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水

と

芸

能

と

ヒ

ル

コ

神

 

 

エ

ビ

ス

の

前

身

、

ヒ

ル

コ

 

 

 

文

楽

の

人

形

遣

い

が

人

形

を

遣

う

、

床

よ

り

低

い

と

こ

ろ

が

「

船

底

」

と

呼

ば

れ

る

の

は

、

人

形

を

船

上

で

操

り

、

観

衆

は

陸

か

ら

眺

め

て

い

た

、

古

い

時

代

の

人

形

芝

居

の

名

残

り

と

さ

れ

て

い

る

。

 

内

陸

部

に

ル

ー

ツ

の

あ

る

猿

楽

や

能

楽

と

こ

と

な

り

、

内

海

の

沿

岸

部

で

育

っ

た

、

傀

儡

く

ぐ

つ

（

人

形

操

り

）

の

芸

能

が

水

と

縁

の

深

か

っ

た

こ

と

は

、

人

形

芝

居

の

発

祥

起

源

説

話

か

ら

も

う

か

が

い

知

る

こ

と

が

出

来

る

。

 

 

「

伊

邪

那

岐

い

ざ

な

ぎ

伊

邪

那

い

ざ

な

美み

二

柱

の

神

が

生

み

給

い

し

御

子

」

蛭

児

ひ

る

こ

の

神

は

、

三

歳

に

な

る

ま

で

足

が

立

た

ぬ

、

不

具

の

子

で

あ

っ

た

。

二

柱

の

神

は

吾

が

子

を

哀

れ

と

思

い

つ

つ

も

、

葦

船

に

入

れ

て

、

茅

渟

ち

ぬ

の

海

（

大

阪

湾

）

へ

流

し

た

―
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日

本

神

話

が

そ

う

記

す

ヒ

ル

コ

神

が

、

大

阪

湾

へ

突

き

出

す

よ

う

に

伸

び

る

、

和

田

岬

（

現

・

神

戸

市

兵

庫

区

）

の

沖

に

現

れ

た

の

を

祀

っ

た

の

が

、

西

宮

戎え
び
す

の

ル

ー

ツ

と

さ

れ

て

い

る

。

 

そ

の

沿

革

を

さ

か

の

ぼ

る

べ

く

、

西

宮

神

社

の

御

神

体

が

和

田

岬

ま

で

神

幸

し

て

い

た

こ

と

は

、

福

原

遷

都

の

あ

っ

た

平

家

の

全

盛

時

代

に

公

家

の

中

山

忠た

だ

親ち

か

が

記

し

た

日

記

『

山

槐

記

さ

ん

か

い

き

』

や

、

鎌

倉

時

代

に

描

か

れ

た

絵

巻

物

『

一

遍

上

人

絵

伝

』

等

で

知

る

こ

と

が

で

き

る

。

 

『

山

槐

記

』

で

は

、

治

承

４

年

（

１

１

８

０

）
、

忠

親

が

新

都

の

福

原

（

神

戸

市

兵

庫

区

）

へ

向

か

う

途

中

に

西

宮

で

一

宿

し

た

、

旧

暦

の

８

月

２

２

日

、

ち

ょ

う

ど

神

輿

の

神

幸

が

お

こ

な

わ

れ

て

お

り

、

そ

の

到

着

時

間

が

午

後

８

時

。

２

時

間

の

ち

に

還

幸

せ

ら

れ

る

間

、

氏

子

た

ち

の

心

の

ど

よ

め

き

を

感

じ

取

り

つ

つ

、

和

田

で

お

こ

な

わ

れ

て

い

る

行

事

を

想

像

し

な

が

ら

、

当

夜

の

こ

と

を

雄

弁

に

物

語

っ

て

い

る

。

 
 

『

一

遍

上

人

年

譜

略

』

に

は

「

弘

安

１

０

年

２

月

詣

西

宮

大

明

神

、

神

主

帰

依

渇

仰

」
（

弘

安

１

０

年

、
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１

２

８

７

）
の

記

事

が

あ

り

、『

一

遍

上

人

絵

伝

』
に

も

正

応

２

年

（

１

２

８

９

）

８

月

２

２

日

の

神

幸

が

述

べ

ら

れ

て

い

る

。

 
 

 
（

出

雲

の

阿

国

で

は

な

く

）

踊

り

念

仏

で

各

地

を

遊

行

し

民

衆

を

熱

狂

さ

せ

た

、

時

宗

じ

し

ゅ

う

の

開

祖

・

一

遍

こ

そ

が

歌

舞

伎

の

祖

で

あ

る

と

、

歌

舞

伎

俳

優

の

片

岡

我

當

は

か

ね

て

か

ら

説

い

て

き

た

。
そ

の

一

遍

は

、

現
・
真

光

寺
（

神

戸

市

兵

庫

区

松

原

町

）
に

滞

在

中

、

病

が

篤

く

な

っ

た

が

、

２

２

日

西

宮

の

神

幸

と

聞

い

て

、「

さ

ら

ば

今

日

は

延

べ

こ

そ

せ

め
（

そ

れ

な

ら

今

日

は

１

日

命

を

延

ば

そ

う

）
」
と

、
危

篤

を

１

日

延

ば

し

た

こ

と

を

『

一

遍

上

人

絵

伝

』

は

記

し

て

い

る

。

 

往

路

は

、

幾

艘

も

の

船

を

旗

や

幕

で

飾

っ

て

海

上

と

こ

ろ

狭

し

と

連

ね

、

和

田

岬

か

ら

西

宮

ま

で

の

陸

路

六

里

（

約

２

４

キ

ロ

）

を

そ

の

日

の

う

ち

に

還

っ

て

く

る

海

上

渡

御

祭

（

産

宮

参

り

）

は

、

京

都

の

祇

園

祭

が
〈

陸

の

パ

レ

ー

ド

〉
、
大

阪

の

天

神

祭

が
〈

川

の

パ

レ

ー

ド

〉
な

ら

、〈

海

の

パ

レ

ー

ド

〉
と

呼

ぶ

に

ふ

さ

わ

し

い

祭

礼

で

あ

る

。

織

田

信

長

の

社

領

没

収

に

よ

り

廃

絶

し

て

い

た

が

、
平

成

１

２
（

２

０

０

０

）
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年

、

約

４

世

紀

ぶ

り

に

、

古

儀

に

近

い

姿

で

復

活

し

た

。
翌

年

に

は

、
平

安

後

期

の

歌

集
『

散

木

弃

さ

ん

も

ぼ

く

き

歌

集

か

し

ゅ

う

』

に

詠

ま

れ

た

「

か

ざ

ま

つ

り

」

も

再

興

さ

れ

た

。

西

宮

の

神

は

大

風

を

吹

か

せ

る

神

と

し

て

恐

れ

ら

れ

て

い

た

ら

し

く

、「

か

ざ

ま

つ

り

」
の

斎

行

に

は

、
武

庫

山

お

ろ

し

（

六

甲

お

ろ

し

）

を

よ

く

知

る

西

宮

人

た

ち

の

、

風

災

を

鎮

め

よ

う

と

の

願

い

が

あ

っ

た

と

想

像

さ

れ

る

。

 

