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こ

う
し
た

点
に

お
い

て
、

山
田

の

聖
地

行
は

現
代
の

宗
教
ツ

ー

リ
ズ

ム

と
は

大
き
く
異
な
っ

て

お
り、

文
明
主

義
的
ツ

ー

リ
ズ
ム

と

呼
べ

る

よ

う

な
性
格
を
備
え
て

い

た

と

言
え
る

。

過
去
を

甘
美
な
も
の

と

し
て

で

は

な

く、

社
会
進
化
の

段
階
で

克
服
さ

れ

て

き
た

も
の

と

す
る
文
明
主
義
的
ツ

ー

リ
ズ

ム

に

お
い

て

は
、

パ

レ

ス

チ

ナ

も
ロ

ー

マ

も
原
理
的
に

見
る
に
値

す
る

場

所
で

は

な

く
、

期
待
を
も
っ

て

訪
れ

ら
れ

る

場
所
で

は

な
か
っ

た
。

そ
れ
は

近

代
社
会
の

思
想
的
支
柱
と

し
て

の

プ
ロ

テ

ス

タ
ン

テ

ィ

ズ

ム

に
よ
っ

て

す
で

に

乗

り
越
え
ら
れ

た

過
去
の

文
明
の

停
滞
し
た
景
色
に

過
ぎ
な
か
っ

た
の

で

あ

り
、

山
田
の

聖
地
行
に
お
い

て

は
、

過
去
の

痕
跡

で

は
な
く

、

未
来
の

予
兆
こ

そ

が
聖
地
に

探
し

求
め
ら

れ
た

と

考
え
ら
れ

る

の

で

あ
る

。

内

村
鑑
三

の

神
名
解
釈

　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

渡

部
　
和

隆

　

