
土
に
キ
リ
ス
ト
教

が
が
っ
ち
り
と

か
み

合

っ
た
作
品

だ
と
言
え

る
で

し
ょ
う
。
」

若

い
頃

に
と
も

に
フ
ラ
ン
ス
に
学

ん
だ
遠
藤
と
井
上

は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
触

れ

た
キ
リ

ス
ト
教

が
キ
リ
ス
ト
教
本
来
の
父
性
原
理
と
母
性
原

理
の
う
ち
、

父
性
原
理

を
強
調
す

る
あ
ま
り
日
本
人
の
霊
性
（
井

上
の
言
葉
に
よ
れ
ば
求

道
性
）

に
し

っ
く

り
来
な
い
宗
教
で
あ
る
と
い
う
不

満
を
抱
い
て
帰

国
し

た
。

遠
藤

は
み
ず

か
ら

の
大
病
と
の
関
係

か
ら
、
井
上
は
日
本
の
伝
統
的
な
自
然

と

の
関
わ
り

か
ら

、
キ
リ
ス
ト
教

の
も
つ
父
性
原
理
よ
り
も
母
性
原
理
に
傾

斜
し
て

い
く
。

遠
藤

は
「
断

っ
て

お
く
が
、
キ
リ

ス
ト
教
は
白
鳥
が
誤
解
し
た
よ
う
に
、

父

の
宗
教

だ
け
で

は
な
い
。
キ
リ
ス
ト
教
の
な
か
に
は
ま
た
母
の
宗
教
も

ふ

く
ま

れ
て

い
る
の
で

あ
る
。
そ
れ
は
た
と
え
ば

マ
リ
ア
に
対

す
る
崇
敬

と
い

う
よ
う
な
か
く
れ

キ
リ

シ
タ
ン
的
な
単
純
な
こ
と
で
は
な
く
、
新
約
聖
書
の

性

格
そ
の

も
の

に
よ

っ
て
、

そ
う
な
の
で
あ
る
。
新

約

聖
書

は
、
む
し

ろ

「
父
の
宗

教
」
的
で
あ

っ
た
旧
約

の
世
界

に
母

性
的
な
も

の
を
導
入

す
る
こ

と
に
よ
っ
て

、
こ
れ
を
父
母

的
な
も
の

と
し
た
の
で
あ
る
。
」
と
語

っ
て
い

る
。遠

藤
は
同
伴
者
イ

ェ
ス
の

な
か
に
母
性
原
理
を
見

い
だ
し

、
井
上

は
日
本

人
の
自
然
と
の
交
歓

の
う
ち

に
同
行
者
、
同
朋
者
イ

エ
ス
を
見

い
だ
す
。
二

人
の
違
い
は
遠
藤

に
は
最
初

か
ら
人
間
存
在
の
深

い
闇
へ

の
洞
察
が
見
ら
れ

る
こ
と
で

、
人
間
の
持
つ
闇

（
罪
、
死
へ
の
志
向
）

の
部
分

を
見

る
こ
と
で



あ
る
。
こ
れ
は
彼
の
病
歴

、
彼
の
人

生
に
お
け

る
死

と
の
距
離
と
お
そ
ら

く

無
縁
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
遠
藤
が
人

間
の
業
を
直
視
す
る
意
味
で
宗
教
的

で

あ
る
と
言
え
る
な
ら
ば
、
井

上
に
は
む

し
ろ
倫
理
的
、
審
美
的
な
傾
向
が

強

い
と
言
え
よ
う
。

2
．

『
沈

黙

』
‥
と
も

に

苦

し
む

神

、

同

伴

者

イ

エ
ス

「
日
本
人

の
私
の
体
に
合
う
和
服

に
カ
ト
リ

シ
ズ

ム
を
仕
立
て
変

え
よ
う
」

と

の
遠
藤

の
実
験

は
キ
リ

シ
タ
ン
禁

教
時
代

の
転

び
バ
テ

レ
ン
を

描
い

た

『
沈
黙
』

に
お
い
て
真
摯

に
試

み
ら
れ

た
。
五

島
、
長
崎
、
江
戸

を
舞
台

に

展
開

さ
れ

る
時
代
小

説
『
沈
黙
』
の
主
題

は
、
強
大

な
国

家
的
政
治

的
権
力

と
弱
者
の
当
為
の
相
剋
と

い
う
枠
組
み
の
な

か
に
、
遠
藤

の
個
人
的
な

ユ
ダ

論
を
展
開

さ
せ
た
も

の
で
あ

る
。
遠
藤
の
脳
裏

に
は
永
い
間

、
裏
切
り
者

ユ

ダ

に
対

す

る
イ

エ
ス
の
言

葉

「
往
き
て

汝
の
好

む
と
こ

ろ
を
な

せ
」
（
ヨ
ハ

ネ

１３
-２
７
）
’

