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栄
の

時
期
に

な
る

。

貧
富
の

差
が

顕
在
化
す
る

が
、

一

応

平
和
な

時
期
で

あ
る

。

「

大
正
デ

モ

ク
ラ

シ

ー
」

と

呼
ば

れ、

国

民
と

多
く
の

キ

リ
ス

ト

教
会
は

、

政
治
運
動
や

社
会
運
動
に

積
極
的
に

参
加
し
て

い

た
。

し
か
し

聖
化
の

体
験
は
時

代
制
約
に

か
か
わ

り
な
く

、

あ
く
ま
で

も
個
人
の

宗
教

体
験
で

あ
る

。

し
た
が
っ

て

再
臨

運
動
と

は

異
な
り、

時
代
状
況
に
関
係

な
く
展
開
し
て

い

っ

た
と
考
え
ら
れ
る

。

中
田
重
治
も
政
治
運
動
に
参
加

し
な
い

よ

う
に
指
示
し
て

い

る
。

　
「

聖

く
な

け
れ
ば、

だ
れ

も
主
を

見
る

こ

と
が

で

き
ま
せ
ん
」

（

新
約
聖

書
ヘ

ブ
ル

書
一

二
・
一

四）

を
中
田
重
治
は
聖
化
の

体
験
を

し
て

イ
エ

ス

の

再
臨
に

備
え
る

事
の

根
拠
と

し
た

。

内
村
鑑
三

は
、

聖

化
の

教
理
は

な

い

た
め

に
リ

バ

イ

バ

ル

に
は

参
加
せ

ず、

東
京
聖
書
研
究
会
を

設
立
し
て

再
臨
運
動
の

あ
と
は

聖

書
研
究
に

集
中
し

た
。

リ

バ

イ
バ

ル

に

関
し

て

は
、

そ
の

到
来
を

歓
迎
し
て

は

い

る

が
「

狂
熱
的
」

で

は

な

く
「

冷
静
で

永
続
的
な
」

信
仰
復
興
に

な

る

こ

と

を
期
待
し
て

い

る
。

ま
た
リ

バ

イ

バ

ル

直
前
の

『

聖
潔
之
友
』

に

は
、

聖
化
の

教
理
だ

け
で

な
く
、

信
徒
の

救

い

と
聖

化
の

あ
か

し
、

諸
教
会
の

活
動
報
告
も
多
く
掲
載
さ
れ
る

よ

う
に

な

り
、

こ

れ

が

信
徒
が

運

動
を

促
進
す
る
契

機
に

な
っ

た
と

考

え
ら

れ

る
。

　
と
こ

ろ

で
、

リ

バ

イ
バ

ル

が

展
開
し
て

も
そ
の

時
期
に

お
い

て

受
洗
者

数
も
教

会
員
数
も

増
加
し

て

い

な
い

。

だ

が
、

直
後
で

あ
る
一

九
二

二

年

か
ら
著
し
く

増
加
し
一

九
三

〇

年
の

「

昭

和
の

リ
バ

イ
バ

ル
」

へ

と
つ

な

が
っ

た
。

こ

の

こ

と

か
ら、

大
正

期
リ
バ

イ
バ

ル

は
、

新
し
い

信
徒
の

獲

得
で
は
な
く
て

信

徒
と

教
役

者
の

信

仰
の

覚
醒
を

結
果
と
し、

そ
れ

が
一

九
二
一

年
か
ら
の

教
勢
の

顕

著
な
発

展
に

つ

な
が
っ

て

い

っ

た
と

考
え

ら

れ

る
。

　
今
後
の

研
究
課
題
と
し
て

は
、

 
ホ

ー

リ

ネ
ス

・

リ
バ

イ
バ

ル

の

他
教

派
へ

の

影
響、

 
他
宗
教
に

お

け
る

集
合
心
性
（

集
団
ヒ

ス

テ

リ
ー

）

と

の

比
較
研
究、

 
ユ

ダ
ヤ
人

問
題
と
の

関
係
（
中
田
は
す
で

に
一

九
一

九

年

＝
一
月
に
ユ

ダ
ヤ
人
の

救
い

の

た
め

に

祈
る

こ

と
を
唱
道
し
ユ

ダ
ヤ

祈

疇
団
を

設
立）

が
挙
げ
ら
れ
る

。

ユ

リ
ア

ヌ

ス

の
宗
教
観
と

宗
教
政
策
に

お

け
る

「

宗
教
の
公
益
性
」

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
中
西

　
恭

子

　
「

