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51 ラインホールド・ニーバーとピューリタニズム

ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
・
ニ
ー
バ
ー
と
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム

髙　

橋　

義　

文

は
じ
め
に

『
あ
な
た
は
ル
タ
ー
派
で
す
よ
ね
。
違
い
ま
す
か
』
と
あ
な
た
は
言
わ
れ
ま
す
。
こ
う
お
応
え
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
わ
た

し
は
、
ト
マ
ス
や
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
、
ロ
ッ
ク
や
コ
ン
ト
、
あ
る
い
は
ヘ
ー
ゲ
ル
な
ど
、
理
性
的
な
人
間
が
有
徳
な
人
間
で
も

あ
る
と
信
じ
る
数
人
の
思
想
家
に
反
対
す
る
こ
と
に
お
い
て
は
ル
タ
ー
派
で
す
。
し
か
し
、
わ
た
し
は
政
治
に
お
い
て
は
一
貫

し
て
反
ル
タ
ー
派
（anti-Lutheran

）
で
す
。
と
い
う
の
は
、
政
治
に
お
い
て
は
、
ル
タ
ー
の
悲
観
主
義
は
…
…
政
治
的
絶
対

主
義
を
支
持
す
る
も
の
だ
か
ら
で
す
…
…
ミ
ル
ト
ン
は
、
歴
史
上
の
偉
大
な
人
物
の
な
か
で
、
わ
た
し
自
身
の
立
場
と
多
少
類

似
す
る
立
場
を
表
し
て
い
ま
す
）
1
（

。

こ
れ
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
陸
軍
相
を
務
め
た
こ
と
の
あ
る
労
働
党
政
治
家
J
・
ス
ト
レ
イ
チ
ー
（John Strachy

）
が
、
一
九
六
〇
年
、

ニ
ー
バ
ー
の
主
著
『
人
間
の
本
性
と
運
命
）
2
（

』
を
読
ん
で
、
そ
の
感
想
を
詳
細
に
綴
っ
た
ニ
ー
バ
ー
宛
の
手
紙
に
対
す
る
ニ
ー
バ
ー
の
返
信
の

一
節
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
ニ
ー
バ
ー
の
思
想
に
つ
い
て
、
そ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
目
に
し
て
こ
な
か
っ
た
重
要
な
一
文
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
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「
わ
た
し
は
政
治
に
お
い
て
は
一
貫
し
て
反
ル
タ
ー
派
で
す
」
と
い
う
文
章
で
あ
る
。
J
・
ミ
ル
ト
ン
（John M

ilton

）
が
ニ
ー
バ
ー
の
好

む
歴
史
上
の
人
物
で
あ
る
こ
と
は
つ
と
に
知
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
ニ
ー
バ
ー
自
身
が
一
般
に
ル
タ
ー
派
神
学
者
と
見
ら
れ
て
き
た
こ
と
対

し
て
こ
の
よ
う
に
応
じ
た
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
に
は
、
ニ
ー
バ
ー
の
思
想
理
解
へ
の
新
し
い
視
点
が
含
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
思

え
る
。
し
か
し
、「
反
ル
タ
ー
派
」（
反
ル
タ
ー
的
、
反
ル
タ
ー
主
義
）
と
は
い
か
な
る
意
味
な
の
だ
ろ
う
か
。

お
そ
ら
く
、
こ
の
文
章
を
理
解
す
る
一
つ
の
鍵
は
、
ニ
ー
バ
ー
の
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
へ
の
姿
勢
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

ニ
ー
バ
ー
に
お
け
る
非
ル
タ
ー
的
要
素
の
一
端
が
そ
こ
に
窺
わ
れ
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
問
い
が

湧
い
て
く
る
。
ニ
ー
バ
ー
は
、
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
は
明
白
な
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム

観
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
は
、
ニ
ー
バ
ー
の
思
想
に
お
い
て
な
ん
ら
か
の
位
置
を
占
め
て
い
る
の
だ
ろ

う
か
。
占
め
て
い
る
と
し
て
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
ニ
ー
バ
ー
の
思
想
解
釈
さ
ら
に
は
ニ
ー
バ
ー
の
今
日
的
意

義
の
考
察
に
お
い
て
、
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
に
対
す
る
ニ
ー
バ
ー
の
見
方
は
な
ん
ら
か
の
意
味
を
持
つ
の
だ
ろ
う
か
。

本
稿
の
目
的
は
、
以
上
の
よ
う
な
問
い
に
対
し
て
、
ニ
ー
バ
ー
の
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
へ
の
言
及
を
辿
り
、
そ
の
主
要
点
を
整
理
・
考
察

し
つ
つ
、
応
答
を
試
み
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
、
以
上
の
こ
と
に
焦
点
を
当
て
た
研
究
は
少
な
く
と
も
ま
と
ま
っ
た
も
の
と
し
て
は
見

当
た
ら
な
い
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
研
究
は
、
ニ
ー
バ
ー
理
解
に
も
う
一
つ
の
局
面
を
開
く
可
能
性
に
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ

れ
る
）
3
（

。
以
上
の
こ
と
を
課
題
と
す
る
に
あ
た
っ
て
、
あ
ら
か
じ
め
以
下
の
二
点
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
一
つ
は
、
ニ
ー
バ
ー
は
、
ピ
ュ
ー
リ

タ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
包
括
的
に
論
じ
て
い
な
い
ど
こ
ろ
か
、
そ
れ
に
触
れ
る
場
合
で
も
き
わ
め
て
限
定
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
ま
た
論
じ
て
い
る
と
こ
ろ
で
も
歴
史
研
究
と
し
て
は
扱
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
二
つ
は
、
い
わ
ゆ
る
歴
史
家
で
は
な
い

ニ
ー
バ
ー
に
お
け
る
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
を
考
察
す
る
に
は
、
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
を
か
な
り
漠
然
と
し
た
概
念
で
と
ら
え
て
お
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
の
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
に
は
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
含
ま
れ
た
も
の
と
考
え
る
こ
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53 ラインホールド・ニーバーとピューリタニズム

と
に
す
る
。
そ
れ
は
一
七
世
紀
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
の
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
、
一
七
世
紀
の
ア
メ
リ
カ
の
ニ
ュ
ー
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る

ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
、
そ
れ
ら
に
お
け
る
カ
ル
ヴ
ァ
ン
お
よ
び
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
理
解
、
そ
の
後
の
と
く
に
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
ピ
ュ
ー
リ

タ
ン
宗
教
の
エ
ー
ト
ス
と
そ
こ
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
特
徴
で
あ
る
）
4
（

。
し
た
が
っ
て
本
論
文
に
お
い
て
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
と
い
う
場
合
、

以
上
の
よ
う
な
広
義
の
、
と
き
に
は
や
や
あ
い
ま
い
な
概
念
で
あ
る
こ
と
を
断
っ
て
お
き
た
い
。

一
．
ニ
ー
バ
ー
は
ル
タ
ー
派
か
――
そ
の
教
派
的
背
景

ニ
ー
バ
ー
は
、
一
般
に
ル
タ
ー
派
教
会
の
出
身
と
し
て
知
ら
れ
、
そ
の
神
学
も
基
本
的
に
ル
タ
ー
的
な
線
で
受
け
止
め
ら
れ
る
こ
と
が
多

い
。
そ
し
て
そ
の
見
方
は
全
体
と
し
て
必
ず
し
も
間
違
い
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
詳
細
に
見
て
み
る
と
事
態
は
そ
れ
よ
り
も
複
雑
で

あ
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
こ
の
観
点
か
ら
ニ
ー
バ
ー
の
教
派
的
背
景
の
歴
史
的
事
実
を
確
認
し
て
お
こ
う
）
5
（

。

ニ
ー
バ
ー
が
生
ま
れ
育
っ
た
教
派
は
、
ア
メ
リ
カ
中
西
部
の
ミ
ズ
ー
リ
州
セ
ン
ト
ル
イ
ス
を
中
心
と
す
る
ド
イ
ツ
移
民
の
教
会
「
北
米
ド

イ
ツ
福
音
教
会
」（T

he G
erm

an E
vangelical Synod of N

orth A
m

erica

）
で
あ
る
。
こ
の
教
派
は
、
一
八
四
〇
年
、
ド
イ
ツ
移
民
の
た

め
に
大
陸
よ
り
派
遣
さ
れ
て
い
た
牧
師
八
人
の
交
流
の
場
「
西
部
ド
イ
ツ
福
音
教
会
連
合
」
か
ら
始
ま
っ
た
が
、
こ
れ
に
参
加
し
た
牧
師
や

信
徒
た
ち
の
背
景
を
考
慮
に
入
れ
る
と
、
歴
史
的
に
は
次
の
二
つ
の
線
が
見
い
だ
さ
れ
る
。

一
つ
は
、
自
ら
の
歴
史
的
淵
源
を
プ
ロ
イ
セ
ン
合
同
教
会
の
成
立
に
見
て
い
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
プ
ロ
イ
セ
ン
合
同
教
会
は
、

一
八
一
七
年
、
プ
ロ
イ
セ
ン
王
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
三
世
の
主
導
に
よ
り
ル
タ
ー
派
と
改
革
派
が
合
同
し
て
成
立
し
た
教
会
で

あ
る
。
教
会
連
合
で
は
、
最
初
の
牧
師
八
名
の
う
ち
七
名
が
ル
タ
ー
派
で
改
革
派
が
一
名
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
改
革
派
の
牧
師
が
最
初
の
議

長
と
な
っ
た
。
つ
ま
り
教
会
連
合
は
当
初
よ
り
合
同
教
会
的
で
あ
っ
た
）
6
（

。
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福
音
教
会
連
合
の
歴
史
的
淵
源
の
も
う
一
つ
は
、
ド
イ
ツ
敬
虔
主
義
と
の
関
係
で
あ
る
。
牧
師
た
ち
の
多
く
が
、
バ
ー
ゼ
ル
や
バ
ル
メ
ン

と
い
っ
た
ド
イ
ツ
敬
虔
主
義
の
セ
ン
タ
ー
か
ら
派
遣
さ
れ
て
き
た
者
た
ち
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
敬
虔
主
義
の
団
体
は
、
ル

タ
ー
派
の
影
響
下
に
は
あ
っ
た
が
、
組
織
的
に
は
非
教
派
的
で
あ
り
、
事
実
上
合
同
主
義
で
あ
っ
た
。

当
初
牧
師
の
同
志
的
交
流
の
場
と
し
て
結
成
さ
れ
た
教
会
連
合
は
、
諸
教
会
の
必
要
に
迫
ら
れ
て
、
順
次
教
団
と
し
て
の
体
裁
を
整
え
、

一
八
七
七
年
、
北
米
ド
イ
ツ
福
音
教
会
と
な
っ
た
。
こ
う
し
た
教
団
形
成
の
過
程
で
合
同
教
会
主
義
に
立
っ
て
い
た
こ
と
は
、
初
期
に
ま
と

め
ら
れ
た
信
仰
告
白
的
な
文
書
の
次
の
よ
う
な
文
言
に
明
ら
か
で
あ
る
。

西
部
ド
イ
ツ
福
音
教
会
は
…
…
ル
タ
ー
派
お
よ
び
改
革
派
教
会
の
諸
信
条
――
そ
の
も
っ
と
も
重
要
な
も
の
は
、
ル
タ
ー
派

で
は
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
信
仰
告
白
、
改
革
派
で
は
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
信
仰
問
答
で
あ
る
――
に
お
い
て
な
さ
れ
る
聖
書
の
解
釈

を
、
そ
れ
ら
が
一
致
す
る
限
り
に
お
い
て
受
け
入
れ
る
。
一
致
し
な
い
部
分
に
つ
い
て
は
…
…
教
会
連
合
は
、
そ
の
主
題
に
か

か
わ
る
聖
書
の
言
葉
に
厳
格
に
固
着
し
つ
つ
、
福
音
教
会
に
お
い
て
広
く
認
め
ら
れ
て
い
る
良
心
の
自
由
に
任
せ
る
）
7
（

。

こ
れ
は
、「
典
型
的
な
合
同
神
学
」
の
表
明
で
あ
る
）
8
（

。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
福
音
教
会
で
実
際
に
教
会
の
体
験
に
お
い

て
強
力
で
あ
っ
た
の
は
む
し
ろ
敬
虔
主
義
に
流
れ
る
ル
タ
ー
派
的
要
素
で
あ
っ
た
。

こ
の
ル
タ
ー
派
的
エ
ー
ト
ス
を
神
学
的
自
覚
的
に
表
明
し
た
の
は
、
福
音
教
会
最
初
の
神
学
者
と
言
わ
れ
た
A
・
イ
リ
オ
ン
（A

ndreas 

Irion

）
で
あ
っ
た
。
か
れ
は
、
一
八
六
二
年
、
福
音
教
会
信
仰
問
答
の
解
説
を
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
初
め
て
明
白
に
ル
タ
ー
派
の
立

場
か
ら
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
そ
の
理
解
は
教
会
内
に
受
け
継
が
れ
、
ニ
ー
バ
ー
が
学
ん
で
い
た
こ
ろ
の
イ
ー
デ
ン
神
学
校

で
は
、
科
目
を
問
わ
ず
繰
り
返
し
強
調
さ
れ
て
い
た
の
は
ル
タ
ー
的
信
仰
義
認
の
教
理
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
る
。
こ
う
し
て
教
団
名
の

evangelical

も
元
来
は
ド
イ
ツ
の
合
同
教
会
の
名
称
に
ち
な
ん
だ
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
頃
に
は
、
ル
タ
ー
派
の
立
場
を
表
す
語
と
し
て
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教
団
内
外
に
受
け
止
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

し
か
し
、
一
方
に
お
い
て
、
合
同
教
会
の
伝
統
も
維
持
し
つ
づ
け
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
教
会
が
の
ち
に
二
度
に
わ

た
る
教
派
合
同
を
成
し
遂
げ
て
い
る
が
、
そ
の
時
の
根
拠
は
こ
の
合
同
教
会
の
伝
統
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
合
同
は
、
一
つ
は
改
革
派
教

会
と
の
間
で
、
一
つ
は
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ス
ト
的
伝
統
に
立
つ
会
衆
派
と
の
間
で
な
さ
れ
た
。

最
初
の
合
同
は
、
一
九
三
四
年
に
な
さ
れ
た
、
や
は
り
ド
イ
ツ
移
民
の
教
会
で
あ
る
「
合
衆
国
改
革
派
教
会
」（G

eneral Synod of the 

R
eform

ed C
hurch in the U

nited States

）
と
の
合
同
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、「
米
国
福
音
・
改
革
派
教
会
」（E

vangelical and R
eform

ed 

C
hurch in A

m
erica

）
と
な
っ
た
。
そ
の
後
二
〇
年
余
り
存
続
す
る
こ
の
教
派
は
、
一
般
に
「
E
&
R
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
。

二
度
目
の
合
同
は
、
一
九
五
七
年
の
こ
と
に
な
る
が
、「
会
衆
派
キ
リ
ス
ト
教
会
連
盟
」（G

eneral C
ouncil of the C

ongregational 

C
hristian C

hurches

）
と
の
合
同
で
あ
る
。
長
期
に
わ
た
る
交
渉
を
経
て
合
同
し
、「
合
同
キ
リ
ス
ト
教
会
」（T

he U
nited C

hurch of 

C
hrist

）
が
成
立
し
た
。
今
日
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
主
流
派
教
会
の
代
表
的
教
派
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
ち
ら
は
、
前
の
合
同
と
は
違
っ
て
、

ニ
ュ
ー
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
・
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
の
主
た
る
担
い
手
で
あ
っ
た
「
会
衆
派
（
コ
ン
グ
リ
ゲ
ー
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
）」
と
の
合
同
と

い
う
、
歴
史
も
神
学
も
ま
っ
た
く
異
な
る
教
派
と
の
合
同
で
あ
っ
た
。

こ
れ
ら
の
合
同
が
な
さ
れ
た
時
、
ニ
ー
バ
ー
は
す
で
に
一
九
二
八
年
以
降
、
ユ
ニ
オ
ン
神
学
大
学
院
で
、
教
派
を
超
え
て
活
躍
を
し
て
い

た
。
し
か
し
ニ
ー
バ
ー
は
、
こ
の
二
つ
の
教
派
合
同
に
は
い
ず
れ
に
も
き
わ
め
て
積
極
的
で
あ
っ
た
が
、
と
く
に
会
衆
派
と
の
合
同
は
、
そ

の
長
い
準
備
期
間
を
含
め
て
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
ニ
ー
バ
ー
に
お
け
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
へ
の
積
極
的
な
姿
勢
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る

時
期
に
当
た
っ
て
お
り
、
そ
の
背
景
の
一
つ
に
な
っ
て
い
た
と
推
測
す
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

ニ
ー
バ
ー
は
、
若
い
時
か
ら
ア
メ
リ
カ
の
教
派
主
義
に
疑
問
を
持
ち
、
自
ら
の
教
派
が
そ
れ
を
打
ち
破
っ
て
展
開
す
る
こ
と
を
夢
見
て
い

た
。
そ
の
ニ
ー
バ
ー
に
具
体
的
な
教
派
合
同
と
い
う
考
え
が
芽
生
え
た
の
は
お
そ
ら
く
デ
ト
ロ
イ
ト
に
牧
師
と
し
て
赴
任
し
た
一
九
一
五
年

頃
で
あ
る
。
そ
の
年
に
な
さ
れ
た
ド
イ
ツ
福
音
教
会
の
七
五
周
年
記
念
説
教
で
、
自
ら
の
教
派
の
立
場
が
基
本
的
に
は
ル
タ
ー
派
的
で
あ
る
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と
し
て
も
、
歴
史
的
・
神
学
的
に
は
む
し
ろ
合
同
教
会
の
流
れ
の
中
に
あ
る
こ
と
に
注
意
を
喚
起
し
、
暗
に
改
革
派
教
会
と
の
間
に
神
学
的

に
違
和
感
の
な
い
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
ニ
ー
バ
ー
が
自
ら
の
教
派
に
向
け
て
改
革
派
教
会
と
の
合
同
を
具
体
的
に
提
案
し
た
の
は
、
一
九
一
八
年
の
こ
と
で
あ
る
。

「
わ
れ
わ
れ
は
ど
こ
に
行
く
べ
き
か
」
と
題
し
た
論
文
で
、
福
音
教
会
の
ル
タ
ー
的
要
素
は
必
ず
し
も
本
質
的
な
こ
と
で
は
な
い
こ
と
、
改