平

家

の

全

盛

時

代

、

神

崎

川

の

河

尻

（

尼

崎

市

）

に

は

藤

原

邦

綱

の

豪

華

な

別

荘

「

寺

江

亭

」

が

建

っ

て

い

た

。

治

承

４

（

１

１

８

０

）

年

３

月

、

高

倉

上

皇

が

厳

島

神

社

へ

社

参

し

た

折

、

上

皇

の

一

行

は

神

崎

川

を

下

り

、

寺

江

亭

で

一

泊

。

同

日

、

清

盛

が

差

し

遣

わ

し

た
「

唐

船

」（

宋

船

）
に

乗

っ

て

近

く

の

江

を

巡

っ

て

い

る

。

翌

日

は

悪

天

候

の

た

め

乗

船

で

き

ず

（

六

甲

お

ろ

し

の

せ

い

で

あ

ろ

う

か

…

）
、

陸

路

で

清

盛

の

館

が

あ

る

福

原

へ

と

向

か

う

途

中

、

西

宮

神

社

に

参

拝

し

た

と

の

記

録

が

あ

る

。

 

 

テ

レ

ビ

の

ワ

イ

ド

シ

ョ

ー

が

こ

ぞ

っ

て

報

じ

る
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十

日

戎

の

開

門

神

事

を

見

る

限

り

、

ネ

ア

カ

な

印

象

を

受

け

る

「

え

べ

っ

さ

ん

」

だ

が

、

そ

の

前

身

は

歴

史

の

翳か

げ

を

秘

め

謎

め

い

て

い

る

。

出

生

の

秘

密

を

背

負

っ

た

ヒ

ル

コ

と

は

、

は

た

し

て

何

者

で

あ

ろ

う

か

？

 
 

 

え

び

す

神

社

の

総

本

社

が

鎮

座

さ

れ

た

年

代

は

明

ら

か

で

な

い

が

、

戎

(
え

び

す

)

の

名

は

平

安

時

代

後

期

の

文

献

に

幾

度

も

記

載

さ

れ

て

い

る

。

 

神

代

の

昔

、
茅

渟

の

海
（

大

阪

湾

）
に

棄

て

ら

れ

、

平

安

の

世

に

よ

み

が

え

っ

た

ヒ

ル

コ

は

、
中

世

以

降

、

西

宮

え

び

す

大

神

と

し

て

幅

広

い

信

仰

を

集

め

て

い

っ

た

。

 

 
  

 

ヒ

ル

コ

の

原

像

 

 

《

こ

こ

に

そ

の

妹い

も

イ

ザ

ナ

ミ

の

命み
こ
と

に

問

い

た

ま

わ

く

『

汝な

が

身

は

如

何

い

か

に

か

成

れ

る

』

と

問

い

た

ま

え

ば

『

吾あ

が

身

は

成

り

成

り

て

成

り

合

わ

ざ

る

処と
こ
ろ

ひ

と

と

こ

ろ

あ

り

』

と

答

え

た

ま

き

。

こ

こ

に

イ

ザ

ナ

ギ

の

命

詔の

り

た

ま

わ

く

『

我

が

身

は

成
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り

成

り

て

成

り

余

れ

る

処

ひ

と

と

こ

ろ

あ

り

。

か

れ
（

故

）
、
こ

の

吾

が

身

の

成

り

余

れ

る

処

を

も

ち

て

、

汝

が

身

の

成

り

合

わ

ざ

る

処

に

に

さ

し

ふ

さ

ぎ

て

、

国

を

生

み

成

さ

む

と

思

う

。

産

む

こ

と

如

何

に

』

と

の

り

た

ま

え

ば

、

イ

ザ

ナ

ミ

の

命

『

し

か

善よ

け

む

』

と

答

え

た

ま

い

き

・

・

・

・

》

 

（
『

古

事

記

』

よ

り

） 

 
 

イ

ザ

ナ

ギ

・

イ

ザ

ナ

ミ

の

二

神

は

、

海

に

漂

う

ク

ラ

ゲ

の

よ

う

な

国

土

を

固

め

る

べ

く

、

天

の

浮

き

橋

か

ら

矛

で

海

を

か

き

ま

わ

し

、

出

来

上

が

っ

た

オ

ノ

コ

ロ

ジ

マ

で

結

婚

。

淡

路

島

や

大

八

お

お

や

洲し

ま

（

本

州

・

四

国
・
九

州

…

）
を

は

じ

め

森

羅

万

象

の

神

を

も

う

け

た

が

、

ヒ

ル

コ

だ

け

が

日

本

の

神

々

に

受

け

容

れ

ら

れ

ず

追

放

さ

れ

て

し

ま

っ

た

理

由

に

つ

い

て

、『

古

事

記

』

に

は

、

女

神

イ

ザ

ナ

ミ

の

方

か

ら

先

に

男

神

イ

ザ

ナ

ギ

へ

声

を

か

け

た

こ

と

で

、

最

初

に

産

ん

だ

ヒ

ル

コ

が

不

具

の

姿

で

あ

っ

た

た

め

、

葦

舟

に

入

れ

ら

れ

オ

ノ

コ

ロ

島

か

ら

流

さ

れ

た

、

と

あ

る

。

 

『

日

本

書

紀

』

で

は

、

イ

ザ

ナ

ミ

が

イ

ザ

ナ

ギ

に
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声

を

か

け

、

淡

路

島

つ

ぎ

に

ヒ

ル

コ

を

産

ん

だ

が

、

三

歳

に

な

っ

て

も

脚

が

立

た

な

か

っ

た

の

で

、

堅

固

な

楠

で

造

っ

た

天

磐

櫲

樟

あ

め

の

い

わ

く

す

船ふ

ね

で

流

し

た

と

あ

り

、

中

世

以

降

に

起

こ

っ

た

蛭

子

伝

説

は

主

に

こ

の

書

紀

の

説

を

基

に

し

て

き

た

。

 

鎌

倉

時

代

の

『

源

平

盛

衰

記

』

に

な

る

と

、

ヒ

ル

コ

は

摂

津

国

に

流

れ

着

い

て

海

を

領

す

る

神

と

な

り

、

夷え
び
す

三

郎

さ

ぶ

ろ

う

殿

と

し

て

西

宮

に

現

れ

た

（

西

宮

大

明

神

）

と

あ

る

。

 

こ

の

よ

う

に

ヒ

ル

コ

と

え

び

す

（

恵

比

寿

・

戎

）

を

同

一

視

す

る

説

は

、

古

今

集

注

解

や

芸

能

を

通

じ

広

く

浸

透

し

て

い

っ

た

。（

蛭

子

と

書

い

て
「

え

び

す

」

と

読

む

こ

と

も

あ

り

、
そ

う

名

乗

る

芸

能

人

が

い

る

） 
 

一

方

、

ヒ

ル

コ

と

は

日

る

子

（

太

陽

の

子

）

で

あ

り

、

尊

い

「

日

の

御

子

」

で

あ

る

が

ゆ

え

に

流

さ

れ

た

と

す

る

、

貴

種

流

離

譚

に

基

づ

く

解

釈

で

は

、

日

の

御

子

を

守

り

仕

え

た

の

が

エ

ビ

ス

だ

と

す

る

が

、

日

本

人

の

心

の

古

層

（

集

合

的

無

意

識

）

に

ふ

み

こ

ん

だ

注

目

す

べ

き

仮

説

が

あ

る

。
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人

形

芝

居

の

祭

神

ヒ

ル

コ

は

、

ヤ

マ

ト

の

神

々

か

ら

疎

ん

じ

ら

れ

、

異

形

の

姿

で

海

へ

流

さ

れ

た

の

で

あ

る

が

、

閉

鎖

的

な

島

国

の

風

土

に

は

馴

染

ま

ぬ

体

質

を

持

っ

て

い

た

の

で

あ

ろ

う

か

。

 

