
Title ニーバーの愛と正義の弁証法的理解および世界共同体論 

Author(s) 千葉, 眞 

Citation 聖学院大学総合研究所紀要, No.52, 2012.2 : 79-109 

URL 
http://serve.seigakuin-univ.ac.jp/reps/modules/xoonips/de

tail.php?item_id=4225 

Rights  

 

 

 

 

 

 

 

聖学院学術情報発信システム ： SERVE 

SEigakuin Repository and academic archiVE



79 ニーバーの愛と正義の弁証法的理解および世界共同体論

ニ
ー
バ
ー
の
愛
と
正
義
の
弁
証
法
的
理
解
お
よ
び
世
界
共
同
体
論＊

千　

葉　
　

眞

は
じ
め
に
――
公
共
的
理
性
と
宗
教
的
言
説

ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
・
ニ
ー
バ
ー
（R

einhold N
iebuhr, 1892

―1971

）
は
、
二
〇
世
紀
の
す
ぐ
れ
た
神
学
者
の
一
人
と
し
て
今
な
お
広

く
読
み
継
が
れ
て
い
る
。
ニ
ー
バ
ー
の
今
日
的
意
義
に
関
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
が
あ
り
得
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
一
つ
は
、
リ
チ
ャ
ー
ド
・

J
・
ノ
イ
ハ
ウ
ス
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
た
も
の
で
、
ニ
ー
バ
ー
の
神
学
的
遺
産
は
、
宗
教
的
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
現
代
の
公
共
哲
学
の
再
構

成
の
作
業
に
貴
重
な
土
台
を
提
供
し
て
い
る
と
い
う
提
言
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
ニ
ー
バ
ー
は
、
今
日
、
ア
メ
リ
カ
の
社
会
的
お
よ
び
政
治
的

経
験
の
意
味
の
解
明
に
対
し
て
光
を
投
げ
か
け
て
く
れ
る
だ
け
で
な
く
、
世
界
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
の
位
置
づ
け
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
政
治

一
般
に
つ
い
て
も
貴
重
な
洞
察
を
与
え
て
く
れ
る
思
想
家
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
）
1
（

。
ニ
ー
バ
ー
の
今
日
的
意
義
と
い
う
こ
と
で
は
、
宗
教

的
多
元
性
と
ニ
ー
バ
ー
が
い
か
に
向
き
合
っ
た
か
を
論
じ
た
西
谷
幸
介
氏
の
最
近
の
論
文
は
興
味
深
い
）
2
（

。
ニ
ー
バ
ー
の
神
学
的
遺
産
は
、
今

日
の
世
界
を
特
徴
づ
け
て
い
る
宗
教
的
多
元
性
や
宗
教
間
対
話
に
ど
の
よ
う
な
示
唆
と
論
点
を
提
供
し
て
く
れ
る
だ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
問

題
が
、
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
こ
と
は
言
を
俟
た
な
い
。

ノ
イ
ハ
ウ
ス
や
西
谷
氏
の
提
起
し
て
い
る
公
共
哲
学
や
宗
教
的
多
元
性
の
問
題
は
、
視
点
を
変
え
れ
ば
、
公
共
的
理
性
と
宗
教
と
の
関
係
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の
問
題
と
言
い
換
え
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
本
報
告
は
、
ニ
ー
バ
ー
に
お
け
る
公
共
的
理
性
と
宗
教
的
言
説
の
問
題
に
直
接
踏
み
込
む
意
図

を
有
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
主
題
は
、
今
日
、
ニ
ー
バ
ー
研
究
に
と
っ
て
も
、
政
治
理
論
の
課
題
に
と
っ
て
も
、
き
わ
め
て
喫
緊
の

主
題
と
な
っ
て
き
た
事
実
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
現
代
の
政
治
理
論
に
関
し
て
い
え
ば
、
公
共
的
領
域
に
お
け
る
宗
教
の
存
在
お
よ
び
役

割
の
問
題
、
さ
ら
に
は
公
共
的
理
性
と
宗
教
と
の
緊
張
の
問
題
は
、
否
定
的
お
よ
び
肯
定
的
双
方
の
意
味
合
い
に
お
い
て
、
一
箇
の
焦
眉
の

課
題
と
な
っ
て
き
た
。

公
共
的
理
性
と
宗
教
的
言
説
の
問
題
に
関
し
て
は
、
現
代
の
政
治
理
論
に
お
い
て
い
く
つ
か
の
対
立
す
る
立
場
と
見
解
を
確
認
で
き
る
。

第
一
の
立
場
は
、
典
型
的
に
は
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ロ
ー
テ
ィ
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
立
場
は
、
世
界
各
地
に
お
け
る
宗
教
的
原
理
主

義
の
擡
頭
を
意
識
し
つ
つ
、
自
ら
の
純
然
た
る
世
俗
的
理
論
の
立
場
か
ら
公
共
的
理
性
の
領
域
か
ら
す
べ
て
の
宗
教
的
言
説
を
排
除
す
べ
き

で
あ
る
と
主
張
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
）
3
（

。
こ
う
し
た
見
解
は
、
今
日
で
は
か
な
り
の
数
の
政
治
理
論
家
に
よ
っ
て
保
持
さ
れ
共
有
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

第
二
の
見
解
は
、
後
期
の
ジ
ョ
ン
・
ロ
ー
ル
ズ
の
立
場
で
あ
る
。
初
期
の
段
階
で
ロ
ー
ル
ズ
は
、
公
共
的
理
性
と
宗
教
的
言
説
と
の
調
停

不
可
能
性
を
前
提
と
し
、
上
述
の
ロ
ー
テ
ィ
と
似
た
よ
う
な
立
場
を
と
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
後
期
の
段
階
で
ロ
ー
ル
ズ
は
「
よ
り
広
い
公

共
的
理
性
の
見
方
」、「
よ
り
広
い
公
共
的
政
治
文
化
の
見
方
」
を
提
示
し
、
以
下
の
三
つ
の
必
要
条
件
を
課
し
た
う
え
で
公
共
的
議
論
へ
の

宗
教
的
言
説
の
導
入
を
承
認
し
た
。
①
不
正
な
社
会
が
歴
史
的
に
存
在
す
る
こ
と
、
②
宗
教
的
言
説
と
立
憲
主
義
的
価
値
と
の
間
に
基
本
的

整
合
性
が
存
在
す
る
こ
と
、
③
不
正
な
社
会
の
改
革
に
宗
教
の
貢
献
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
。
こ
れ
ら
三
つ
の
必
要
条
件
を
満
た
し
た
歴
史
的

事
例
と
し
て
、
ロ
ー
ル
ズ
は
ア
メ
リ
カ
史
に
お
い
て
二
つ
の
出
来
事
を
挙
げ
て
い
る
。
第
一
の
事
例
は
、
一
九
世
紀
中
葉
の
南
北
戦
争
期
の

奴
隷
制
撤
廃
運
動
へ
の
宗
教
の
貢
献
で
あ
る
。
第
二
の
事
例
と
し
て
、
一
九
五
〇
年
代
以
降
、
六
〇
年
代
初
頭
に
か
け
て
の
公
民
権
運
動
と

黒
人
へ
の
人
種
差
別
撤
廃
へ
の
宗
教
の
貢
献
で
あ
る
）
4
（

。

第
三
の
立
場
は
、
ロ
バ
ー
ト
・
D
・
パ
ッ
ト
ナ
ム
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
宗
教
の
社
会
貢
献
と
し
て
の
「
社
会
関
係
資
本
」（social 
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81 ニーバーの愛と正義の弁証法的理解および世界共同体論

capital

）
論
が
あ
る
。
パ
ッ
ト
ナ
ム
は
、
イ
タ
リ
ア
北
部
の
社
会
構
成
と
社
会
的
行
動
の
研
究
に
お
い
て
、
さ
ら
に
は
現
代
ア
メ
リ
カ
の
自

発
的
共
同
社
会
の
形
成
と
ヴ
ォ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
に
関
す
る
研
究
に
お
い
て
、
信
頼
や
連
帯
、
協
働
や
参
加
と
い
っ
た
社
会
関
係
資
本
の
形

成
に
大
き
な
役
割
を
果
た
す
宗
教
の
社
会
的
機
能
に
着
目
し
た
。
パ
ッ
ト
ナ
ム
の
議
論
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、
そ
の
一
つ
の
主
要
な
論
点