革
派
と
の
間
に
あ
る
聖
餐
に
関
す
る
伝
統
の
違
い
は
当
面
の
合
同
に
は
支
障
に
な
ら
な
い
こ
と
、
し
た
が
っ
て
「
こ
の
合
同
に
、
神
学
的
障

害
は
事
実
上
何
も
な
い
」
こ
と
を
強
く
訴
え
た
）
9
（

。
こ
の
提
案
は
、
教
団
内
に
大
き
な
波
紋
を
投
げ
か
け
、
広
範
な
議
論
を
呼
ん
だ
が
、
こ
の

時
点
で
の
教
団
の
大
勢
は
ニ
ー
バ
ー
の
提
案
に
か
な
り
強
く
否
定
的
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
ニ
ー
バ
ー
は
そ
の
後
も
粘
り
強
く
そ
の
主
張
を

続
け
、
一
九
二
〇
年
代
末
よ
う
や
く
具
体
的
な
合
同
の
機
運
が
生
ま
れ
、
改
革
派
教
会
と
の
合
同
へ
と
向
か
う
よ
う
に
な
る
。
そ
の
よ
う
な

文
脈
の
中
で
、
ニ
ー
バ
ー
は
、
自
ら
の
ル
タ
ー
派
の
歩
み
を
振
り
返
り
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
最
良
の
型
は
、
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
の
伝
統
と
ル
タ
ー
派
の
伝
統
と
の
相
互
作
用
を
必
要
と
す
る
）
10
（

。

こ
れ
は
、
ご
く
単
純
な
表
現
で
あ
り
、
若
い
ニ
ー
バ
ー
が
教
派
合
同
と
い
う
具
体
的
な
事
柄
に
関
連
し
て
述
べ
た
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
自

ら
の
ル
タ
ー
派
的
傾
向
か
ら
距
離
を
置
き
、
広
い
視
野
か
ら
分
析
し
た
基
本
的
な
結
論
と
言
っ
て
よ
い
。
こ
う
し
た
ニ
ー
バ
ー
の
理
解
に
つ

い
て
、
ニ
ー
バ
ー
の
教
派
的
背
景
の
歴
史
を
研
究
し
た
、
W
・
G
・
ク
リ
ス
タ
ル
（W

illiam
 G

. C
hrystal

）
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る

が
、
の
ち
の
ニ
ー
バ
ー
の
姿
勢
を
考
え
る
と
、
き
わ
め
て
重
要
な
指
摘
で
あ
る
。

ル
タ
ー
と
カ
ル
ヴ
ァ
ン
、
ル
タ
ー
的
内
面
性（innerlichkeit

）と
ア
メ
リ
カ
・
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
の
道
徳
主
義（m

oralism

）

の
「
融
合
」（union

）
と
い
う
そ
の
﹇
ド
イ
ツ
福
音
教
会
﹈
の
考
え
方
は
、
か
れ
﹇
ニ
ー
バ
ー
﹈
自
身
の
真
理
探
究
の
「
中
心
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的
位
置
」
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
）
11
（

。

以
上
の
よ
う
に
、
ニ
ー
バ
ー
は
、
教
派
的
背
景
か
ら
す
る
と
、
単
純
に
ル
タ
ー
派
神
学
者
と
は
言
え
な
い
。
所
属
教
派
の
立
場
で
は
、
合

同
教
会
、
ル
タ
ー
派
、
改
革
派
、
さ
ら
に
会
衆
派
と
、
多
く
の
要
素
を
踏
ま
え
た
教
会
の
牧
師
で
あ
り
神
学
者
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、

わ
れ
わ
れ
の
関
心
か
ら
も
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

二
．
初
期
ニ
ー
バ
ー
に
お
け
る
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム）

12
（

1
．「
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
と
繁
栄
」（
一
九
二
六
年
）
に
お
け
る
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム

ニ
ー
バ
ー
は
、
一
九
一
五
年
、
デ
ト
ロ
イ
ト
の
牧
師
に
な
る
と
同
時
に
活
発
な
執
筆
活
動
を
開
始
し
た
。
当
初
は
、
ほ
と
ん
ど
所
属
教
派

の
雑
誌
へ
の
寄
稿
で
あ
っ
た
が
、
ほ
ど
な
く
し
て
そ
れ
以
外
の
雑
誌
に
も
寄
稿
す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
中
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
著
名
な

全
国
的
一
般
誌
『
ア
ト
ラ
ン
テ
ィ
ッ
ク
・
マ
ン
ス
リ
ー
』
に
も
寄
稿
を
始
め
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
編
集
者
に
認
め
ら
れ
て
寄
稿
を
重
ね

る
こ
と
に
な
り
、
や
が
て
晩
年
に
至
る
ま
で
重
要
な
意
見
発
表
の
場
の
一
つ
と
な
る
。
こ
の
雑
誌
へ
の
五
回
目
の
寄
稿
論
文
が
「
ピ
ュ
ー
リ

タ
ニ
ズ
ム
と
繁
栄
」（Puritanism

 and Prosperity

）（
一
九
二
六
年
）
13
（

）
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
期
、
ニ
ー
バ
ー
は
、
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
を

ど
の
よ
う
に
と
ら
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

ニ
ー
バ
ー
が
こ
の
論
文
で
意
図
し
た
こ
と
は
、
当
時
の
ア
メ
リ
カ
の
経
済
的
繁
栄
の
問
題
を
考
察
・
指
摘
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
当
時

一
九
二
〇
年
代
ア
メ
リ
カ
は
好
景
気
に
沸
い
て
い
た
。「
新
産
業
主
義
」
の
時
代
と
呼
ば
れ
、「
黄
金
の
二
〇
年
代
」
と
も
称
せ
ら
れ
た
。
そ
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れ
は
革
新
主
義
の
エ
ー
ト
ス
に
支
え
ら
れ
た
明
る
い
時
代
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
ニ
ー
バ
ー
は
そ
う
し
た
急
速
な
発
展
を
遂
げ
て
い
く
産
業

の
一
大
セ
ン
タ
ー
で
あ
る
デ
ト
ロ
イ
ト
で
、
博
愛
的
経
営
者
と
称
え
ら
れ
て
い
た
ヘ
ン
リ
ー
・
フ
ォ
ー
ド
の
自
動
車
会
社
の
、
実
際
に
は
す

さ
ま
じ
い
悪
条
件
で
働
く
労
働
者
の
現
実
を
目
に
し
て
、
フ
ォ
ー
ド
の
偽
善
を
批
判
し
そ
れ
に
厳
し
く
対
峙
し
た
。
こ
の
論
文
を
書
い
た

年
、
ア
メ
リ
カ
労
働
総
同
盟
（
A
F
L
）
の
年
次
大
会
が
デ
ト
ロ
イ
ト
で
開
か
れ
、
ニ
ー
バ
ー
は
、
地
元
産
業
界
の
激
し
い
反
同
盟
の
圧
力

の
中
、
大
会
に
積
極
的
に
協
力
し
た
数
少
な
い
牧
師
の
一
人
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
状
況
に
お
い
て
、
経
済
的
繁
栄
を
ど
う
考
え
る
か
、
そ

の
根
本
的
問
題
は
何
な
の
か
、
そ
の
解
決
の
道
は
あ
る
の
か
、
と
い
っ
た
こ
と
は
当
時
の
ニ
ー
バ
ー
に
と
っ
て
具
体
的
か
つ
緊
急
の
課
題
で

あ
っ
た
。

こ
の
論
文
を
、
ニ
ー
バ
ー
は
、
ア
メ
リ
カ
の
繁
栄
が
他
国
の
追
随
を
許
さ
な
い
ほ
ど
に
な
っ
て
い
る
さ
ま
を
分
析
す
る
こ
と
か
ら
始
め
、

次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。「
わ
れ
わ
れ
は
、
富
と
繁
栄
が
普
通
人
の
重
要
な
部
分
と
な
っ
て
い
る
、
世
界
の
歴
史
上
最
初
の
文
明
を
築
い

て
き
た
」。
そ
れ
は
そ
れ
に
先
立
つ
文
明
に
お
け
る
貧
困
か
ら
は
解
放
し
た
が
、
今
「
新
た
な
種
類
の
奴
隷
状
態
」
に
陥
っ
て
い
る
。
そ
こ

で
は
、
文
明
は
、「
文
明
か
ら
徳
と
文
化
を
奪
う
」
仕
方
で
生
活
の
手
段
に
取
り
憑
か
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

ニ
ー
バ
ー
は
こ
の
よ
う
に
述
べ
た
上
で
、
こ
う
し
た
「
繁
栄
の
源
泉
の
探
求
」
が
重
要
だ
と
主
張
す
る
。
繁
栄
に
は
近
代
科
学
の
進
歩

を
は
じ
め
通
常
取
り
上
げ
ら
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
が
あ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
し
か
し
、
ニ
ー
バ
ー
は
そ
の
深
層
に
目
を
留
め
て
、

こ
う
主
張
し
た
。

ア
メ
リ
カ
の
繁
栄
の
現
象
全
体
を
十
分
に
説
明
す
る
た
め
に
、
わ
れ
わ
れ
は
少
な
く
と
も
も
う
一
つ
の
要
因
を
調
べ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
経
済
生
活
の
研
究
に
お
い
て
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
、「
宗

教
の
要
因
」
で
あ
る
）
14
（

。
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ニ
ー
バ
ー
の
こ
の
主
張
の
背
後
に
あ
る
の
は
、
M
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
（M

ax W
eber

）
の
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
と
資
本
主
義
の
関
係
に
関
す

る
よ
く
知
ら
れ
た
議
論
（『
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
倫
理
と
資
本
主
義
の
精
神
』）
で
あ
る
。
こ
の
論
文
の
前
年
、
ニ
ー
バ
ー
は
、
い
わ

ゆ
る
ヴ
ェ
ー
バ
ー
・
テ
ー
ゼ
の
説
明
と
そ
の
意
義
に
つ
い
て
述
べ
た
、「
資
本
主
義
――
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
所
産
」
を
公
に
し
て
い
た
が
、

そ
れ
が
議
論
の
背
景
に
な
っ
て
い
た
）
15
（

。

ニ
ー
バ
ー
は
、
キ
リ
ス
ト
教
史
上
の
例
を
挙
げ
て
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
所
論
が
妥
当
で
あ
る
こ
と
を
認
め
た
上
で
、
ア
メ
リ
カ
が
と
く
に

そ
の
顕
著
な
例
と
な
っ
て
い
る
と
し
て
、「
ア
メ
リ
カ
は
最
も
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
的
で
あ
る
と
同
時
に
、
西
洋
諸
国
の
な
か
で
最
も
繁
栄
し
て

い
る
国
家
で
あ
る
」
と
考
え
る
。
つ
ま
り
、
ア
メ
リ
カ
の
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
的
徳
が
ア
メ
リ
カ
の
繁
栄
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

ニ
ー
バ
ー
は
そ
の
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
的
徳
が
皮
肉
に
も
大
き
な
問
題
に
陥
る
こ
と
に
な
っ
た
と
考
え
、「
わ
れ
わ
れ
の
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
的
な
徳

は
、
わ
れ
わ
れ
を
力
と
特
権
へ
と
引
き
上
げ
た
」
と
見
る
。
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
は
、
ア
メ
リ
カ
の
中
産
階
級
の
伝
統
的
な
徳
――
節
制
、

正
直
、
倹
約
な
ど
――
の
宗
教
的
極
地
と
な
っ
た
が
、
ま
さ
に
そ
の
徳
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
、
中
産
階
級
は
権
力
と
地
位
を
持
つ
よ
う
に
な

り
、
そ
れ
は
、「
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
的
異
教
」（puritan paganism

）
へ
と
傾
く
。
そ
こ
で
は
、「
五
感
の
罪
（sins of senses

）
は
忌
避
さ
れ

る
が
、
精
神
の
罪
（sins of m

ind

）
は
容
認
さ
れ
て
い
る
」。「
詳
細
に
わ
た
る
個
人
の
道
徳
」
と
「
利
益
と
権
力
に
対
す
る
無
恥
な
情
熱
」

と
が
結
び
つ
く
。
そ
の
結
び
つ
き
が
巨
大
な
富
を
生
む
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
は
、
結
局
、
元
来
の
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
的
徳
を
崩
壊
さ
せ
、
五
感

の
罪
も
精
神
の
罪
も
遠
ざ
け
る
こ
と
の
な
い
「
ま
っ
た
く
の
異
教
」（a pure paganism

）
に
堕
し
て
し
ま
う
。
そ
れ
は
、
ニ
ー
バ
ー
に
は

ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
の
道
徳
的
限
界
と
見
え
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
ニ
ー
バ
ー
は
、「
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
の
道
徳
的
限
界
は
、
そ
の
よ
う
な
崩

壊
を
不
可
避
的
な
宿
命
と
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
」
と
言
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
連
し
て
、
ニ
ー
バ
ー
は
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
の
も
う
一

つ
の
問
題
も
指
摘
す
る
。
そ
れ
は
、
勝
利
を
可
能
と
見
な
し
、
妥
協
や
、
無
敵
に
見
え
る
敵
と
の
対
立
な
ど
を
否
定
す
る
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ

ム
の
生
き
方
に
あ
る
「
偽
善
」
の
要
素
で
あ
る
。

そ
う
し
て
ニ
ー
バ
ー
は
、
そ
の
よ
う
な
問
題
と
戦
う
た
め
に
、「
道
徳
的
理
想
主
義
の
新
し
い
方
向
づ
け
」
を
必
要
と
し
、
そ
れ
は
、
貪
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欲
と
不
誠
実
、
異
教
的
権
力
や
傲
慢
、
異
教
的
頽
廃
的
快
楽
等
を
扱
う
方
法
を
知
っ
て
い
る
「
宗
教
と
倫
理
」
で
あ
る
と
結
論
づ
け
る
の
で

あ
る
）
16
（

。
以
上
の
ニ
ー
バ
ー
の
分
析
は
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
の
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
な
側
面
を
え
ぐ
り
出
す
も
の
で
あ
る
が
、
こ

の
頃
ニ
ー
バ
ー
は
す
で
に
、
の
ち
の
ニ
ー
バ
ー
を
十
分
に
思
わ
せ
る
そ
の
よ
う
な
視
点
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
う
し
た

ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
へ
の
否
定
的
な
指
摘
は
そ
の
後
も
続
く
こ
と
に
な
る
。
そ
の
一
例
は
、
ニ
ー
バ
ー
が
一
九
三
〇
年
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・

ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
大
学
院
（
の
ち
の
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
大
学
院
）
で
行
っ
た
講
演
『
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
を
支
え
る

宗
教
の
視
点
）
17
（

』
で
あ
る
（
出
版
は
一
九
三
二
年
）。
そ
こ
に
も
、
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
も
し
く
は
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
宗
教
に
つ
い
て
相
当
程
度

触
れ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
消
極
的
な
い
し
否
定
的
な
道
徳
主
義
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、「
宗
教
的
遺
産
を
ほ

と
ん
ど
失
う
ほ
ど
宗
教
を
現
代
文
化
に
同
化
さ
せ
て
き
た
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
」、「
二
世
紀
前
の
中
産
階
級
に
と
っ
て
意
味
が
あ
っ
た
も
の

で
…
…
今
日
に
は
ほ
と
ん
ど
意
味
が
な
い
）
18
（

」
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
、「
中
産
階
級
が
非
常
に
頻
繁
に
宗
教
的
敬
虔
の
衣
を
﹇
偽
善
的
に
﹈
身

に
ま
と
っ
て
」
い
る
）
19
（

「
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
と
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
の
宗
教
」
と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
。

し
か
し
、
ニ
ー
バ
ー
は
、
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
が
ア
メ
リ
カ
の
問
題
だ
と
と
ら
え
て
い
る
が
、
そ
の
こ
と
は
、
決
し
て
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ

ズ
ム
が
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
果
た
し
た
機
能
を
全
面
的
に
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
ニ
ー
バ
ー
は
そ
の
積
極
的
な
機
能
も
ま
た
見
て
い

た
。
そ
れ
は
、
上
の
論
文
や
著
書
に
も
暗
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
の
は
先
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。2

．『
文
明
は
宗
教
を
必
要
と
す
る
か
』（
一
九
二
七
年
）
に
お
け
る
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム

『
文
明
は
宗
教
を
必
要
と
す
る
か
）
20
（

』
は
、
ニ
ー
バ
ー
が
デ
ト
ロ
イ
ト
で
の
牧
会
を
終
え
よ
う
と
す
る
と
き
、
一
九
二
三
年
か
ら
主
と
し
て

ky46201ニー�ーd.indd   60 10.4.8   4:29:41 AM



61 ラインホールド・ニーバーとピューリタニズム

『
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
セ
ン
チ
ュ
リ
ー
』
誌
に
発
表
し
て
き
た
論
文
を
も
と
に
出
版
し
た
ニ
ー
バ
ー
の
処
女
作
で
あ
る
。

こ
の
書
で
、
ニ
ー
バ
ー
は
、「
宗
教
と
生
活
――
対
立
と
妥
協
」（R

eligion and Life: C
onflict and C

om
prom

ise

）
と
題
し
た
第
五
章

に
お
い
て
、
中
世
か
ら
宗
教
改
革
に
い
た
る
歴
史
上
の
見
解
を
検
討
す
る
文
脈
で
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
と
の
関
係
で
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
に
つ
い

て
数
頁
に
わ
た
っ
て
述
べ
て
い
る
。
そ
の
章
で
ニ
ー
バ
ー
は
、
先
の
論
文
「
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
と
繁
栄
」
と
内
容
的
に
重
な
る
洞
察
も
多

い
が
、
大
要
以
下
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
も
と
で
宗
教
的
に
鼓
舞
さ
れ
た
禁
欲
や
節
制
な
ど
が
下
層
階
級
に
道
徳
的
品
位
や
自
然
な
自
尊
心
を
与
え
た
。「
こ
う
し

た
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
の
徳
は
北
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
全
体
と
ア
メ
リ
カ
に
…
…
堅
固
な
活
力
と
道
徳
的
推
進
力
を
も
た
ら
し
た
が
、
そ
れ
は
、
近

代
世
界
に
お
け
る
か
れ
ら
の
政
治
的
覇
権
の
展
開
に
お
い
て
小
さ
く
な
い
役
割
を
果
た
し
た
」。
ま
た
、
ア
メ
リ
カ
は
ど
こ
の
国
よ
り
も

ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
的
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
、「
こ
こ
﹇
ア
メ
リ
カ
﹈
の
処
女
地
﹇
は
﹈、
最
も
近
代
的
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
文
化
に
お
い
て

さ
え
固
く
組
み
込
ま
れ
て
い
る
中
世
主
義
の
痕
跡
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
」。「
し
か
し
な
が
ら
、
ピ
ュ
ー
リ

タ
ン
宗
教
と
世
界
と
の
対
立
は
、
宗
教
的
理
想
と
世
界
の
原
始
的
な
衝
動
や
欲
求
と
の
間
の
妥
協
に
い
た
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
そ
の
道

徳
的
な
弱
さ
は
、
世
界
に
勝
利
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
そ
の
単
純
素
朴
な
確
信
と
、
歴
史
が
そ
れ
ら
に
絶
対
性
を
与
え
て
き
た
、
さ
ま

ざ
ま
な
相
対
的
な
も
の
や
限
定
さ
れ
て
い
る
も
の
を
見
つ
け
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
そ
の
無
能
力
に
あ
る
。
も
し
イ
エ
ス
の
霊
的
理
想
主
義

が
キ
リ
ス
ト
教
の
規
範
で
あ
る
と
す
る
と
、
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ス
ト
と
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
は
そ
れ
か
ら
逸
れ
て
し
ま
っ
た
が
、
そ
の
事
態
は
、
か
れ

ら
の
理
想
の
概
念
そ
れ
自
体
に
お
い
て
か
れ
ら
が
自
覚
す
る
以
上
に
深
刻
で
あ
っ
た
。「
人
格
へ
の
愛
と
畏
敬
が
イ
エ
ス
の
倫
理
の
基
礎
で

あ
る
が
、
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
に
お
い
て
そ
れ
は
全
く
欠
如
し
て
い
る
」。「
も
し
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
的
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
的
理
想
主
義
が
、
ま
さ
に

そ
の
理
想
主
義
概
念
に
お
い
て
前
提
と
さ
れ
た
規
範
か
ら
離
れ
た
と
し
た
ら
、
そ
こ
か
ら
生
じ
た
さ
ま
ざ
ま
な
道
徳
的
現
実
は
、
イ
エ
ス
の

倫
理
の
絶
対
的
理
想
主
義
と
似
て
も
似
つ
か
な
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
）
21
（

」。
そ
う
し
て
、
ニ
ー
バ
ー
は
こ
う
述
べ
る
。
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物
質
的
に
利
益
を
得
る
こ
と
を
宗
教
的
に
認
め
た
こ
と
は
、
歴
史
上
新
し
い
こ
と
で
あ
り
、
近
代
社
会
の
道
徳
的
雰
囲
気
を

形
成
す
る
こ
と
に
寄
与
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
社
会
で
は
、
勤
勉
が
大
き
な
徳
で
あ
り
、
貪
欲
が
常
に

付
き
ま
と
う
慾
で
あ
る
。
わ
が
国
の
営
み
の
パ
ラ
ド
ク
ス
へ
の
鍵
と
な
る
の
は
ア
メ
リ
カ
の
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
で
あ
る
。
そ

れ
こ
そ
、
す
べ
て
の
近
代
国
家
の
中
で
、
わ
れ
わ
れ
が
も
っ
と
も
宗
教
的
で
あ
り
な
が
ら
同
時
に
も
っ
と
も
物
質
的
で
あ
る
こ

と
を
説
明
す
る
も
の
で
あ
る
。
も
し
、
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
が
、
倹
約
の
美
徳
が
い
か
に
容
易
に
貪
欲
の
悪
徳
に
変
化
す
る
か

を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
、
富
が
供
給
す
る
権
力
に
内
在
す
る
徳
の
危
険
か
ら
正
し
い
魂
を
守

る
こ
と
に
十
分
意
を
払
わ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
…
…
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
に
は
管
理
の
務
め
﹇
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ

プ
﹈
の
教
理
が
あ
る
の
は
確
か
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
権
力
そ
れ
自
体
に
適
用
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
経
済
的
権
力
が
も
た
ら

す
特
権
の
ほ
う
に
適
用
さ
れ
て
し
ま
っ
た
）
22
（

。

こ
こ
に
は
、
す
で
に
、
ニ
ー
バ
ー
の
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
に
対
す
る
か
な
り
成
熟
し
た
見
解
が
見
受
け
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
ま
だ
、
カ
ル

ヴ
ァ
ン
と
後
代
の
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
が
厳
密
に
区
別
さ
れ
ず
、
し
た
が
っ
て
カ
ル
ヴ
ァ
ン
と
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
が
混
在
し
て
は
い
る
が
、

の
ち
の
ニ
ー
バ
ー
の
洞
察
と
解
釈
に
つ
な
が
る
重
要
な
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

一
つ
は
、
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
的
徳
、
言
い
換
え
れ
ば
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
宗
教
の
精
神
が
、
近
代
世
界
と
り
わ
け
ア
メ
リ
カ
に
堅
固
な
活
力
と
道

徳
的
な
推
進
力
を
も
た
ら
す
一
定
の
役
割
を
果
た
し
た
と
の
見
解
で
あ
る
。

二
つ
は
、
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
宗
教
は
結
局
こ
の
世
界
と
妥
協
し
、
本
来
の
徳
が
パ
ラ
ド
ク
シ
カ
ル
に
ア
メ
リ
カ
の
世
俗
化
に
寄
与
し
て
し

ま
っ
た
と
い
う
解
釈
で
あ
る
。
言
わ
ば
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
の
歴
史
の
ア
イ
ロ
ニ
ー
で
あ
る
。

三
つ
は
、
そ
の
理
由
は
、
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
宗
教
の
道
徳
の
弱
点
で
あ
る
単ナ

イ

ー

ヴ

純
素
朴
さ
で
あ
っ
た
と
の
指
摘
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
現
実
的
視

点
が
欠
如
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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ニ
ー
バ
ー
に
以
上
の
よ
う
な
分
析
と
洞
察
を
も
た
ら
し
た
の
は
、
先
の
論
文
に
あ
る
ヴ
ェ
ー
バ
ー
に
加
え
て
、
R
・
H
・
ト
ー
ニ
ー

（R
ichard H

enry Taw
ney

）
の
『
宗
教
と
資
本
主
義
の
興
隆
）
23
（

』
で
あ
っ
た
。
こ
の
書
は
『
文
明
は
宗
教
を
必
要
と
す
る
か
』
出
版
の
前
年

一
九
二
六
年
に
出
て
い
る
が
、
ニ
ー
バ
ー
は
、
そ
の
出
版
の
年
、
そ
れ
に
つ
い
て
書
評
し
、
高
く
評
価
し
て
い
た
）
24
（

。
あ
る
い
は
そ
れ
に
加
え

て
、
一
九
三
二
年
の
ニ
ー
バ
ー
の
出
世
作
と
さ
れ
る
『
道
徳
的
人
間
と
非
道
徳
的
社
会
）
25
（

』
で
用
い
ら
れ
て
い
る
、
V
・
L
・
パ
ー
リ
ン
ト
ン

（Vernon Louis Parrington

）
の
研
究
『
ア
メ
リ
カ
思
想
の
主
要
な
潮
流
）
26
（

』
も
使
用
し
た
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、『
文
明
は

宗
教
を
必
要
と
す
る
か
』
は
、
大
半
、
デ
ト
ロ
イ
ト
で
の
牧
師
時
代
に
書
か
れ
て
い
る
が
、
そ
の
頃
す
で
に
、
こ
の
よ
う
な
文
献
を
使
っ
て

い
た
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
ニ
ー
バ
ー
が
、
道
徳
主
義
と
は
別
に
、
一
八
世
紀
の
ア
メ
リ
カ
の
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
は
も
ち
ろ
ん
一
七
世
紀
イ
ギ
リ
ス
に
お

け
る
そ
の
淵
源
の
歴
史
に
つ
い
て
、
基
礎
的
な
知
識
を
早
く
よ
り
得
て
い
た
こ
と
は
あ
る
程
度
推
察
で
き
る
。
イ
ー
デ
ン
で
は
、
ド
イ
ツ

福
音
教
会
の
中
で
際
立
っ
て
エ
キ
ュ
メ
ニ
カ
ル
な
視
野
を
持
っ
て
い
た
、
ニ
ー
バ
ー
が
最
も
影
響
を
受
け
た
教
師
S
・
プ
レ
ス
（Sam

uel 

Press

）
か
ら
そ
の
こ
と
を
学
ん
で
い
た
。
プ
レ
ス
は
、
ニ
ー
バ
ー
も
受
講
し
た
「
ア
メ
リ
カ
神
学
」
と
い
う
科
目
で
、
J
・
エ
ド
ワ
ー
ズ

（Jonathan E
dw

ards

）
や
ニ
ュ
ー
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
神
学
、
と
く
に
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
の
貢
献
に
つ
い
て
強
調
し
て
い

た
か
ら
で
あ
る
）
27
（

。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
後
の
イ
ェ
ー
ル
で
も
そ
こ
で
も
っ
と
も
著
名
な
教
会
史
家
Ｗ
・
ウ
ォ
ー
カ
ー
（W

illiston W
alker

）

か
ら
も
学
ん
で
い
た
で
あ
ろ
う
）
28
（

。

し
か
し
そ
れ
に
し
て
も
、
ニ
ー
バ
ー
が
、
本
格
的
に
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
の
深
み
に
触
れ
る
の
は
『
文
明
は
宗
教
を
必
要
と
す
る
か
』
か

ら
一
〇
年
ほ
ど
を
経
て
か
ら
で
あ
る
。
本
格
的
に
は
、
一
九
三
七
年
に
な
さ
れ
た
ギ
フ
ォ
ー
ド
講
演
が
最
初
で
あ
る
。
そ
れ
以
降
、
分
量
は

そ
れ
ほ
ど
多
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
ニ
ー
バ
ー
は
折
に
触
れ
、
要
所
で
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
の
洞
察
に
言
及
す
る
。

そ
う
し
た
作
業
を
検
討
す
る
前
に
、
そ
れ
に
貢
献
し
た
で
あ
ろ
う
、
ニ
ー
バ
ー
と
同
時
代
に
な
さ
れ
た
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
研
究
と
ニ
ー

バ
ー
と
の
接
触
に
つ
い
て
概
観
し
て
お
こ
う
。
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三
．
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
研
究
と
ニ
ー
バ
ー

1
．
ニ
ー
バ
ー
の
時
代
の
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
研
究

ニ
ー
バ
ー
が
自
覚
的
に
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
の
歴
史
を
そ
れ
ま
で
よ
り
深
く
学
ぶ
こ
と
に
な
る
の
は
、
一
九
三
〇
年
代
末
以
降
に
現
れ
た

新
し
い
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
研
究
の
成
果
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
と
く
に
P
・
ミ
ラ
ー
（Perry M

iller

）
を
と
お
し
て
で
あ

り
、
そ
れ
に
加
え
て
、
お
そ
ら
く
W
・
ハ
ー
ラ
ー
（W

illiam
 H

aller

）
を
と
お
し
て
で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
る
。

こ
の
両
者
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
同
じ
時
期
に
最
初
の
重
要
な
研
究
を
、
十
数
年
後
の
同
じ
時
期
に
次
の
大
作
を
公
に
し
て
い
る
。

ニ
ュ
ー
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
の
ミ
ラ
ー
の
最
初
の
研
究
『
ニ
ュ
ー
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
精
神
――
一
七
世

紀
』
は
一
九
三
九
年
に
）
29
（

、
ハ
ー
ラ
ー
の
研
究
『
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
の
興
隆
』
は
そ
の
前
年
一
九
三
八
年
に
出
て
い
る
）
30
（

。 

そ
し
て
、
ミ
ラ
ー

の
ニ
ュ
ー
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
・
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
研
究
第
二
部
『
ニ
ュ
ー
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
精
神
――
コ
ロ
ニ
ー
か
ら
プ
ロ
ヴ
ィ
ン
ス
へ
）
31
（

』

は
一
九
五
三
年
に
、
ハ
ー
ラ
ー
の
次
の
研
究
『
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
革
命
に
お
け
る
自
由
と
改
革
）
32
（

』
は
一
九
五
五
年
に
、
そ
れ
ぞ
れ
出
版
さ
れ

て
い
る
。

ニ
ー
バ
ー
が
、
と
く
に
こ
れ
ら
の
著
作
か
ら
、
一
七
世
紀
イ
ギ
リ
ス
の
そ
れ
で
あ
れ
、
一
七
世
紀
お
よ
び
一
八
世
紀
ニ
ュ
ー
イ
ン
グ
ラ
ン

ド
の
そ
れ
で
あ
れ
、
そ
れ
ま
で
に
ニ
ー
バ
ー
自
身
が
得
て
い
た
情
報
に
加
え
て
、
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
包
括
的
に
学
ん
だ
こ
と
は

お
そ
ら
く
確
か
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
詳
細
は
残
念
な
が
ら
推
測
の
域
を
出
な
い
。

と
い
う
の
は
、
ミ
ラ
ー
に
つ
い
て
書
か
れ
た
も
の
と
し
て
は
、
一
九
五
三
年
の
研
究
と
そ
の
数
年
前
に
出
た
『
ジ
ョ
ナ
サ
ン
・
エ
ド
ワ
ー
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ズ
』
の
二
つ
の
著
書
に
つ
い
て
の
書
評
が
あ
る
だ
け
で
あ
り
）
33
（

、
ニ
ー
バ
ー
の
著
書
に
ミ
ラ
ー
へ
の
言
及
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
言
っ
て
よ
い

か
ら
で
あ
る
）
34
（

。
も
っ
と
も
、
両
者
の
間
に
は
、「
一
九
五
〇
年
代
初
期
か
ら
ミ
ラ
ー
が
没
す
る
一
九
六
三
年
ま
で
の
間
に
数
回
の
間
接
的
な

学
術
的
な
交
流
が
あ
っ
た
」
と
は
言
わ
れ
て
い
る
）
35
（

。
そ
の
一
つ
は
、
一
九
五
四
年
に
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
二
百
周
年
を
記
念
し
て
、
ユ
ニ
オ

ン
神
学
大
学
院
が
主
催
し
た
一
五
〇
名
ほ
ど
が
参
加
し
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
、
ミ
ラ
ー
と
ニ
ー
バ
ー
が
、
イ
ェ
ー
ル
の
教
授
R
・
L
・
カ
ル

フ
ー
ン（R

obert L. C
alhoun

）お
よ
び
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
の
学
長
N
・
M
・
ピ
ュ
ー
ジ
（N

athan M
. Pusey

）
と
と
も
に
発
題
講
演
を
し
て

い
る
こ
と
で
あ
る
）
36
（

。
そ
こ
で
の
ミ
ラ
ー
の
発
題
に
は
、
ニ
ー
バ
ー
の
名
に
触
れ
、
議
論
の
中
で
や
り
取
り
が
あ
っ
た
こ
と
が
暗
示
さ
れ
て

い
る
（
そ
の
記
録
は
な
い
）。
ま
た
、
一
方
、
ミ
ラ
ー
も
、
ニ
ー
バ
ー
の
著
書
『
信
仰
と
歴
史
）
37
（

』
を
書
評
し
て
い
る
が
、
全
体
と
し
て
高
い

評
価
を
与
え
て
い
る
）
38
（

。
R
・
W
・
フ
ォ
ッ
ク
ス
（R

ichard W
. Fox

）
は
、
ミ
ラ
ー
を
「
ニ
ー
バ
ー
の
友
人
で
称
賛
者
）
39
（

」
と
し
て
い
る
が
、

そ
の
根
拠
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
す
で
に
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
の
教
授
と
し
て
、
そ
れ
ま
で
の
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
観
を
一
新
し
た

ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
研
究
家
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
て
い
た
ミ
ラ
ー
を
、
か
れ
よ
り
一
世
代
上
で
は
あ
る
が
活
躍
時
期
が
同
時
代
で
あ
っ
た

ニ
ー
バ
ー（
ミ
ラ
ー
は
ニ
ー
バ
ー
よ
り
一
三
歳
若
く
、
八
年
早
く
没
し
て
い
る
）も
ま
た
同
じ
評
価
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
す
る
と
、
ニ
ー

バ
ー
の
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
理
解
の
背
後
に
ミ
ラ
ー
の
研
究
成
果
が
そ
の
多
寡
は
べ
つ
に
し
て
も
一
定
程
度
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
と
推
測

す
る
こ
と
は
決
し
て
不
可
能
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
ち
な
み
に
、
ニ
ー
バ
ー
は
の
ち
に
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
の
教
授
A
・
ハ
イ
マ
ー
ト
（A

llan 

H
eim

ert

）
と
共
著
で
『
そ
の
よ
う
に
構
想
さ
れ
た
国
家
）
40
（

』
を
出
版
し
て
い
る
が
、
ハ
イ
マ
ー
ト
は
ミ
ラ
ー
の
弟
子
で
後
継
者
で
あ
っ
た
。

一
方
、
ハ
ー
ラ
ー
に
つ
い
て
は
、
ニ
ー
バ
ー
と
の
交
流
を
う
か
が
わ
せ
る
資
料
は
現
在
の
と
こ
ろ
見
い
だ
せ
て
い
な
い
。
ハ
ー
ラ
ー
の

著
作
に
つ
い
て
の
書
評
も
さ
れ
て
い
な
い
し
、
ニ
ー
バ
ー
の
著
書
の
ど
こ
に
も
ハ
ー
ラ
ー
へ
の
言
及
も
注
記
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か

し
、
ハ
ー
ラ
ー
は
、
一
九
〇
九
年
か
ら
一
九
六
〇
年
ま
で
四
一
年
に
わ
た
り
、
ユ
ニ
オ
ン
神
学
大
学
院
に
隣
接
す
る
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
の

女
子
大
部
バ
ー
ナ
ー
ド
・
カ
レ
ッ
ジ
で
教
鞭
を
と
っ
て
お
り
、
そ
の
間
ユ
ニ
オ
ン
所
蔵
の
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
関
係
資
料
の
「
マ
カ
ル
ピ

ン
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」（M

cA
lpin C

ollection of B
ritish H

istory and T
heolog

）
41
（y

）
を
使
用
し
て
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
研
究
を
し
て
い
る
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こ
と
、
共
同
学
位
プ
ロ
グ
ラ
ム
な
ど
に
よ
る
ユ
ニ
オ
ン
と
コ
ロ
ン
ビ
ア
が
深
い
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
（
ニ
ー
バ
ー
も
コ
ロ
ン
ビ
ア
の
大
学
院

課
程
の
教
授
陣
に
加
わ
っ
て
い
た
）、
さ
ら
に
、
バ
ー
ナ
ー
ド
・
カ
レ
ッ
ジ
に
は
、
一
九
四
〇
年
、
ニ
ー
バ
ー
の
妻
ア
ー
ス
ラ
（U

rsula M
. 