「
生
ま

れ
ざ
り
し

な
ら
ば
、
寧

ろ
彼

に
と
り
て
善

か
り
し
も

の

を
」
（
マ
タ
イ
2
6
-
2
4
）
が
了
解
不
能
の
も
の
と
し
て
澱
の
よ
う
に
残
っ
て
い

た
。
『
黄
色

い
人
』
で

は
イ

エ
ス
は

ユ
ダ
を
見
捨

て

る
。
し

か
し

『
そ
の
前

日
』
を
経
て

遠
藤

は
裁
く
の
で
は
な
く
、
裏
切
り
者

の
痛

み
を
憐

れ
み
、
と

も

に
苦
し
む

イ
エ
ス
像
を
描
こ
う
と
し
た
。
裏
切
り
者

の
ユ
ダ
で

さ
え
決
し

て
見
捨
て

は
し
な

い
イ
エ
ス
、
そ
う
言
う
意
味
で

は
『
沈
黙
』

は
遠
藤
の

ユ

ダ
論
だ
。
た
と
え
ば
遠
藤
が
強
い
影

響
下

に
あ

る
Ｇ

・
グ
リ
ー
ン
の
『
権
力

と
栄
光
』
で

は
混
血
児
の
青
年
が

ユ
ダ
を
演
ず

る
が
、
沈
黙
で

は
「
よ
わ

か

も
ん
」
の
キ
チ
ジ
ロ
ー
が
ユ
ダ
で
あ
る
。
ロ
ド
リ
ゴ
は
お
そ
ら
く
ペ
テ
ロ
の

役
割
を
演
じ
て
い
る
の
だ
ろ

う
。

だ
が
勿
論
、
遠
藤
の
ユ
ダ
論
は
イ

エ
ス
理
解

に
お

い
て
西

欧
の
そ
れ
と

は

自
ず

か
ら
異
な
る
。
「
私
に
は
イ

エ
ス
が
無
能
力
者
で

あ
っ
て

、
奇
跡
な
ん

か
行
え
な
か

っ
た
人
で
、
そ
の
か
お
り

、
み

ん
な
と
一
緒
に
苦
し
も
う
と
し

た
人
で
あ
る
と
い
う
イ

メ
ー
ジ
が
あ

る
ん
で
す
。
イ

エ
ス
は
こ
の
地
上
で
は

す
べ
て
の
こ
と
で
失
敗
す
る
。」

と
遠
藤

は
後

に
対
談
で
語

る
。

こ
こ
に
は

言
う
ま
で
も
な
く
「
イ
ザ
ヤ
書
」

に
あ

る
虐
げ
ら
れ
た
義
人
、
迫
害
さ
れ
る

預
言
者
の
惨
め
な
姿
が
イ
エ
ス
と
二
重
写
し

に
な

っ
て
い
る
。
イ

エ
ス
は
威

厳
に
満
ち
た
西

欧
の
キ
リ
ス
ト
教
会
の
イ

エ
ス
で
は
な
く
、
く
た
び
れ
た
顔

を
し
て

痩
せ
て

惨
め
で

さ
え
あ

る
。
そ
の
イ

エ
ス
だ
か
ら
こ
そ
「
踏
む
が
い

い
。
お
ま
え

の
足
の
痛
み
は
私
が
一
番
、
よ
く
知
っ
て

い
る
。
私
は
お
前
た

ち
に
踏
ま
れ
る
た
め
に
こ
の
世

に
生
ま
れ
、
十
字
架
を
背
負

っ
た
の
だ
」
と

言
え
る
の
だ
。
人
間
の
苦
し
み
を
よ
く
知

っ
て

い
る
イ
エ
ス
だ
か
ら
こ
そ
敢

え
て

踏
む
が
よ
い
と
言
う
の

だ
。
こ
の
イ

エ
ス
は
人
間
の
苦
し
み
を
天
の
た

か
み
か
ら
み
そ
な
わ
す
神
で

は
な
く
、
と
も

に
苦
し
も
う
と
す

る
同
伴
者
イ

エ
ス
な
の
だ
。

つ
ま
り
動
機
は
と
も
あ
れ
棄
教
し
て
し
ま
う

ロ
ド
リ
ゴ
の
弱
さ
を
正

当
化

す

る
作
品
で

は
な
く
、
と
も

に
苦
し
む
イ

エ
ス
こ
そ
日
本
人
の
イ

エ
ス
像
と

し
て

意
味
が
あ
る
こ
と
を
こ
の
作
品
の
中
で
遠
藤
は
主
張
す
る
。
そ
の
限
り

に
お
い
て

遠
藤
の
極

め
て
野
心
的
で
危
険
な
試

み
は
成

功
し
た
。

実

際
、
Ｇ

・
グ
リ
ー
ン
を
は
じ
め
何
人
か
の
外
国

の
作
家
は
こ
の
作
品

を

日
本
人

カ
ト
リ
ッ
ク
作
家
に
し

か
書
け
な
い
興
味
深

い
も
の
と
受
け
と
め