は
、
活
動
的
な
共
同
体
や
共
同
社
会
、
社
会
や
政
治
、
な
か
ん
ず
く
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
発
展
に
と
っ
て
、
宗
教
が
も
た
ら
し
得
る
社
会
関
係

資
本
へ
の
重
要
な
貢
献
で
あ
っ
た
）
5
（

。

パ
ッ
ト
ナ
ム
に
う
か
が
わ
れ
る
よ
う
な
こ
う
し
た
宗
教
の
社
会
的
貢
献
に
関
す
る
議
論
は
、
近
年
で
は
、
ホ
セ
・
カ
サ
ノ
ヴ
ァ
や
ジ
ョ

ン
・
W
・
ド
ゥ
・
グ
ル
ー
チ
、
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
テ
イ
ラ
ー
な
ど
の
議
論
に
お
い
て
も
、
多
様
な
形
態
を
と
り
つ
つ
も
共
有
さ
れ
て
い
る
と

言
っ
て
間
違
い
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
論
者
は
、
一
般
的
に
宗
教
的
言
説
を
公
共
的
理
性
の
領
域
か
ら
排
除
し
よ
う
と
す
る
リ
ベ

ラ
リ
ズ
ム
（
前
期
ロ
ー
ル
ズ
や
ロ
ー
テ
ィ
に
み
ら
れ
る
）
の
立
場
へ
の
批
判
を
企
て
て
い
る
）
6
（

。
こ
の
関
連
で
は
、
最
近
、
興
味
深
い
本
が
出

版
さ
れ
た
。
こ
れ
は
二
〇
一
〇
年
に
開
催
さ
れ
た
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
報
告
と
対
論
が
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
、
見
解
を
異

に
す
る
ユ
ル
ゲ
ン
・
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
、
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
テ
イ
ラ
ー
、
ジ
ュ
デ
ィ
ス
・
バ
ト
ラ
ー
、
コ
ー
ネ
ル
・
ウ
ェ
ス
ト
と
い
っ
た
現
代
の

論
客
が
、
公
共
的
領
域
に
お
け
る
宗
教
の
位
置
づ
け
と
役
割
に
関
し
て
、
示
唆
に
富
む
報
告
と
対
論
と
を
寄
せ
て
い
る
）
7
（

。
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一　

愛
と
正
義
の
弁
証
法
的
理
解
――
「
神
の
国
と
正
義
の
た
め
の
闘
い
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（『
人
間
の
本
性
と
定
め
』
第
二
巻
・
九
章
）
に
即
し
て

1　
愛
と
正
義
の
弁
証
法
的
理
解
の
二
つ
の
論
拠

そ
れ
で
は
本
題
に
入
り
た
い
。
初
め
に
ニ
ー
バ
ー
の
愛
と
正
義
の
弁
証
法
的
理
解
に
つ
い
て
見
て
お
き
た
い
と
思
う
。
こ
の
主
題
は
、

ニ
ー
バ
ー
の
キ
リ
ス
ト
教
政
治
思
想
な
い
し
社
会
思
想
の
骨
格
を
な
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
主
題
は
、『
キ
リ
ス
ト

教
倫
理
の
一
解
釈
』（A

n Interpretation of C
hristian E

thics, 1935

）
で
詳
細
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
主
題
は
ま
た
、
彼
の
キ
リ
ス

ト
教
政
治
思
想
の
精
髄
と
し
て
理
解
で
き
る
主
著
『
人
間
の
本
性
と
定
め
』
第
二
巻
（T

he N
ature and D

estiny of M
an, Vol. II, 1943

）

の
九
章
に
お
い
て
も
コ
ン
パ
ク
ト
に
要
約
さ
れ
展
開
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
九
章
の
題
名
は
「
神
の
国
と
正
義
の
た
め
の
闘
い
」（T

he 

K
ingdom

 of G
od and the Struggle for Justice

）
で
あ
る
が
、
こ
の
章
は
、
ジ
ョ
ン
・
C
・
ベ
ネ
ッ
ト
に
よ
っ
て
「
ニ
ー
バ
ー
の
円
熟

し
た
倫
理
的
確
信
を
代
表
す
る
も
の
」
と
呼
ば
れ
た
箇
所
で
あ
り
）
8
（

、
筆
者
も
か
ね
て
か
ら
ニ
ー
バ
ー
の
キ
リ
ス
ト
教
政
治
思
想
の
中
核
と
し

て
理
解
し
て
き
た
断
章
で
あ
る
。

こ
の
章
で
ニ
ー
バ
ー
は
、
個
人
に
と
っ
て
の
「
愛
」（love

）
の
至
高
性
お
よ
び
社
会
に
と
っ
て
の
「
友
愛
」（brotherhood

）
の
基
底

性
の
叙
述
か
ら
出
発
し
て
い
る
。
今
日
の
政
治
理
論
の
言
語
で
言
い
表
す
な
ら
ば
、
ニ
ー
バ
ー
は
基
本
的
に
「
共
同
体
主
義
者
」（com

m
u-

nitarian

）
の
一
面
を
濃
厚
に
保
持
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
彼
に
と
っ
て
「
共
同
体
」（com

m
unity

）
は
、
個
人
と
社
会
と
双
方
に
と
っ

て
な
く
て
な
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
個
人
は
「
共
同
体
」
に
お
い
て
、
そ
の
仲
間
た
ち
と
の
緊
密
か
つ
有
機
的
関
係
に
お
い
て
の
み
自
己
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83 ニーバーの愛と正義の弁証法的理解および世界共同体論

を
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ニ
ー
バ
ー
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

そ
れ
ゆ
え
に
愛
は
人
間
本
性
の
最
高
の
規
範
で
あ
り
、
友
愛
は
人
間
の
社
会
的
実
存
の
基
本
的
必
要
条
件
で
あ
る
）
9
（

。

さ
て
ニ
ー
バ
ー
の
キ
リ
ス
ト
教
政
治
思
想
に
お
い
て
愛
と
正
義
の
弁
証
法
的
関
係
づ
け
は
そ
の
重
要
な
土
台
を
構
成
し
て
い
る
が
、
そ
れ

を
根
拠
づ
け
て
い
る
も
の
は
い
っ
た
い
何
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
関
連
で
本
章
で
は
二
つ
の
論
拠
が
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
第
一

の
論
拠
は
、
ニ
ー
バ
ー
の
「
預
言
者
宗
教
」（prophetic religion

）
の
視
座
）
10
（

に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
れ
は
歴
史
支
配
に
お
け
る
神
の
憐
れ
み

（m
ercy

）
と
審
判
（judgm

ent
）
の
啓
示
に
対
応
し
て
い
る
。
ニ
ー
バ
ー
は
、「
マ
ル
ク
ス
、
バ
ル
ト
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
預
言
者
た
ち
」
と

題
さ
れ
た
興
味
深
い
論
考
に
お
い
て
、
神
の
歴
史
支
配
に
お
け
る
こ
の
「
憐
れ
み
」
と
「
正
義
」
と
の
弁
証
法
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ

た
こ
と
が
あ
る
。

…
…
超
越
的
な
神
は
歴
史
の
な
か
で
働
か
れ
る
が
、
預
言
者
た
ち
は
神
が
ど
の
よ
う
に
働
く
の
か
を
指
摘
し
た
。
悪
と
不
正
は

滅
ぼ
さ
れ
、
善
が
確
立
さ
れ
る
に
至
る
で
あ
ろ
う
。
歴
史
は
神
の
審
判
と
憐
れ
み
の
双
方
の
絶
え
ざ
る
啓
示
で
あ
っ
た
）
11
（

。

 

第
二
点
と
し
て
、愛
と
正
義
の
弁
証
法
的
関
係
づ
け
は
、ニ
ー
バ
ー
の
神
学
思
想
全
体
を
貫
く
「
恩
寵
」（grace

）
と
「
自
然
」（nature

）

の
弁
証
法
に
対
応
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
要
す
る
に
、
こ
の
「
恩
寵
」
と
「
自
然
」
の
弁
証
法
的
関
係
づ
け
こ
そ
、
ニ
ー
バ
ー
の
解
釈
学

の
中
心
的
視
座
を
構
成
し
て
お
り
、
こ
れ
が
彼
の
政
治
思
想
に
お
い
て
愛
と
正
義
の
弁
証
法
を
正
当
づ
け
る
論
拠
と
な
っ
て
い
る
と
い
え
よ

う
）
12
（

。
ニ
ー
バ
ー
の
理
解
す
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
「
恩
寵
」
と
「
自
然
」
と
い
う
二
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
人
間
社
会
に
適
用
さ
れ
る
場