こ

の

異

形

の

神

を

遊

行

神

（

マ

レ

ビ

ト

）

と

し

て

迎

え

い

れ

る

芸

能

が

人

形

芝

居

だ

っ

た

な

ら

、

日

本

人

の

規

矩

を

超

え

る

情

念

の

飛

翔

や

、

人

間

の

役

者

を

上

ま

わ

る

雄

大

な

表

現

が

人

形

浄

瑠

璃

に

お

い

て

可

能

だ

っ

た

わ

け

が

お

ぼ

ろ

げ

に

見

え

て

く

る

…
 

和

田

の

海

上

に

現

れ

た

ヒ

ル

コ

神

を

摂

津

国

の

海

浜

に

祀

り

人

形

を

操

っ

て

慰

め

た

と

い

う

百ひ
ゃ
く

太

夫

だ

い

ゆ

う

正

清

ま

さ

き

よ

は

、

の

ち

に

淡

路

島

へ

渡

っ

て

、

人

形

浄

瑠

璃

の

祖

に

な

っ

た

と

伝

え

ら

れ

る

。

 

  
 

農

耕

社

会

に

お

け

る

、

男

の

太

陽

神

 

 

亡

き

妻

イ

ザ

ナ

ミ

の

腐

乱

し

た

姿

を

見

て

地

上

へ

逃

げ

帰

っ

た

イ

ザ

ナ

ギ

が

、

黄

泉

よ

み

の

国く

に

の

穢

れ

を

落

と

す

べ

く

禊み
そ
ぎ

を

お

こ

な

う

と

、

左

眼

か

ら

ア

マ

テ

ラ

ス

、

右

眼

か

ら

ツ

ク

ヨ

ミ

、

鼻

か

ら

は

ス

サ

ノ

オ

が
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産

ま

れ

る

。
イ

ザ

ナ

ギ

は

そ

れ

ぞ

れ

に

高

天

原

・

夜

・

海

原

の

統

治

を

委

ね

た

が

、

母

イ

ザ

ナ

ミ

の

と

こ

ろ

へ

行

き

た

い

ス

サ

ノ

オ

は

、

母

の

故

地

に

近

い

根

の

国

へ

向

か

う

前

に

、

姉

ア

マ

テ

ラ

ス

に

別

れ

の

挨

拶

を

し

よ

う

と

昇

っ

た

高

天

原

で

粗

暴

を

は

た

ら

き

、

追

い

出

さ

れ

て

し

ま

う

。

 

こ

の

よ

う

に

男

神

が

女

神

に

追

放

さ

れ

る

と

い

う

神

話

の

あ

り

よ

う

は

、

こ

の

国

が

母

系

性

社

会

だ

っ

た

こ

と

の

証

し

だ

と

考

え

ら

れ

る

。

農

耕

を

生

業

と

し

て

豊

穣

を

尊

ぶ

共

同

体

が

、

大

地

母

神

（

女

の

太

陽

神

）

を

奉

じ

る

母

系

性

社

会

を

形

成

す

る

の

に

対

し

、

ゼ

ウ

ス

の

よ

う

な

男

の

太

陽

神

を

い

た

だ

く

遊

牧

民

は

父

系

性

社

会

を

構

成

し

て

き

た

。

 

ギ

リ

シ

ャ

神

話

で

は

太

陽

は

男

性

で

あ

り

太

陽

の

女

性

的

側

面

は

太

陽

の

娘

た

ち

の

姿

を

と

っ

て

表

れ

た

が

、

な

が

く

農

耕

の

民

で

あ

っ

た

日

本

の

神

話

に

お

い

て

は

太

陽

が

女

性

と

し

て

語

ら

れ

て

き

た

た

め

、

日

本

人

の

自

我

は

女

性

の

太

陽

の

姿

で

示

さ

れ

て

き

た

。

西

洋

の

神

話

に

お

い

て

は

、

太

陽

―

男

性

―

意

識

、

月

―

女

性

―

無

意

識

で

あ

る

の

に

対

し

、
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日

本

神

話

で

は

太

陽

が

女

性

で

あ

り

、

月

は

男

性

と

し

て

語

ら

れ

て

き

た

。

そ

の

た

め

、

日

本

人

の

自

我

は

男

性

の

英

雄

で

は

な

く

女

性

の

太

陽

の

姿

で

示

さ

れ

る

よ

う

に

な

っ

た

と

、

河

合

隼

雄

（

心

理

学

者

、

１

９

２

８

～

２

０

０

７

）

は

考

え

る

に

到

っ

た

の

で

あ

る

。
（
『

関

西

文

学

』

１

９

８

９

年

２

月

号

巻

頭

言

「

ヒ

ル

コ

に

想

う

」

を

読

ん

で

河

合

隼

雄

の

日

本

神

話

観

に

興

味

を

持

っ

た

筆

者

が

、

河

合

隼

雄

と

直

接

に

話

し

て

聞

き

出

し

た

）

＊

１

 

河

合

隼

雄

が

日

本

神

話

で

最

初

に

関

心

を

も

っ

た

の

は

ス

サ

ノ

ヲ

で

あ

っ

た

と

い

う

。

日

本

神

話

で

男

神

ス

サ

ノ

オ

が

ア

マ

テ

ラ

ス

に

追

放

さ

れ

る

の

は

日

本

民

族

が

母

系

性

で

あ

っ

た

故

か

と

考

え

ら

れ

る

が

、

こ

こ

で

興

味

深

い

こ

と

は

、

ア

マ

テ

ラ

ス

に

敵

対

し

た

ス

サ

ノ

ヲ

に

し

て

も

、

追

放

は

さ

れ

た

も

の

の

出

雲

の

国

の

文

化

英

雄

と

な

り

、

の

ち

に

は

天

孫

に

そ

の

国

を

譲

っ

て

、

み

ず

か

ら

は

社

の

な

か

に

祀

ら

れ

て

き

た

。（

日

本

の

ヤ

ク

ザ

が

荒

ぶ

る

神

ス

サ

ノ

オ

を

祀

り

た

が

る

の

は

、

ア

ウ

ト

ロ

ー

を

気

負

い

つ

つ

共

同

体

へ

の

甘

え

を

残

す

点

で

重

な

る

と

こ

ろ

が
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あ

っ

た

か

ら

か

も

し

れ

な

い

…

）
。

 

こ

れ

が

他

の

文

化

圏

な

ら

、

ス

サ

ノ

ヲ

系

の

神

は

「

悪

」

の

烙

印

を

押

さ

れ

て

抹

殺

さ

れ

て

い

た

は

ず

な

の

に

、

日

本

で

は

ど

ち

ら

か

が

絶

対

善

で

他

方

が

悪

と

い

っ

た

断

定

が

な

く

、

そ

の

他

の

八

百

萬

の

神

々

も

そ

れ

ぞ

れ

所

を

得

て

、

全

体

の

な

か

に

位

置

付

け

ら

れ

て

き

た

。

対

立

す

る

二

者

が

相

手

を

完

全

に

抹

殺

せ

ず

、

バ

ラ

ン

ス

を

保

ち

つ

つ

共

存

し

て

き

た

の

が

日

本

神

話

の

特

徴

で

あ

っ

た

―
 

で

あ

る

に

も

か

か

わ

ら

ず

、

ヒ

ル

コ

だ

け

は

神

々

の

世

界

か

ら

追

放

さ

れ

て

し

ま

っ

た

の

で

あ

る

。
 

ヒ

ル

コ

が

ど

こ

へ

行

っ

た

か

、

河

合

隼

雄

は

ふ

れ

て

い

な

い

。

 

海

に

漂

う

ヒ

ル

コ

神

を

祀

っ

た

西

宮

エ

ビ

ス

へ

と

考

察

を

進

め

る

前

に

、

文

化

庁

長

官

と

な

っ

て

多

忙

を

極

め

た

河

合

隼

雄

は

亡

く

な

っ

て

し

ま

っ

た

。

 
 