内
村
鑑
三

の

聖
書
解
釈
は

救
済

史
的
な

枠
組
み

を

有
し
て

お

り、

そ
の

分
析
の

た

め

に

は

内
村
が
救
済
史
の

主

体
で

あ
る

神
を
ど
の

よ

う
に

把

握

し

て

い

た

か
を

明
ら
か

に
す
る

必

要
が

あ
る

。

本
発
表
は

こ

の

問
題
を

解

く
た
め

の

手
が

か
り
と

し
て

内
村
鑑
三
の

神
名
解
釈、

す
な
わ

ち
出
エ

ジ

プ
ト

記
三

章
一

四
節
の

「

在
り
て

在
る

者
」

の

解
釈
を
分
析
す
る

。

使
う

テ

ク

ス

ト
は
『
出
埃
及
記
講
義
」

（
全
集
二

二

巻
）

と

『

モ

ー

セ

の

十
誠
』

（
全

集
二

五

巻
）

と
の

二

つ

で

あ
る

。

　
『

出
埃
及

記
講
義』

で

は
、

内
村
は

神
名
か

ら
二

つ

の

解
釈
を
引
き

出

す
。

一

つ

は
「

永
遠
の

実
在
者
」

「

永
遠
の

ア

ー

メ

ン
」

（
全
集
二

二

巻
、

二

八

四

頁）
、

す
な
わ
ち

神
名
は

宇
宙
の

創
造
主
に

し
て

全
能

者
と
い

う

神
の

本

質
を

表
し

て

い

る
と

い

う
解
釈
で

あ
り、

も

う
】

つ

は

「

恵
を

己

に

湛
へ

て

他
に

俟
た

ざ
る

実
在
者
」

（
同
上

、

二

九
〇

頁
）

、

す
な
わ
ち

人

間
と

の

関
係
に

あ
っ

て

人

間
に

対
し
て

恩
恵
を
も
っ

て

臨
む
と
い

う
神
の

態
度
を

表
し
て

い

る

と

い

う
解
釈
で

あ
る

。

そ
し
て、

後
者
の

内
容
は

新

約
聖
書
に

お
け
る
イ
エ

ス
・

キ

リ
ス

ト
の

啓
示
で

表
さ
れ
て

い

る

も
の

と

連
続
し
て

い

る

と

解
釈
さ
れ
て

い

る
。

　
『

モ

ー

セ

の

十
誠
』

で

は
、

内
村
は

当
時
の

聖

書
学
に

倣
っ

て

神
名
に

生

成
の

意
味
を
読
み

込
み
、

「

在
ら
ん

と
し

て

在
ら
ん

と

す
る

者
」

（

全

集

二

五
巻、

一

五

八

頁）

と

訳
し
直
す

。

そ
の

上
で

内

村
は

神
が

生

成
す
る

と

い

う
こ

と
を

、

真
理
と

恩
寵
と
の

啓
示
が
歴

史
的
な

時
間
の

中
で

次
々

と

よ

り
強
い

強
度
で

人

間
に

も
た
ら
さ

れ

続
け
る

こ

と
だ
と

解
釈
す
る
。

つ

ま

り
「

ヱ

ホ

バ

は

永

久
に

『

在
ら
ん

と

す
る

者
』

で

あ
る
、

今
目
の

ヱ

ホ

バ

は

明
日

の

ヱ

ホ

バ

で

は
な
い

、

明
日
は

今
日
よ

り
も
更
に

大
に
し

て

貴
く、

明
年
は

今
年
よ

り
も

更
に

大
に

し
て

貴
く

、

斯
く
て

十
年
又

百

年
、

永
遠
に

亘

り
限
な

き
真
理
と

恩
寵
と
を
人

類
に

現
示
し

給
ふ

者
で

あ

る
」

か

ら

「
ア

ダ

ム

に

現
は
れ

し
よ

り
も
ノ

ア

に

至
て

更
に

深
く
己
を

顕

は

し、

ア

ブ
ラ

ハ

ム

に
は

更
に

貴
く

、

モ

ー
セ

に

は

更
に

大
に、

イ

ザ

ヤ
、

エ

レ

ミ

ヤ、

ダ
ニ

エ

ル

等
に

は

更
に

明
か

に
、

而
し
て

イ
エ

ス

キ

リ

ス

ト
に

於
て
一

度
び

完
全
に

現
は

れ

給
う
た

、

而
も
人
の

之
を
認
む
る

能

は

ざ
る

や
又
使
徒
等
を

通
し

て

更
に

遠
大
な
る

約
束
を
我
等
に

遺
し
給
う

た
の

で

あ
る

。

」

（
同
上
、

一

五

九

頁）

と
い

う
わ

け
で

あ
る

。

か
く
し
て

内
村
は

神
名
に

生

成
の

意
味
を

読
み

込
む
こ

と

に
よ

り
聖
書
中
の

さ
ま
ざ

ま

な
登
場
人
物
を

連
続
性
の

相
の

下
で

把
握
す
る
に
至
っ

た
。

彼
ら
は

い

わ
ば

神
の

啓
示
の

グ
ラ

デ
ー

シ

ョ

ン

と

で

も
呼
ぶ

べ

き
関
係
に

あ
る

。

聖

書
の

各
々

の

書
は

神
の

啓
示
の

グ

ラ

デ

ー

シ

ョ

ン

と

し
て

連
結
さ
れ、

イ

エ

ス
・

キ
リ

ス

ト
と
い

う
個
体
に

お
い

て

最
も
純
粋
な
強
度
の

啓
示
に

至
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る

と

い

う、

一

つ

の

神
の

啓
示
と

行
為
と
の

歴

史
を
な
す

。

先
述
し
た
キ

リ
ス

ト
と
の

連

続
性
が
よ

り
包

括
的
に

な
り

、

聖
書
は
内
部
に

強
度
の

差

異
を
包
含
し
つ

つ
、

全

体
と
し

て

は

イ
エ

ス
・

キ
リ
ス

ト
と

い

う
統
一

性

を
維
持
す
る

こ

と

と
な
る

。

つ

ま

り
、

内
村
が
生
成
と
し
て

の

神
名
に
お

い

て
把
握
し
て

い

た
の

は
、

歴
史

的
な

時
間
の

中
に

グ
ラ