合
、「
恩
寵
」
は
「
自
然
」
に
対
し
て
、
部
分
的
に
は
そ
の
成
就
と
し
て
、
部
分
的
に
は
そ
の
否
定
と
し
て
関
連
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
と
い
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う
の
も
、
こ
こ
で
「
恩
寵
」
は
、
一
方
で
完
全
な
「
愛
」
の
理
想
的
可
能
性
の
実
現
に
対
応
し
、
他
方
、「
自
然
」
は
「
正
義
」
の
可
能
性

の
実
現
を
含
意
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
て
人
間
社
会
に
お
い
て
、
つ
ま
り
、
歴
史
に
お
い
て
、「
愛
」
と
「
正
義
」
と
は
弁
証
法

的
に
関
連
づ
け
ら
れ
て
い
る
。「
愛
」
と
は
、
歴
史
の
内
部
で
働
く
「
正
義
」
の
成
就
で
あ
り
、
ま
た
同
時
に
「
正
義
」
の
す
べ
て
の
達
成

に
対
す
る
否
定
で
も
あ
る
か
ら
だ
。
ニ
ー
バ
ー
は
、
こ
の
含
意
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

…
…
神
の
国
の
愛
と
歴
史
上
の
正
義
の
関
係
に
関
す
る
キ
リ
ス
ト
教
的
構
想
は
、
弁
証
法
的
な
も
の
で
あ
る
。
愛
は
、
歴
史
に

お
け
る
正
義
の
す
べ
て
の
実
現
に
対
す
る
成
就
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
の
否
定
を
も
意
味
し
て
い
る
。
あ
る
い
は
、
逆
の
立
脚

点
か
ら
表
現
す
れ
ば
、
歴
史
に
お
け
る
正
義
の
実
現
は
、
よ
り
完
全
な
愛
と
友
愛
に
お
い
て
そ
れ
自
ら
の
完
全
な
成
就
を
遂
げ

よ
う
と
無
制
限
に
接
近
し
て
く
る
。
し
か
し
、
正
義
の
新
た
な
成
就
の
次
元
は
、
そ
の
つ
ど
完
全
な
愛
と
は
矛
盾
し
た
面
を
も

つ
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
正
義
の
実
現
は
、
さ
ら
な
る
正
義
の
実
現
へ
と
際
限
な
く
追
い
や
ら
れ
て
し
ま
う
宿
命
を

帯
び
る
。
け
れ
ど
も
、
い
か
な
る
正
義
の
実
現
も
、
そ
の
完
全
か
つ
透
明
な
成
就
を
保
証
す
る
も
の
で
は
到
底
あ
り
得
な
い

の
だ
）
13
（

。

2　
社
会
の
組
織
化
に
お
け
る
強
制
力
や
権
力
作
用
の
執
拗
な
影
響
力

ニ
ー
バ
ー
は
こ
う
し
て
、
愛
と
正
義
の
弁
証
法
的
関
係
を
肯
定
し
、
こ
の
主
題
を
提
起
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
伝
統
的
に
プ
ロ
テ
ス
タ
ン

ト
教
派
型
の
教
会
や
ル
タ
ー
主
義
的
系
譜
に
し
ば
し
ば
み
ら
れ
、
ま
た
同
時
代
の
神
学
者
の
な
か
で
は
エ
ミ
ー
ル
・
ブ
ル
ン
ナ
ー
な
ど
に
も

み
ら
れ
た
愛
至
上
主
義
お
よ
び
愛
と
正
義
の
二
元
論
的
分
離
の
立
場
を
批
判
し
て
い
る
。
そ
れ
で
は
ニ
ー
バ
ー
は
、
な
ぜ
愛
の
理
想
が
、
歴

史
と
社
会
に
お
い
て
完
全
な
形
で
は
実
現
で
き
な
い
と
考
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
歴
史
と
社
会
生
活
に
お
け
る
愛
の
理
想
の
「
不
可
能
な
可
能
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性
」（im

possible possibility

）
の
テ
ー
マ
は
、『
道
徳
的
人
間
と
非
道
徳
的
社
会
』（M
oral M

an and Im
m

oral Society, 1932

）
以
来

の
彼
の
持
論
で
あ
っ
た
が
、
前
述
の
『
人
間
の
本
性
と
定
め
』
第
二
巻
（
一
九
四
三
年
）
に
お
い
て
、
こ
の
テ
ー
マ
は
ど
の
よ
う
に
説
明
さ

れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
問
い
に
対
し
て
ニ
ー
バ
ー
は
、
愛
の
理
想
が
歴
史
に
お
い
て
完
全
な
仕
方
で
実
現
で
き
な
い
理
由
と
し
て
、
社
会
の
組
織
化
に
お

け
る
権
力
作
用
や
強
制
力
の
持
続
的
か
つ
執
拗
な
影
響
力
を
挙
げ
て
い
る
）
14
（

。
こ
う
し
た
認
識
は
、
ニ
ー
バ
ー
の
現
実
主
義
的
な
社
会
観
お

よ
び
政
治
観
の
基
本
的
前
提
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
ま
た
、
人
間
本
性
の
次
の
二
つ
の
要
因
に
よ
っ
て
説
明
で
き
る
と
さ
れ
て
い

る
。
第
一
の
要
因
は
、
彼
の
表
現
を
そ
の
ま
ま
借
用
す
る
と
し
た
な
ら
ば
、「
ヴ
ァ
イ
タ
リ
テ
ィ
ー
と
理
性
、
身
体
と
魂
と
の
統
合
」（the 

unity of vitality and reason, of body and soul

）
で
あ
る
）
15
（

。
人
間
の
意
図
や
行
動
に
対
し
て
甚
大
な
影
響
力
と
凝
集
力
と
を
保
持
す
る
こ

の
非
合
理
か
つ
執
拗
な
ヴ
ァ
イ
タ
リ
テ
ィ
ー
へ
の
言
及
は
、
後
に
見
る
よ
う
に
、『
光
の
子
と
闇
の
子
』（T

he C
hildren of Light and the 

C
hildren of D

arkness, 1944

）
に
も
さ
ら
に
観
察
で
き
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
ニ
ー
バ
ー
の
現
実
主
義
の
根
幹
を
構
成
し
て
い
る
。

第
二
の
要
因
は
、
人
間
の
本
性
と
い
う
よ
り
も
個
人
と
集
団
の
実
際
（
現
実
の
姿
）
を
支
配
し
て
い
る
罪
の
持
続
的
な
影
響
力
に
ほ
か
な

ら
な
い
。
こ
れ
は
『
人
間
の
本
性
と
定
め
』
第
一
巻
（T

he N
ature and D

estiny of M
an, Vol. I, 1941

）
の
基
本
的
主
題
の
一
つ
で
あ
っ

た
だ
け
で
な
く
、
そ
の
第
二
巻
に
お
い
て
も
継
承
さ
れ
て
い
る
基
本
的
認
識
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
『
光
の
子
と
闇
の
子
』
に
も
踏
襲
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
諸
個
人
の
生
、
な
ら
び
に
と
く
に
集
団
生
活
に
明
白
に
認
め
ら
れ
る
罪
な
い
し
悪
の
執
拗
な
影
響
力
に
つ
い
て
、
ニ
ー
バ
ー
は

す
で
に
『
道
徳
的
人
間
と
非
道
徳
的
社
会
』
に
お
い
て
、「
人
間
の
罪
の
頑
強
な
勢
力
、
つ
ま
り
、
自
分
た
ち
を
他
の
ど
ん
な
集
団
よ
り
も

重
要
で
あ
る
と
見
な
す
執
拗
な
傾
向
性
」
と
い
う
表
現
で
言
及
し
て
い
た
）
16
（

。

社
会
に
お
け
る
人
間
の
罪
な
い
し
悪
の
執
拗
な
影
響
力
に
関
す
る
ニ
ー
バ
ー
の
鋭
利
な
認
識
は
、
二
〇
世
紀
後
半
の
ロ
ー
ル
ズ
以
降
の
正

義
論
と
ニ
ー
バ
ー
自
身
の
正
義
論
と
の
決
定
的
相
違
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
、
ロ
ー
ル
ズ
以
降
の
正
義
論
の
系
譜
に
お
い
て
は
、
正
義
実

