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「
日
本
キ
リ
ス
ト
教
芸
術
セ
ン
タ
ー
」（
会

長
・
遠
山
一
行
、
副
会
長
・
遠
藤
周
作
、
理

事
長
・
三
浦
朱
門
）
は
１
９
８
１
年
に
創
設

さ
れ
て
い
る
が
、
活
動
の
核
と
な
っ
た
の
は
、

翌
年
３
月
か
ら
開
始
さ
れ
た
「
月
曜
会
」
と

呼
ば
れ
る
勉
強
会
で
あ
る
。
ひ
と
月
に
1
回

以
上
の
ペ
ー
ス
で
開
か
れ
た
こ
の
会
を
一
年

間
体
験
し
た
遠
藤
周
作
は
、「
色
々
な
刺
激

を
う
け
、
そ
の
刺
激
の
下
で
勉
強
さ
せ
て
も

ら
い
、
大
学
１
年
間
以
上
の
収
穫
が
あ
り
ま

し
た
」
と
記
し
た
。
こ
こ
で
取
り
あ
げ
ら
れ

た
テ
ー
マ
は
、
キ
リ
ス
ト
教
文
学
は
も
ち
ろ

ん
仏
教
思
想
や
神
道
、
イ
ス
ラ
ム
教
、
さ
ら

に
は
音
楽
、
美
術
、
映
画
、
心
理
学
、
哲
学

と
多
岐
に
わ
た
り
、
遠
藤
人
脈
の
広
さ
を
活

か
し
て
各
分
野
を
代
表
す
る
専
門
家
が
講
師

と
し
て
招
か
れ
た
。
講
話
の
あ
と
に
は
サ
ロ

ン
形
式
の
懇
談
会
も
行
わ
れ
た
。
こ
の
勉
強

会
は
計
３
２
０
回
開
か
れ
た
が
、
遠
藤
周
作

の
小
説
『
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
』『
深
い
河
』、
長

篇
エ
ッ
セ
イ
『
私
の
愛
し
た
小
説
』「
宗
教

と
文
学
の
谷
間
で
」
な
ど
は
、
こ
の
会
で
の

学
び
の
結
果
と
も
い
え
る
。

そ
の
「
月
曜
会
」
の
一
覧
を
、
本
報
で
は

今
号
か
ら
３
回
に
わ
た
っ
て
紹
介
し
て
み
た

い
。
テ
ー
マ
の
多
彩
さ
と
先
見
性
、
そ
し
て

豪
華
な
講
師
陣
に
目
を
み
は
る
と
同
時
に
、

往
時
の
遠
藤
周
作
の
関
心
事
が
ど
ん
な
も
の

だ
っ
た
か
が
知
れ
る
貴
重
な
資
料
で
あ
る
。

�

（
記
／
加
藤
宗
哉
）

遠
藤
周
作
の
勉
強
会
「
月
曜
会
」
の
記
録
か
ら

―
『
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
』
や
『
深
い
河
』、

�

『
私
の
愛
し
た
小
説
』
を
生
ん
だ
学
び
の
会

　

 