N
iebuhr

）
が
教
授
陣
に
加
わ
っ
て
い
る
こ
と
、
年
齢
的
に
も
ほ
ぼ
同
世
代
（
ハ
ー
ラ
ー
は
ニ
ー
バ
ー
よ
り
七
年
早
く
生
ま
れ
、
三
年
遅
く

没
し
て
い
る
）
で
あ
る
こ
と
等
々
を
勘
案
す
る
と
、
ニ
ー
バ
ー
と
は
一
定
の
交
流
が
あ
っ
た
と
推
測
し
て
無
理
は
な
い
。
そ
う
だ
と
す
る

と
、
ニ
ー
バ
ー
が
、
ミ
ラ
ー
に
加
え
、
当
時
の
際
だ
っ
た
ハ
ー
ラ
ー
の
研
究
を
読
み
、
そ
れ
を
自
身
の
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
に
関
す
る
情
報

の
重
要
な
源
の
一
つ
と
し
た
と
考
え
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。（
今
後
両
者
の
交
流
を
裏
付
け
る
資
料
が
発
見
さ
れ
る
可
能
性
も
あ
ろ
う
。）

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
二
人
に
、
逆
に
ニ
ー
バ
ー
が
一
定
の
影
響
を
与
え
た
面
が
あ
っ
た
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
ニ
ー
バ
ー

の
ア
イ
ロ
ニ
ー
の
概
念
で
あ
る
。
フ
ォ
ッ
ク
ス
は
、
恐
慌
な
い
し
第
二
次
世
界
大
戦
の
時
期
に
全
盛
期
を
迎
え
た
多
く
に
歴
史
家
た
ち
が

ニ
ー
バ
ー
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
に
鼓
舞
さ
れ
た
と
し
、
そ
の
中
に
ミ
ラ
ー
を
挙
げ
て
い
る
）
42
（

。
し
か
し
そ
こ
に
ハ
ー
ラ
ー
の
名
は
な
い
。
ハ
ー
ラ
ー

も
含
め
て
そ
の
こ
と
を
よ
り
詳
細
に
指
摘
し
て
い
る
の
は
、
ニ
ー
バ
ー
の
ア
イ
ロ
ニ
ー
概
念
を
研
究
し
た
R
・
ラ
イ
ニ
ッ
ツ
（R

ichard 

R
einitz

）
で
あ
る
）
43
（

。
か
れ
は
、
ミ
ラ
ー
に
つ
い
て
は
ニ
ー
バ
ー
の
書
評
か
ら
、
ミ
ラ
ー
は
ア
イ
ロ
ニ
ー
が
行
き
つ
く
プ
リ
テ
ン
シ
ョ
ン
（
思

い
上
が
り
）
の
危
険
を
警
告
し
た
と
指
摘
し
た
。
ハ
ー
ラ
ー
に
つ
い
て
は
、「
ニ
ー
バ
ー
的
ア
イ
ロ
ニ
ー
は
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ハ
ー
ラ
ー
の

イ
ギ
リ
ス
・
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
と
イ
ギ
リ
ス
革
命
に
お
け
る
そ
の
役
割
に
つ
い
て
の
繊
細
で
広
範
な
研
究
の
主
要
な
主
題
に
影
響
を
与
え

て
い
る
）
44
（

」
と
述
べ
、
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
の
教
理
と
方
法
が
結
果
と
し
て
世
俗
社
会
の
発
展
に
寄
与
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
、
人
民
の
自
由
な
教
育

と
世
論
の
確
立
の
願
い
が
結
果
と
し
て
政
府
に
従
属
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
、
権
力
の
改
革
を
し
よ
う
と
し
た
が
結
果
と
し
て
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン

か
ら
も
国
教
会
の
意
図
か
ら
も
ま
っ
た
く
異
な
る
社
会
が
で
き
て
し
ま
っ
た
こ
と
な
ど
の
指
摘
に
ニ
ー
バ
ー
的
ア
イ
ロ
ニ
ー
が
具
体
的
に
表

れ
て
い
る
と
し
た
）
45
（

。

そ
れ
に
し
て
も
、
ニ
ー
バ
ー
は
独
自
の
思
想
家
で
あ
り
、
ニ
ー
バ
ー
の
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
理
解
が
も
っ
ぱ
ら
ミ
ラ
ー
と
ハ
ー
ラ
ー
に

拠
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
ニ
ー
バ
ー
自
身
、
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
関
係
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
文
献
に
じ
か
に
当
た
っ
て
い
る
こ
と
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も
事
実
で
あ
り
、
ニ
ー
バ
ー
独
自
の
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
観
を
持
っ
て
い
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
ニ
ー
バ
ー
に
お
け
る
他
の
思
想
家
の
影

響
の
状
況
か
ら
す
る
と
そ
の
ほ
う
が
事
実
で
あ
ろ
う
。

2
．
ミ
ラ
ー
の
著
書
へ
の
書
評
「
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
の
良
心
」
に
お
け
る
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム

こ
こ
で
、
ミ
ラ
ー
の
研
究
に
関
す
る
ニ
ー
バ
ー
の
書
評
の
要
点
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
そ
れ
は
、『
ニ
ュ
ー
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
精
神
――

コ
ロ
ニ
ー
か
ら
プ
ロ
ヴ
ィ
ン
ス
へ
』
に
つ
い
て
の
書
評
「
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
の
良
心
」（Puritan C

onscience

）（
一
九
五
三
年
）
で
あ
る
。

ニ
ー
バ
ー
は
、
ミ
ラ
ー
の
前
著
『
ニ
ュ
ー
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
精
神
――
一
七
世
紀
』
を
、
そ
れ
に
よ
っ
て
ミ
ラ
ー
を
「
わ
れ
わ
れ
の
歴
史
的

ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
に
関
す
る
も
っ
と
も
徹
底
し
た
有
能
な
研
究
者
」
と
し
て
確
立
し
た
と
見
る
）
46
（

。
さ
ら
に
、
ミ
ラ
ー
は
、
当
時
の
文
献
を

ふ
ん
だ
ん
に
用
い
て
当
時
の
人
々
に
語
ら
せ
る
か
た
ち
で
歴
史
を
再
現
し
た
「
細
心
な
学
者
」
で
あ
る
が
、
決
し
て
「
衒
学
的
」
で
は
な

く
、「
歴
史
の
科
学
に
芸
術
家
の
想
像
力
を
重
ね
合
わ
し
た
」
学
者
で
あ
り
、
そ
の
研
究
は
、「
良
い
歴
史
記
述
（historiography

）
は
芸

術
と
科
学
の
両
方
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
」
と
ニ
ー
バ
ー
は
評
価
し
た
。

ニ
ー
バ
ー
は
こ
の
書
の
意
義
を
次
の
よ
う
な
点
に
見
た
。

第
一
は
、
当
時
の
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
の
精
神
が
わ
れ
わ
れ
現
代
人
の
そ
れ
と
い
か
に
異
な
っ
て
い
た
か
、
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に

し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
の
道
徳
と
現
在
の
道
徳
規
準
と
が
い
か
に
違
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。

ニ
ー
バ
ー
は
、
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
の
精
神
が
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
も
そ
の
次
の
世
代
に
と
っ
て
も
、「
奇
妙
な
始
ま
り
」（strange 

beginning

）
で
あ
っ
た
と
見
な
し
て
い
る
。

第
二
は
、
ミ
ラ
ー
が
な
ん
ら
か
の
先
入
見
を
も
っ
て
こ
の
歴
史
を
見
て
い
な
い
こ
と
、
す
な
わ
ち
こ
の
よ
う
な
古
い
奇
妙
な
文
化
を
現
代

の
評
価
で
色
づ
け
て
見
て
し
ま
う
「
上
か
ら
押
し
付
け
る
姿
勢
」（a note of condescension

）
を
徹
底
し
て
避
け
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
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そ
の
ゆ
え
に
、「
ア
イ
ロ
ニ
ッ
ク
な
歴
史
の
豊
か
な
味
わ
い
」（the full flavor of the ironic history

）
を
描
き
出
す
こ
と
が
で
き
た
こ
と

で
あ
る
。

第
三
は
、
上
の
二
点
よ
り
も
本
質
的
な
こ
と
で
あ
る
が
、
一
七
世
紀
に
お
け
る
、
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
が
新
大
陸
に
適
応
し
て
い
く
さ
ま

と
そ
の
成
功
に
よ
る
失
敗
の
物
語
は
、
一
六
世
紀
﹇
宗
教
改
革
の
歴
史
﹈
よ
り
も
興
味
深
い
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
す

な
わ
ち
、「
聖
徒
の
支
配
」
に
よ
る
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ス
ト
の
実
験
に
お
け
る
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
の
中
核
部
分
の
矛
盾
の
崩
壊
に
関
わ
る
歴
史
で

あ
る
。
そ
れ
は
、「
分
離
派
の
無
責
任
」
に
見
ら
れ
る
「
完
全
主
義
の
衝
動
」
と
市
民
社
会
全
体
を
、
聖
徒
の
支
配
に
よ
る
神
の
主
権
の
も

と
に
置
こ
う
と
す
る
「
神
政
政
治
の
衝
動
」
の
矛
盾
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
衝
動
の
調
整
が
「
半
途
契
約
」
を
生
み
出
し
た
。
完
全
主
義

は
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
「
世
俗
内
禁
欲
」
に
相
当
す
る
が
、
ビ
ジ
ネ
ス
の
成
功
を
も
た
ら
し
た
も
の
の
、
そ
れ
に
よ
っ
て
元
来
の
敬
虔
は
崩
壊

し
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
文
脈
で
、
ニ
ー
バ
ー
は
、
ミ
ラ
ー
の
次
の
よ
う
な
示
唆
に
注
目
す
る
。
儀
式
的
な
嘆
き
の
説
教
に
対
す
る
罪
の
絶
え

ざ
る
告
白
は
、
儀
式
以
上
の
も
の
に
な
っ
た
。
人
々
は
自
分
が
聖
徒
で
は
な
い
こ
と
、
ま
た
自
分
が
告
白
す
る
悪
は
そ
う
簡
単
に
除
去
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
知
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
そ
の
悪
は
善
と
緊
密
に
関
わ
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ニ
ー
バ
ー
は
、
ミ
ラ
ー
の
こ
の
視
点

に
自
ら
の
現
実
主
義
的
な
人
間
理
解
を
見
、
評
価
し
た
。

以
上
の
意
義
を
確
認
し
た
う
え
で
、
ニ
ー
バ
ー
は
、
ミ
ラ
ー
の
叙
述
に
基
づ
い
て
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
の
欠
陥
に
注
目
す
る
。
そ
れ
は
、
カ

ル
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
の
特
殊
摂
理
（special providence

）
の
理
論
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
自
然
災
害
も
都
市
の
騒
乱
も
神
の
怒
り
の
結
果

と
解
釈
さ
れ
、
そ
れ
は
、
人
々
を
懺
悔
と
断
食
へ
と
駆
り
立
て
る
。
反
対
に
す
べ
て
の
良
い
現
象
は
神
の
和
ら
ぎ
の
証
明
と
な
る
。
こ
の

よ
う
な
信
条
が
、
一
八
世
紀
、
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
か
ら
「
ヤ
ン
キ
ー
イ
ズ
ム
」
へ
の
頽
落
を
早
め
る
働
き
を
し
た
と
ニ
ー
バ
ー
は
主
張

す
る
）
47
（

。
さ
ら
に
、
ニ
ー
バ
ー
は
、
聖
徒
に
よ
る
徳
の
プ
リ
テ
ン
シ
ョ
ン
も
大
き
な
問
題
と
考
え
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
世
的
報
い
を
約
束
す
る
よ
う

な
徳
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
が
政
治
的
な
権
威
の
基
礎
と
も
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
説
教
者
た
ち
は
政
治
的
独
裁
者
で
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あ
り
、
か
れ
ら
の
正
当
化
と
偽
善
は
明
白
で
あ
る
。
ニ
ー
バ
ー
に
よ
れ
ば
、
ミ
ラ
ー
は
優
れ
た
芸
術
家
と
し
て
、「
聖
徒
の
プ
リ
テ
ン
シ
ョ

ン
が
も
た
ら
し
た
不
可
避
的
な
シ
ニ
シ
ズ
ム
と
恨
み
」
を
か
れ
ら
に
語
ら
せ
る
か
た
ち
で
明
ら
か
に
し
た
。
そ
し
て
こ
う
し
た
恨
み
が
結
局

聖
徒
た
ち
の
権
威
を
崩
壊
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

ニ
ー
バ
ー
は
、
こ
う
し
た
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ス
ト
の
「
聖
徒
の
支
配
」
の
実
験
は
、
そ
の
類
の
実
験
の
す
べ
て
を
終
わ
ら
せ
る
に
十
分
で
あ
っ

た
が
、
そ
れ
は
、「
新
し
い
、
も
っ
と
恐
る
べ
き
、
わ
れ
わ
れ
が
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
と
し
て
知
る
そ
の
﹇
聖
徒
の
支
配
の
﹈
世
俗
版
を
阻
む
こ

と
は
で
き
な
か
っ
た
」
と
主
張
す
る
。
ニ
ー
バ
ー
は
、
ミ
ラ
ー
が
明
ら
か
に
し
た
ニ
ュ
ー
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
政
治
に
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
に
共
通

す
る
も
の
を
見
た
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
ニ
ー
バ
ー
は
、
歴
史
に
そ
れ
自
身
を
語
ら
せ
る
こ
と
に
ミ
ラ
ー
の
研
究
の
価
値
が
あ
る
ゆ
え

に
、
そ
こ
か
ら
道
徳
を
取
り
出
す
の
は
愚
か
な
こ
と
で
あ
る
と
断
る
こ
と
も
忘
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

四
．
一
九
四
〇
年
代
以
降
の
ニ
ー
バ
ー
に
お
け
る
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム

こ
う
し
て
成
熟
し
た
ニ
ー
バ
ー
は
、
一
九
二
〇
年
代
の
考
察
を
踏
ま
え
、
ミ
ラ
ー
や
ハ
ー
ラ
ー
そ
の
他
の
文
献
資
料
を
読
み
こ
な
す
こ
と

を
と
お
し
て
、
以
前
に
ま
し
て
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
の
歴
史
の
詳
細
を
受
け
止
め
、
そ
れ
に
対
す
る
ニ
ー
バ
ー
自
身
の
洞
察
や
解
釈
を
自
ら

の
神
学
的
・
社
会
倫
理
的
考
察
に
含
め
生
か
す
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
の
作
業
は
、
お
そ
ら
く
一
九
三
九
年
、
エ
デ
ィ
ン
バ
ラ
大
学
で

な
さ
れ
た
ギ
フ
ォ
ー
ド
講
演
の
準
備
あ
た
り
か
ら
始
ま
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
一
九
二
〇
年
代
の
社
会
的
福
音
の
影
響

と
三
〇
年
代
の
マ
ル
ク
ス
主
義
の
影
響
を
脱
し
、
あ
ら
た
め
て
歴
史
的
キ
リ
ス
ト
教
の
深
み
（profundity

）
を
本
格
的
に
探
求
す
る
と
同

時
に
、
そ
の
視
点
か
ら
ア
メ
リ
カ
や
世
界
の
現
況
を
分
析
し
将
来
を
展
望
す
る
、
ニ
ー
バ
ー
に
と
っ
て
と
く
に
重
要
な
神
学
研
究
へ
の
集
中

の
期
間
で
あ
る
。
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そ
れ
以
降
の
ニ
ー
バ
ー
に
お
け
る
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
へ
の
言
及
は
、
出
版
さ
れ
た
ギ
フ
ォ
ー
ド
講
演
『
人
間
の
本
性
と
運
命
）
48
（

』
か
ら
晩

年
に
い
た
る
ま
で
の
、
論
文
集
を
含
む
主
要
な
著
作
の
多
く
に
見
受
け
ら
れ
る
）
49
（

。
そ
こ
に
は
か
な
り
多
様
な
視
点
が
含
ま
れ
る
が
、
そ
の

主
要
点
を
あ
え
て
整
理
す
る
な
ら
、
以
下
の
よ
う
に
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
制
度
を
支
え
る
人
間
観
と
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
社
会
に
お
け
る
ト
レ
レ
ー

シ
ョ
ン
（
宗
教
寛
容
）
の
問
題
お
よ
び
ア
メ
リ
カ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
歴
史
的
な
淵
源
に
関
す
る
議
論
の
三
点
に
な
る
か
と
思
う
。。

1
．
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
人
間
論

ニ
ー
バ
ー
は
、
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
の
人
間
観
を
全
面
的
に
評
価
は
し
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
そ
れ
は
、
す
で
に
考
察
し
た
、
初
期

ニ
ー
バ
ー
の
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
論
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
詳
細
に
検
討
し
て
み
る
と
必
ず
し
も
そ
う
と
も
言
え
な
い
。
む
し

ろ
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
支
え
る
人
間
観
の
観
点
に
立
て
ば
、
ニ
ー
バ
ー
の
理
解
す
る
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
の
人
間
観
は
重
要
な
意
義
を
持
っ

て
く
る
。

ニ
ー
バ
ー
は
、
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
的
人
間
論
に
非
常
な
疑
問
を
持
っ
て
い
た
が
、
そ
の
根
本
は
人
間
の
傲
慢
に
由
来
す
る
プ
リ
テ
ン
シ
ョ
ン

で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ニ
ー
バ
ー
は
そ
の
問
題
を
き
わ
め
て
深
刻
に
考
え
た
。
そ
れ
は
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
の
道
徳
的
限
界
と
も
見
え
た
。

し
か
し
同
時
に
、
ア
メ
リ
カ
の
歴
史
は
、
そ
う
し
た
問
題
を
避
け
る
た
め
に
さ
ま
ざ
ま
な
制
御
機
構
を
整
備
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
そ
の
限
界