現
の
た
め
の
権
力
行
使
や
強
制
力
の
役
割
と
い
っ
た
き
わ
ど
い
問
題
は
、
す
べ
て
体
よ
く
回
避
さ
れ
て
い
く
傾
向
に
あ
る
。
ニ
ー
バ
ー
的
観
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点
か
ら
見
れ
ば
、
こ
れ
は
正
義
の
原
理
論
と
手
続
き
論
に
終
始
す
る
現
代
の
ロ
ー
ル
ズ
以
降
の
正
義
論
の
系
譜
に
み
ら
れ
る
最
大
の
問
題
点

で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
社
会
生
活
や
集
団
関
係
に
お
け
る
罪
や
悪
の
勢
力
の
持
続
的
影
響
力
へ
の
ニ
ー
バ
ー
の
執
拗
を
き
わ
め
る
言
及
は
、

正
義
問
題
を
社
会
正
義
の
課
題
と
し
て
、
諸
種
の
不
正
義
――
抑
圧
、
排
除
、
搾
取
、
経
済
的
不
平
等
や
格
差
な
ど
――
の
除
去
と
是
正
と

い
っ
た
仕
方
で
認
識
し
よ
う
と
し
て
い
る
彼
の
基
本
的
立
場
を
表
現
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
姿
勢
は
、
一
九
三
〇
年
代
初
頭
の
『
道
徳
的
人

間
と
非
道
徳
的
社
会
』
以
降
の
ニ
ー
バ
ー
の
基
本
的
態
度
と
な
っ
て
い
た
。

こ
う
し
て
ニ
ー
バ
ー
に
よ
れ
ば
、
愛
の
実
践
の
地
平
に
は
正
義
実
現
の
課
題
が
組
み
込
ま
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
し

か
し
、
正
義
は
ニ
ー
バ
ー
に
お
い
て
は
基
本
的
に
関
係
概
念
で
あ
り
、
実
体
的
価
値
と
し
て
は
ど
こ
で
も
明
確
に
定
義
さ
れ
て
い
な
い
よ
う

に
み
え
る
。
総
合
的
に
み
る
と
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
配
分
的
正
義
、
矯
正
的
正
義
に
近
く
、
集
団
間
の
権
力
関
係
や
利
害
関
係
の
是
正
、

諸
価
値
の
公
正
か
つ
平
等
な
配
分
や
取
り
決
め
に
関
す
る
合
理
的
推
論
・
比
較
考
量
・
識
別
的
評
価
に
か
か
わ
る
。
そ
し
て
ま
た
ニ
ー
バ
ー

の
社
会
正
義
に
は
、
旧
約
の
預
言
者
思
想
や
当
時
の
マ
ル
ク
ス
主
義
か
ら
霊
感
と
洞
察
を
得
た
複
数
の
論
点
や
視
点
――
例
え
ば
、
支
配
者

の
地
位
や
支
配
権
力
へ
の
厳
し
い
批
判
、
社
会
的
に
脆
弱
な
立
場
に
あ
る
集
団
や
人
々
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
、
権
力
の
階
層
性
へ
の
懐

疑
、
社
会
的
お
よ
び
経
済
的
平
等
の
追
求
――
が
、
直
接
間
接
に
組
み
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
て
「
正
義
」
の
原
理
は
、
相
互
愛
、
自

由
、
平
等
と
な
ら
ん
で
、
い
わ
ば
社
会
現
実
の
た
だ
な
か
で
「
愛
」
の
理
想
を
具
現
化
す
る
「
中
間
公
理
」（m

iddle axiom
s

）
と
し
て
の

役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

3　
権
力
類
型
論
、
勢
力
均
衡
論
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー

『
人
間
の
本
性
と
定
め
』
第
二
巻
・
九
章
が
、
ニ
ー
バ
ー
の
キ
リ
ス
ト
教
政
治
思
想
の
精
髄
を
い
か
ん
な
く
示
し
て
い
る
と
筆
者
が
考
え

る
一
つ
の
理
由
は
、
そ
こ
で
権
力
の
諸
形
態
や
勢
力
均
衡
論
に
関
す
る
興
味
深
い
分
析
や
議
論
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ニ
ー
バ
ー
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は
、
支
配
権
力
の
形
態
と
し
て
、
a
．軍
事
的
権
力
、
b
．宗
教
的
権
力
、
c
．経
済
的
権
力
、
d
．政
治
的
権
力
の
四
つ
の
形
態
を
挙
げ
て

い
る
が
、
通
常
の
政
治
学
に
お
け
る
類
型
論
と
は
ひ
と
味
異
な
り
、
神
学
的
か
つ
人
間
論
的
観
点
か
ら
の
分
析
が
と
り
わ
け
興
味
深
い
）
17
（

。

ニ
ー
バ
ー
は
、
生
涯
、
勢
力
均
衡
論
の
重
要
性
と
限
界
の
問
題
を
提
起
し
た
が
、
本
章
に
も
こ
の
テ
ー
マ
へ
の
彼
の
持
続
的
関
心
を
う
か

が
う
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、
ニ
ー
バ
ー
は
次
の
よ
う
に
主
張
し
て
い
る
。

こ
う
し
て
勢
力
均
衡
の
原
理
は
、
そ
れ
が
支
配
と
隷
属
化
を
防
止
す
る
限
り
に
お
い
て
、
正
義
の
原
理
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し

か
し
、
も
し
こ
の
原
理
の
適
用
に
よ
っ
て
問
題
が
解
決
さ
れ
な
い
時
、
そ
の
緊
張
は
明
白
な
紛
争
へ
の
進
展
し
て
し
ま
う
の
で

あ
り
、
そ
の
場
合
、
こ
の
同
じ
原
理
が
無
政
府
状
態
と
紛
争
の
原
理
に
す
り
替
わ
っ
て
し
ま
う
）
18
（

。

ニ
ー
バ
ー
の
勢
力
均
衡
論
へ
の
着
眼
は
、
同
時
に
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
政
治
に
も
適
用
さ
れ
て
お
り
、
彼
は
民
主
主
義
的
統
治
の
卓
越
点
と

し
て
、
そ
れ
が
抵
抗
の
原
理
を
統
治
の
原
理
そ
の
も
の
の
な
か
に
内
実
化
し
具
現
化
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
理
解
し
て
い
る
。
少
し
長

い
引
用
と
な
る
が
、
ニ
ー
バ
ー
の
議
論
の
き
わ
め
て
重
要
な
論
点
を
構
成
し
て
い
る
の
で
、
以
下
に
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

民
主
主
義
社
会
が
政
府
へ
の
抵
抗
の
原
理
を
統
治
の
原
理
そ
れ
自
身
の
な
か
に
内
実
化
し
て
い
る
点
に
こ
そ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、﹅

そ
の
最
高
の
偉

0

0

0

0

0

0

業
が
あ
る

0

0

0

0

。
こ
う
し
て
市
民
は
、
政
府
の
不
当
な
強
制
に
対
し
て
抵
抗
で
き
る
「
立
憲
主
義
的
」
権
限
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
て

い
る
。
つ
ま
り
、
市
民
は
、
共
同
体
内
部
に
無
政
府
状
態
を
作
る
こ
と
な
し
に
、
政
府
へ
の
抵
抗
を
成
し
遂
げ
る
こ
と
が
で
き

る
。
統
治
が
こ
の
よ
う
に
構
想
さ
れ
て
い
る
の
で
、
支
配
者
へ
の
批
判
は
、
そ
の
統
治
そ
れ
自
身
へ
の
脅
威
と
な
る
の
で
は

な
く
、
よ
り
よ
い
統
治
を
作
り
出
す
た
め
の
手
段
へ
と
転
化
し
て
い
く
の
で
あ
る
。（
筆
者
傍
点
の
部
分
の
英
語
原
文
―― “It 

is the highest achievem
ent of dem

ocratic societies that they em
body the principle of resistance to governm

ent 
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w
ithin the principle of governm

ent itsel

）
19
（f. ”

）

前
述
の
筆
者
の
傍
点
を
施
し
た
一
文
は
、
以
下
の
周
知
の
文
章
と
と
も
に
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
関
す
る
ニ
ー
バ
ー
の
適
切
で
卓
越
し
た
理
解
を

示
し
た
も
の
と
し
て
、
長
く
記
憶
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。「
正
義
へ
の
人
間
の
能
力
が
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
可
能
に
す
る
。
し
か
し
、
不
正

義
へ
の
人
間
の
傾
向
性
は
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
必
要
と
さ
せ
る
」（“M

an ’s capacity for justice m
akes dem

ocracy possible; but m
an ’s 

inclination to injustice m
akes dem

ocracy necessar

）
20
（y. ”