、



賛

辞
を
捧

げ
て

い
る
。
も

っ
と
も
遠
藤
自
身
の
回
想
に
よ

る
と
、
こ
の
作
品

は
当
時

の
教
会
関
係
者
の
間
で
は
概
ね
不

評
で

禁
書
に
近

い
扱

い
を
受
け

た

そ

う
で

あ
る
。
因
み

に
粕
谷
甲
一
師
は

『
沈
黙
』
の
発
表

の
直
後

に
次
の
よ

う

に
批
判

し
た
「
此
の
作
品
の
最
大
の
功
績
は
、
日
本

に
お
い
て

キ
リ

ス
ト

教

が
直
面

す
る
…
…
本
質
的
な
問
題
（
日
本
に
お
け
る

キ
リ
ス
ト
教
の
土
着

化

…
…
筆
者
）
の
所
在
を
明
ら

か
に
し
た
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し

そ
れ

に
伴

う
最
大
の
危
険
は
、
そ
の
問
題
の
解
決
へ
の
意
欲
そ
の
も

の
を
内
部

か
ら
崩

し
て

し
ま
う
ご
と
き
可
能
性
を

も
っ
て

い
る
こ
と
で

あ
る
」
。
私

自
身
も
個

人

的
に
当
時
、
そ
れ

に
近

い
体
験
を
し
た
記
憶
が
あ
る

（
渋
谷

ド
ミ
ニ
コ
教

会

の
青
年
会
顧
問
を
し
て
お
ら
れ
た
土
居
健
郎
氏

に
「
そ

ん
な
も

の
を
君

は

読

ん
で

い
る
の
か
。
読
ん
で
は
い
け
な
い
」
と
強
く
叱
ら
れ
た
）
。

3
．

『
沈
黙

』
の

三

つ

の

問

題

提

起

『
沈
黙

』

に
は
三
つ
の
問
題
提
起
が
あ

っ
た
。
そ
れ
ら

は
Ｌ
汎
神
論
的
文
化

の
日
本
の
土
壌
に
唯
一
神
を
信
奉
す
る

キ
リ
ス
ト
教
は
根

づ
く

か
。
2
．
ユ
ダ

論

（
キ
リ

ス
ト
は

ユ
ダ
を
許
し

給
う
た

か
）
。

そ
し
て
3
．
キ
リ

ス
ト
教
の
神

が
愛
の
神
な
ら
何
故

、
神

は
迫
害
さ
れ
た
人
間
の
悲
痛
な
叫

び
に
沈
黙
さ
れ

た
ま
ま
な

の
か
。
こ
れ
ら

の
問

い
の
2
．と
3
．
に
対
す
る
遠

藤
の
解

答
は
次

の

如

き
も
の
で
あ
る
。

「
神
は
沈
黙
さ
れ
て

は
い
な
い
。
と
も

に
苦
し
ま
れ

た
の

だ
。」

即
ち

ロ
ド

リ

ゴ
は
踏
み
画

に
足

を
の
せ

た
時
、
彼

は
キ
リ

ス
ト
ご
自
身
で
も

、
同
じ
状

況
下

で
は

（
穴
吊

る
し

の
拷
問

に
呻

い
て

い
る
信
者
の
苦
し
み

を
憐
れ
み
）

棄

教

す

る

で

あ
ろ

う

と
思

う

。
「
私

は

お

ま

え

た

ち

の

そ

の

痛

さ

と

苦

し

み

を

分

か
ち

合

う
。

そ

の

た

め

に
私

は

い
る

の

だ

か

ら

」

と

言

う

キ
リ

ス
ト

の

声

を
聞

い

た

よ

う

な

気

が

し

た
。
「

私

は

沈

黙

し

た

の

で

は

な

い

。

と

も

に

苦

し

ん
で

い

た

の

だ

」
。
彼

は

回

想

す

る

。

踏

み
画

の

キ

リ

ス

ト

の

顔

に

足

を

の

せ

た
時

に

激

し

い

悦

び

の
感

情

が

ロ

ド
リ

ゴ
を

襲

う

。

こ

の
時

、

彼

は

キ

チ

ジ

ロ

ー

（
ユ

ダ

）

に
対

す

る
怒

り

も

消

え

た

。

本

来

、

強

い
者

も

弱

い

者

も

な

い

の

だ
。

強

い