背
教
者
」

ユ

リ
ア

ヌ

ス

の

宗
教
政
策
は、

根

本
的
に

は
イ
ア

ン

ブ

リ

コ

ス

の

儀
礼
論
お
よ

び
ス

ト
ア

主

義
・

プ
ラ

ト
ン

主
義
の

哲
人
統
治
論
を

理
論
的
支
柱
と

し
て
、

帝
国
領
内
に

多
様
な
形
で

存
在
す
る

在
来
の

共

同

体
的
多
神
教
の

実
践
に

修
養
的

価
値
を
賦
与
す
る

こ

と
に

よ

っ

て

構
築
さ

れ
る

「

哲
人

祭
司
王

の

国
」

の

具
現

化
の

試

み
で

あ
っ

た
。

し
か

し
、

「

教
職
に
関

す
る

勅
令

6
も

§
娩

→

ミ
o

§
鴇
§
毳
」
°。

し。

如

三

六
二

年
六

月
一

七

日
公
布）

と

そ
の

附
則

qE

冨

霞
ρ

§．
 
一

〇
）

に

よ

っ

て

結

果

的
に

キ

リ
ス

ト
教
徒
を
修
辞
学
お
よ

び
哲
学
教
育
の

教
職
か

ら
排
除
し
た

こ

と

で
、

彼
の

宗
教
政
策
は

キ
リ
ス

ト
教
徒
側
か

ら
も
伝
統
的
多
神
教

徒

側
か
ら

も
悪
名
を

馳
せ
た

。

ナ
ジ
ア

ン

ゾ

ス

の

グ
レ

ゴ

リ
オ

ス

は

『

ユ

リ

ア

ヌ

ス

駁
論
』

第
一

弁
論
（
O
丶’
轟）

に

お
い

て
、

ユ

リ
ア

ヌ

ス

の

錯
誤

が
伝
統
的
多
神
教
の

側
に

哲
学
と

修
辞
学
の

精
華
を
信
仰
の

根
拠
と

し
て

独
占
さ

せ

る

点
に

あ
っ

た
こ

と

を
指
摘
し
て

い

る
。

し
か

し

ユ

リ

ア

ヌ

ス

は
、

何
ら
か
の

公
益

性
が

彼
の

宗
教
政
策
に

あ
る

こ

と
を

確
信
し
て

い

た

よ

う
で

あ
る

。

こ

こ

で

は
、

彼
の

宗
教
観
と

宗
教
政
策
に

お

け
る

公

益
性

の

探
求
に

つ

い

て
、

修
養
を
め

ぐ
る

見
解
を

中
心
に
述
べ

た

い
。

　
ユ

リ

ア

ヌ

ス

は
「

教
職
に

関
す
る

勅
令
」

の

本
則
で

は
、

優
れ

た

資
質
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を
も
つ

教
師
を
選
ぶ

こ

と
が
重
要
で

あ
る
、

と

述
べ

て

お

り、

キ
リ

ス

ト

教
徒
の

教
職
か
ら
の

排
除
を

謳
っ

て

い

る

わ

け
で

は
な
い

。

し
か
し、

附

則
（

言
厨
莓
ρ

韋．
O

ぱ）

に

お

い

て

は
、

哲
学
お
よ

び

修
辞
学
の

教
材
と

な
る

ギ

リ
シ

ア

古
典
の

テ

ク

ス

ト

に

書
か

れ
た

神
々

に

対
す
る
信
仰
を

共

有
し

て

修
養
を
行
い
、

学
生
の

魂
を

陶
冶
す
る

模
範
と

な
る

こ

と

を
教
師

た

ち
に

求
め

た
。

宗
教
を

超
え
た

共
通
の

教
養
と

し
て

の

ギ

リ
シ

ア
・

ラ

テ

ン

古
典
お

よ

び

哲
学
を
、

彼
の

い

う
「

ギ
リ

シ

ア

人
の

宗
教
」

を
奉
ず

る

人
々
、

す
な

わ

ち
伝
統
的
多
神
教

徒
の

た
め
の

神
話
的
教

説
の

源
泉
と

す
る

発

想
が
こ

こ

に

み

ら

れ

る
。

彼
は

「

教
職
に

関
す
る

勅

令
」

と
同

時

期
に

公

布
し

た

「

医

師
に
関
す
る

勅
令
」

（

導「
ヨ
ー−

O
ミ
簔

8
§
ミ
o
−

竃

§
婁
」
ω゜
も。

ド

三

六
二

年
五

月
一

二

日
公

布）

の

な

か

で

も
、

医
師
も

人
間
の

肉
体
と
霊
魂
を
癒
す
者
で

あ
る

べ

き
だ
と

す