）。

4　
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
「
自
由
の
構
成
」

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
、
す
べ
て
の
統
治
形
態
の
な
か
で
政
治
を
超
え
た
価
値
と
規
範

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

に
コ
ミ
ッ
ト
し
た
最
初
の
そ
し
て
唯
一
の
政
治
制
度
で

あ
っ
た
。
前
述
の
ニ
ー
バ
ー
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
統
治
に
関
す
る
二
つ
の
文
章
が
重
要
で
あ
る
の
は
、
こ
の
事
実
を
彼
が
最
重
視
し
て
い

た
こ
と
を
如
実
に
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
コ
ミ
ッ
ト
し
て
い
る
政
治
を
超
え
た
価
値
と
規
範

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
は
い
っ
た

い
何
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
民
主
主
義
的
理
念
の
一
つ
の
発
祥
の
地
と
も
呼
べ
る
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
歴
史
的
文
脈
に
即
し
て
み
れ

ば
、
人
間
の
自
由

0

0

0

0

0

と
い
う
仕
方
で
表
現
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
人
間
の
自
由

0

0

0

0

0

の
統
治
形
態
と
し
て
の
デ
モ
ク
ラ

シ
ー
は
、
マ
グ
ナ
・
カ
ル
タ
の
時
代
に
は
貴
族
階
級
の
自
由
に
限
定
さ
れ
、
そ
の
後
も
社
会
や
慣
習
の
執
拗
な
抵
抗
力
――
ニ
ー
バ
ー
の
言

葉
を
借
り
れ
ば
、“inertia of history ”

（
歴
史
の
惰
性
）
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
――
の
ゆ
え
に
、
こ
の
人
間
の
自
由

0

0

0

0

0

の
統
治
形
態
と
し
て

の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
、
制
度
的
に
ま
が
り
な
り
に
も
実
現
さ
れ
る
の
は
二
〇
世
紀
を
俟
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
デ
モ
ク
ラ

シ
ー
の
理
念
は
、
す
で
に
一
七
世
紀
の
初
頭
お
よ
び
中
葉
の
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
革
命
に
お
い
て
現
れ
て
い
た
こ
と
は
特
筆
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

「
自
由
の
構
成
」（constitutio libertatis

）
と
い
う
言
葉
は
、
一
三
世
紀
初
頭
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
活
躍
し
た
法
曹
ヘ
ン
リ
ー
・
ド
ゥ
・
ブ
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ラ
ク
ト
ン
が
、
マ
グ
ナ
・
カ
ル
タ
体
制
を
表
し
て
特
徴
づ
け
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
歴
史
的
文
脈
を
超
え
て
適
用
す
る
こ
と
が
許
さ
れ

と
す
れ
ば
、
こ
の
「
自
由
の
構
成
」
こ
そ
、
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
革
命
が
志
向
し
つ
つ
、
そ
の
実
現
に
失
敗
し
た
歴
史
的
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
あ
っ

た
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。

「
自
由
の
構
成
」
と
し
て
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
革
命
期
の
歴
史
的
文
脈
に
戻
っ
て
考
え
て
み
る
な
ら
ば
、
人
権
（
と
く
に

生
命
権
と
自
由
権
）
の
登
場
と
政
治
制
度
と
し
て
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
成
立
は
不
可
分
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
平
等
な
生
命
権
や
自
由

権
の
確
立
と
い
っ
た
普
遍
的
価
値
へ
の
志
向
は
、
統
治
形
態
と
し
て
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
特
異
性
（uniqueness

）
を
構
成
し
て
い
る
。
こ

の
こ
と
が
実
際
に
意
味
す
る
も
の
は
、
い
っ
た
い
何
で
あ
ろ
う
か
。

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
制
度
は
自
己
充
足
的
（self-sufficient

）
な
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
は
常
に
、
外
部
の
普
遍
的
か
つ
超
越
的
な
価
値
や

規
範
（
人
間
の
自
由
と
呼
ん
で
も
よ
い
し
、
平
等
な
生
命
権
と
自
由
権
を
核
と
し
た
人
権
と
呼
ん
で
も
よ
い
）
を
必
要
と
し
て
い
る
。
政
治

制
度
の
外
部
に
あ
る
自
由
と
人
権
の
普
遍
性
が
、
政
治
制
度
と
し
て
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
要
請
し
て
い
る
。
以
下
は
、
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
革
命

期
の
レ
ヴ
ェ
ラ
ー
ズ
に
属
し
て
い
た
ト
マ
ス
・
レ
イ
ン
ボ
ロ
ー
大
佐
の
周
知
の
言
葉
で
あ
る
。「
と
い
う
の
も
、
実
際
に
考
え
て
み
る
に
、

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
住
む
最
も
貧
し
い
者
と
い
え
ど
も
、
そ
こ
に
住
む
最
も
大
い
な
る
者
と
同
様
に
、
生
き
る
べ
き
生
命
を
保
持
し
て
い
る
」

（C
olonel T

hom
as R

ainborough: “For really I think that the poorest he that is in E
ngland hath a life to live, as the greatest 

he. ”

）。
こ
う
し
て
、
平
等
な
生
命
権
の
承
認
は
、
ひ
い
て
は
自
由
権
の
平
等
な
承
認
へ
と
帰
結
し
、
さ
ら
に
平
等
な
投
票
権
の
制
度
化
を

要
請
し
て
く
る
。
こ
れ
こ
そ
、
レ
ヴ
ェ
ラ
ー
ズ
が
議
会
に
提
出
し
た
「
人
民
協
約
」（People ’s C

harter, 1642

）
の
論
理
に
ほ
か
な
ら
な

か
っ
た
。

統
治
形
態
と
し
て
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
そ
れ
が
保
障
す
べ
き
よ
り
高
次
の
普
遍
的
価
値
お
よ
び
規
範
と
し
て
の
人
間
の
自
由
と
い
う
問

題
に
つ
い
て
い
え
ば
、
大
木
英
夫
氏
が
か
つ
て
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
エ
ク
ス
タ
シ
ー
」
と
い
う
論
考
で
示
し
た
以
下
の
興
味
深
い
議
論
が
、

想
起
さ
れ
る
。「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
エ
ク
ス
タ
シ
ー
を
そ
の
本
質
の
中
に
も
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
自
由
そ
れ
自
体
が
エ
ク
ス
タ
シ
ー
な
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の
で
あ
る
」。
つ
ま
り
、
エ
ク
ス
タ
シ
ー
（ecstasy

）
の
語
源
は
、
ラ
テ
ン
語
のexistem
i 

で
あ
り
、
実
存
（existence

）
と
い
う
英
語
の

概
念
と
同
様
に
、
そ
の
原
義
は
「
外
に
身
を
置
く
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
、
そ
れ
が
コ
ミ
ッ
ト
す
る
「
普
遍
的
価
値
」

（
超
越
的
規
範
）
を
、
そ
の
政
治
制
度
の
外
部
に
、
つ
ま
り
、
す
べ
て
の
人
間
の
人
権
や
自
由
に
、
保
持
し
て
い
る
の
で
、
エ
ク
ス
タ
シ
ー

（
外
に
身
を
置
く
）
な
の
で
あ
る
。
大
木
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
外
部
の
価
値
な
い
し
規
範
な
く
し
て
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
単
な
る
党
派

政
治
、
利
益
政
治
、
利
益
誘
導
政
治
、
多
数
決
主
義
に
堕
し
て
し
ま
う
）
21
（

。

つ
ま
り
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
自
己
超
越
（self-transcendence

）
を
必
要
と
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
も
で
き
よ
う
。
そ
れ
は
、
デ
モ
ク

ラ
シ
ー
の
外
部
に
自
己
を
置
こ
う
と
す
る
実
存
的
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
と
言
い
換
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
自
己
超
越
が
な
さ

れ
る
時
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
、
そ
の
統
治
形
態
の
内
部
に
謙
遜
、
対
話
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、
ト
レ
レ
ー
シ
ョ
ン
（
寛
容
）
を
生
み
出

す
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
ら
が
成
熟
し
た
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
エ
ー
ト
ス
ひ
い
て
は
政
治
文
化
を
創
出
す
る
こ
と
に
な
る
。

5　
キ
リ
ス
ト
教
政
治
思
想
の
二
つ
の
系
譜
︱︱
保
守
主
義
と
ラ
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム

再
び
『
人
間
の
本
性
と
定
め
』
第
二
巻
・
九
章
に
立
ち
戻
り
た
い
。
本
章
の
最
後
の
箇
所
で
、
ニ
ー
バ
ー
は
彼
独
自
の
視
点
か
ら
キ
リ
ス