 
 

帰

還

す

る

ヒ

ル

コ

は

、

異

郷

の

神

か

…
 

 

ヒ

ル

コ

は

、「

夜

の

海

の

航

海

」
を

経

て

、
ス

ク

ナ
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ヒ

コ

ナ

ノ

ミ

コ

ト

ま

た

エ

ビ

ス

と

し

て

帰

っ

て

き

た

と

さ

れ

る

。

周

辺

へ

流

さ

れ

捨

て

ら

れ

た

、

未

熟

な

神

ヒ

ル

コ

は

、

中

つ

国

へ

と

帰

っ

て

き

た

の

で

あ

る

が

、

エ

ビ

ス

は

七

福

神

の

う

ち

の

ひ

と

り

で

、

夷

の

字

は

エ

ミ

シ

と

も

読

み

、

ま

つ

ろ

わ

ぬ

民

族

、

異

民

族

を

さ

し

た

。

 

西

宮

神

社

に

ま

つ

ら

れ

る

夷

社

は

オ

オ

ク

ニ

ヌ

シ

ノ

カ

ミ

を

祭

神

と

し

、

同

社

の

境

内

に

あ

る

三

郎

社

に

は

オ

オ

ク

ニ

ヌ

シ

ノ

カ

ミ

の

子

の

コ

ト

シ

ロ

ヌ

シ

ノ

ミ

コ

ト

が

ま

つ

ら

れ

て

い

る

。

こ

れ

ら

の

神

は

元

来

、

ア

マ

テ

ラ

ス

オ

オ

ミ

カ

ミ

系

の

神

と

対

立

し

た

出

雲

系

の

神

々

で

あ

る

。

コ

ト

シ

ロ

ヌ

シ

ノ

ミ

コ

ト

は

出

雲

の

美

保

崎

で

魚

を

釣

っ

て

い

た

と

あ

り

、

こ

れ

が

夷

の

神

像

に

描

か

れ

た

、

釣

竿

を

も

っ

て

鯛

を

釣

り

あ

げ

る

姿

の

元

に

な

っ

て

い

る

。

 

夷

神

は

、

出

雲

や

蝦

夷

な

ど

、

畿

内

か

ら

み

れ

ば

辺

境

の

地

に

す

む

人

々

の

信

仰

す

る

神

で

あ

り

、

海

の

向

こ

う

か

ら

き

た

異

民

族

の

神

の

イ

メ

ー

ジ

も

根

底

に

は

あ

る

よ

う

だ

。
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無

為

の

中

心

 

 

河

合

隼

雄

は

著

書

の

な

か

で

、
「

日

本

社

会

が

中

空

均

衡

構

造

と

中

心

統

合

構

造

の

併

合

を

め

ざ

す

日

本

の

パ

ン

テ

オ

ン

に

ヒ

ル

コ

の

再

帰

を

企

て

る

べ

き

だ

」

＊

２

と

述

べ

て

い

る

が

、

こ

れ

は

ど

う

い

う

意

味

で

あ

ろ

う

。

 

河

合

隼

雄
『

日

本

神

話

と

心

の

構

造

』（

岩

波

書

店

、

河

合

隼

雄

の

ユ

ン

グ

派

分

析

家

資

格

審

査

論

文

）

を

論

じ

た

西

村

寛

子

の

書

評

か

ら

引

用

す

る

。
 

 

〈
「

無

為

の

中

心

」
に

つ

い

て

と
「

ヒ

ル

コ

」
を

ど

う

捉

え

る

か

と

い

う

こ

と

の

つ

い

て

は

、

共

に

こ

の

論

文

の

主

要

な

テ

ー

マ

で

は

な

く

、

２

０

年

後

の

エ

ラ

ノ

ス

会

議

で

の

講

演

の

テ

ー

マ

「

日

本

神

話

に

お

け

る

隠

さ

れ

た

神

々

」

で

中

心

的

に

据

え

ら

れ

、

そ

こ

で

多

く

を

語

る

こ

と

に

な

る

の

だ

が

、

す

で

に

こ

の

資

格

論

文

の

第

一

章

か

ら

「

中

心

で

あ

り

な

が

ら

無

の

基

盤

で

あ

り

、

そ

の

基

盤

の

上

に

他

の

あ

ら

ゆ

る

活

動

が

生

ず

る

」

と

い

う
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こ

と

を

河

合

隼

雄

は

読

み

込

ん

で

い

た

し

、
「

ヒ

ル

コ

」

の

追

放

に

つ

い

て

も

印

象

深

く

そ

の

情

景

を

取

り

出

し

て

き

て

い

る

。
こ

こ

か

ら
「

ヒ

ル

コ

」

に

つ

い

て

の

、

河

合

隼

雄

の

深

く

長

い

思

索

が

は

じ

ま

っ

て

い

っ

た

と

こ

ろ

と

推

測

さ

れ

る

と

の

こ

と

で

あ

る

。

…
〉

 

 
 

旧

首

都

圏

を

さ

す

「

畿

内

」

に

位

置

し

つ

つ

、

辺

境

を

連

想

さ

せ

る

戎エ
ビ
ス

と

い

う

呼

び

名

は

奇

異

に

も

聞

こ

え

る

が

、

摂・
津

と

い

う

国

名

に

ふ

さ

わ

し

く

、

他

者

（

異

端

）

を

包

摂・
す

る

開

放

的

な

性

格

を

表

象

す

る

の

で

あ

ろ

う

と

一

応

は

解

釈

出

来

る

に

し

て

も

、

い

っ

た

ん

葬

っ

た

死

神

を

後

世

に

な

っ

て

蘇

生

さ

せ

、

こ

れ

を

伝

説

や

信

仰

の

対

象

に

す

る

と

い

う

事

例

は

珍

し

い

。

 

エ

ビ

ス

は

、

中

世

後

期

に

西

宮

の

町

民

の

経

済

力

が

増

し

て

く

る

に

と

も

な

い

、

明

る

い

イ

メ

ー

ジ

の

神

様

に

変

貌

を

と

げ

て

い

っ

た

。

＊

３

 

宵

戎

（

１

月

９

日

）

の

夕

刻

、

町

を

巡

回

す

る

え

び

す

さ

ま

が

松

の

葉

で

目

を

突

か

な

い

よ

う

、

松

の
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枝

を

下

に

向

け

る

「

逆

さ

門

松

」

と

い

う

風

習

は

、

正

月

の

西

宮

神

社

拝

殿

前

で

は

今

も

見

ら

れ

、

昭

和

の

中

頃

ま

で

は

西

宮

の

町

家

に

残

っ

て

い

た

。（

近

年

、

武

庫

川

女

子

大

学

な

ど

の

協

力

に

よ

り

逆

さ

門

松

が

一

部

で

復

活

し

て

い

る

）

 
 

 

そ

ん

な

神

を

祀

る

の

が

、

小

説

家

・

村

上

春

樹

が

少

年

時

代

に

遊

ん

だ

西

宮

神

社

の

杜も

り

で

あ

り

、

自

身

の

物

語

世

界

（

ム

ラ

カ

ミ

ワ

ー

ル

ド

）

の

最

良

の

理

解

者

と

し

て

、

村

上

春

樹

が

河

合

隼

雄

の

名

を

挙

げ

て

い

る

の

は

不

思

議

な

巡

り

合

わ

せ

で

あ

ろ

う

。

 

 
 