者

よ

り
弱

い

者

が

苦

し

ま

な

か

っ
た

と

だ

れ
が

断

言

出

来

よ
う

。

転

び

バ

テ

レ

ン

の

ロ
ド

リ

ゴ

は
許

し

を

与

え

、

キ
チ

ジ

ロ
ー

に

「
安

心

し

て

行

き

な

さ

い
」

と

言

う
。

そ

し

て

Ｌ

に
対

し

て

遠
藤

は

『
沈

黙

』

の

最

後

に
切

支

丹

屋
敷

役

人

日

記

を

付

け

加

え

る
こ

と

に
よ

り

、

一

条

の

希

望

の

光

を

提
示

す

る
の

を

忘

れ

な

か

っ
た

。

つ
ま

り

遠

藤

に
と

っ
て

日

本

と

は

け

っ
し

て
井

上

筑
後

守

が

言

う

よ

う

な

、

キ

リ

ス

ト

教

の
根

を
枯

ら

し

て

し

ま

う
汎

神

論

的

な
泥

沼

で

は

な

い
。

4
．

『
深

い

河

』
の

テ

ー

マ

‥
宗

教

的

多

元

主

義

の

主

張

そ
も

そ

も

「
深

い

河
」
（
黄

色

い
人

で

も

白

い

人

で

も

な

い

黒

人

た

ち

の

霊

歌

Ｄ
ｅ
ｅ
ｐ
　
Ｒ
ｉｖ
ｅ
ｒ
）

と

い

う

タ
イ

ト

ル

か
ら

し

て

象

徴

的

で

あ

る

。

そ

れ

は
此

岸

に

お
け

る

諸

々

の

違

い

を
持

つ
人

間

、

即

ち

富

め

る

者
も

貧

し

い

者

も

、
罪

深

い
者

も

そ

う
で

な

い
者

も

、

さ

ら

に
時

に

は

人

種

や
宗

教

の
違

い

さ

え

超

え

て

、
す

べ

て

の
死

者

を
受

け

入

れ

、

滔

々

と

流

れ

て

い

く
永

遠

の

究

極

的

実

在

（
愛

の

神
）

の

象
徴

で

あ

る

。

本

来

、

言

葉

の

持

つ

重
層

性

と



遠

藤

の

巧

み

な

仕

掛

け

に

よ

っ

て

、

こ

の

小

説

は

様

々

な

レ

ヴ

ェ

ル

で

読

者

の

心

に

語

り

か

け

る

。

と

こ

ろ

で

今

ま

で

の

小

説

の

キ

ャ

ラ

ク

タ

ー

や

主

題

を

総

動

員

し

た

こ

の

小

説

の

テ

ー

マ

は

そ

も

そ

も

何

だ

ろ

う

か

。

私

は

そ

れ

は

遠

藤

が

『
沈

黙

』

で

提

起

し

、

彼

の

過

去

の

全

作

品

で

問

い

続

け

て

き

た

問

い

‥
非

西

欧

的

（
普

遍

的

）

キ

リ

ス

ト

教

は

如

何

に

し

て

可

能

か

と

い

う

問

い

な

の

だ

と

思

う

。

で

は

そ

の

試

み

は

成

功

し

た

の

か

。

西

欧

キ

リ

ス

ト

教

の

意

味

で

は

落

伍

し

た

カ

ト

リ

ッ

ク

神

父

（
こ

れ

は

遠

藤

の

示

唆

す

る

と

こ

ろ

に

よ

れ

ば

、

井

上

神

父

が

モ

デ

ル

な

の

だ

が

）

大

津

が

行

き

倒

れ

の

ヒ

ン

ズ

ー

教

徒

を

火

葬

場

へ

と

運

ぶ

、

一

見

、

虚

し

い

無

駄

な

仕

事