ト
教
政
治
思
想
の
歴
史
的
展
開
に
つ
い
て
概
説
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
興
味
深
い
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
、
中
世
政
治
理
論
、
立
憲
主
義
理

論
お
よ
び
ア
ク
ィ
ナ
ス
、
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
思
想
、
ル
タ
ー
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
、
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
諸
派
に
関
す
る
ニ
ー
バ
ー
の
基
本
的
ス
タ
ン

ス
が
よ
く
理
解
で
き
る
）
22
（

。
さ
ら
に
ニ
ー
バ
ー
に
よ
れ
ば
、
一
般
論
と
し
て
歴
史
的
に
は
ど
の
国
に
お
い
て
も
、
無
政
府
状
態
と
圧
制
と
い
う

二
つ
の
危
険
を
い
か
に
回
避
す
る
の
か
が
、
長
ら
く
統
治
そ
れ
自
体
お
よ
び
政
治
思
想
の
重
要
課
題
と
し
て
認
識
さ
れ
て
き
た
。
そ
し
て
そ

れ
は
、
キ
リ
ス
ト
教
政
治
思
想
史
お
よ
び
聖
書
の
政
治
思
想
に
お
い
て
も
妥
当
す
る
と
い
う
。
ニ
ー
バ
ー
に
よ
れ
ば
、
聖
書
の
な
か
に
も
統

治
に
関
す
る
二
つ
の
緊
張
を
は
ら
ん
だ
方
向
性
が
確
認
で
き
る
と
さ
れ
る
。
一
方
に
は
、
統
治
の
道
徳
的
曖
昧
さ
を
重
視
す
る
思
想
傾
向
が
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あ
り
、
そ
こ
で
は
通
常
、
社
会
の
組
織
化
の
失
敗
に
必
然
的
に
伴
う
無
政
府
状
態
の
危
険
に
つ
い
て
の
認
識
は
、
さ
ほ
ど
深
い
も
の
と
は
い

え
な
い
。
こ
の
立
場
を
代
表
す
る
も
の
は
、
旧
約
聖
書
に
お
け
る
預
言
者
的
伝
統
で
あ
り
、
王
や
司
人
な
ど
国
家
の
支
配
者
に
対
す
る
神
の

厳
し
い
審
判
を
重
視
す
る
。
他
方
、
社
会
の
組
織
化
に
お
け
る
無
政
府
状
態
を
恐
れ
る
見
方
も
聖
書
に
は
み
ら
れ
、
こ
の
立
場
の
問
題
点
は

支
配
権
力
の
圧
制
や
虚
飾
に
対
し
て
無
批
判
で
あ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
こ
の
立
場
を
代
表
す
る
も
の
は
、
ロ
マ
書
十
三
章
に
み
ら
れ
る
よ
う

に
、
政
治
的
権
威
を
神
の
定
め
と
し
て
神
聖
視
し
て
い
く
態
度
で
あ
る
。
こ
う
し
て
政
治
史
一
般
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト
教
政
治

思
想
史
に
お
い
て
も
、
理
想
主
義
と
現
実
主
義
の
せ
め
ぎ
合
い
の
な
か
で
、
無
政
府
状
態
と
圧
制
の
双
方
を
回
避
す
る
た
め
の
適
切
な
統
治

の
ア
ー
ト
を
模
索
す
る
試
み
が
、
持
続
的
に
な
さ
れ
て
き
た
と
説
明
さ
れ
て
い
る
）
23
（

。
ニ
ー
バ
ー
の
次
の
説
明
は
、
示
唆
に
富
む
も
の
と
い
え

よ
う
。

君
主
な
い
し
国
家
の
権
威
に
対
す
る
預
言
者
的
批
判
、
な
ら
び
に
そ
う
し
た
権
威
に
対
す
る
祭
司
的
神
聖
化
と
は
、
二
つ
の
ア

プ
ロ
ー
チ
を
構
成
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
キ
リ
ス
ト
教
政
治
思
想
の
保
守
主
義
の
系
譜
と
ラ
デ
ィ
カ
リ

ズ
ム
の
系
譜
の
双
方
の
立
場
に
、
聖
書
テ
ク
ス
ト
上
の
信
頼
で
き
る
証
明
を
提
供
し
つ
つ
、
双
方
の
立
場
を
擁
護
し
て
き
た
の

だ
）
24
（

。

6　
「
世
界
共
同
体
」
に
む
け
て

「
世
界
共
同
体
」
に
関
す
る
『
人
間
の
本
性
と
定
め
』
第
二
巻
・
九
章
の
議
論
は
、
そ
の
一
年
後
に
刊
行
さ
れ
た
『
光
の
子
と
闇
の
子
』

五
章
の
そ
れ
と
比
べ
る
と
、
よ
り
肯
定
的
だ
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
こ
で
も
ニ
ー
バ
ー
の
解
釈
学
の
中
心
的
視
座
を
形
成
し
て
い
る

前
述
の
「
永
遠
」
と
「
歴
史
」
の
弁
証
法
が
作
動
し
て
お
り
、「
世
界
共
同
体
」
は
、「
愛
」
の
理
想
と
同
様
に
、
歴
史
の
た
だ
な
か
で
は
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「
不
可
能
な
可
能
性
」
に
と
ど
ま
る
と
さ
れ
て
い
る
。
初
め
に
ニ
ー
バ
ー
は
、
強
国
の
覇
権
的
支
配
な
し
に
は
世
界
政
府
の
樹
立
は
不
可
能

で
あ
る
と
し
て
、
理
想
主
義
者
の
立
場
を
一
蹴
し
て
い
る
。
し
か
し
同
時
に
彼
は
、「
世
界
共
同
体
」
の
構
築
の
可
能
性
を
最
初
か
ら
不
可

能
と
決
め
つ
け
て
し
ま
う
悲
観
主
義
者
の
立
場
を
も
批
判
し
、
さ
ら
に
帝
国
主
義
的
権
威
の
押
し
つ
け
で
も
っ
て
「
国
際
的
秩
序
」
を
構
築

し
よ
う
と
す
る
シ
ニ
シ
ズ
ム
の
立
場
を
も
批
判
す
る
。
彼
は
、「
世
界
共
同
体
」
の
よ
う
な
新
し
い
世
界
は
、「
希
望
が
消
え
失
せ
て
い
る
時

に
信
仰
に
よ
っ
て
あ
え
て
希
望
を
捨
て
な
い
」
決
然
た
る
人
々
に
よ
っ
て
の
み
建
設
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
と
主
張
す
る
。

こ
の
関
連
で
ニ
ー
バ
ー
が
高
く
評
価
す
る
の
は
、
歴
史
の
罪
責
か
ら
時
期
尚
早
の
逃
避
を
追
求
す
る
こ
と
も
せ
ず
、
ま
た
そ
れ
で
い
て
歴

史
上
の
達
成
に
必
然
的
に
染
み
つ
い
て
い
る
悪
を
善
と
呼
ぶ
こ
と
を
峻
拒
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
）
25
（

。
上
述
の
「
不
可
能
な
可
能
性
」
と
し

て
の
「
世
界
共
同
体
」
に
関
す
る
ニ
ー
バ
ー
の
主
張
は
、
彼
の
「
永
遠
」
と
「
歴
史
」
の
弁
証
法
的
解
釈
学
に
典
型
的
な
主
張
で
あ
り
、
そ

こ
か
ら
派
生
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
完
全
な
「
世
界
共
同
体
」
の
建
設
の
よ
う
な
「
神
の
国
」
の
完
成
、「
愛
」
の
完
全
な
成
就
は
、
歴
史

の
終
わ
り
に
お
い
て
の
み
想
望
さ
れ
る
理
想
で
あ
る
。
歴
史
の
内
側
に
あ
っ
て
は
、せ
い
ぜ
い
こ
の
理
想
へ
の
「
近
似
的
解
決
」（proxim

ate 

solutions

）
が
期
待
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
。

二　
『
光
の
子
と
闇
の
子
』（
一
九
四
四
年
）
に
お
け
る
世
界
共
同
体
論

1　
愛
と
正
義
の
弁
証
法
、
世
界
共
同
体
論
、
終
末
論

ニ
ー
バ
ー
に
あ
っ
て
は
愛
と
正
義
の
弁
証
法
的
理
解
と
世
界
共
同
体
論
は
、
双
方
と
も
に
彼
の
終
末
論
の
理
解
の
光
に
照
ら
さ
れ
て
、
初