『

意

識

の

起

源

史

』

を

著

し

た

エ

ー

リ

ッ

ヒ

・

ノ

イ

マ

ン

は

、

西

洋

に

お

い

て

近

代

的

自

我

が

確

立

し

て

い

く

プ

ロ

セ

ス

の

元

型

的

様

相

を

、

英

雄

が

怪

物

を

退

治

し

て

女

性

を

獲

得

す

る

神

話

の

過

程

に

読

み

取

っ

た

。

＊

４

ス

サ

ノ

ヲ

も

八

俣

の

大

蛇

を

退

治

し

て

ク

シ

ナ

ダ

ヒ

メ

を

獲

得

は

す

る

も

の

の

、

高

天

原

で

乱

暴

を

は

た

ら

き

ア

マ

テ

ラ

ス

に

追

い

出

さ

れ

て

し

ま

う

と

こ

ろ

が

、

西

洋

の

英

雄

像

と

は

こ

と

な

っ

て

い

る

。
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こ

の

西

洋

と

日

本

の

違

い

を

考

え

る

に

あ

た

っ

て

重

要

な

こ

と

は

、

日

本

の

太

陽

神

が

ア

マ

テ

ラ

ス

と

い

う

女

性

の

神

だ

と

い

う

こ

と

で

あ

ろ

う

。

 
河

合

の

指

摘

を

待

つ

ま

で

も

な

く

、
「

天

の

岩

戸

」

神

話

は

ギ

リ

シ

ャ

神

話

の

デ

メ

ー

テ

ー

ル

と

ペ

ル

セ

ポ

ネ

の

話

に

似

て

い

る

し

、

ア

マ

テ

ラ

ス

の

世

界

に

侵

入

し

て

く

る

荒

ぶ

る

神

ス

サ

ノ

ヲ

は

、

女

性

ペ

ル

セ

ポ

ネ

を

強

奪

す

る

、

地

下

の

神

ハ

ー

デ

ー

ス

に

類

似

し

て

い

る

。

 

し

か

し

、

ギ

リ

シ

ャ

神

話

に

登

場

す

る

神

々

の

主

神

が

男

性

神

ゼ

ウ

ス

で

あ

る

の

に

対

し

、

日

本

神

話

で

は

女

性

神

ア

マ

テ

ラ

ス

が

中

心

に

位

置

す

る

た

め

、

日

本

神

話

全

体

を

俯

瞰

す

る

と

、

ア

マ

テ

ラ

ス

が

中

心

で

ス

サ

ノ

ヲ

は

周

囲

に

い

る

か

の

よ

う

に

見

え

る

も

の

の

、

ア

マ

テ

ラ

ス

も

中

心

に

い

る

と

い

う

わ

け

で

は

な

い

。

 

『

古

事

記

』

全

体

を

読

む

と

、

ア

マ

テ

ラ

ス

と

ス

サ

ノ

ヲ

は

、

対

立

者

と

し

て

互

い

に

微

妙

な

均

衝

を

保

持

し

つ

つ

、

ど

ち

ら

も

中

心

に

存

在

す

る

こ

と

な

く

全

体

性

を

保

っ

て

い

る

と

、

河

合

隼

雄

は

筆

者

に
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直

接

説

明

し

て

く

れ

た

こ

と

が

あ

る

。（

武

庫

川

学

院

甲

子

園

会

館

〈

旧

甲

子

園

ホ

テ

ル

〉

に

お

け

る

「

阪

神

間

モ

ダ

ニ

ズ

ム

を

考

え

る

フ

ォ

ー

ラ

ム

」

で

の

こ

と

で

あ

っ

た

）

＊

５

 

 

そ

れ

で

は

、

中

心

に

位

置

す

る

の

は

何

者

で

あ

ろ

う

か

？

 
 

黄

泉

の

国

か

ら

帰

っ

て

き

た

イ

ザ

ナ

ギ

が

、

川

で

禊

を

す

る

と

き

に

産

ん

だ

の

が

ア

マ

テ

ラ

ス

・

ツ

ク

ヨ

ミ

・

ス

サ

ノ

ヲ

で

あ

っ

た

が

、

実

は

ツ

ク

ヨ

ミ

こ

そ

が

日

本

神

話

の

中

心

を

占

め

て

い

る

の

で

は

な

い

か

、

と

の

結

論

に

河

合

隼

雄

は

た

ど

り

つ

く

。

 

も

っ

と

も

『

古

事

記

』

に

は

、

ツ

ク

ヨ

ミ

の

行

為

は

ほ

と

ん

ど

記

載

さ

れ

て

い

な

い

。
と

い

う

こ

と

は

、

ツ

ク

ヨ

ミ

は
「

無

為

の

中

心

」
と

い

う

こ

と

に

な

り

、

こ

の

日

本

神

話

の

「

中

空

構

造

」

こ

そ

が

日

本

人

の

意

識

の

あ

り

か

た

、

ひ

い

て

は

集

団

や

組

織

の

あ

り

か

た

に

反

映

さ

れ

て

い

る

の

で

は

な

い

か

と

い

う

、

河

合

の

投

げ

か

け

た

問

い

は

、

今

で

は

広

く

共

有

さ

れ

る

よ

う

に

な

っ

て

い

る

。
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一

神

教

に

お

い

て

は

、

中

心

に

至

高

至

善

の

神

が

存

在

し

、

そ

れ

に

よ

っ

て

全

体

が

統

合

さ

れ

る

の

に

対

し

、

日

本

で

は

中

心

が

無

為

の

神

を

め

ぐ

っ

て

多

く

の

神

々

が

微

妙

な

均

衡

関

係

を

保

ち

つ

つ

存

在

す

る

。

こ

の

中

空

均

衡

型

と

中

心

統

合

型

と

の

比

較

を

通

じ

、

日

本

人

の

心

の

あ

り

か

た

と

欧

米

人

の

そ

れ

と

の

差

に

思

い

を

は

せ

な

が

ら

日

本

神

話

を

眺

め

て

い

く

う

ち

に

、

河

合

隼

雄

に

は

気

が

か

り

な

こ

と

が

出

て

き

た

。

 

 

西

洋

的

自

我

の

萌

芽

 

 

そ

れ

は

蛭

子

（

ヒ

ル

コ

）

の

存

在

で

あ

る

。

 

一

神

教

の

場

合

、

唯

一

至

高

の

神

に

敵

対

す

る

も

の

は

、

悪

の

刻

印

を

押

さ

れ

、

世

界

の

埒

外

に

排

除

さ

れ

て

し

ま

う

。

し

か

し

日

本

の

よ

う

な

中

空

均

衡

型

の

場

合

、

八

百

萬

の

神

々

は

そ

れ

ぞ

れ

が

と

こ

ろ

を

得

て

全

体

の

な

か

に

位

置

づ

け

ら

れ

る

。

そ

れ

な

の

に

『

古

事

記

』

を

読

む

と

、

ヒ

ル

コ

だ

け

は

葦

船
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に

入

れ

ら

れ

て

追

放

さ

れ

て

し

ま

っ

た

の

だ

。

何

で

も

受

け

容

れ

る

か

に

見

え

る

日

本

の

神

々

も

、

ヒ

ル

コ

だ

け

は

受

け

容

れ

な

か

っ

た

の

で

あ

る

。

 
太

陽

の

女

神

ア

マ

テ

ラ

ス

が
「

オ

オ

ヒ

ル

メ

(

・
・
・)

」

と

呼

ば

れ

た

の

に

対

し

、

ヒ

ル

コ

と

い

う

呼

び

名

は

太

陽

の

男

性

神

（

日ヒ

のノ

子コ

）

を

指

す

の

で

は

あ

る

ま

い

か

。

女

性

の

太

陽

神

に

敵

対

す

る

男

性

の

太

陽

神

ヒ

ル

コ

は

、

日

本

の

風

土

に

沿

わ

ぬ

西

洋

的

な

自

我

の

萌

芽

で

は

な

か

っ

た

か

…

。

 