を
あ
る
程
度
緩
和
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
も
考
え
て
い
る
。

ニ
ー
バ
ー
は
、「
こ
の
国
の
政
治
機
構
の
中
に
は
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ス
ト
で
あ
っ
た
こ
の
国
の
父
祖
た
ち
が
固
持
し
て
き
た
権
力
の
利
己
的

な
運
用
に
対
す
る
防
御
策
が
さ
ま
ざ
ま
な
仕
方
で
存
在
し
て
い
る
」
こ
と
を
認
め
て
い
た
。
合
衆
国
憲
法
に
は
、
J
・
コ
ッ
ト
ン
（John 

C
otton

）
の
次
の
よ
う
な
警
告
が
多
く
含
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。「
全
世
界
は
こ
の
生
身
の
人
間
に
、
わ
れ
わ
れ
が
与
え
て
も
よ
い
と

思
う
以
上
の
い
か
な
る
権
力
も
与
え
て
は
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
人
間
は
そ
の
権
力
を
執
拗
な
ま
で
に
行
使
し
よ
う
と
す
る
か
ら
で
あ
る
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…
…
そ
の
上
偉
大
な
言
葉
を
語
る
自
由
を
持
っ
て
い
る
人
間
は
、
そ
の
同
じ
自
由
を
も
っ
て
神
の
名
を
汚
す
よ
う
な
言
葉
を
用
い
る
こ
と

さ
え
で
き
る
か
ら
で
あ
る
）
50
（

」。
さ
ら
に
、
ニ
ー
バ
ー
は
、
次
の
よ
う
な
J
・
ブ
ラ
イ
ス
（Jam

es B
ryce

）
の
文
章
を
引
用
し
て
い
る
。

ア
メ
リ
カ
の
政
府
と
憲
法
は
、
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
の
神
学
と
ト
ー
マ
ス
・
ホ
ッ
ブ
ス
の
哲
学
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
人
は

言
う
が
、
少
な
く
と
も
、
一
七
八
七
年
の
憲
法
に
に
じ
み
出
て
い
る
人
間
理
解
の
な
か
に
は
旺
盛
な
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
が
存

在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
真
実
で
あ
る
。
そ
の
憲
法
は
、
原
罪
を
信
じ
、
そ
れ
故
法
を
破
る
者
に
対
し
て
は
そ
れ
を
防
ぐ
た

め
閉
め
る
べ
き
扉
は
閉
め
て
お
こ
う
と
決
意
し
た
人
び
と
の
作
物
で
あ
っ
た
。
…
…
こ
の
憲
法
の
目
的
は
、
善
い
政
府
を
確
保

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
偉
大
な
共
通
目
的
を
達
成
し
よ
う
と
す
る
よ
り
は
、
悪
い
政
府
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
悪
の
み
な
ら
ず
、
い

か
な
る
政
府
で
あ
れ
、
そ
れ
が
強
大
に
な
り
過
ぎ
て
、
政
府
よ
り
先
に
存
在
す
る
共
同
体
や
個
々
の
市
民
の
脅
威
と
な
る
こ
と

か
ら
生
じ
る
悪
を
も
回
避
し
よ
う
と
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
）
51
（

。

し
か
し
、
こ
の
人
間
観
は
、
ブ
ラ
イ
ス
が
言
う
よ
う
に
ま
っ
た
く
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
の
人
間
観
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
こ
に
は
、
原
罪
を
持
つ
人
間
を
憲
法
を
も
っ
て
制
御
す
る
そ
の
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
が
、
人
間
に
よ
っ
て
据
え
ら

れ
、
人
間
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
カ
ル
ヴ
ァ
ン
的
原
罪
す
な
わ
ち
カ
ル
ヴ
ァ
ン
的
全
的
堕
落
（total 

depravity

）
に
は
、
神
政
政
治
を
も
っ
て
し
か
対
抗
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
ニ
ー
バ
ー
の
人
間
理
解
は
、
し
ば
し
ば
原
罪
の
用
語
を
も
っ
て

展
開
さ
れ
た
そ
の
罪
論
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
的
全
的
堕
落
を
拒
否
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
）
52
（

。
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
で
言
え
ば
、
そ

の
こ
と
を
ニ
ー
バ
ー
は
次
の
有
名
な
言
葉
で
表
現
し
た
。「
正
義
を
遂
行
し
う
る
人
間
の
能
力
は
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
可
能
に
す
る
。
し
か
し
、

人
間
の
不
正
に
陥
り
や
す
い
傾
向
は
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
必
要
と
す
る
）
53
（

」。

思
想
的
に
は
、
ア
メ
リ
カ
憲
法
に
は
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
の
人
間
観
だ
け
で
な
く
、
ジ
ェ
フ
ァ
ソ
ン
の
啓
蒙
主
義
的
人
間
観
も
入
っ
て
い
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た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
ニ
ー
バ
ー
は
そ
の
こ
と
を
む
し
ろ
評
価
し
て
い
る
。「
ア
メ
リ
カ
建
国
初
期
の
生
活
を
形
成
し
た
ニ
ュ
ー
イ

ン
グ
ラ
ン
ド
の
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
と
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
の
理
神
論
お
よ
び
ジ
ェ
フ
ァ
ソ
ン
主
義
と
い
う
二
つ
の
大
き
な
宗
教
的
・
道
徳
的
な

伝
統
）
54
（

」
を
認
め
て
い
た
か
ら
で
あ
る
）
55
（

。

し
か
し
そ
の
よ
う
な
人
間
観
は
、
ニ
ー
バ
ー
に
よ
れ
ば
決
し
て
非
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
的
で
は
な
い
。
ニ
ー
バ
ー
は
、
一
七
世
紀
の
ピ
ュ
ー
リ

タ
ニ
ズ
ム
の
中
に
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
な
い
し
ル
ネ
サ
ン
ス
的
人
間
観
と
カ
ル
ヴ
ァ
ン
的
人
間
観
の
融
合
が
あ
っ
た
と
し
、
そ
れ
を
評
価
し

て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
代
表
が
ミ
ル
ト
ン
で
あ
っ
た
。
ニ
ー
バ
ー
は
こ
う
述
べ
て
い
る
。

ジ
ョ
ン
・
ミ
ル
ト
ン
は
、
ル
ネ
サ
ン
ス
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
セ
ク
ト
的
キ
リ
ス
ト
教
を
結
び
つ
け
て
驚
く
べ
き
総
合
へ
と

も
た
ら
し
た
）
56
（

。

こ
れ
は
、
ニ
ー
バ
ー
が
、
ス
ト
レ
イ
チ
ー
へ
の
返
信
で
、
冒
頭
に
引
用
し
た
部
分
に
続
い
て
、「
実
際
、
一
七
世
紀
の
何
人
か
の
ピ
ュ
ー

リ
タ
ン
た
ち
は
、
私
の
本
﹇『
人
間
の
本
性
と
運
命
』﹈
の
中
で
取
り
上
げ
た
誰
よ
り
も
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
立
場
と
キ
リ
ス
ト
教
的
立
場

を
結
合
さ
せ
て
い
る
よ
う
に
い
ま
私
に
は
思
え
ま
す
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
に
つ
な
が
る
）
57
（

。
し
か
し
、
ニ
ー
バ
ー
は
、
そ
の
前
に
、
ミ
ル
ト

ン
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
対
す
る
意
義
を
次
の
よ
う
に
確
認
も
し
て
い
た
。

元
来
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
思
想
に
対
す
る
ジ
ョ
ン
・
ミ
ル
ト
ン
の
精
神
的
貢
献
は
、
神
が
人
間
に
超
越
的
な
価
値
を
与
え
た
こ

と
、
ま
た
、
神
は
国
家
も
こ
れ
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
超
越
的
な
権
威
に
人
間
を
関
係
さ
せ
た
と
い
う
、
か
れ
の
キ
リ

ス
ト
教
的
確
信
に
基
づ
い
て
い
た
。
意
味
深
い
こ
と
に
、
か
れ
は
、
ル
タ
ー
に
お
い
て
は
二
つ
の
領
域
の
厳
し
い
分
離
を
意
味

し
た
聖
句
『
カ
イ
ザ
ル
の
も
の
は
カ
イ
ザ
ル
に
、
神
の
も
の
は
神
に
返
し
な
さ
い
』
を
用
い
て
異
な
っ
た
結
論
を
引
き
出
し
、
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良
心
が
政
治
社
会
か
ら
自
由
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
た
。『
わ
た
し
の
良
心
は
神
か
ら
い
た
だ
い
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え

わ
た
し
の
良
心
を
カ
イ
ザ
ル
に
渡
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
』
と
ミ
ル
ト
ン
は
言
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
確
信
な
く
し
て
自
由
社

会
は
つ
く
ら
れ
え
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
確
信
が
、
良
心
に
関
す
る
き
わ
め
て
重
大
な
問
題
に
関
し
て
は
個
人
を
促
し

て
、
社
会
に
挑
戦
す
る
よ
う
仕
向
け
た
の
で
あ
る
）
58
（

。

ニ
ー
バ
ー
に
よ
れ
ば
、
以
上
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
の
人
間
論
は
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
貢
献
し
て
い
る
の
で
あ

る
。最

近
、
政
治
学
者
G
・
マ
ッ
ケ
ナ
（G

eorge M
cK

enna

）
が
、
ニ
ー
バ
ー
を
「
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
・
デ
モ
ク
ラ
ッ
ト
」
と
呼
ん
で
い
る
）
59
（

。

そ
れ
は
、
ニ
ー
バ
ー
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
の
基
礎
に
あ
る
罪
の
教
理
が
「
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
的
原
罪
の
教
理
）
60
（

」
だ
か
ら
と
い
う
の
で
あ
る
。
し

か
し
、
こ
れ
は
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
や
や
単
純
す
ぎ
る
理
解
で
あ
る
。
そ
れ
よ
り
も
、
わ
れ
わ
れ
が
上
に
確
認
し
た
よ
う
に
、
ニ
ー
バ
ー

に
は
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
的
人
間
観
、
と
り
わ
け
ミ
ル
ト
ン
に
代
表
さ
れ
る
人
間
観
が
息
づ
い
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
意
味
で
、
ニ
ー

バ
ー
は
「
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
・
デ
モ
ク
ラ
ッ
ト
」
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
は
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

2
．
ト
レ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
問
題

ニ
ー
バ
ー
の
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
へ
の
言
及
に
お
い
て
顕
著
で
あ
り
重
要
な
の
は
「
ト
レ
レ
ー
シ
ョ
ン
」（
宗
教
寛
容
）
61
（

）
に
つ
い
て
の
議

論
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
ギ
フ
ォ
ー
ド
講
演
の
第
二
巻
『
人
間
の
運
命
』
第
八
章
お
よ
び
『
光
の
子
と
闇
の
子
』
第
四
章
が
扱
っ
て
い

る
が
、
そ
こ
に
お
い
て
、
ニ
ー
バ
ー
は
、
ト
レ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
有
効
な
考
え
方
の
源
泉
を
一
七
世
紀
イ
ギ
リ
ス
の
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
に
見

て
い
る
。
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ニ
ー
バ
ー
は
、
ト
レ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
、
宗
教
上
の
多
様
性
を
克
服
し
て
文
化
の
原
初
的
な
統
一
を
回
復
し
よ
う
と
す
る
カ
ト
リ
シ

ズ
ム
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
、
伝
統
的
な
歴
史
的
諸
宗
教
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
文
化
的
統
一
を
達
成
し
よ
う
と
す
る
世
俗
的
な
解
釈
を
検

討
し
た
の
ち
、
宗
教
的
多
様
性
の
中
で
宗
教
的
生
命
力
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
第
三
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
必
要
を
主
張
す
る
）
62
（

。
そ
れ
は
、「
文

化
の
宗
教
的
深
所
を
破
壊
す
る
こ
と
な
く
、
自
由
社
会
の
前
提
の
限
界
内
に
お
い
て
宗
教
的
、
文
化
的
多
様
性
を
認
め
る
こ
と
で
あ
る
…
…

宗
教
信
仰
の
あ
ら
ゆ
る
実
際
的
表
現
は
、
歴
史
的
偶
然
性
と
相
対
性
を
ま
ぬ
が
れ
な
い
と
い
う
事
実
を
謙
遜
と
懺
悔
を
も
っ
て
認
め
な
が
ら

も
、
な
お
、
自
ら
の
最
高
の
洞
察
を
宣
言
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
）
63
（

」。

ニ
ー
バ
ー
は
そ
の
よ
う
な
宗
教
的
謙
遜
（religious hum

ility

）
を
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
前
提
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
考
え
る
。
そ
れ
は

「
深
遠
な
宗
教
」
と
ニ
ー
バ
ー
が
表
現
す
る
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
洞
察
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
そ
の
洞
察
は
、
自
ら
の
有
限
性
を
否
定
し

よ
う
と
す
る
傲
慢
こ
そ
罪
の
本
質
で
あ
る
と
す
る
ゆ
え
に
、「
宗
教
信
仰
は
絶
え
ざ
る
謙
遜
の
泉
」
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
ア
ン

グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
の
寛
容
の
本
当
の
基
礎
は
、
一
七
世
紀
イ
ギ
リ
ス
の
宗
教
経
験
の
中
に
あ
る
」
と
見
な
す
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
ク
ロ
ム

ウ
ェ
ル
時
代
の
宗
教
闘
争
に
お
い
て
必
ず
し
も
単
純
に
寛
容
が
確
立
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
中
の
さ
ま
ざ
ま
な
集
団
・
分
派
に
よ
っ

て
勝
ち
取
ら
れ
た
と
ニ
ー
バ
ー
は
見
る
。
イ
ン
デ
ペ
ン
デ
ン
ト
、
レ
ヴ
ェ
ラ
ー
ズ
、
ル
ネ
サ
ン
ス
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
影
響
を
受
け
た
ア

ン
グ
リ
カ
ン
の
穏
健
派
、
そ
の
他
の
ノ
ン
・
コ
ン
フ
ォ
ー
ミ
ス
ト
（
非
国
教
徒
）
た
ち
で
あ
る
）
64
（

。
そ
の
代
表
を
、
ニ
ー
バ
ー
は
と
く
に
ミ
ル

ト
ン
と 

J
・
ソ
ー
ル
ト
マ
ー
シ
ュ
（John Saltm

arsh

）
に
見
る
。
ミ
ル
ト
ン
は
、
真
理
に
つ
い
て
の
す
べ
て
の
歴
史
的
な
把
握
が
断
片
的

な
性
格
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、『
ア
レ
オ
パ
ジ
テ
ィ
カ
）
65
（

』
で
明
ら
か
に
し
た
。「
わ
れ
わ
れ
は
い
ま
だ
そ
れ
ら
﹇
真
理
﹈
の
す
べ
て
を
見
出

し
て
い
な
い
し
、
上
院
も
下
院
も
主
の
再
臨
ま
で
見
出
す
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
）
66
（

」。
同
じ
こ
と
は
、
ソ
ー
ル
ト
マ
ー
シ
ュ
に
よ
っ
て
も
述

べ
ら
れ
て
い
る
。「
お
互
い
に
、
誤
り
の
な
い
絶
対
的
確
実
の
力
を
仮
定
し
あ
っ
た
り
は
す
ま
い
。
…
…
な
ぜ
な
ら
、
主
が
我
々
を
と
も
に

同
じ
よ
う
に
眼
識
の
あ
る
も
の
に
と
心
の
眼
を
開
き
給
う
ま
で
は
…
…
）
67
（

」。

こ
う
し
て
ニ
ー
バ
ー
は
、
そ
こ
か
ら
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
重
要
な
ト
レ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
基
本
姿
勢
を
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
の
歴
史
の
中
に
見
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出
す
の
で
あ
る
。
成
熟
し
た
ト
レ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
持
つ
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、
次
の
よ
う
な
事
態
を
生
む
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

真
理
へ
の
忠
誠
は
そ
の
獲
得
の
可
能
性
へ
の
信
頼
を
要
求
す
る
。
他
方
、
他
者
を
受
け
容
れ
る
こ
と
は
わ
れ
わ
れ
自
身
の
真

理
の
究
極
性
へ
の
信
頼
が
破
ら
れ
る
こ
と
を
要
求
す
る
。
し
か
し
、
も
し
、
わ
れ
わ
れ
が
そ
の
答
え
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い

問
題
へ
の
答
え
が
な
い
と
し
た
ら
、
打
ち
砕
か
れ
た
わ
れ
わ
れ
の
確
信
は
敗
北
（
文
化
の
領
域
で
は
懐
疑
主
義
）
か
、
そ
れ
と

も
、
そ
れ
以
上
に
大
き
な
わ
れ
わ
れ
の
困
惑
を
確
信
の
背
後
に
隠
そ
う
と
す
る
プ
リ
テ
ン
シ
ョ
ン
（
文
化
の
領
域
で
は
狂
信
）

の
い
ず
れ
か
を
生
み
出
す
の
で
あ
る
）
68
（

。

そ
れ
ゆ
え
、
ニ
ー
バ
ー
は
、
一
七
世
紀
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
激
し
い
歴
史
的
戦
い
か
ら
生
ま
れ
た
「
宗
教
的
謙
遜
」
に
こ
そ
ト
レ
レ
ー

シ
ョ
ン
の
可
能
性
を
見
る
の
で
あ
る
。

3
．
ア
メ
リ
カ
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
淵
源

ニ
ー
バ
ー
は
、
前
項
で
見
た
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
淵
源
は
一
七
世
紀
イ
ギ
リ
ス
の
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
革
命
に
あ
る
と
見

て
い
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
他
の
文
献
よ
り
詳
し
く
論
じ
て
い
る
の
は
、『
敬
虔
で
世
俗
的
な
ア
メ
リ
カ
）
69
（

』
所
収
の
論
文
「
自
由
と
平
等
」

（Liberty and E
quality

）（
一
九
五
七
年
）
70
（

）
で
あ
る
。
こ
の
論
文
は
、
ニ
ー
バ
ー
自
身
が
「
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
、
ア
メ
リ
カ
の
政
治

的
・
社
会
的
倫
理
に
関
す
る
研
究
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
が
、
表
題
の
と
お
り
、「
自
由
」
と
「
平
等
」
を
め
ぐ
る
歴
史
的
な
動
き
が
包
括