デ

ー

シ

ョ

ン

の

よ
う
に

生
成
し
て

く
る

神
で

あ
り

、

そ

の

生
成
の

内
に

人
間
の

救
済
に
関

わ
る
啓
示
と

恩
寵
と

を

与
え

続
け
て

く
れ

る

神
だ
っ

た
の

で

あ
る

。

　
こ

こ

か
ら
以
下
の

よ

う
に

考
え
ら

れ

る
。

救

済
史
の

主
体
で

あ
る
神
の

行
為
は

啓
示
の

グ

ラ

デ
ー
シ

ョ

ン

と
し

て

ア

ダ
ム

か
ら
使
徒
た
ち
に

至
る

ま
で

の

聖
書
の

記
事
全
て

を
連
続

的
に

貫
き

、

イ
エ

ス
・

キ

リ
ス

ト
に
お

い

て

最
も
純
粋
な

強
度
の

啓

示
に

達
す
る

。

逆
に

言
え
ば
、

聖
書
の

各
書

や
各
々

の

登
場
人

物
に
お
け
る

啓

示
は
、

強
度
が
弱
い

に
し
て

も、

イ
エ

ス
・

キ
リ
ス

ト

の

啓
示
と
の

同
一

性
な
い

し
は

連
続
性
を
有
す
る

。

聖
書

は

そ
の

内
部
に

強
度
の

差
異
と
全

体
的
な

統
一

性
を

持
つ

こ

と
と

な
り、

イ
エ

ス
・

キ

リ
ス

ト
と

の

同
一

性
と

不
純
物
で

あ
る

他
性
と
の

二

重
性
に

お
い

て

把
握
さ

れ

る

こ

と
と

な
る

。

啓
示
の

グ
ラ

デ

ー

シ

ョ

ン

に

よ

り、

微
弱
だ

が
、

し

か

し
確
か
な
イ
エ

ス
・

キ

リ

ス

ト
の

働
き
が

聖
書
全
て

に

見
出
さ
れ
る

。

神
名
解
釈
の

中
に

含
ま
れ

て

い

た
生

成
す
る

神
と

い

う
観

念
が

こ

の

グ

ラ

デ

ー

シ

ョ

ン

を
可

能
と

す
る

。

し
た

が
っ

て

内
村
の

救
済

史
的
な
聖
書
解
釈
を

支
え
て

い

る
の

は

神
の

啓

示
の

グ
ラ

デ

ー

シ

ョ

ン

で

あ
り、

そ
の

根
拠
の
一

つ

と

し
て

神
名
の

解
釈
が
あ
っ

た

と

結
論
づ

け
ら

れ
る
。

矢
内
原
忠
雄
と
新
渡
戸
稲
造

人
間
へ

の

眼
差
し

　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　

森
上

　
優
子

　

本
報
告
は
、

近

代
日
本
の

キ

リ
ス

ト
者
で

あ
る

矢
内
原
忠
雄

2

八

九

三

−
一

九
六
一
）

と
そ
の

師
で

あ
る
新
渡

戸
稲

造
（
一

九
六
二

ー
一

九
三

三
）

を
取
り
上
げ
て、

両
者
の

「

人
間
へ

の

眼
差
し

」

（
人
間
観）

の
一

端

を
明
ら

か

に

し

よ

う
と
す
る
も
の

で

あ
る

。

「

人
間
へ

の

眼
差
し

」

は
、

彼

ら
の

活
動
を
支
え
た

思
想
と
し

て

と
り
わ

け
重

要
で

あ
る

と

考
え
ら
れ
る

。

　

は
じ
め
に、

矢
内
原
の

理
想
と

す
る
人

間
像
を
み

て

み

よ
う

。

彼
は

人

間
の

育
成
に
際
し
て

「

品
性
」

を
重
視
す
る

。

彼
は

「

品

性
」

を
「

個
別

的
で

あ
り、

人
格
が
個
々

の

人
に
よ

っ

て

具
体
的
な
道

徳
的
性
格
を
帯
び

た

も
の
」

（
「

人
間

形
成
に

つ

い

て
」

『

矢
内
原
忠

雄
全
集』

二

十
一

巻）

と

規
定
す
る

。

彼
が
こ

の

よ

う
に
「

人
格
」

を

尊
重

す
る

根
底
に

は
、

人

間
に

「

道
徳
的
生

命
力
」

が
内
在
す
る
と
い

う
理

解
が

あ
り、

そ
の

源
泉

に

は
「

宗
教
」

の

存
在
が

あ
っ

た
。

彼
に

と
っ

て、

「

宗
教
」

と
は

ま

さ

し

く
キ

リ

ス

ト

教
の

意
で

あ
り

、

「

道

徳
的
生

命
力
」

と
は
キ

リ

ス

ト

教

倫
琿
を
指
す
も
の

で

あ
る

と

考
え
ら
れ
る

。

こ

こ

に
、

彼
の

キ
リ
ス

ト
教

信
仰
の

反
映
を
読
み

と

る

こ

と

が
で

き
る
で

あ
ろ

う
。

矢
内
原
は

、

教

育

を
「

人
間
を
作
り

直
す
こ

と
」

と
い

い
、

自
己

存
在
の

根
本
に

神
と
の

関

係
性
を
認
識

す
る

人
間、

別
言
す
れ
ば

、

信
仰
に

生

き
る

人
問
の

育
成
と

捉
え
た

の

で

あ
る

。

　

さ
て、

矢
内
原
の

信

仰
は、

日
本
の

民
主

化
に

対
し

て

独
自
の

理
解
を

与
え
る

も
の

で

あ
っ

た
。

「

日
本
の

民
主

化
が
可

能
で

あ
る

か

と
い

う
問

題
は

、

日
本

国
民
が

キ
リ

ス

ト
教
を
受
け
い

れ
る

か
、

キ

リ

ス

ト
を
信

ず

る

こ

と

が
で

き
る

か

と
い

う
こ

と
と
、

同
じ

問
題
な
の

で

す
」

（
「

日

本
の

民
主

化
は
可

能
で

あ
る

か
」

『

矢
内
原
忠
雄
全
集
』

二

十
巻）

。

こ

の

よ

う
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