る

見
解
を
打
ち
出
し

て

い

る
。

彼
の

こ

の

よ

う
な
見
解
が、

キ

リ

ス

ト
教
徒
で

あ
っ

た

宮
廷
医

師
の

辞
職
を
招
い

た
。

ナ

ジ
ア
ン

ゾ

ス

の

グ

レ

ゴ

リ
オ

ス

の

弟
カ

イ
サ
リ

オ

ス

の

例
で

あ
る
（
Ω

話
帥qo

臥
o
ω

Σ
眇
N

ご
口
N
Φ

口
o
ω、

§°
刈）

。

　
ユ

リ
ア

ヌ

ス

は

在
来
の

共
同
体
祭
儀
の

神
官
を

臣
民
の

霊
的
模
範
た

る

べ

き
存
在
と

し
て

再
定
義
し
た
。

そ
の

生
活

規
定
に
つ

い

て

述
べ

た

「

神

官
宛
書
簡
断
片
」

q
島
穹
昜、

§°
Q。
ゆ
σ）

の

な
か
で

は
、

こ

の

よ

う
な

哲

学
に

よ

る

修
養
の

必

要
性
の

根
拠
は

、

完
全
な

善
で

あ
る

神
々

に

関
す
る

正

し
い

認
識
の

獲
得
の

必

要
と

し

て

提
示
さ
れ

る
。

彼
は

神
々

の

存
在

を、

地
上
の

諸
現
象
を
司

り
、

人
問
に

都
市
に

お

け
る

共
同
生
活
と
文
明

と
い

う
恩
恵
を

与
え
る

存

在
と
み

な
し
た
上

で、

人
間
は

神
々

へ

の

報
恩

と
し
て

の

祈

り
と
供

物
を

神
々

に

捧
げ、

神
々

の

善
性
を
模
倣
し
て

人
間

に

接
す
る
べ

き
で

あ
る

と

説
く

。

神
々

と
互

恵
的
な
贈

与
の

関
係
を
築
き

上

げ
る
こ

と
で
、

神
々

は

人
間
の

好
意
に

応
え、

世
界
は

神
々

に

由
来
す

る

善
性
に
満
ち
る

。

神
々

の

善

性
の

模
倣
は

慈
善
の

根

拠
と

し
て

も
提
示

さ
れ
る

。

神
々

に

関
す
る

そ
の

よ
う
な
信
念
の

根
拠
を

与
え
る

教
典
と

し

て

の

価
値
を、

彼
は

こ

こ

で

も
プ
ラ

ト
ン

主

義
と

ス

ト
ア

主

義、

お
よ

び

ア

リ

ス

ト
テ

レ

ス

の

著
作
と

英
雄
叙
事
詩
の

な
か

に
見
る

。

ユ

リ

ア

ヌ

ス

は

神
々

の

善
性
に

貫
か
れ
た

国
家
の

構
築
の

た

め

に
、

人

間
の

霊

魂
と

精

神
の

陶
冶
に

関
わ

る

職
業
に

従
事
す
る

人

々

に

も
彼
の

考
え
る

「

神
々

に

対
す
る

正

し
い

認
識
」

の

学
習
を

求
め

た

と

考
え

ら
れ
る

。

　
こ

の

よ

う
な
修
養
観
は
、

神
々

に

対
す
る

誤
っ

た

認
識
を
鼓
吹
す
る
詩

人
を
哲
人

統
治
国
家
か

ら

追

放
せ

よ
、

と
説

く
プ
ラ

ト
ン

の

詩
人
追
放
論

の

変
奏
で

あ
ろ

う
。

し

か

し
、

こ

れ
は

現
実
の

教

育
政
策
と

し
て

実
施
さ

れ
た
場

合
に

は
］

種
の

思

想
統
制
に

つ

な
が
る

。

必

ず
し
も
多
く
の

人
々

に
よ

っ

て

共
有
さ

れ

得
な
い

観
念
だ
か
ら
で

あ
る

。

ユ

リ
ア

ヌ

ス

の

宗
教

政
策
の
一

環
に

は
、

キ
リ

ス

ト
教
の

新
し
い

慣
習
を

模
倣
し
た

慈
善

事
業

や
病
院
の

設

置
も
含
ま
れ
て

い

た

と
い

う
。

し
か
し

、

彼
の

宗
教
政

策
は

そ
の

死
後
ほ

ど
な
く
廃
止
さ
れ
た

。

彼
の

宗
教
政
策
に
お

け
る

福
祉

事
業

の

公

益
性
に

対
す
る
評
価
は
困
難
で

あ
る

。
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