的
に
整
理
さ
れ
、
論
じ
ら
れ
て
い
て
い
る
が
、
そ
の
文
脈
で
ア
メ
リ
カ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
淵
源
に
関
す
る
見
解
が
明
白
に
主
張
さ
れ
て
い

る
点
で
、
重
要
な
論
文
で
あ
る
）
71
（

。
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ま
ず
、
ニ
ー
バ
ー
は
、
そ
の
課
題
を
次
の
よ
う
に
提
示
す
る
。
コ
ン
サ
ー
ヴ
ァ
テ
ィ
ズ
ム
と
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
間
の
論
争
は
、
正
義
の
原

理
と
し
て
の
自
由
と
平
等
と
い
う
二
つ
の
原
理
の
重
要
性
に
関
わ
っ
て
い
る
。
平
等
の
原
理
は
階
層
社
会
へ
の
批
判
規
準
に
関
わ
っ
て
お

り
、
自
由
の
原
理
は
共
同
体
の
一
致
の
た
め
に
働
く
。
し
か
し
、
両
者
が
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
を
完
全
か
つ
絶
対
的
に
主
張
す
れ
ば
、
共
同
体

が
崩
壊
し
て
し
ま
う
。
し
た
が
っ
て
、
平
等
が
ど
の
よ
う
に
社
会
的
政
治
的
階
層
組
織
に
関
係
す
る
か
、
自
由
が
ど
の
よ
う
に
共
同
体
の

凝
集
性
と
安
定
性
に
関
わ
る
か
が
問
題
と
な
る
。
そ
れ
は
、
双
子
の
規
制
原
理
で
あ
り
、
と
も
に
そ
れ
ぞ
れ
が
「
単
純
な
歴
史
的
可
能
性
」

と
見
な
さ
れ
る
同
じ
危
険
の
中
に
あ
る
。
自
由
は
、
絶
対
的
な
意
味
で
は
実
現
不
可
能
で
あ
り
、
そ
れ
は
平
等
の
原
理
と
同
じ
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
課
題
を
確
認
し
た
う
え
で
、
ニ
ー
バ
ー
は
、
ア
メ
リ
カ
と
フ
ラ
ン
ス
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
源
泉
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。と

く
に
フ
ラ
ン
ス
と
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
神
話
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
自
由
と
平
等
の
双
子
の
原
理
を
歴

史
に
最
初
に
導
入
し
た
の
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
で
あ
っ
た
（
そ
の
原
理
は
『
友
愛
』〈fraternity

〉
の
概
念
と
共
に
使
わ
れ
た
が
、

そ
れ
は
実
際
の
政
治
に
と
っ
て
は
自
由
と
平
等
よ
り
適
切
で
も
あ
り
不
適
切
で
も
あ
っ
た
）。
確
か
に
、
こ
の
二
つ
の
原
理
が

歴
史
的
に
実
現
す
る
と
の
幻
想
を
醸
成
し
た
の
は
フ
ラ
ン
ス
啓
蒙
主
義
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
原
理
は
、
そ
の
前
の
世

紀
、
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
の
軍
隊
の
左
翼
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
キ
リ
ス
ト
者
の
間
に
発
生
し
た
の
で
あ
る
。
啓
蒙
主
義
は
、
こ
う
し
た

ノ
ン
・
コ
ン
フ
ォ
ー
ミ
ス
ト
の
キ
リ
ス
ト
者
の
黙
示
的
な
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
の
世
俗
版
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
）
72
（

。

し
か
し
、
こ
の
二
つ
の
原
理
の
う
ち
の
平
等
の
ほ
う
が
自
由
よ
り
も
は
る
か
に
長
い
歴
史
を
持
っ
て
い
た
と
ニ
ー
バ
ー
は
続
け
る
。
そ
れ

は
、
ギ
リ
シ
ャ
の
ス
ト
ア
哲
学
に
発
し
、
ロ
ー
マ
の
ス
ト
ア
哲
学
で
実
際
の
政
治
に
お
い
て
展
開
さ
れ
た
。
そ
の
古
典
時
代
の
洞
察
は
、
フ

ラ
ン
ス
啓
蒙
主
義
の
単
純
な
平
等
主
義
よ
り
も
勝
っ
て
い
た
と
ニ
ー
バ
ー
は
判
断
し
、
次
の
よ
う
に
言
う
。
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古
典
時
代
は
、
自
由
の
原
理
を
平
等
の
原
理
と
連
動
さ
せ
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
し
、
そ
れ
は
フ
ラ
ン
ス
啓
蒙
主
義
に
よ
っ

て
発
見
さ
れ
た
も
の
で
も
な
か
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
の
ノ
ン
・
コ
ン
フ
ォ
ー
ミ
ス
ト
が
は
じ
め
て
、
自
由
と
、
正
義
の
二
つ
の
原

理
の
一
つ
と
し
て
の
平
等
と
接
合
さ
せ
た
の
で
あ
る
）
73
（

。

さ
ら
に
ニ
ー
バ
ー
に
よ
れ
ば
、
個
人
の
自
由
（freedom

）
と
い
う
概
念
が
現
れ
る
の
は
、
最
初
は
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
に
よ
っ
て
で
あ
る
。

そ
こ
に
は
、
個
人
の
無
比
性
に
対
す
る
高
い
価
値
と
、
個
人
が
権
威
の
源
泉
で
あ
り
、
共
同
体
を
超
越
す
る
究
極
的
な
成
就
で
あ
る
と
の
信

仰
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
が
あ
れ
ば
そ
こ
に
正
義
の
原
理
と
し
て
の
個
人
の
自
由
（liberty

）
が
確
立
さ

れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
実
際
カ
ト
リ
ッ
ク
・
キ
リ
ス
ト
教
の
な
か
で
も
、
ま
た
宗
教
改
革
の
キ
リ
ス
ト
教
の
中
で
さ
え
、
国
家
に
対
す
る
個

人
の
権
利
は
確
立
さ
れ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。「『
福
音
的
』
自
由
と
い
う
ル
タ
ー
の
概
念
は
宗
教
的
に
は
有
力
（potent

）
で
あ
っ
た
が
、

政
治
的
に
は
不
適
切
（irrelevant

）
で
あ
っ
た
）
74
（

」。
そ
し
て
ニ
ー
バ
ー
は
、
す
で
に
取
り
上
げ
た
例
を
こ
こ
で
も
繰
り
返
し
て
い
る
。「
宗

教
的
概
念
が
政
治
的
市
民
的
自
由
に
適
合
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
ミ
ル
ト
ン
が
、
有
名
な
聖
書
の
言
葉
『
カ
イ
ザ
ル
の
も
の
は
カ
イ
ザ

ル
に
、
神
の
も
の
は
神
に
返
し
な
さ
い
』
を
、『
わ
た
し
の
良
心
は
、
わ
た
し
が
神
か
ら
い
た
だ
い
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
そ
れ
を
カ

エ
サ
ル
に
渡
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
』
を
意
味
す
る
と
解
釈
し
て
か
ら
で
あ
っ
た
）
75
（

」。

要
す
る
に
、
ニ
ー
バ
ー
は
、
大
木
英
夫
教
授
の
表
現
に
よ
れ
ば
、
ル
タ
ー
の
福
音
的
自
由
の
政
治
的
不
適
切
は
、「
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム

に
お
い
て
克
服
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
福
音
的
自
由
（evangelical freedom
）
は
市
民
的
自
由
（civil liberty

）
へ
と
発
展
さ
せ
ら
れ
た

と
見
て
い
る
」
の
で
あ
る
）
76
（

。

し
か
し
、
そ
の
自
由
と
平
等
と
の
関
係
は
一
筋
縄
で
は
い
か
な
い
。
そ
れ
は
、
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
の
軍
隊
の
中
で
も
緊
張
が
あ
り
、
レ
ヴ
ェ

ラ
ー
ズ
は
自
由
を
強
調
し
、
デ
ィ
ガ
ー
ズ
は
平
等
に
傾
い
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
緊
張
は
、
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
の
時
代
か
ら
今
日
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に
ま
で
続
い
て
い
る
と
ニ
ー
バ
ー
は
見
る
。
ニ
ー
バ
ー
に
よ
れ
ば
、
自
由
と
平
等
は
「
パ
ラ
ド
ク
シ
カ
ル
な
関
係
」
に
あ
る
の
で
あ
る
）
77
（

。

と
こ
ろ
で
、
歴
史
に
自
由
と
平
等
を
最
初
に
導
入
し
た
の
は
フ
ラ
ン
ス
で
あ
る
と
の
神
話
に
つ
い
て
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
見
方
が
一
般
的

に
な
っ
た
の
か
、
ニ
ー
バ
ー
は
次
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
る
。

ア
メ
リ
カ
人
た
ち
が
想
像
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
は
、
有
機
的
な
貴
族
政
治
の
文
明
の
型
を
打
破
し
た
最
初
の
国
で

あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
実
際
に
は
フ
ラ
ン
ス
は
二
番
目
の
国
で
あ
っ
て
、
最
初
の
国
で
は
な
い
。
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
ク

ロ
ム
ウ
ェ
ル
の
革
命
が
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
一
世
紀
以
上
先
ん
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
間
に
イ
ギ
リ
ス
で
王
政

復
古
が
あ
り
、
再
び
国
王
が
立
て
ら
れ
た
。
フ
ラ
ン
ス
や
ア
メ
リ
カ
の
平
等
主
義
者
に
と
っ
て
も
自
由
主
義
者
に
と
っ
て
も
、

君
主
制
は
き
わ
め
て
有
害
な
権
力
の
象
徴
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
革
命
は
忘
れ
去
ら
れ
、
フ
ラ
ン
ス
が
、
そ

の
国
自
体
の
評
価
で
も
、
わ
が
国
の
評
価
で
も
、
自
由
と
友
愛
の
新
し
い
時
代
の
象
徴
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
残
念
な
こ
と
で

あ
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
事
実
上
、
フ
ラ
ン
ス
は
、
す
べ
て
の
抽
象
的
自
由
主
義
の
化
身
と
も
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
）
78
（

。

ニ
ー
バ
ー
に
と
っ
て
、
そ
う
し
た
フ
ラ
ン
ス
に
よ
っ
て
に
な
わ
れ
た
抽
象
的
理
想
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
危
険
で
あ
る
。
そ
れ
は
歴
史
に

適
合
し
な
い
か
ら
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
自
由
の
パ
ラ
ド
ク
ス
的
性
格
が
認
識
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
点
で
、
ニ
ー
バ
ー
は
、
名

誉
革
命
後
の
世
界
に
照
ら
せ
ば
、「
開
か
れ
た
社
会
の
道
徳
的
諸
現
実
と
折
り
合
い
を
つ
け
る
こ
と
に
お
い
て
、
イ
ギ
リ
ス
に
は
、
フ
ラ
ン

ス
に
勝
る
歴
史
的
な
有
利
さ
が
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
」
と
主
張
す
る
）
79
（

。

ニ
ー
バ
ー
は
以
上
の
よ
う
に
論
じ
た
う
え
で
、「
ア
メ
リ
カ
の
思
想
と
実
践
」
は
、
貴
族
制
的
歴
史
の
背
景
を
持
た
な
い
処
女
地
に
つ
く

ら
れ
た
ユ
ニ
ー
ク
な
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
が
、
同
時
に
、
ア
メ
リ
カ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
「
理
論
は
多
く
フ
ラ
ン
ス

に
」
由
来
し
て
い
る
が
、「
実
践
は
イ
ギ
リ
ス
に
」
由
来
し
て
い
る
こ
と
も
ま
た
認
識
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
注
意
を
喚
起
し
て
い
る
。
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し
か
し
、「
権
力
の
分
割
」
に
よ
っ
て
、
政
府
の
中
核
に
権
力
の
均
衡
を
打
ち
立
て
よ
う
と
し
た
努
力
は
、
新
し
い
発
想
で
あ
り
、
そ
れ
は

「
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
的
源
泉
に
由
来
す
る
」
も
の
で
あ
る
。「
全
体
と
し
て
建
国
の
父
祖
た
ち
は
、
人
間
の
完
璧
さ
に
関
し
、
フ
ラ
ン
ス
の
哲

学
者
た
ち
よ
り
楽
観
主
義
的
で
は
な
い
見
方
を
と
っ
て
い
た
）
80
（

」。

こ
う
し
て
、
ニ
ー
バ
ー
は
、
ア
メ
リ
カ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
み
な
ら
ず
い
わ
ゆ
る
近
代
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
源
泉
を
カ
ル
ヴ
ァ
ン
的
キ
リ
ス

ト
教
の
影
響
を
受
け
た
一
七
世
紀
イ
ギ
リ
ス
・
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
に
見
て
い
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

以
上
、
ニ
ー
バ
ー
の
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
へ
の
言
及
を
概
観
し
て
み
た
。
そ
れ
は
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
論
と
ま
で
は
言
え
な
い
に
し
て

も
、
わ
れ
わ
れ
が
瞥
見
し
た
だ
け
で
も
、
そ
こ
に
無
視
で
き
な
い
相
当
内
容
の
あ
る
洞
察
が
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
理
解

し
た
ニ
ー
バ
ー
に
お
け
る
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
の
確
認
は
、
と
く
に
ニ
ー
バ
ー
を
ど
う
解
釈
す
る
か
に
つ
い
て
、
重
要
な
視
点
を
提
供
し
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
以
下
の
三
点
で
あ
る
。

第
一
は
、
従
来
、
ニ
ー
バ
ー
神
学
全
体
を
ル
タ
ー
の
線
で
解
釈
す
る
傾
向
が
強
か
っ
た
が
、
そ
れ
に
幾
分
の
修
正
を
迫
る
こ
と
に
な
る
の

で
は
な
い
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
ニ
ー
バ
ー
に
ル
タ
ー
的
要
素
が
濃
厚
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
ニ
ー

バ
ー
を
も
っ
ぱ
ら
カ
ル
ヴ
ァ
ン
的
に
解
釈
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
き
な
い
。
し
か
し
、
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
に
照
ら
し
て
ニ
ー
バ
ー
を
見

直
す
こ
と
は
、
今
後
の
ニ
ー
バ
ー
解
釈
に
新
し
い
視
点
を
与
え
、
こ
れ
ま
で
よ
り
詳
細
な
陰
影
に
彩
ら
れ
た
ニ
ー
バ
ー
像
を
手
に
す
る
可
能

性
が
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
）
81
（

。

第
二
に
、
ニ
ー
バ
ー
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
も
ま
た
従
来
ル
タ
ー
の
線
で
「
贖
罪
の
神
学
」
の
適
用
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
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が
、
そ
れ
は
か
な
り
の
程
度
見
直
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
ニ
ー
バ
ー
の
神
学
思
想
の
解
釈
よ
り
も
多
く
修
正
が
迫

ら
れ
る
面
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
よ
り
も
、
ニ
ー
バ
ー
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
は
む
し
ろ
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
の
線
を
基
本
に
お
い
て
理
解
す
る

ほ
う
が
妥
当
な
の
で
は
な
い
か
）
82
（

。

第
三
に
、
ニ
ー
バ
ー
の
文
化
・
社
会
に
対
す
る
姿
勢
は
、
H
・
R
・
ニ
ー
バ
ー
（H

. R
ichard N

iebuhr

）
の
『
キ
リ
ス
ト
と
文
化
』
の

類
型
に
照
ら
せ
ば
、
従
来
、
パ
ラ
ド
ク
ス
（
二
元
論
）
型
（「
パ
ラ
ド
ク
ス
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
と
文
化
」
型
）
に
カ
テ
ゴ
ラ
イ
ズ
さ
れ
る

傾
向
が
強
か
っ
た
。
し
か
し
、
ニ
ー
バ
ー
の
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
へ
の
言
及
か
ら
す
る
と
、
む
し
ろ
コ
ン
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
（
回
心
）
型
（「
文

化
の
変
革
者
キ
リ
ス
ト
」
型
）
の
要
素
も
ま
た
ニ
ー
バ
ー
に
あ
っ
た
こ
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
）
83
（

。

以
上
の
こ
と
は
、
ニ
ー
バ
ー
解
釈
の
本
質
に
関
わ
る
こ
と
で
あ
る
。
ス
ト
レ
イ
チ
ー
へ
の
返
信
で
、
ニ
ー
バ
ー
が
、「
わ
た
し
は
政
治
に

お
い
て
は
一
貫
し
て
反
ル
タ
ー
派
で
す
」
と
述
べ
た
こ
と
を
無
視
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
所
以
で
あ
る
。
問
題
は
そ
の
意
味
の
更
な
る
解

明
で
あ
る
。
ニ
ー
バ
ー
の
読
み
が
相
当
修
正
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
も
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
こ
と
は
、
現
代
に
お
け
る
ニ
ー
バ
ー
の
意
義
に
関
し
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
で
あ
ろ
う
か
。
一
つ
は
、
ニ
ー

バ
ー
の
「
冷
静
を
求
め
る
祈
り
」（Serenity Prayer
）
に
照
ら
し
て
言
え
ば
、「
変
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
こ
と
を
受
け
入
れ
る
冷
静

さ
」
よ
り
も
、「
変
え
る
べ
き
こ
と
を
変
え
る
勇
気
」
に
軸
足
を
置
く
ニ
ー
バ
ー
像
を
提
示
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ル
タ
ー
的
贖
罪

論
的
ニ
ー
バ
ー
に
と
ど
ま
ら
な
い
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
暗
示
す
る
。「
変
え
る
べ
き
こ
と
」
と
は
可
能
性
の
問
題
で
は
な
く
当
為
の
問
題
で
あ

る
。
そ
れ
は
、「
不
可
能
の
可
能
性
」（im

possible possibilit

）
84
（y

）
と
い
う
パ
ラ
ド
ク
ス
を
踏
ま
え
た
、「
決
定
さ
れ
て
い
な
い
諸
可
能
性
」

（indeterm
inate possibilitie

）
85
（s

）
を
歴
史
の
中
に
求
め
る
具
体
的
で
積
極
的
な
姿
勢
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
ニ
ー
バ
ー
の
思
想
に
は
、
今
日

の
よ
う
な
時
代
に
こ
そ
あ
ら
た
め
て
学
ぶ
べ
き
意
義
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

二
つ
は
、
ニ
ー
バ
ー
が
上
の
よ
う
に
そ
の
淵
源
に
お
い
て
確
認
し
た
、
ア
メ
リ
カ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
性
格
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
に
お
い

て
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
神
学
者
」
と
し
て
知
ら
れ
る
ニ
ー
バ
ー
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
そ
の
洞
察
内
容
を
、
わ
れ
わ
れ
の
側
で
も
確
認
す
る

ky46201ニー�ーd.indd   80 10.4.8   4:29:53 AM



81 ラインホールド・ニーバーとピューリタニズム

必
要
に
迫
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
わ
が
国
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
淵
源
に
深
く
関
わ
る
こ
と
で
あ
り
、
ニ
ー
バ
ー
の
デ

モ
ク
ラ
シ
ー
論
は
、
わ
が
国
で
も
っ
と
学
ば
れ
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
ニ
ー
バ
ー
に
お
け
る
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
」
は
、
こ
う
し
た
こ
と
に
つ
な
が
る
課
題
で
は
な
い
か
と
思
う
。

　
　
　
注

（
1
） U

rsula M
. N

iebuhr, ed., R
em

em
bering R

einhold N
iebuhr: L

etters of R
einhold and U

rsula M
. N

iebuhr

（San F
rancisco: 

H
arperSanFrancisco, 1991

）, p. 402.  
ジ
ョ
ン
・
ス
ト
レ
イ
チ
ー
（E

velyn John St. Leo Strachey, 1901

―1963

）
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
政
治

家
、
著
述
家
。
一
九
二
九
年
よ
り
労
働
党
下
院
議
員
。
三
一
年
労
働
党
脱
退
、
共
産
党
に
入
党
。
三
〇
年
代
著
名
な
マ
ル
ク
ス
―
レ
ー
ニ
ン
主

義
思
想
家
と
な
る
。
四
一
年
マ
ル
ク
ス
主
義
か
ら
離
れ
、
共
産
党
を
出
て
、
空
軍
に
入
る
。
四
五
年
労
働
党
下
院
議
員
に
復
帰
。
ア
ト
リ
ー
政

権
下
で
、
空
軍
次
官
（
四
五
―
四
六
）、
食
糧
相
（
四
六
―
五
〇
）、
陸
軍
相
（
五
〇
―
五
一
）
を
務
め
る
。
党
内
左
派
の
理
論
家
。
ニ
ー
バ
ー

が
ス
ト
レ
イ
チ
ー
に
初
め
て
会
っ
た
の
は
、
一
九
六
〇
年
春
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
A
・
M
・
シ
ュ
レ
シ
ン
ジ
ャ
ー
（A

rthur 

M
. Schlesinger, Jr.