に

従

事

し

て

い

る

。
「
イ

ザ

ヤ

書

」

に

予

告

さ

れ

た

惨

め

な

イ

エ

ス

が

大

津

の

正

体

で

あ

る

。

彼

を

若

い

と

き

に

戯

れ

に

誘

惑

し

て

捨

て

た

女

、

美

津

子

は

永

遠

の

渇

き

の

果

て

に

、

こ

の

イ

ン

ド

の

ガ

ン

ジ

ス

河

の

辺

、

聖

地

ヴ

ァ

ー

ナ

ラ

ス

ィ

ー

（

ベ

ナ

レ

ス

）

に

大

津

を

探

す

。

大

津

は

も

し

イ

エ

ス

が

こ

の

場

に

お

ら

れ

た

ら

、

や

は

り

行

き

倒

れ

を

火

葬

場

に

運

ぶ

だ

ろ

う

と

彼

女

に

言

う

。

イ

エ

ス

は

弟

子

た

ち

に

復

活

さ

れ

た

の

で

な

く

、

転

生

さ

れ

た

の

だ

と

も

。

そ

し

て

イ

エ

ス

は

皆

の

な

か

に

い

る

と

。

大

津

の

神

は

こ

こ

に

至

っ

て

キ

リ

ス

ト

教

の

神

で

は

な

く

、

よ

り

根

源

的

で

無

限

定

な

神

、

愛

の

魂

で

し

か

な

い

も

の

と

捉

え

ら

れ

て

い

る

。

じ

つ

に

神

は

キ

リ

ス

ト

以

外

の
多
く
の
名
を
持
つ
の
だ
。
こ
こ
に
は
も
は
や
第
二
バ
チ
カ
ン
公
会
議
以
前

の

ロ

ー

マ

カ

ト

リ

ッ

ク

教

会

の

テ

ー

ゼ

‥
教

会

の

外

に

救

い

な

し

Ｅ
ｘ
ｔｒ
ａ

ｅ
ｃ
ｃ
ｌｅ
ｓ
ｉａ

ｍ

　ｎ
ｕ
ｌ
ｌａ

　
ｓ
ａ
ｌｕ

ｓ

と

い

う

排

他

主

義

ｅ
ｘ
ｃ
ｌｕ
ｓ
ｉｖ
ｉｓ
m

は

見

ら

れ

な

い

。

こ

こ

に

あ

る

の

は

宗

教

的

多

元

主

義

ｒ
ｅ
ｌ
ｉｇ
ｉｏ
ｕ
ｓ
　ｐ
ｌｕ
ｒ
ａ
ｌ
ｉｓ
m

の

立

場

に

他

な

ら

な

い

。

遠

藤

は

イ

ン

タ

ビ

ュ

ー

（
『
読

売
新

聞
』

夕
刊

１
９
９
３
.　
７
.　
１
６
）

の

な

か

で

「
若

い

こ

ろ

、

私

は

一

神
論

と

汎

神

論

は
対

立

す

る

も

の

だ

と
思

っ
て

い

た
。

し

か
し

一

神
論

は
汎

神

論

を

も

包

み

込

む
。

今

は

そ

う

思

う
。
」

と

述

べ

て

い

る
。

こ

の
言

葉

は

一
体

、

ど

う

解

釈

す

べ
き

な

の

か
。

勿

論

、

遠

藤

の

真

意

は
、

そ

の
直

後

に

「
例

え

ば

シ

ャ
ル

ト

ル

の

大
聖

堂

に
あ

る
聖

母

マ
リ

ア

像

は
、

土

地
の

大

母

神

な

ん

だ

。

そ

の

上

に

カ

ト
リ

ッ

ク
の

マ
リ

ア

信

仰

が

あ

る
。
」

と

述

べ

て

い

る
こ

と

か
ら

、
「
一
神

論

は
汎

神

論

を

包

み

込

む
」

と

い

う

言

葉

は

、
歴

史

的

に

キ

リ

ス

ト
教

は
宣

教

さ

れ

た

地

域

の
神

々

の
信

仰

を

吸
収

し

て

い

っ

た

と

言

う
意

味

で

あ

る
。