め
て
理
解
可
能
と
な
る
。
ニ
ー
バ
ー
の
終
末
論
は
、
既
述
し
た
「
永
遠
」
と
「
歴
史
」
の
弁
証
法
的
解
釈
学
の
下
、
世
界
の
終
わ
り
を
「
終
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焉
」（
フ
ィ
ニ
ス
／finis

）
で
あ
る
と
同
時
に
「
最
終
目
的
」（
テ
ロ
ス
／telos

）
と
し
て
理
解
す
る
。
こ
う
し
た
終
末
論
の
二
重
の
意
味

合
い
は
、
ニ
ー
バ
ー
に
あ
っ
て
は
人
類
史
の
全
般
的
性
質
を
表
現
し
て
い
る
。
そ
れ
と
同
時
に
終
末
論
は
、
人
間
実
存
の
基
礎
的
問
題
を
開

示
し
て
い
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。「
歴
史
の
す
べ
て
の
事
象
は
、
成
就
と
解
消
の
双
方
を
指
向
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
本
来
的
性
質
の
よ

り
完
全
な
具
現
化
と
死
滅
の
双
方
を
指
向
し
て
い
る
）
26
（

」。

さ
ら
に
ニ
ー
バ
ー
の
理
解
す
る
と
こ
ろ
に
し
た
が
え
ば
、
旧
約
聖
書
の
メ
シ
ア
ニ
ズ
ム
と
普
遍
史
に
基
づ
く
歴
史
理
解
に
よ
れ
ば
、
苦
難

の
メ
シ
ア
が
歴
史
の
終
末
に
勝
利
す
る
審
判
者
お
よ
び
救
贖
者
と
し
て
再
び
来
た
り
給
も
う
と
信
ず
る
こ
と
は
、
実
存
は
そ
れ
自
身
の
規
範

を
究
極
的
に
否
定
す
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
と
い
う
信
仰
を
表
現
す
る
も
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
罪
の
勢
力
は
、
愛
の
単
純
な
勝
利
を
不
可

能
な
も
の
と
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
愛
は
、
歴
史
に
お
い
て
は
苦
難
の
愛
と
し
て
生
き
延
び
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
キ
リ
ス
ト
の
復

活
に
示
さ
れ
る
よ
う
な
キ
リ
ス
ト
の
死
へ
の
勝
利
、
な
ら
び
に
キ
リ
ス
ト
の
再
臨
と
は
、
世
界
と
歴
史
に
対
す
る
神
の
主
権
の
十
全
性
へ
の

信
仰
の
表
現
で
あ
り
、
自
己
愛
の
す
べ
て
の
勢
力
に
対
す
る
愛
の
最
終
的
優
位
性
へ
の
信
仰
の
表
現
で
も
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
）
27
（

。

ニ
ー
バ
ー
の
世
界
共
同
体
論
は
、
こ
う
し
た
彼
の
メ
シ
ア
ニ
ズ
ム
理
解
、
普
遍
史
的
理
解
、
終
末
論
的
展
望
の
下
で
考
察
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
ゆ
え
に
ニ
ー
バ
ー
は
、
基
本
的
に
は
世
界
共
同
体
形
成
に
む
け
て
の
努
力
を
肯
定
的
に
捉
え
、
そ
の
実
現
を
希
求
す
る
立
場
に
依
拠
し

て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

2　
世
界
共
同
体
論
へ
の
現
実
主
義
的
批
判

し
か
し
同
時
に
ニ
ー
バ
ー
は
、
次
の
よ
う
な
現
実
主
義
的
な
政
治
観
を
、
生
涯
を
通
じ
て
持
続
的
に
保
持
し
て
い
た
が
ゆ
え
に
、
彼
に
は

世
界
共
同
体
の
単
純
な
成
就
を
想
定
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
っ
た
。
社
会
と
政
治
に
関
す
る
彼
の
二
つ
の
現
実
主
義
的
前
提
を
ま
ず
見
て

お
き
た
い
と
思
う
。
こ
れ
ら
の
前
提
は
、『
道
徳
的
人
間
と
非
道
徳
的
社
会
』（
一
九
三
二
年
）
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
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① 
こ
の
よ
う
に
社
会
は
永
続
的
な
戦
争
状
態
に
あ
る
。（“T

hus society is in a perpetual state of w
ar. ”

）（M
M

IS, p. 19.

）

② 

政
治
は
、
歴
史
の
終
末
に
至
る
ま
で
、
良
心
と
権
力
と
が
対
峙
す
る
場
、
ま
た
人
間
生
活
の
倫
理
的
な
も
の
と
強
制
的
諸
要
素
と

が
相
互
に
浸
透
し
あ
い
、
試
案
的
で
ぎ
こ
ち
な
い
妥
協
を
作
り
上
げ
て
い
く
場
で
あ
り
続
け
る
で
あ
ろ
う
。（“Politics w

ill, to the 

end of history, be an area w
here conscience and pow

er m
eet, w

here the ethical and coercive factors of hum
an life 

w
ill inter-penetrate and w

ork out their tentative and uneasy com
prom

ises. ”

）（M
M

IS, p. 4.

） 

こ
う
し
て
ニ
ー
バ
ー
は
、
し
ば
し
ば
「
社
会
の
頑
強
な
惰
性
」（the stubborn inertia of society

）
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
）
28
（

。『
光
の

子
と
闇
の
子
』
五
章
で
展
開
さ
れ
た
ニ
ー
バ
ー
の
世
界
共
同
体
論
に
は
、
上
述
の
現
実
主
義
的
な
社
会
観
お
よ
び
政
治
観
の
前
提
が
、
明
白

に
観
察
で
き
る
の
で
あ
る
。

ニ
ー
バ
ー
の
時
代
は
も
と
よ
り
一
九
七
〇
年
代
末
に
至
る
ま
で
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
政
治
学
者
や
国
際
関
係
論
者
は
、
主
権
的
国
民
国

家
の
枠
組
み
の
な
か
で
政
治
に
つ
い
て
考
え
て
い
た
。
主
権
的
国
民
国
家
の
枠
組
み
の
基
底
性
を
強
調
す
る
点
で
、
ニ
ー
バ
ー
も
当
時
に

お
い
て
例
外
で
は
な
か
っ
た
。
例
え
ば
、
コ
レ
ム
・
マ
ッ
ケ
オ
ー
は
、
ニ
ー
バ
ー
に
あ
っ
て
国
民
国
家
こ
そ
が
、
人
々
の
集
合
的
忠
誠
心
を

最
も
強
く
要
求
で
き
る
枠
組
み
、
安
定
と
秩
序
の
第
一
義
的
枠
組
み
と
し
て
最
重
視
さ
れ
た
と
指
摘
し
て
い
る
）
29
（

。
ニ
ー
バ
ー
の
場
合
、
米
ソ

冷
戦
期
に
至
る
二
〇
世
紀
の
国
際
政
治
に
お
い
て
列
強
の
覇
権
闘
争
こ
そ
主
要
な
政
治
現
実
に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
こ
で
は
諸
個
人
の
安
全
保

障
は
国
家
安
全
保
障
に
基
本
的
に
依
拠
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
理
由
か
ら
国
家
の
強
制
力
行
使
は
、
諸
個
人
の
安
全
保

障
の
観
点
か
ら
も
正
当
化
さ
れ
た
の
だ
っ
た
。
秩
序
の
道
具
は
、
ニ
ー
バ
ー
に
あ
っ
て
は
国
家
で
あ
っ
た
。
た
し
か
に
主
権
国
家
は
、
世
界

共
同
体
と
比
べ
た
場
合
、
理
想
的
な
政
治
的
共
同
体
と
は
言
い
難
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
主
権
国
家
は
、
予
見
で
き
る
未
来
に
わ
た
っ
て
諸
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個
人
に
と
っ
て
秩
序
の
中
枢
を
構
成
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
と
想
定
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
マ
ッ
ケ
オ
ー
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
諸
個
人

の
安
全
保
障
の
保
護
の
た
め
の
国
家
に
よ
る
秩
序
維
持
の
必
要
性
は
、
内
政
と
外
交
の
双
方
の
領
域
に
お
け
る
国
家
の
強
制
力
行
使
を
正
当

化
す
る
は
ず
で
あ
っ
た
）
30
（

。
こ
う
し
て
主
権
国
家
シ
ス
テ
ム
が
国
際
政
治
の
実
際
の
地
形
を
形
成
し
て
い
る
限
り
に
お
い
て
、
国
際
政
治
の
場