）、
W
・
H
・
オ
ー
デ
ン
（W

. H
. A

uden
）
も
同
席
し
た
。
そ
の
時
ス
ト
レ
イ
チ
ー
は
ニ
ー
バ
ー
の
議
論
に
魅
せ
ら
れ
、
帰

国
後
早
速
ニ
ー
バ
ー
の
主
著
『
人
間
の
本
性
と
運
命
』
を
読
ん
だ
。
そ
の
感
想
を
六
月
八
日
付
の
長
い
手
紙
（
上
の
書
で
五
頁
を
超
す
）
に
詳

細
に
し
た
た
め
ニ
ー
バ
ー
に
送
っ
た
。
引
用
文
は
、
そ
の
手
紙
へ
の
ニ
ー
バ
ー
の
七
月
一
八
日
付
返
信
か
ら
で
あ
る
。
ニ
ー
バ
ー
は
、
す
で
に

ス
ト
レ
イ
チ
ー
の
イ
ン
ド
の
行
政
に
関
す
る
著
書
を
『
道
徳
的
人
間
と
非
道
徳
的
社
会
』（
一
九
三
二
年
）
で
用
い
て
お
り
（
白
水
社
イ
デ
ー
選

書
版 

一
五
七
頁
）、
以
前
か
ら
そ
の
名
を
知
っ
て
い
た
が
、
個
人
的
な
接
触
は
そ
れ
ま
で
な
か
っ
た
た
め
、「
知
ら
れ
ざ
る
神
」
を
も
じ
っ
て
か

れ
の
こ
と
を
「
知
ら
れ
ざ
る
友
人
」
で
あ
っ
た
と
言
っ
た
と
い
う
（Ibid., pp. 394f.
）。
ち
な
み
に
、
関
嘉
彦
・
三
宅
正
他
訳
『
現
代
の
資
本
主

義
』（
東
洋
経
済
新
報
社
、
一
九
五
八
年
）、
関
嘉
彦
訳
『
帝
国
主
義
の
終
末
』（
東
洋
経
済
新
報
社
、
一
九
六
二
年
）、
笹
川
正
博
訳
『
生
き
残
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り
の
可
能
性
――
戦
争
の
防
止
に
つ
い
て
』（
朝
日
新
聞
社
、
一
九
六
四
年
）
な
ど
の
翻
訳
が
あ
る
。

（
2
） R

einhold N
iebuhr, T

he N
ature and D

estiny of M
an, Vol. I: H

um
an N

ature

（N
ew

 York: C
harles Scribner ’s Son, 1941

）; Vol. II: 
H

um
an D

estiny

（N
ew

 York: C
harles Scribner ’s Son, 1943

）.

（
3
） 

ニ
ー
バ
ー
の
政
治
論
や
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
が
複
数
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
、
今
年
出
版
さ
れ
た
新
し
い
ニ
ー
バ
ー
研
究
論
文
集 D

aniel F. R
ice, 

ed., R
einhold N

iebuhr R
evisited: E

ngagem
ents w

ith an A
m

erican O
riginal

（G
rand R

apids: E
erdm

ans Publishing C
o., 2009

）
に
も
、

ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
お
よ
び
そ
の
関
連
事
項
へ
の
言
及
は
み
ら
れ
な
い
。
こ
う
し
た
状
況
の
中
で
、
早
く
よ
り
折
に
触
れ
、
ニ
ー
バ
ー
に
お
け

る
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
の
重
要
性
を
示
唆
し
て
こ
ら
れ
た
の
は
、
ニ
ー
バ
ー
の
指
導
で
一
七
世
紀
英
国
の
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
の
研
究
で
博
士

号
を
取
得
さ
れ
た
大
木
英
夫
教
授
で
あ
る
。
ニ
ー
バ
ー
が
、
大
木
教
授
の
厳
密
な
歴
史
研
究
を
踏
ま
え
た
重
厚
な
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
研
究
の

博
士
論
文
を
指
導
し
た
と
い
う
事
実
自
体
、
ニ
ー
バ
ー
の
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
へ
の
関
心
を
窺
わ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
本
稿
は
、
大
木
教
授
か

ら
筆
者
が
い
た
だ
い
た
示
唆
と
刺
激
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

（
4
） 

大
木
英
夫
教
授
は
、
日
本
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
に
お
け
る
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
の
影
響
を
論
じ
た
論
文
で
、
特
定
の
歴
史
概
念
と
し
て
の
「
ピ
ュ
ー

リ
タ
ニ
ズ
ム
」
と
厳
密
に
区
別
し
た
う
え
で
、
そ
れ
に
連
続
す
る
も
の
と
し
て
、「
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
宗
教
」
と
い
う
概
念
を
提
唱
さ
れ
用
い
ら
れ

た
。
本
稿
の
主
題
の
場
合
、
そ
の
両
方
を
含
む
広
い
概
念
と
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。（
大
木
英
夫
「
日
本
に
お
け
る
ピ
ュ
ー

リ
タ
ン
宗
教
の
受
容
」『
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
と
ア
メ
リ
カ
――
伝
統
と
伝
統
へ
の
反
逆
』
講
座
ア
メ
リ
カ
の
文
化
1
、
大
下
尚
一
編
、
南
雲
堂
、

一
九
六
九
年
、
三
四
五
頁
。
こ
の
論
文
は
の
ち
に
大
木
英
夫
『
歴
史
神
学
と
社
会
倫
理
』
ヨ
ル
ダ
ン
社
、
一
九
七
九
年
に
収
録
。）

（
5
） 

ニ
ー
バ
ー
の
教
派
的
背
景
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
拙
著
に
拠
っ
た
。
詳
細
な
文
献
資
料
は
そ
ち
ら
を
参
照
さ
れ
た
い
。
高
橋
義
文
『
ラ
イ
ン
ホ
ー

ル
ド
・
ニ
ー
バ
ー
の
歴
史
神
学
――
ニ
ー
バ
ー
神
学
の
形
成
背
景
、
諸
相
、
特
質
の
研
究
』（
聖
学
院
大
学
出
版
会
、
一
九
九
三
年
）
第
一
章
。

ま
た
ニ
ー
バ
ー
の
教
会
の
見
方
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。
髙
橋
義
文
「
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
・
ニ
ー
バ
ー
の
教
会
論
」『
聖
学
院
大
学
総
合
研
究

所
紀
要
』
四
五
号
（
二
〇
〇
九
年
）、
二
六
六
―
三
一
二
頁
。

（
6
） 

ま
た
、
彼
ら
の
名
称
のevangelical

の
使
用
も
、
の
ち
の
ル
タ
ー
派
を
表
す
語
で
は
な
く
、
ド
イ
ツ
で
使
用
さ
れ
て
い
たdie evangelische 

K
irche 

に
倣
っ
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

（
7
） A

lbert M
ücke, G

eschichte der D
eutschen E

vangelischen Synode von N
ord-A

m
erika

（St. Louis: E
den Publishing H

ouse, 1915

）, 
S. 118. Q

uoted in W
illiam

 G
. C

hrystal, A
 Father ’s M

antle: T
he Legacy of G

ustav N
iebuhr

（N
ew

 York: T
he Pilgrim

 Press, 1982

）, 
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pp. 14f.
（
8
） Ibid., pp. 15, 53.

（
9
） R

einhold N
iebuhr, “W

here Shall W
e G

o
?, ” M

agazin für E
vangelische T

heologie und K
irche, 47, 3

（M
arch, 1919

）, 194

―201, in 

Young R
einhold N

iebuhr: H
is E

arly W
ritings 1911

―1931, ed. by W
illiam

 G
. C

hrystal

（St. Louis: E
den Publishing H

ouse, 1977

）, 
pp. 101

―112.

（
10
） R

einhold N
iebuhr, “W

hat is D
isturbing the Lutherans, ” C

hristian C
entury, 43, 37

（Septem
ber, 16, 1926

）, 1161.

（
11
） W

illiam
 G

. C
hrystal, “Introduction, ” Young R

einhold N
iebuhr, p. 23.

（
12
） 

筆
者
は
、
厳
密
に
で
は
な
い
が
、
初
期
ニ
ー
バ
ー
を
、
デ
ト
ロ
イ
ト
時
代
と
ユ
ニ
オ
ン
初
期
時
代
に
当
た
る
一
九
一
五
―
一
九
三
四
年
と
考
え

て
い
る
。
ち
な
み
に
、
中
期
ニ
ー
バ
ー
は
一
九
三
五
―
一
九
六
〇
年
、
後
期
ニ
ー
バ
ー
は
そ
れ
以
降
、
一
九
一
五
年
以
前
は
揺
籃
期
に
当
た
る

と
考
え
て
い
る
。

（
13
） R

einhold N
iebuhr, “Puritanism

 and Prosperity, ” T
he A

tlantic M
onthly, 137, 6

（June, 1926

）, 721

―725.

（
14
） Ibid., p. 722.

（
15
） 

マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
『
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
倫
理
と
資
本
主
義
の
精
神
』
大
塚
久
雄
訳
（
岩
波
文
庫
、
改
訳
一
九
八
九
年
）。
こ

の
書
の
英
訳
が
出
る
の
は
一
九
三
〇
年
で
あ
り
、
当
時
ニ
ー
バ
ー
は
ド
イ
ツ
語
原
書
を
用
い
て
い
た
。R

einhold N
iebuhr, “C

apitalism

―A
 

Protestant O
ffspring, ” T

he C
hristian C

entury, 42, 36

（Septem
ber 3, 1925

）, 600

―601.　

ま
た
、
ニ
ー
バ
ー
が
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
こ
の
書

を
読
ん
だ
の
は
、
E
・
ト
レ
ル
チ
の
『
キ
リ
ス
ト
教
諸
教
会
お
よ
び
諸
集
団
の
社
会
教
説
』
の
刺
激
を
と
お
し
て
で
あ
っ
た
と
い
う
（
チ
ャ
ー

ル
ズ
・
C
・
ブ
ラ
ウ
ン
『
ニ
ー
バ
ー
と
そ
の
時
代
――
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
・
ニ
ー
バ
ー
の
預
言
者
的
役
割
と
そ
の
遺
産
』
高
橋
義
文
訳
、
聖

学
院
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
二
年
、
六
四
頁
）。
ち
な
み
に
ニ
ー
バ
ー
は
ト
レ
ル
チ
に
つ
い
て
も
書
評
を
書
い
て
い
る
。R

einhold N
iebuhr, 

“C
hristianity ’s Social Teaching, ” R

eview
 of E

rnst T
roeltsch, T

he Social Teaching of the C
hristian C

hurches, tr. by O
live W

yon, 

T
he W

orld T
om

orrow
, 14, 12

（D
ecem

ber, 1931

）, 409.

（
16
） N
iebuhr, “Puritanism

 and Prosperity, ” p. 725.

（
17
） R

einhold N
iebuhr, T

he C
ontribution of R

eligion to Social W
ork

（N
ew

 York: C
olum

bia U
niversity Press, 1932

）.  

髙
橋
義
文
・
西
川

淑
子
訳
『
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
を
支
え
る
宗
教
の
視
点
――
そ
の
意
義
と
課
題
』（
聖
学
院
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
〇
年
）。
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（
18
） Ibid., p. 59.

（
19
） Ibid., pp. 31f.

（
20
） R

einhold N
iebuhr, D

oes C
ivilization N

eed R
eligion? A

 Study of the Social R
esources and Lim

itations of R
eligion in M

odern Life
（N

ew
 York: T

he M
acm

illan C
om

pany, 1927

）.

（
21
） 

以
上
、Ibid., pp. 98

―101.

（
22
） Ibid., p. 103.

（
23
） R

ichard H
. Taw

ney, R
eligion and the R

ise of C
apitalism

（N
ew

 York: 1926

）. 

出
口
勇
蔵
、越
智
武
臣
訳
『
宗
教
と
資
本
主
義
の
興
隆
』
上
、

下
（
岩
波
書
店
、
一
九
七
七
年
）。

（
24
） R

einhold N
iebuhr, “H

ow
 C

ivilization D
efeated C

hristianity, ” R
eview

 of R
eligion and the R

ise of C
apitalism

 by R
. H

. T
aw

ney, 

C
hristian C

entury, 43, 28

（July 15, 1926

）, 895

―896.  

こ
の
書
評
で
ニ
ー
バ
ー
は
、「
宗
教
改
革
は
、
そ
れ
に
先
行
す
る
一
世
紀
前
か
あ
っ
た

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
経
済
的
社
会
活
動
の
さ
ま
ざ
ま
な
過
程
を
促
進
さ
せ
た
に
す
ぎ
な
い
」
と
の
ヴ
ェ
ー
バ
ー
へ
の
ト
ー
ニ
ー
の
批
判
と
修
正
を
受

け
入
れ
て
い
る
（p. 895

）。
ブ
ラ
ウ
ン
『
ニ
ー
バ
ー
と
そ
の
時
代
』
六
四
―
六
五
頁
参
照
。

（
25
） R

einhold N
iebuhr, M

oral M
an and Im

m
oral Society: A

 Study in E
thics and Politics

（N
ew

 York: C
harles Scribner ’s Sons, 1932

）. 

ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
・
ニ
ー
バ
ー
『
道
徳
的
社
会
と
非
道
徳
的
社
会
』
大
木
英
夫
訳
、
現
代
キ
リ
ス
ト
教
思
想
叢
書
8
（
白
水
社
、
一
九
七
四
年
）、

三
四
三
頁
。
白
水
社
イ
デ
ー
選
書
（
一
九
九
八
年
）。

（
26
） 

同
（
イ
デ
ー
選
書
版
）
一
五
一
頁
。Vernon Louis Parrington, M

ain C
urrents in A

m
erican T

hought, Vol. I, T
he C

olonial M
ind

（N
ew

 

York: H
arcourt, B

race and C
o., 1927

）. 

こ
の
パ
ー
リ
ン
ト
ン
の
ア
メ
リ
カ
思
想
三
部
作
の
一
つ
は
、
当
時
の
ニ
ー
バ
ー
に
と
っ
て
、
ニ
ュ
ー

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
思
想
状
況
の
情
報
源
の
一
つ
に
な
っ
て
い
た
と
推
察
さ
れ
る
。

（
27
） C

f. Sam
uel D

. Press, “H
istory of A

m
erican T

heology, ” U
ndated and incom

plete typescript, in the E
den A

rchives; C
hrystal, 

“Introduction, ” Young R
einhold N

iebuhr, p. 30.

（
28
） 

ニ
ー
バ
ー
は
ウ
ォ
ー
カ
ー
の
教
会
史
の
三
科
目
を
受
講
し
た
と
い
う
。R

ichard W
. Fox, R

einhold N
iebuhr: A

 B
iography, w

ith a N
ew

 

Introduction and A
fterw

ord

（Itheca and London: C
ornell U

niversity Press, 1996
）, p. 35.  

ウ
ォ
ー
カ
ー
は
、
ニ
ー
バ
ー
が
受
講
し
た
と

き
に
は
す
で
に
、
宗
教
改
革
史
、
ニ
ュ
ー
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
史
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
研
究
を
世
に
出
し
て
い
た
。
ニ
ー
バ
ー
の
著
書
や
論
文
に
は
い
つ
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も
ま
ず
主
題
を
歴
史
的
に
追
い
、
そ
れ
と
の
関
係
で
自
ら
の
主
張
を
提
示
す
る
と
い
っ
た
傾
向
が
顕
著
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
若
い
時
に
ウ
ォ
ー

カ
ー
か
ら
受
け
た
訓
練
と
関
係
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

（
29
） Perry M

iller, T
he N

ew
 E

ngland M
ind: the Seventeenth C

entury

（N
ew

 York: M
acm

illan C
o., 1939

）.

（
30
） W

illiam
 H

aller, T
he R

ise of Puritanism

（N
ew

 York: C
olum

bia U
niversity Press, 1938

）.

（
31
） Perry M

iller, T
he N

ew
 E

ngland M
ind: From

 C
olony to Province

（C
am

bridge, M
A

: H
arvard U

niversity Press, 1953

）.