し

か

し

こ

の

言

明

は

ま

た
同

時

に

「
究

極

的
実

在

は

各

々

の
宗

教

の

神

的

実

在

に
先

立
つ

」

と

も

読

め

る

の

で

は
な

い

か
。

そ

し

て

ま

た
遠

藤

の

一

神

論

と
汎

神

論

の

対

立

の

解

決

は

、

そ

の

よ

う

に
な

さ

れ

た
と

私

は

思

う

。

イ

ン

ド

を
舞

台

に
復

活

で

は

な

く

転

生

（
遠
藤

は
仏

教

・

ヒ

ン

ズ
ー

教

的

な

転

生

概

念

を

故

意

に
拡

大

解

釈

し

て

使

用

し

て

い

る
）
、

そ

し

て

汎

神

論

的

な

装

い

。

こ

こ

に

は

キ
リ

ス

ト

教

の

枠

を

大
幅

に

踏

み

越

え

た

主
張

が

あ

る
。

チ

ャ

ー

ム

ン
ダ

女

神

は

繰

り
返

し
現

れ

、

時

に

は

聖
母

マ
リ

ア
と

対

比

さ

れ

る

。

イ

ン
ド

の

母

な

る

チ

ャ

ー

ム

ン

ダ
は

イ

ン
ド
人

と

と
も

に
苦

し

む

女

神

で

、

そ

れ

は

イ

ン
ド

的

な
受

難

の
す

べ

て

に

耐
え

る
象

徴
な

の
だ

。

彼

女

は

聖
母

と
異

な

り

、
清

純

で

も

神

々
し

く

も

な

い
。

む

し

ろ

そ

の

姿

は

醜

く

、
汚

れ

て

さ
え

い

る
。

し

か
も

な

お
萎

び

た

そ
の

乳

房

か
ら

飢

え

た
子

ら

に
乳

を

与

え

よ

う

と

努

め

て

い
る

。



最

後
ま
で
滑
稽
な
虚
し
い
仕
事
に
生
き
ざ
ま
を
示
す
大
津
の
生
き
方

に
、

口

で
は
反
発
し
な
が
ら
美
津
子
は
魅
き
つ
け
ら

れ
る
。
彼
女

は
や

が
て
回
心

に

い
た
る

の
か
。
彼
女

は
深

い
河
を
前

に
祈
る
。

「
信
じ
ら

れ
る
の

は
そ
れ
ぞ
れ
の
人
が

そ
れ
ぞ
れ
の
辛
さ
を
背
負
っ
て
深

い

河
で
祈

っ
て

い
る
こ
の
光
景
で
す
。

そ
の
人
た
ち
を
包
ん
で
河

が
流
れ
て

い

る

こ
と
で

す
。
人
間
の
河

。
人
間

の
深

い
河

の
悲
し
み

。」

そ
の
河

の
中
に

彼
女

は
入

っ
て

行
く
。
大
き
な
存
在
に
祈
り
な
が
ら
沐
浴
す
る
た
め
に
。
沐

浴

す
れ
ば
転
生
（
罪
を
許
さ
れ
他
の
存
在
へ
と
生
ま
れ
変

わ
る
）
す
る
の
だ
。

大

津
の

い
う
、
「
玉

ね
ぎ
」
よ
り
も

も

っ
と
深

い
、
大
き

な
も
の

の
懐

に
抱

か
れ
て

。
明
ら
か

に
彼
女
の
回
心
と
救

い
は
予
告

さ
れ
て

い
る
。

マ
ザ

ー
テ

レ
サ
の
尼
さ
ん
た
ち
に
向

か
っ
て
彼
女

は
問

う
「
何

の
た
め

に
、

そ
ん
な
こ
と
を
な
さ

っ
て

い
る
の
で
す

か
」
す

る
と
修

道
女

の
眼

に
驚
き
が

う

か
び
、

ゆ
っ
く
り
答
え

た
。
「
そ
れ
し

か
…
…
ｙ
」
の
世

界
で
信

じ
ら
れ

る

も

の
が

あ
り
ま
せ

ん
も

の
。

わ
た
し

た
ち
は
」

そ
れ
し
か
、
と
言
っ
た
の
か
、

美
津
子

に
は
よ
く
聞
き
取