西

洋

に

お

け

る

太

陽

―

男

性

―

意

識

と

い

う

図

式

を

考

え

合

わ

せ

る

と

、

イ

ザ

ナ

ミ

・

イ

ザ

ナ

ギ

の

子

で

あ

り

な

が

ら

、

棄

て

ら

れ

て

海

上

を

漂

っ

て

い

た

と

い

う

ヒ

ル

コ

は

、

日

本

の

風

土

に

沿

わ

ぬ

西

洋

的

自

我

の

萌

芽

だ

っ

た

の

で

は

あ

る

ま

い

か

―

と

い

う

考

え

に

河

合

隼

雄

は

た

ど

り

つ

く

。

＊

６

 

そ

し

て

さ

ら

に

、

西

洋

文

化

を

摂

津

国

に

根

づ

か

せ

、

独

特

な

和

洋

折

衷

の

ラ

イ

フ

ス

タ

イ

ル

を

う

ん

だ

〈

阪

神

間

モ

ダ

ニ

ズ

ム

〉

の

淵

源

は

ヒ

ル

コ

だ

っ

た

の

で

は

―

と

い

っ

た

筆

者

の

解

釈

も

浮

上

し

て

く

る

。
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こ

の

追

放

さ

れ

て

海

を

漂

流

し

て

い

た

ヒ

ル

コ

神

に

同

情

し

て

、

最

初

に

祀

っ

た

の

が

、

村

上

春

樹

が

（

筆

者

も

）

遊

ん

で

育

っ

た

西

宮

神

社

の

森

で

あ

っ

た

。

 

日

本

に

お

け

る

西

洋

的

自

我

の

萌

芽

で

あ

っ

た

が

故

に

、

ヒ

ル

コ

は

異

端

と

な

り

海

へ

流

さ

れ

た

の

で

は

な

か

っ

た

か

と

い

う

の

が

河

合

の

説

で

あ

っ

た

が

、

阪

神

の

地

が

部

分

的

に

せ

よ

近

代

の

自

我

、

西

洋

的

自

我

を

受

け

容

れ

た

不

思

議

が

、

な

ん

と

な

く

腑

に

落

ち

る

の

で

は

な

か

ろ

う

か

。

 

  
 

生

き

つ

づ

け

る

百

太

夫

信

仰

 

 

毎

年

１

月

５

日

、

西

宮

神

社

（

え

べ

っ

さ

ん

）

の

境

内

に

あ

る

百

太

夫

社

の

前

で

は

、

人

形

遣

い

の

祭

礼

「

百

太

夫

祭

」

が

お

こ

な

わ

れ

て

お

り

、

文

楽

の

三

番

叟

の

首か
し
ら

は

、
え

び

す

さ

ま

の

顔

に

な

っ

て

い

る

。 

第

二

次

大

戦

で

焼

失

し

た

西

宮

神

社

の

本

殿

（

旧

国

宝

）

は

昭

和

３

６

年

に

再

建

さ

れ

た

が

、

阪

神

・

淡

路

大

震

災

で

倒

壊

。

復

興

に

５

年

を

要

し

た

が

、
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い

ず

れ

の

と

き

も

百

太

夫

社

は

無

事

だ

っ

た

こ

と

に

励

ま

さ

れ

た

と

、

同

社

に

近

い

西

宮

市

川

東

町

に

居

住

し

た

吉

田

文

雀

（

文

楽

人

形

遣

い

、

人

間

国

宝

、

１

９

２

８

～

２

０

１

６

）

は

語

っ

て

い

る

。

 

「

５

０

年

前

の

空

襲

の

と

き

も

西

宮

神

社

の

本

殿

は

消

失

し

て

し

ま

っ

た

の

に

、

境

内

の

片

隅

に

あ

る

、

人

形

芝

居

の

祖

神

を

ま

つ

る

百

太

夫

神

社

の

祠

は

残

り

ま

し

た

。
今

回

の

地

震

で

も

、
本

殿

は

傾

き

、

南

宮

は

壊

れ

て

し

ま

っ

て

、

ま

わ

り

に

も

壊

れ

て

い

る

神

殿

が

た

く

さ

ん

あ

る

の

に

、

百

太

夫

さ

ん

は

健

気

に

も

倒

れ

ず

に

立

っ

て

い

ま

し

た

。

私

た

ち

の

祖

神

が

そ

う

い

う

ふ

う

に

頑

張

っ

て

い

る

の

で

、

負

け

ず

に

や

ら

な

く

ち

ゃ

い

け

な

い

と

思

い

ま

し

た

」

（
『

サ

ン

デ

ー

毎

日

』
１

９

９

５

年

７

月

２

日

号

、「

神

戸

か

ら

の

伝

言

」
）
。

＊

７

 

 

え

び

す

信

仰

が

全

国

に

広

ま

っ

た

の

は

室

町

時

代

以

降

。

西

宮

の

散

所

村

（

現

・

産

所

町

）

に

住

ん

で

い

た

人

形

遣

い

が

、

え

び

す

さ

ま

の

ご

神

徳

を

人

形

操

り

に

託

し

て

全

国

を

廻

っ

た

こ

と

が

大

き

な

要
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因

の

一

つ

と

考

え

ら

れ

て

い

る

。

 

人

形

遣

い

た

ち

は

江

戸

時

代

に

な

る

と

西

宮

の

地

を

離

れ

て

淡

路

島

に

移

り

、

現

在

は

国

の

重

要

無

形

民

俗

文

化

財

に

指

定

さ

れ

て

い

る

淡

路

島

の

人

形

浄

瑠

璃

や

大

阪

の

文

楽

に

な

っ

た

と

も

云

わ

れ

て

い

る

。

 

百

太

夫

神

社

は

、

も

と

も

と

神

社

の

北

側

、

散

所

村

に

あ

っ

た

が

、

江

戸

時

代

に

境

内

の

現

在

の

場

所

へ

遷

座

し

て

、

か

つ

て

の

跡

地

（

西

宮

市

産

所

町

Ｎ

Ｔ

Ｔ

阪

神

支

社

敷

地

内

）

に

は

記

念

碑

と

太

夫

の

銅

像

が

建

て

ら

れ

て

い

る

。

 