「
月
曜
会
」
に
つ
い
て 

✍

月 曜 会 一 覧 ①
 日本キリスト教芸術センター

 ［1982/3～2002/3　全320回］
（1982年・第 1回～1986年・78回まで　敬称略）
―1982（昭和57）年
金沢正剛（音楽学者）キリスト教と音楽［3/1］　三浦朱門（作家）キリスト教と文学―放蕩息子と葡萄園の労働者のたとえ話をめぐっ
て［3/8］　矢代静一（劇作家）キリスト教と文学―〝黄昏のメルヘン〟をめぐって［4/12］　遠山一行（音楽評論家）キリスト教と音
楽―オラトリオ「火刑台のジャンヌダルク」をめぐって［4/26］　武田友寿（文芸評論家）キリスト教と文学―正宗白鳥をめぐって［5/3］ 
井上洋治（神父）パウロを追って［5/24］　遠山慶子（ピアニスト）私が留学した頃［6/7］　遠藤周作（作家）キリシタンからかくれ
キリシタンまで［6/21］　河合隼雄（心理学者）日本人と母なるもの［7/19］　八木誠一（神学者）私と宗教［9/20］　遠山一行（音楽
評論家）バッハの宗教性［10/11］　八木誠一（神学者）統合と場［11/1］　井上洋治（神父）余白と場［11/22］　上原 和（美術史家）
中近東を旅して［12/6］　森 禮子（作家）椎名麟三の宗教性［12/13］
――1983（昭和58）年
山本健吉（文芸評論家）命とかたち［1/31］　玉城康四郎（仏教学者）仏教の根底にあるもの［2/21］　小田島雄志（英文学者）シェー
クスピアとキリスト教［2/28］　紀野一義（仏教学者）仏教におけるアラヤ識（無意識）と自然［3/7］　湯浅泰雄（哲学者）キリスト教
と無意識［3/28］　小島美子（音楽学者）日本音楽の古層をめぐって［4/25］　岩本泰波（宗教哲学）仏教とキリスト教の対比［5/23］ 
小泉文夫（民族音楽学者）今、なぜ民族音楽か［5/30］　八木誠一（神学者）戦後日本におけるイエス像［6/6］　松永希久夫（神学者）
聖書は事実通りにイエスの言動を書いているか―現代のイエス諸像の問題をめぐって［6/27］　アルフォンス・デーケン（神父）生き
ることの準備と死への準備［7/4］　永藤 武（日本文学者）日本人と讃美歌―別所梅之介を中心に［9/19］　石田友雄（聖書学者）ヘブ
ライズムとキリスト教［10/3］　吉村作治（考古学者）イスラム世界［10/17］　堀田雄康（神父）聖パウロとヘレニズム［11/28］ 
奥村一郎（神父）禅とキリスト教［12/12］　伊藤昌輝（外交官・翻訳家）神道と日本人の宗教感覚［12/19］
――1984（昭和59）年
永田 仁（音楽研究科）イングリッシュチャーチと教会音楽［1/30］　海老沢 敏（音楽学者）モーツァルトとその宗教性［2/13］　高階
秀爾（美術評論家）イエス像の変遷と芸術家の自意識［2/27］　若桑みどり（美術史学者）反宗教改革期におけるマリア像の変遷［3/12］ 
東川誠一（音楽学者）バッハまでのドイツ・フロテスタント教会音楽史［3/26］　高橋康也（英文学者）ゴドーとキリスト［4/16］ 
金岡秀友（仏教学者・僧侶）日本人と密教［5/7］　高見沢潤子（随筆家）小林秀雄とキリスト教―兄の人となり［5/21］　船越保武（彫
刻家）私の仕事［6/4］　村上陽一郎（科学史家）キリスト教と科学［7/2］　小野寺 功（哲学者）西田哲学とキリスト教［9/17］　江
川 卓（ロシア文学者）ドストエフスキーとキリスト教［9/24］　三橋 健（神道学者）さすらいの唄―日本人の底にあるもの［10/15］ 
小野寺 健（英文学者）現代イギリス文学とキリスト教―その諸相［10/22］　西尾幹二（独文学者）ニーチェと現代［11/26］　上原 和
（美術史家）ガンダーラの弥勒菩薩とキリスト教［12/17］

奈良旅行にて
左から、上原和、遠山一行、遠藤、遠山慶子の各氏

（撮影：稲井勲）
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遠
藤
先
生
が
大
切
に
し
た
空
間