れ
な
か
っ
た
。
そ
の
人
と
言

っ
た
の
な
ら
ば
、
そ

れ

は
大
津
の
「
玉

ね
ぎ
」
の
こ
と
な
の
だ
。
こ
の
際
、
究
極
的
実
在
を
人
格

的
な
も
の
「
そ
の
人
」
と
受
け
取

ろ
う
が
、
非
人
格
的
な
も
の
「
そ
れ
」
と

受

け
取

ろ
う
が
、
そ
れ

は
問
題
で
は
な

い
。

た
だ
大
津
と
と
も

に
作
者
遠
藤

は
そ
れ
を
秘

か
に
「
玉
ね
ぎ
」
と
告
白
す

る
だ
け

だ
。

5
．

『
深

い
河

』
は
成

功

作

か

『
深

い
河
』

は
伝
統

的
な
キ
リ
ス
ト
教

の
枠

組
み
か
ら
見
れ
ば
極
め
て
危
険

な

書
で

あ
る
。
そ
れ

は
『
沈
黙
』
の
比
で

は
な
い
。
沈
黙

は
ユ
ダ
論
で
あ

っ

た
。
ユ
ダ
論
は
キ
リ
ス
ト
論

の
内

に
あ

る
。
そ
こ

に
は
究
極
的
な
価
値
で
あ

る
愛
（
慈
悲
、
憐
憫
）
の
実
践
の
た
め
、
棄
教

（
背
教
、
転
向
）

の
容
認
と

言
う
緊
急
避
難
的
な
選
択
の
主
張
が
あ
っ
た
。
が
司
牧
的
な
リ
ゴ
リ

ズ
ム
を

離
れ
て
見
れ
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
本
来
の
思

想
と
必
ず
し
も
あ

い
容
れ
な
い
も

の
で

は
な

か
っ
た
。
し
か
し
こ
の

『
深
い
河

』
に
は
汎
神
論
の
弁
護
さ
え
あ

る
。
大
津

は
「
キ
リ

ス
ト
教

に
も
仏
教
に
も

ヒ
ン
ズ
ー
教

の
中
に
も
同
じ
神

は
在

る
」
と
言
う
。
こ
れ

は
ま
さ
に

キ
リ

ス
ト
の
名
に
よ
ら
な
い
救
済
を
認

め
る
立
場

だ
。

カ
ト
リ
ッ
ク
が
諸
宗
教

に
も
対
等
の
資
格

を
認
め
積
極
的
な

対

話
を
進

め
る
よ

う
に
変
化

し
た
と

は
い
え
、
正

統
思
想
の
立
場

か
ら
す
れ

ば

、
Ｋ

・
ラ
ー
ナ
ー
的
な
包

括
主
義

の
立
場
を
踏
み
越
え

る
こ
と

は
出
来
な

い
で

あ
ろ

う
。
教

会
は
キ
リ
ス
ト
の
名
ま
で
捨
て
る
こ
と
を
容
認
し
て
は

い

な
い
。
高
柳
俊
一

師
の
説

く
ご
と
く

、
キ
リ
ス
ト
教
が
キ
リ
ス
ト
の
み
名

に

よ
る
救
い
を
捨
て
て

、
多
元

主
義
に
ま
で

進
ん
で
し
ま
え
ば
、
も
は
や
「
自

ら
の
根
源
的
拠
り
所
を
失
い
、
海
図

な
き
無
意
義
の
闇
夜
を
迷
走
す
る
こ
と

に
な

っ
て
し
ま
う
」

か
ら
で
あ
る
。

そ
う
言

う
意
味
で
、
こ
の
作
品

に
お

い
て
西
欧
キ
リ
ス
ト
教
を
日
本
人
の

キ
リ
ス
ト
教
、
否

、
普
遍
的

キ
リ
ス
ト
教

に
つ

い
に
改
変
し
た
か
の
遠
藤
の

試
み

は
失

敗
を
隠

さ
な
い
。

理
由

は
そ
こ

に
も

は
や
「
キ
リ
ス
ト
の
名
」
が

存

在
し

な
い
か
ら
で
あ

る
Ｉ

と
断
罪
す

る
こ
と
さ
え
可

能
で
あ

る
。

し
か
し
他
方

、
自
ら

の
信
仰
的
立
場
と
し
て

は
キ
リ
ス
ト
教
に
依
る
が

、

そ
の
信
仰
の
対

象
た
る
キ
リ
ス
ト
は
必

ず
し
も
従
来
の
キ
リ
ス
ト
論
の
キ
リ



ス

ト
で

あ

る

必
要

は

な

い
。

ヒ

ン
ズ

ー
教

や

仏

教

に

よ

る
宗

教

的

体

験

の
さ