今

年

（

２

０

２

２

年

）

の

百

太

夫

祭

は

、

徳

島

無

形

文

化

財

の
「

阿

波

木

偶

箱

ま

わ

し

保

存

会

」（

中

内

正

子

代

表

）

が

御

祝

儀

舞

や

三

番

叟

・

え

び

す

舞

な

ど

の

人

形

廻

し

を

奉

納

し

、

西

宮

の

「

人

形

芝

居

え

び

す

座

」

が

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

ィ

ル

ス

を

撃

退

す

る

芝

居

を

披

露

し

た

。

第

４

０

回

「

ふ

る

さ

と

文

化

賞

」

（

兵

庫

県

芸

術

文

化

協

会

）
に

は

、「

人

形

芝

居

え

び

す

座

」

を

結

成

し

て

み

ず

か

ら

人

形

を

操

り

、

人

形

芝

居

や

伝

統

芸

能

の

上

演

活

動

を

つ

づ

け

る

武

地

秀
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美

（

西

宮

市

在

住

）

と

、

淡

路

人

形

の

制

作

・

修

理

技

術

を

提

供

す

る

「

淡

路

木

偶

づ

く

り

講

座

」

が

選

ば

れ

て

い

る

。

 
百

太

夫

は

人

形

遣

い

の

祖

神

と

見

な

さ

れ

る

伝

説

上

の

人

物

で

あ

る

が

、
人

形

芝

居

に

と

ど

ま

ら

ず

、

阪

神

間

の

芸

能

史

上

、

傑

出

し

た

百

人

の

芸

能

者

や

芸

術

家

（

こ

れ

ら

を

広

義

の

「

太

夫

」

と

見

な

す

）

を

顕

彰

す

る

広

場

を

阪

神

「

西

宮

」

駅

前

に

つ

く

ろ

う

と

い

う

の

が

、

筆

者

の

提

唱

し

て

き

た

「

百

太

夫

広

場

」

の

構

想

で

あ

る

。

既

に

産

所

町

の

Ｎ

Ｔ

Ｔ

の

前

に

は

傀

儡

師

（

人

形

遣

い

）

の

像

が

建

て

ら

れ

て

い

る

か

ら

、

残

り

９

９

人

を

９

９

年

か

け

て

顕

彰

す

れ

ば

よ

い

こ

と

に

な

る

。

村

上

春

樹

の

よ

う

な

西

宮

育

ち

の

著

名

な

作

家

は

候

補

に

入

る

で

あ

ろ

う

し

、

市

内

在

住

の

小

川

洋

子

も

ノ

ー

ベ

ル

文

学

賞

候

補

に

名

が

あ

が

っ

て

い

る

。

 

現

状

で

は

様

々

な

建

造

物

が

建

つ

阪

神

西

宮

駅

前

広

場

だ

が

、

９

９

年

か

け

て

つ

く

る

の

だ

か

ら

、

ア

ン

ト

ニ
・
ガ

ウ

デ

ィ

が

建

設

を

始

め

た

ス

ペ

イ

ン
・

バ

ル

セ

ロ

ナ

の

聖

家

族

贖

罪

教

会

（

サ

グ

ラ

ダ

・

フ
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ァ

ミ

リ

ア

）

の

よ

う

に

、

少

し

ず

つ

整

備

し

て

い

け

ば

よ

い

。

将

来

的

に

は

狭

義

の

西

宮

に

こ

だ

わ

ら

ず

阪

神

文

化

史

上

の

偉

人

を

顕

彰

す

る

広

場

と

し

た

い

。 
 

  
 

文

楽

と

歌

舞

伎

 

 

歌

舞

伎

と

文

楽

（

人

形

浄

瑠

璃

）

は

別

々

の

起

源

を

持

っ

て

い

る

が

、

１

８

世

紀

に

な

る

と

両

者

は

融

合

し

て

い

き

、

人

形

浄

瑠

璃

に

は

傑

作

が

続

々

と

現

れ

、
歌

舞

伎

に

も

転

用

さ

れ

て

い

く

。『

仮

名

手

本

忠

臣

蔵

』
『

義

経

千

本

桜

』
『

菅

原

伝

授

手

習

鑑

』

の

三

大

名

作

を

は

じ

め

と

し

て

、

人

間

の

役

者

な

ら

ぬ

人

形

の

演

じ

る

芝

居

が

日

本

演

劇

の

主

流

を

形

づ

く

り

、

ギ

リ

シ

ャ

悲

劇

や

シ

ェ

ー

ク

ス

ピ

ア

劇

に

も

比

肩

す

る

カ

タ

ル

シ

ス

を

近

世

民

衆

に

も

た

ら

し

た

。

 

歌

舞

伎

学

会

は

昭

和

６

２

年

（

１

９

８

７

）

に

発

足

し

た

が

、

い

ま

だ

に

文

楽

学

会

と

い

う

も

の

は

な

く

、

歌

舞

伎

の

研

究

も

文

楽

の

研

究

も

歌

舞

伎

学

会

が

統

括

し

て

お

り

、
し

か

も

文

楽

の

比

重

が

大

き

い

。

「

ヒ

ト

ガ

タ

」（

人

形

）
の

演

劇

が

、
日

本

古

典

劇

の
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主

流

の

一

画

を

形

成

し

て

い

る

の

で

あ

る

。

 

ま

た

、

ヒ

ル

コ

に

は

、

海

岸

に

漂

着

す

る

死

体

な

ど

漂

着

物

の

意

味

が

あ

り

、
村

上

春

樹

の

小

説

に

も

、

子

供

の

こ

ろ

西

宮

の

海

岸

で

様

々

な

も

の

を

拾

っ

た

と

い

う

思

い

出

が

た

び

た

び

綴

ら

れ

て

い

る

。

 

（
「

海

の

近

く

で

生

ま

れ

た

ん

だ

」
「

台

風

が

去

っ

た

次

の

朝

に

海

岸

に

行

く

と

、

浜

辺

に

い

ろ

ん

な

も

の

が

落

ち

て

い

た

。
波

で

打

ち

上

あ

げ

ら

れ

た

ん

だ

。

想

像

も

つ

か

な

い

よ

う

な

も

の

が

、

い

っ

ぱ

い

見

つ

か

る

」「

ど

う

し

て

そ

ん

な

も

の

が

浜

辺

に

打

ち

あ

げ

ら

れ

る

の

か

、
ぼ

く

に

は

見

当

も

つ

か

な

い

」 
『

世

界

の

終

わ

り

と

ハ

ー

ド

ボ

イ

ル

ド

・

ワ

ン

ダ

ー

ラ

ン

ド

』

よ

り

）

＊

８

 

  
 

モ

ダ

ニ

ズ

ム

の

表

象

と

し

て

 

 

エ

ビ

ス

と

は

、

異

民

族

や

海

外

か

ら

や

っ

て

き

た

異

邦

人

の

意

味

も

あ

る

と

述

べ

た

が

、

海

外

か

ら

訪

れ

る

様

々

な

事

象

を

同

化

し

て

き

た

モ

ダ

ニ

ズ

ム

の

表

象

と

し

て

、

エ

ビ

ス

信

仰

を

捉

え

る

こ

と

が

出

来
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る

か

も

し

れ

な

い

。

 

劇

作

家

の

井

上

ひ

さ

し

は

朝

日

新

聞

（

１

９

８

０

年

６

月

）

の

文

芸

時

評

で

、

村

上

春

樹

の

『

１

９

７

３

年

の

ピ

ン

ボ

ー

ル

』
を

と

り

あ

げ

、「

さ

ら

に

重

要

な

の

は

、〈

僕

〉
が

そ

の

体

内

に

と

り

こ

ん

だ

ピ

ン

ボ

ー

ル

・

マ

シ

ン

＝

外

国

と

の

、

や

さ

し

く

堂

々

と

し

た

結

着

の

つ

け

方

で

あ

る

。
希

望

、
絶

望

、
お

ご

り

、

へ

つ

ら

い

な

ど

、

い

か

な

る

色

眼

鏡

も

な

く

、

こ

の

２

０

世

紀

の

コ

ッ

ペ

リ

ア

と

一

体

化

し

、

そ

し

て

突

き

離

し

な

が

ら

、〈

僕

〉
は

、
自

分

と

彼

女

が

ど

う

関

わ

り

合

っ

て

い

る

か

を

た

し

か

め

る

。

こ

う

し

て

〈

僕

〉

は

ゆ

っ

く

り

と

し

た

歩

調

を

保

ち

な

が

ら

な

に

も

の

か

に

な

っ

て

行

く

の

だ

。

主

人

公

が

海

外

渡

航

し

な

い

「

海

外

渡

航

小

説

」

の

、

こ

れ

は

み

ご

と

な

収

穫

と

い

え

る

だ

ろ

う

」

と

説

い

て

い

る

。

 