ん
、
そ
し
て
加
賀
乙
彦
さ
ん
も
講
師
で
来
た
の

が
縁
で
そ
の
ま
ま
会
員
と
し
て
積
極
的
に
会
へ

参
加
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

遠
藤
先
生
と
井
上
神
父
、
慶
子
さ
ん
は
同
じ

３
月
生
ま
れ
な
の
で
「
卵
の
会
」
と
称
し
た
誕

生
会
が
麻
布
の
遠
山
家
で
開
催
さ
れ
て
い
た
。

奈
良
へ
大
和
路
を
訪
ね
る
旅
行
に
も
出
か
け
た

し
、
外
海
町
の
「
沈
黙
の
碑
」
除
幕
式
へ
も
皆

で
参
加
し
た
。
そ
こ
で
の
遠
藤
先
生
は
い
つ
も

じ
つ
に
楽
し
げ
で
上
機
嫌
だ
っ
た
。

「
少
し
時
間
が
あ
い
た
か
ら
」
と
、
セ
ン
タ
ー

へ
本
を
読
ん
だ
り
碁
を
打
つ
た
め
に
ふ
ら
り
と

立
ち
寄
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
劇
団
樹き

座ざ

の
仲
間

た
ち
と
パ
ス
テ
ル
画
を
習
い
描
い
た
の
も
セ
ン

タ
ー
の
一
室
だ
っ
た
。
そ
し
て
晩
年
、
病
に
伏

し
た
先
生
が
車
椅
子
で
短
い
時
間
参
加
し
た
遠

山
家
で
の
パ
ー
テ
ィ
ー
で
、「
帰
ら
な
い
よ
」
と

涙
ぐ
ん
で
お
ら
れ
た
光
景
も
胸
に
焼
き
つ
い
て

い
る
。
先
生
に
と
っ
て
、
あ
の
青
山
の
裏
通
り

に
ひ
っ
そ
り
と
あ
っ
た
「
日
本
キ
リ
ス
ト
教
芸

術
セ
ン
タ
ー
」
は
、か
け
が
え
の
な
い
空
間
だ
っ

た
の
だ
。
そ
の
空
間
に
身
を
置
く
こ
と
が
出
来

た
事
は
、
ま
さ
に
私
の
財
産
に
な
っ
た
。
遠
藤

周
作
と
い
う
稀
有
な
作
家
の
人
生
を
考
え
る
と

き
、「
セ
ン
タ
ー
」
と
そ
こ
に
集
っ
た
慶
子
さ

ん
を
始
め
と
す
る
お
仲
間
た
ち
と
の
時
間
を
忘

れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

昨
年
亡
く
な
っ
た
ピ
ア
ニ
ス
ト
遠
山
慶
子
さ

ん
の
演
奏
す
る
曲
を
、
長
崎
の
「
レ
コ
ー
ド
鑑

賞
会
」
で
皆
が
聴
い
た
と
い
う
記
事
を
会
報
85

号
「
長
崎
文
学
館
便
り
」
に
読
ん
だ
。
私
も
よ

く
憶
え
て
い
る
。
平
成
12
年
５
月
13
日
、
遠
藤

周
作
文
学
館
の
開
館
式
典
に
続
く
記
念
行
事
で
、

慶
子
さ
ん
は
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ス
ト
塩
川
悠
子
さ
ん

と
、
モ
ー
ツ
ア
ル
ト
の
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
ソ
ナ
タ

を
演
奏
し
た
。
海
が
見
え
る
文
学
館
の
展
示
室

に
置
か
れ
た
ス
タ
イ
ン
ウ
ェ
イ
の
ピ
ア
ノ
は
、

慶
子
さ
ん
愛
用
の
も
の
で
、
こ
の
日
の
た
め
に

東
京
の
自
宅
か
ら
わ
ざ
わ
ざ
運
び
込
ま
れ
た
。

あ
の
と
き
、「
遠
藤
さ
ん
の
た
め
に
弾
く
ん
だ

も
の
。
心
を
込
め
た
最
高
の
も
の
を
と
ど
け
た

い
」
そ
う
言
っ
て
ニ
コ
ッ
と
微
笑
ん
だ
慶
子
さ

ん
の
表
情
が
忘
れ
ら
れ
な
い
。
大
の
慶
子
フ
ァ

ン
だ
っ
た
遠
藤
先
生
も
さ
ぞ
か
し
ご
満
悦
で
い

ら
し
た
と
思
う
。

〇

「
君
に
ぴ
っ
た
り
の
、
居
眠
り
し
放
題
の
仕
事

が
あ
る
か
ら
や
っ
て
み
な
い
か
」

と
遠
藤
先
生
か
ら
「
日
本
キ
リ
ス
ト
教
芸
術

セ
ン
タ
ー
」（
通
称
セ
ン
タ
ー
）
に
誘
わ
れ
た

の
は
、
も
う
40
年
近
く
前
に
な
る
。
私
は
当
時
、

真
面
目
に
勉
強
を
し
た
わ
け
で
も
な
い
普
通
の

女
の
子
だ
っ
た
。

「
セ
ン
タ
ー
」
は
東
京
・
青
山
の
マ
ン
シ
ョ

ン
の
２
階
に
あ
っ
た
。
多
く
の
本
が
置
か
れ
た

部
屋
と
会
議
室
、
そ
れ
に
広
い
食
堂
が
あ
り
、

ペ
ン
ク
ラ
ブ
出
身
の
佃
朋
子
さ
ん
が
一
人
で
業

務
を
取
り
仕
切
っ
て
い
て