な

か
に

さ

え

究

極

的

実

在

は

実

感

さ

れ

る
と

い
う

立

場

も

あ

り

得

る
。

何

故

な

ら

無

名

の

ナ
ザ

レ
人

は

キ
リ

ス

ト
を

主
張

し

な

か

っ

た
し

「
宣

教

の
座

」
、

成

立

以

前

に

は

名

よ

り

も

、

む

し

ろ

そ

の

「
愛

の
実

践

」

が

重

ん

じ

ら

れ

た

の
だ

か

ら

。

そ

う

言

う

観

点

か
ら

、

つ

ま
り

宗

教

多

元

主

義

の
立

場

に
立

つ

な

ら

ば

、

遠

藤

の

こ

の
挑

戦

は

日
本

に

お
け

る

キ
リ

ス

ト
教

受

容

の
局

面

に
、

新

た
な

そ

七

て

真

に

貴

重

な

一
石

を

投

じ

た
も

の
と

さ

え

言

い
得

る

の
で

は

な

か
ろ

う

か

。

私

は

む

し

ろ

そ

の
立

場

に
立

ち

た

い
と

願

う

。

（
１
）
　
受
容
の
型

‥
埋
没
型
、
孤
立
型
、
対
決
型
、
接
木
型
あ
る
い
は
土
着
型

（
対

決
を
底

に
ひ
そ

め
つ
つ
融

合
的
に
定
着
）
、
背
教

型
の
五
種

類
、
『
土

着
と

背

教
』
新
教
出
版
社
、
p
.
5
　
参
照
。

（
２
）

「
接
木
の
理
」
『
聖
書
之
研

究
』
第
３
０
７
号

、
『
著
作

集
』
岩
波

書
店
、
第

８
巻
。
ｐ
.３
０
５

参
照
。

（
３
）

「
父

の
宗
教

・
母

の
宗

教
」
『
石

の
声
』
冬
樹
社
、
ｐ
ｐ
.　１
３
７
-１
３
８

．

（
４
）

『
日
本
と
イ

エ
ス
の
顔
』
講
談
社

、
ｐ
. ６
５
.

（
５
）

「
父

の
宗
教

・
母

の
宗

教
」
、
前
掲
書

ｐ
.　１
３
９
.

（
６
）
　
同

ｐ
ｐ
. １
９
２
-１
９
３
.

（
７
）
　
今
川
憲
次

『
カ
ト
リ

ッ
ク
小
説
考
』
南
雲
堂
、
ｐ
．２
４
１
参
照
。

（
８
）

『
世
紀
』
1
9
6
6

年

７
月
号
、
ｐ
. ３
.

（
９
）
　
ヨ
ハ
ネ
ニ
三
世
そ
の
後
パ
ウ
ロ
六
世
に
よ
り
教
会
の
現
代
化
を
目
的
に
開
催

（
１
９
６
２
-６
５
）

さ
れ
た
。
画
期
的
な
内
容

（
典
礼
の
刷
新
、
諸
宗
教
と

の
対
話
、

教
会
一
致
運
動
、
信
徒
使
徒
職
の
制
定
等
）
を
も
つ
。
南
山
大
学
監
修

『
第
二

バ
チ
カ
ン
公

会
議
公
文
書
全
集
』
中
央
出
版
社
参
照
。

（
1
0）
「
神

々
と
神
と
」
『
異
邦
人
の
立
場

か
ら
』
講
談
社
、
ｐ
ｐ
.　１
３
-２
０
.

K
ａ
ｒ
ｌ
　
Ｒ
ａ
ｈ
ｎ
ｅ
ｒ
,
　
Ｔ
ｈ
ｅ
ｏ
ｌ
ｏ
ｇ
ｉ
ｃ
ａ
ｌ
　
Ｉ
ｎ
ｖ
ｅ
ｓ
ｔ
ｉ
ｇ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
ｓ
,
　
ｖ
ｏ
ｌ
.
５
,
　
Ｌ
ｏ
ｎ
ｇ
ｍ
ａ
ｎ
　
＆

T
ｏ
ａ
ｄ
.

（

口
一
）

『

上

智

大

学

キ

リ

ス

ト

教

文

化

研

究

所

紀

要
1
1

号

』

ｐ
.

７
３
.

（

か

ね

こ

・

た

て

お

、

西

洋

哲

学

、

湘

南

工

科

大

学

助

教

授

）
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