劇

作

家

で

評

論

家

の

山

崎

正

和

（

西

宮

市

在

住

）

は

朝

日

新

聞

の

文

芸

時

評
（

１

９

８

５

年

７

月

）
で

、

『

世

界

の

終

わ

り

と

ハ

ー

ド

ボ

イ

ル

ド

・

ワ

ン

ダ

ー

ラ

ン

ド

』

を

現

代

の

『

神

曲

』

に

た

と

え

、

近

代

的

自

我

の

「

煉

獄

め

ぐ

り

」

の

物

語

と

し

て

読

み

解

い
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て

い

る

。

 

  
文

楽

の

新

し

い

動

き

 

 

近

年

、

文

楽

の

太

夫

や

三

味

線

弾

き

、

ま

た

歌

舞

伎

俳

優

に

も

、

キ

リ

ス

ト

教

を

信

仰

す

る

人

々

が

徐

々

に

現

れ

て

い

る

。

 

２

０

２

２

年

７

月

６

日

、

兵

庫

県

立

芸

術

文

化

セ

ン

タ

ー

・

阪

急

中

ホ

ー

ル

に

お

い

て

、

イ

エ

ス

・

キ

リ

ス

ト

の

受

胎

告

知

か

ら

奇

跡

の

復

活

を

は

た

す

ま

で

の

ド

ラ

マ

を

、

豊

竹

呂

太

夫

・

作

の

新

作

文

楽

が

上

演

し

た

。

聖

母

マ

リ

ア

の

献

身

と

慈

愛

、

キ

リ

ス

ト

の

苦

悩

と

癒

し

、

弟

子

た

ち

の

祈

り

、

い

く

つ

も

の

予

言

と

奇

跡

を

人

形

浄

瑠

璃

で

表

現

し

た

の

で

あ

る

が

、

こ

れ

も

阪

神

間

モ

ダ

ニ

ズ

ム

の

ひ

と

つ

の

表

れ

で

あ

ろ

う

か

。

 

文

楽

の

上

演

に

先

立

ち

、

大

阪

大

司

教

区

の

司

教

を

務

め

る

酒

井

俊

弘

氏

が

、

カ

ト

リ

ッ

ク

夙

川

教

会

（

西

宮

市

霞

町

）

で

戦

時

中

、

憲

兵

隊

に

捕

ら

え

ら

れ

拷

問

を

受

け

た

メ

ル

シ

ェ

神

父

と

、

こ

の

教

会

で
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受

洗

し

た

作

家

の

遠

藤

周

作

に

つ

い

て

解

説

し

た

。

 
 

西

洋

の

文

化

を

巧

み

に

ラ

イ

フ

ス

タ

イ

ル

に

と

り

こ

み

、

関

西

モ

ダ

ニ

ズ

ム

の

主

舞

台

と

な

る

阪

神

間

の

風

土

で

育

っ

た

遠

藤

周

作

で

あ

る

が

、

キ

リ

ス

ト

教

文

明

は

本

質

的

に

日

本

人

と

は

相

容

れ

ぬ

も

の

だ

っ

た

と

遠

藤

は

語

っ

て

い

る

。

熱

心

な

カ

ト

リ

ッ

ク

信

者

の

母

に

連

れ

ら

れ

て

教

会

へ

通

っ

た

も

の

の

、

そ

れ

は

自

ら

の

意

思

に

よ

っ

て

選

ん

だ

信

仰

で

は

な

か

っ

た

。

 

「

わ

た

し

は

こ

の

服

を

ぬ

ご

う

と

幾

度

も

思

っ

た

。

ま

ず

そ

れ

は

何

よ

り

も

洋

服

で

あ

り

、

私

の

体

に

合

う

和

服

で

は

な

い

よ

う

に

考

え

ら

れ

た

私

の

体

と

そ

の

洋

服

と

の

間

に

は

ど

う

に

も

な

ら

ぬ

隙

間

が

あ

り

、

そ

の

隙

間

が

あ

る

以

上

、

自

分

の

も

の

と

は

考

え

ら

れ

ぬ

気

が

し

た

」（

 

遠

藤

周

作

文

学

全

集

 
v

o
l.

 

１

２

所

収

，
「

合

わ

な

い

洋

服

」
（

１

９

６

７

）
）

＊

９

 

司

馬

遼

太

郎

は
「
（

遠

藤

周

作

は

）
本

当

に

大

真

面

目

な

ク

リ

ス

チ

ャ

ン

な

の

で

す

が

、

そ

れ

を

人

に

見

せ

る

の

が

嫌

で

、

冗

談

ば

か

り

言

っ

て

い

ま

す

」

と

語

り

、
遠

藤

が

小

説

で

描

い

た

ク

リ

ス

チ

ャ

ン

大

名

、
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小

西

行

長

に

ふ

れ

な

が

ら

、

遠

藤

の

文

学

を

、

図

式

的

に

解

説

し

て

い

る

。

 
「

…
最

後

ま

で

読

ん

で

い

ま

し

て

、

こ

れ

は

あ

く

ま

で

私

の

考

え

で

す

が

、

カ

ト

リ

ッ

ク

の

話

か

し

ら

と

い

う

気

が

し

て

き

ま

し

た

。

私

に

は

浄

土

教

の

世

界

の

よ

う

に

思

え

る

の

で

す

。

／

勝

手

に

遠

藤

神

学

と

名

づ

け

ま

す

が

、

遠

藤

神

学

に

よ

れ

ば

、

そ

う

い

う

ず

る

い

人

間

を

神

は

捨

て

て

お

か

な

い

。

い

っ

た

ん

幼

児

洗

礼

と

い

う

形

で

神

と

縁

を

結

ん

だ

者

は

、

自

分

が

忘

れ

て

も

、

神

は

忘

れ

な

い

。

／

最

後

に

神

は

そ

う

い

う

者

に

も

恩

寵

を

与

え

る

。

刑

場

で

小

西

行

長

が

神

を

思

い

出

し

た

の

で

は

な

く

、

神

が

思

い

出

さ

せ

た

の

だ

と

。

こ

れ

は

神

を

阿

弥

陀

さ

ん

と

置

き

換

え

て

も

い

い

。

す

べ

て

浄

土

教

に

、

私

は

思

え

ま

す

」
（
『

週

刊

朝

日

』

平

成

９

年

５

月

９

日

１

６

日

合

併

号

）

＊

１

０

 

 

夙

川

カ

ト

リ

ッ

ク

教

会

の

創

立

者

で

あ

り

遠

藤

に

洗

礼

を

授

け

た

ブ

ス

ケ

神

父

と

、

二

代

目

メ

ル

シ

ェ

神

父

は

、
戦

時

中

、
無

罪

の

罪

で

逮

捕

さ

れ

て

い

る

。

ブ

ス

ケ

は

獄

中

で

拷

問

に

あ

っ

て

亡

く

な

り

、

メ

ル
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シ

ェ

神

父

は

生

き

て

フ

ラ

ン

ス

へ

帰

り

、

戦

後

も

遠

藤

と

親

交

を

保

っ

た

。

二

人

の

い

ず

れ

か

あ

る

い

は

双

方

が

、『

黄

色

い

人

』
と

い

う

小

説

で

、
背

教

者

デ

ュ

ラ

ン

の

罪

を

甘

ん

じ

て

引

き

受

け

る

、

ブ

ロ

ウ

神

父

の

原

形

に

な

っ

た

と

考

え

ら

れ

て

い

る

。

 

モ

ダ

ニ

ズ

ム

を

主

に

論

じ

ら

れ

て

き

た

阪

神

間

文

化

に

も

、

あ

ら

た

な

歴

史

的

視

座

が

求

め

ら

れ

て

い

る

。

そ

の

行

方

を

占

う

の

は

「

ヒ

ル

コ

神

」

で

あ

り

「

水

と

芸

能

」

で

あ

ろ

う

。
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