、
私
は
そ
の
補
助
と

し
て
勤
務
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

そ
こ
が
ど
ん
な
と
こ
ろ
か
も
分
か
ら
な
か
っ

た
が
、
年
に
一
度
の
理
事
会
や
月
に
一
度
の

「
月
曜
会
」
に
姿
を
見
せ
る
顔
ぶ
れ
と
、
そ
の

方
た
ち
に
よ
っ
て
繰
り
広
げ
ら
れ
る
話
題
に
、

清
水　

優
子

「
居
眠
り
し
放
題
」
ど
こ
ろ
か
、「
瞬
き
す
ら

も
っ
た
い
な
い
場
所
」
だ
と
気
づ
き
、
私
は
青

ざ
め
た
。
遠
藤
先
生
は
、「
こ
こ
に
あ
る
本
は

好
き
な
だ
け
読
ん
で
も
よ
い
」
そ
れ
か
ら
、
あ

と
は
一
つ
だ
け
、「
セ
ン
タ
ー
に
出
入
り
す
る

人

―
と
く
に
遠
山
慶
子
さ
ん
の
在
り
様
を
よ

く
見
て
学
び
な
さ
い
。
や
が
て
君
の
財
産
に
な

る
か
ら
」
と
言
っ
た
。

そ
の
慶
子
さ
ん
を
始
め
、
三
浦
朱
門
さ
ん
、

井
上
洋
治
神
父
、
三
雲
夏
生
さ
ん
、
矢
代
静
一

さ
ん
と
、
会
員
に
は
錚
々
た
る
方
々
が
名
を
連

ね
て
い
た
け
れ
ど
、
編
集
者
、
会
社
員
、
主
婦
、

学
生
も
加
わ
っ
て
い
る
の
が
新
鮮
だ
っ
た
。「
キ

リ
ス
ト
教
芸
術
」
と
銘
打
っ
て
い
た
も
の
の
、

宗
教
に
こ
だ
わ
っ
て
も
い
な
か
っ
た
。
か
つ
て

慶
子
さ
ん
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
留
学
時
代
に
体
験
し

た
サ
ロ
ン

―
人
々
が
有
名
無
名
は
関
係
な
く

出
入
り
し
学
ん
だ
「
カ
ザ
ル
ス
の
サ
ロ
ン
」
の

話
を
聞
い
た
遠
藤
先
生
が
、
自
分
た
ち
も
そ
う

い
う
サ
ロ
ン
を
作
り
た
い
と
い
っ
て
設
立
し
た
、

と
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
。

「
月
曜
会
」
は
１
時
間
ほ
ど
の
講
師
に
よ
る

講
話
の
後
、
別
室
で
ビ
ー
ル
と
サ
ン
ド
イ
ッ
チ

で
の
デ
ィ
ス
カ
ッ

シ
ョ
ン
と
な
る
の
だ

が
、
そ
の
中
心
は
遠

藤
先
生
と
、
チ
ャ
ー

ミ
ン
グ
で
聡
明
な
慶

子
さ
ん
の
発
言
だ
っ

た
と
思
う
。
遠
藤
先

生
は
精
力
的
に
各
方

面
か
ら
の
講
師
招
聘

に
つ
と
め
た
。
Ａ
・

デ
ー
ケ
ン
神
父
、
後

に
ノ
ー
ベ
ル
賞
を
受

賞
し
た
小
柴
昌
俊
さ

――1985（昭和60）年
東 敦子（声楽家）世界を駆けめぐってのオペラ談義［1/28］　今道友信（美学・哲学者）高度成長社会における芸術と宗教［2/4］ 
若林 真（仏文学者）Ａ・ジッドにおける宗教性［2/25］　西村恵信（仏教学者）キリスト教と私の不思議な因縁［3/18］　大村はま（国
語教育家）大正時代の横浜海岸教会から［4/8］　秋山� 駿（文芸評論家）犯罪と文学［4/22］　河合雅雄（霊長類学舎）霊長類のインセ
ストタブー［5/13］　林 道義（日本ユング研究会会長）日本人における男性性［5/27］　氏原 寛（臨床心理学者）悪について［6/10］ 
稲富 昭（建築家）教会建築―鎌倉雪の下教会［6/24］　東 敦子（声楽家）オペラ「イリス」について［7 / 22］　篠原大作・花形恵子（夫
妻。俳優・声優）詩を演ずるこころみ［9/30］　野沢重雄（実業家）トマトの巨木の生命思想［10/21］　吉野裕子（民俗学者）陰陽五
行をめぐって［11/18］　曽野綾子（作家）私のパウロ像［12/16］
――1986（昭和61）年
上原 和（美術史家）藤ノ木古墳［1/20］　丘山 新（仏教学者）仏教―インド・中国・日本［2/10］　吉野裕子（民俗学者）陰陽五行の
概説［2/24］　三善 晃（作曲家）日常の科のなかの非日常［3/10］　中村 元（仏教学者）仏教・キリスト教［3/31］　渡辺義愛（仏文
学者）サンテクジュベリと言葉［5/26］　石川光男（生物物理学者）ニューサイエンス［6/30］　角田忠信（医学者）日本人の脳［7/14］ 
須賀敦子（エッセイスト・イタリア文学者）ダンテ「神曲」について［9/22］　ひろさちや（宗教評論家）仏教とキリスト教［10/6］ 
熊井 啓（映画監督）映画を語る［10/30］　大岡 信（詩人）日本詩歌の「色」［11/17］　村木弘昌（医学者）丹田式呼吸法について［12/8］
 （つづく）

日本キリスト教芸術センターにて
（筆者と） （撮影：稲井勲）