（
32
） W

illiam
 H

aller, Liberty and R
eform

ation in Puritan R
evolution

（N
ew

 York: C
olum

bia U
niversity Press, 1955

）.

（
33
） R

einhold N
iebuhr, “B

ackw
oods G

enius, ”

（R
eview

 of Perry M
iller, Jonathan E

dw
ards, W

illiam
 Slone A

ssociates, 1949

）, N
ation, 

169, 27

（D
ecem

ber 31, 1949

）, 648; R
einhold N

iebuhr, “T
he Puritan C

onscience, ” N
ew

 R
epublic, 129, 5

（A
ugust 31, 1953

）18.

（
34
） 

ニ
ー
バ
ー
が
ミ
ラ
ー
を
注
記
し
て
い
る
の
は
、『
ア
メ
リ
カ
史
の
ア
イ
ロ
ニ
ー
』
に
一
か
所
だ
け
あ
る
が
（
四
五
頁
）、
ミ
ラ
ー
が
編
纂
し
た

ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
資
料
集 T

he Puritans: T
he Sourcebook of T

heir W
ritings

（1938

）
か
ら
、
ジ
ョ
ン
・
コ
ッ
ト
ン
の
言
葉
を
取
り
出
し
て
い

る
に
す
ぎ
な
い
。

（
35
） Jon B

utler, “T
hree M

inds, T
hree B

ooks, T
hree Years: R

einhold N
iebuhr, Perry M

iller, and M
ordecai K

aplan on R
eligion, ” 

Jew
ish Social Studies: H

istory, C
ulture, Society, 12, 2

（W
inter 2006

）, 18.

（
36
） Perry M

iller, R
obert L. C

alhoun, N
athan M

. Pusey, R
einhold N

iebuhr, R
eligion and Freedom

 of T
hought: A

 V
igorous and C

andid 

A
ppraisal of Free Intellectual E

nquiry and the C
hristian R

eligion

（N
ew

 York: D
oubleday &

 C
om

pany, 1954

）.

（
37
） R

einhold N
iebuhr, Faith and H

istory: A
 C

om
parison of C

hristian and M
odern V

iew
s of H

istory

（N
ew

 York: C
harles Scribner ’s 

Sons, 1949

）.  

以
下
、FH

と
略
記
。

（
38
） Perry M

iller, “T
he G

reat M
ethod ”

（R
eview

 of Faith and H
istory

）, N
ation, 169, 6

（A
ugust 6, 1949

）, 138

―139.

（
39
） Fox, R

einhold N
iebuhr, p. 278.

（
40
） R

einhold N
iebuhr and A

lan H
eim

ert, A
 N

ation So C
onceived: R

eflections on the H
istory of A

m
erica From

 Its E
arly V

isions to Its 

Present Pow
er

（N
ew

 York: C
harles Scriber ’s Sons, 1963

）.  

こ
の
書
に
は
、
ミ
ラ
ー
の
文
献
が
か
な
り
引
証
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
全
文

が
ニ
ー
バ
ー
と
ハ
イ
マ
ー
ト
の
完
全
な
共
著
と
い
う
形
に
な
っ
て
い
る
た
め
、
ニ
ー
バ
ー
自
身
が
ど
の
程
度
実
際
に
ミ
ラ
ー
を
引
用
し
た
か
不

明
で
あ
る
。
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（
41
） 

大
木
英
夫
教
授
の
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
研
究
も
こ
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
当
た
り
（
お
そ
ら
く
日
本
人
と
し
て
初
め
て
）、
そ
こ
に
収
蔵
さ
れ
て
い

る
多
く
の
第
一
次
資
料
を
利
用
さ
れ
て
い
る
。
大
木
英
夫
『
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
の
倫
理
思
想
』（
新
教
出
版
社
、
一
九
六
六
年
）
参
照
。

（
42
） Fox, R

einhold N
iebuhr, p. 247.

（
43
） R

ichard R
einitz, Irony and C

onsciousness: A
m

erican H
istoriography and R

einhold N
iebuhr ’s V

ision

（London and T
oronto: 

A
ssociated U

niversity Press, 1980

）.

（
44
） Ibid., p. 49.

（
45
） Ibid., p. 54.

（
46
） N

iebuhr, “T
he Puritan C

onscience, ” 18.  

以
下
、
こ
の
項
に
お
け
る
引
用
は
す
べ
て
こ
の
書
評
論
文
か
ら
の
も
の
で
あ
る
。

（
47
） 

こ
の
主
張
は
の
ち
に
、R

einhold N
iebuhr, Pious and Secular A

m
erica

（N
ew

 York: C
harles Scribner ’s Son, 1958

）, p. 11

で
も
繰
り
返

さ
れ
て
い
る
。

（
48
） 

ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
言
及
が
あ
る
の
は
、
第
二
巻
で
あ
る
。

（
49
） 

そ
の
主
な
も
の
は
、『
光
の
子
と
闇
の
子
――
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
批
判
と
擁
護
』
武
田
清
子
訳
（
聖
学
院
大
学
出
版
会
、
一
九
九
四
年
）、
以
下

『
光
の
子
』
と
略
記
。『
ア
メ
リ
カ
史
の
ア
イ
ロ
ニ
ー
』
大
木
英
夫
・
深
井
智
明
訳
（
聖
学
院
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
二
年
）、
以
下
『
ア
イ
ロ

ニ
ー
』
と
略
記
。T

he Self and D
ram

as of H
istory

（N
ew

 York: C
harles Scribner ’s Son, 1955

）, 

以
下SD

H

と
略
記
。M

an ’s N
ature and 

H
is C

om
m

unities: E
ssays on the D

ynam
ics and E

nigm
a of M

an ’s Personal and Social E
xistence

（N
ew

 York: C
harles Scribner ’s 

Son, 1965

）, 

以
下M

N
H

C

と
略
記
。

（
50
） 『
ア
イ
ロ
ニ
ー
』
四
四
頁
。
こ
れ
は
以
下
か
ら
の
引
用
。Jam

es B
ryce, T

he A
m

erican C
om

m
onw

ealth, Vol. I, p. 306.

（
51
） 

同
四
五
頁
。

（
52
） 

そ
れ
ゆ
え
、
ニ
ー
バ
ー
は
原
罪
に
呼
応
さ
せ
て
「
原
義
」（justitia originalis

）
を
重
視
し
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
拙
著
を
参
照
。
高

橋
義
文
『
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
・
ニ
ー
バ
ー
の
歴
史
神
学
』
一
八
一
―
二
〇
二
頁
。

（
53
） 『
光
の
子
』
七
頁
。

（
54
） 『
ア
イ
ロ
ニ
ー
』
四
七
頁
。

（
55
） 

ニ
ー
バ
ー
は
ジ
ェ
フ
ァ
ソ
ン
を
評
価
し
た
が
、
そ
れ
に
関
し
、
ニ
ー
バ
ー
が
、「
ロ
ッ
ク
よ
り
も
ミ
ル
ト
ン
を
、
ジ
ェ
フ
ァ
ソ
ン
よ
り
も
ジ
ェ
ー
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ム
ズ
・
マ
デ
ィ
ソ
ン
を
好
ん
だ
」
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
留
意
す
る
に
値
す
る
。R

onald H
. Stone, R

einhold N
iebuhr: P

rophet to 

Politicians

（N
ashville and N

ew
 York: A

bingdon Press, 1972

）, p. 164.
（
56
） N

D
M

 II, p. 233.

（
57
） U

rsura M
. N

iebuhr, R
em

em
bering R

einhold N
iebuhr, p. 402,

（
58
） SD

H
, p. 229. 

ニ
ー
バ
ー
は
、
ミ
ル
ト
ン
の
こ
の
主
張
を
他
の
著
作
で
も
繰
り
返
し
用
い
て
い
る
。
た
と
え
ば
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。Pious 

and Secular A
m

erica, p. 69

（
注
68
）; N

D
M

 II, p. 193n, M
N

H
C

, p. 26.

（
59
） G

eorge M
cK

enna, T
he Puritan O

rigin of A
m

erican Patriotism

（N
ew

 H
aven &

 London: Yale U
niversity Press, 2007

）, p. 251.

（
60
） Ibid., p. 255.

（
61
） 

ト
レ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
「
宗
教
寛
容
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
つ
い
て
は
、
以
下
に
従
っ
た
。
大
木
英
夫
『
新
し
い
共
同
体
の
倫
理
学
――
基
礎
論
』
下

（
教
文
館
、
一
九
九
四
年
）
四
五
頁
。

（
62
） 『
光
の
子
』
一
三
一
頁
。

（
63
） 

同
一
三
五
、一
三
六
頁
。

（
64
） 

同
一
三
七
頁
、N

D
M

 II, p. 233

（
65
） John M

ilton, A
reopagiteca. 

原
田
純
訳
『
言
論
・
出
版
の
自
由
――
ア
レ
オ
パ
ジ
テ
ィ
カ
他
一
編
』（
岩
波
文
庫
、
二
〇
〇
八
年
）。

（
66
） Ibid., p. 236.

（
67
） 『
光
の
子
』
一
七
一
頁
。N

D
M

 II, p. 236.

（
68
） Ibid., p. 243.

（
69
） N

iebuhr, Pious and Secular A
m

erica.  

こ
の
書
に
は
、
ニ
ー
バ
ー
が
一
九
五
六
―
五
七
年
の
間
に
執
筆
し
た
そ
れ
ぞ
れ
か
な
り
長
文
の
論
文

九
編
が
編
ま
れ
て
い
る
。
標
題
論
文
を
は
じ
め
、
ア
メ
リ
カ
と
ロ
シ
ア
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
人
種
問
題
、
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
と
ユ
ダ
ヤ
人
の
関

係
、
そ
れ
に
ニ
ー
バ
ー
の
思
想
の
特
質
を
よ
く
表
し
て
い
る
「
秘
義
と
意
味
」
な
ど
重
要
な
論
文
が
多
い
。

（
70
） Ibid., pp. 61

―77.  

初
出
は
、“Liberty and E

quality, ” T
he Yale R

eview
, 47, 1

（Septem
ber

）, 1̶
14

で
あ
る
。

（
71
） 

こ
の
論
文
は
後
述
す
る
よ
う
に
す
で
に
、
ニ
ー
バ
ー
の
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
解
釈
と
し
て
、
大
木
英
夫
『
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
の
倫
理
思
想
』

に
よ
っ
て
引
証
さ
れ
て
い
る
。
西
谷
幸
介
『
ロ
マ
ド
カ
と
ニ
ー
バ
ー
の
歴
史
神
学
――
そ
の
社
会
倫
理
的
意
義
』（
ヨ
ル
ダ
ン
社
、
一
九
九
六
年
）
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も
、
こ
の
論
文
に
注
目
し
、
そ
の
内
容
を
詳
述
し
て
い
る
。
同
書
四
八
五
―
四
八
七
頁
。

（
72
） N

iebuhr, Pious and Secular A
m

erica, p. 67.

（
73
） Ibid., p. 68.

（
74
） Ibid.

（
75
） Ibid., p. 69.

（
76
） 

大
木
英
夫
『
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
の
倫
理
思
想
』
二
一
頁
。
大
木
英
夫
『
新
し
い
共
同
体
の
倫
理
学
』
上
、
一
九
九
頁
参
照
。
同
、
下

（
一
九
九
四
年
）
四
〇
―
四
一
頁
。

（
77
） N

iebuhr, Pious and Secular A
m

erica, p. 69.

（
78
） Ibid., p.71.

（
79
） Ibid., p. 73.

（
80
） Ibid., pp. 75f.

（
81
） 

ニ
ー
バ
ー
の
神
学
を
ル
タ
ー
の
線
で
解
釈
し
た
代
表
者
は
、
D
・
J
・
ホ
ー
ル
で
あ
る
。
か
れ
は
ニ
ー
バ
ー
に
と
く
に
ル
タ
ー
の
十
字
架
の
神

学
を
見
た
。
こ
の
ホ
ー
ル
の
解
釈
は
き
わ
め
て
説
得
力
が
あ
り
、
そ
れ
自
体
貴
重
な
貢
献
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
ホ
ー
ル
も
、
ニ
ー
バ
ー
は

「
コ
ン
ヴ
ェ
ン
シ
ョ
ナ
ル
な
意
味
で
『
ル
タ
ー
派
』
で
は
な
い
」
と
断
っ
て
い
る
。
ニ
ー
バ
ー
の
ル
タ
ー
性
の
「
非
コ
ン
ヴ
ェ
ン
シ
ョ
ナ
ル
」
な

側
面
は
ど
の
よ
う
に
明
ら
か
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
（D

ouglas John H
all, “‘T

he Logic of the C
ross ’: N

iebuhr ’s Foundational T
heology, ” 

in R
ice, ed., R

einhold N
iebuhr R

evisited, p. 62

）。

（
82
） 

近
藤
勝
彦
『
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
神
学
思
想
――
自
由
の
伝
統
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
』（
教
文
館
、
二
〇
〇
〇
年
）
は
、
一
章
を
割
い
て

ニ
ー
バ
ー
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
神
学
を
論
じ
て
い
る
が
（
第
五
章
）、
主
と
し
て
「
贖
罪
の
神
学
」
と
し
て
解
釈
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
「
歴
史

の
神
学
」
の
要
素
に
も
目
配
り
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
論
調
は
前
者
が
濃
厚
で
あ
る
。
同
書
は
結
論
的
に
ニ
ー
バ
ー
を
「
ル
タ
ー
的
ミ
ル

ト
ン
」
と
呼
ん
で
い
る
が
、「
ミ
ル
ト
ン
」
の
部
分
の
説
明
は
や
や
不
明
確
に
見
え
る
。
全
体
と
し
て
、
少
し
く
ル
タ
ー
的
過
ぎ
る
解
釈
で
あ
る
。

ま
た
そ
の
章
の
付
論
「
ニ
ー
バ
ー
に
お
け
る
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
の
理
解
」
で
は
、
ニ
ー
バ
ー
の
強
い
カ
ル
ヴ
ァ
ン
批
判
が
厳
し
く
批
判
さ
れ
て

い
る
。
し
か
し
一
方
に
お
い
て
実
は
ニ
ー
バ
ー
の
ル
タ
ー
批
判
も
相
当
強
烈
で
あ
る
。
ニ
ー
バ
ー
の
カ
ル
ヴ
ァ
ン
批
判
は
ル
タ
ー
批
判
と
関
連

さ
せ
て
論
じ
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
ニ
ー
バ
ー
の
思
想
を
全
体
と
し
て
適
確
に
と
ら
え
た
K
・
ダ
ー
キ
ン
の
ニ
ー
バ
ー
論
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に
お
け
る
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
神
学
の
解
釈
も
ま
た
ル
タ
ー
的
で
あ
る
。K

enneth D
urkin, R

einhold N
iebuhr

（London: G
eoffrey C

hapm
an, 

1989

）, pp. 110

―132.  

西
谷
幸
介
『
ロ
マ
ド
カ
と
ニ
ー
バ
ー
の
歴
史
神
学
』
も
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
を
含
む
ニ
ー
バ
ー
の
歴
史
神
学
に
お
け
る

「
贖
罪
論
ア
プ
ロ
ー
チ
」
の
有
効
性
を
強
く
主
張
し
て
い
る
。
し
か
し
同
時
に
、
ニ
ー
バ
ー
が
ル
タ
ー
の
贖
罪
論
の
社
会
倫
理
の
「
欠
陥
を
補
う

も
の
」
と
し
て
、「
非
決
定
的
な
可
能
性
」
と
い
う
ル
ネ
サ
ン
ス
の
思
想
を
評
価
し
た
と
し
て
、
そ
の
贖
罪
論
的
解
釈
に
留
保
を
付
け
て
い
る

（
四
四
〇
頁
）。

（
83
） H

. R
ichard N

iebuhr, C
hrist and C

ulture

（N
ew

 York: H
arper &

 R
ow

, 1951

）.  

赤
城
泰
訳
『
キ
リ
ス
ト
と
文
化
』（
日
本
基
督
教
団
出
版
局
、

一
九
六
七
年
）。
H
・
リ
チ
ャ
ー
ド
は
、
こ
の
書
で
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
を
ル
タ
ー
ら
と
と
も
に
パ
ラ
ド
ク
ス
も
し
く
は
二
元
論
型
に
入
れ
て
い
る

よ
う
に
見
え
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
本
文
で
で
は
な
く
、
パ
ラ
ド
ク
ス
型
の
説
明
の
脚
注
に
『
道
徳
的
人
間
と
非
道
徳
的
社
会
』
を
挙
げ
て
い

る
だ
け
で
あ
る
（Ibid., p. 183 n30,  

赤
城
訳 

四
一
七
頁
）。『
キ
リ
ス
ト
と
文
化
』
が
出
た
時
に
は
す
で
に
『
人
間
の
本
性
と
運
命
』
が
出
版
さ

れ
て
い
る
が
、
リ
チ
ャ
ー
ド
は
そ
れ
に
は
触
れ
て
い
な
い
。
リ
チ
ャ
ー
ド
自
身
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
の
立
場
を
全
体
と
し
て
ど
の
よ
う
に
見
て
い

た
の
か
不
分
明
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
類
型
論
に
お
け
る
類
型
は
あ
く
ま
で
も
い
わ
ば
「
理
念
型
」
で
あ
り
、
人
物
で
あ
れ
事
象
で
あ
れ
、
単

一
の
類
型
に
の
み
当
て
は
ま
る
歴
史
の
現
実
な
ど
あ
り
え
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

（
84
） R

einhold N
iebuhr, A

n Interpretation of C
hristian E

thics

（N
ew

 York: H
arper &

 B
rothers, 1935

）,  『
光
の
子
』
一
八
八
頁
。

（
85
） R

einhold N
iebuhr, Faith and H

istory: A
 C

om
parison of C

hristian  and M
odern V

iew
s of H

istory

（N
ew

 York: C
harles Scribner ’s 

Sons, 1949

）, p. 230.  

ニ
ー
バ
ー
研
究
に
お
い
て
、「
不
可
能
の
可
能
性
」
に
比
べ
て
「
決
定
さ
れ
て
い
な
い
可
能
性
」
の
概
念
は
そ
れ
ほ
ど
注

目
さ
れ
て
き
て
い
な
い
。
そ
こ
に
も
修
正
が
迫
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
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