は
覇
権
闘
争
と
国
益
を
め
ぐ
る
ア
リ
ー
ナ
た
る
を
や
め
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
国
家
主
権
に
基
づ
く
各
国
の
強
制
力
行
使
が
前
提
と
さ

れ
、
国
連
シ
ス
テ
ム
の
下
で
す
ら
世
界
共
同
体
を
形
成
す
る
こ
と
は
至
難
の
業
で
あ
る
。
ニ
ー
バ
ー
は
、
こ
の
よ
う
に
国
際
政
治
の
現
実
を

認
識
し
て
い
た
。

3　
テ
ロ
ス
と
し
て
の
世
界
共
同
体
建
設
の
努
力
の
肯
定

し
か
し
な
が
ら
、
既
述
し
た
よ
う
に
、
ニ
ー
バ
ー
の
場
合
、
終
末
論
的
展
望
か
ら
政
治
の
行
く
末
を
考
察
し
把
握
し
よ
う
と
試
み
る
わ
け

で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
「
国
際
的
混
沌
」
を
乗
り
越
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
共
同
体
の
原
理
を
世
界
的
拡
が
り
ま
で
拡
充
す
る
」
必
要
を
認

識
し
て
い
た
）
31
（

。
ニ
ー
バ
ー
は
、
こ
の
よ
う
に
世
界
共
同
体
の
実
現
に
む
け
て
世
界
各
国
と
世
界
市
民
が
努
力
す
る
こ
と
に
つ
い
て
結
論
的
に

は
賛
成
で
あ
り
、
そ
の
理
由
と
し
て
以
下
の
二
つ
の
歴
史
的
お
よ
び
同
時
代
的
な
要
因
を
挙
げ
て
い
た
。
第
一
の
同
時
代
的
――
一
九
四
〇

年
代
初
頭
の
――
要
因
は
、
技
術
文
明
の
進
歩
に
よ
り
、
通
信
手
段
や
交
通
手
段
の
格
段
の
発
展
が
み
ら
れ
た
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら

七
〇
年
に
な
ろ
う
と
す
る
今
日
の
議
論
で
い
え
ば
、
伝
達
・
交
通
・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
に
よ
っ
て
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進
展
し
、
世
界
の

人
々
を
よ
り
緊
密
に
結
び
つ
け
、
地
球
全
体
が
距
離
感
を
格
段
に
狭
め
て
い
っ
た
現
実
に
連
な
る
指
摘
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
第
二
の
歴
史

的
要
因
と
し
て
ニ
ー
バ
ー
が
挙
げ
て
い
る
の
は
、
世
界
の
諸
宗
教
や
哲
学
に
よ
る
道
徳
的
普
遍
主
義
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
普
遍
史
的
展
望
に

お
い
て
世
界
の
繋
が
り
を
自
覚
化
し
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
が
、
す
で
に
古
代
世
界
の
い
く
つ
か
の
宗
教
や
哲
学
的
伝
統
に
お
い
て
世
界
各
地
で

始
ま
っ
て
い
た
事
実
を
、
彼
は
と
り
わ
け
重
視
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
歴
史
的
事
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
預
言
者
ア
モ
ス
の
普
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遍
史
的
理
解
、
キ
リ
ス
ト
教
的
普
遍
主
義
、
ス
ト
ア
的
普
遍
主
義
、
儒
教
的
普
遍
主
義
、
仏
教
的
普
遍
主
義
な
ど
で
あ
る
）
32
（

。

一
つ
疑
問
点
と
し
て
は
、
ニ
ー
バ
ー
は
、
こ
の
関
連
で
世
界
共
同
体
の
模
索
の
機
運
に
つ
い
て
、
戦
間
期
以
降
の
ア
メ
リ
カ
お
よ
び
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
に
お
け
る
戦
争
違
法
化
運
動
の
イ
ン
パ
ク
ト
に
つ
い
て
、『
光
の
子
と
闇
の
子
』
で
は
何
ら
の
言
及
も
し
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。

彼
の
考
え
で
は
、
戦
間
期
の
戦
争
違
法
化
運
動
は
、
ア
メ
リ
カ
で
は
ア
メ
リ
カ
の
参
戦
と
と
も
に
下
火
に
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
無

視
で
き
る
と
考
え
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

ニ
ー
バ
ー
は
、『
人
間
の
本
性
と
定
め
』
第
二
巻
・
九
章
に
お
け
る
議
論
と
同
様
に
、『
光
の
子
と
闇
の
子
』
に
お
い
て
も
、
前
述
の
二
つ

の
要
因
の
ほ
か
に
、
彼
独
自
の
終
末
論
的
展
望
の
下
に
世
界
共
同
体
建
設
の
た
め
の
各
国
の
市
民
団
体
や
諸
個
人
の
努
力
と
運
動
を
肯
定
的

に
評
価
し
て
い
る
。
し
か
し
、
彼
の
場
合
、
次
に
見
る
よ
う
に
、
世
界
共
同
体
形
成
に
つ
い
て
は
、
一
九
四
四
年
の
段
階
で
も
、
現
実
主
義

的
留
保
の
意
味
合
い
が
強
く
、
そ
の
建
設
の
た
め
の
具
体
的
な
方
針
や
施
策
の
提
示
は
い
っ
さ
い
行
っ
て
い
な
い
。
ニ
ー
バ
ー
の
場
合
、
世

界
共
同
体
建
設
を
担
う
べ
き
政
治
主
体
と
方
策
に
つ
い
て
、
十
分
な
考
察
は
い
っ
さ
い
な
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。
世
界
共
同
体
の
建

設
は
、
歴
史
の
テ
ロ
ス
と
し
て
肯
定
さ
れ
て
も
、
実
際
の
国
際
政
治
の
ア
ジ
ェ
ン
ダ
に
は
な
り
得
な
い
と
い
う
の
が
、
彼
の
偽
ら
ざ
る
心
境

で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

4　
「
リ
ベ
ラ
ル
な
光
の
子
」
批
判
︱︱
世
界
共
同
体
構
築
と
の
関
連
で

し
か
し
、
ニ
ー
バ
ー
の
理
解
に
よ
れ
ば
、
光
の
子
（
と
く
に
自
由
主
義
た
ち
）
は
、
そ
の
当
時
、
世
界
共
同
体
建
設
を
楽
観
視
し
、
実
際

に
不
可
避
な
発
展
と
捉
え
て
い
た
が
、
そ
れ
は
世
界
お
よ
び
個
々
の
社
会
に
お
け
る
諸
種
の
個
別
的
勢
力
の
強
靱
さ
を
過
小
評
価
し
た
も
の

に
ほ
か
な
ら
な
い
）
33
（

。

そ
れ
で
は
ニ
ー
バ
ー
は
、
世
界
共
同
体
構
築
の
困
難
性
を
ど
こ
に
認
め
、
そ
の
実
現
を
阻
む
「
諸
種
の
個
別
的
勢
力
」
を
ど
の
あ
た
り
に
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見
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
彼
は
こ
れ
ら
の
困
難
性
の
諸
要
因
に
つ
い
て
列
挙
し
て
い
る
が
、
と
り
わ
け
国
際
政
治
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
い
て

「
国
家
の
傲
慢
」
に
つ
い
て
指
摘
し
て
い
る
）
34
（

。
既
述
し
た
よ
う
に
、
ニ
ー
バ
ー
の
場
合
、
や
は
り
主
権
国
家
が
国
際
政
治
の
ア
リ
ー
ナ
に
お

け
る
基
本
的
ア
ク
タ
ー
で
あ
る
こ
と
は
変
わ
り
は
な
く
、
そ
の
限
り
で
こ
の
「
国
家
の
傲
慢
」
は
、
早
晩
、
消
失
す
る
よ
う
な
も
の
で
は
な

い
と
彼
は
考
え
て
い
た
だ
ろ
う
。
次
に
ニ
ー
バ
ー
は
、「
普
遍
主
義
の
堕
落
形
態
の
危
険
」
の
問
題
を
指
摘
し
て
い
る
）
35
（

。
こ
う
し
た
表
現
は
、

例
え
ば
「
世
界
に
冠
た
る
支
配
者
民
族
」
の
下
に
世
界
を
統
合
し
よ
う
と
し
た
目
前
の
ナ
チ
ズ
ム
の
脅
威
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
第
三
番

目
の
問
題
点
と
し
て
、
彼
は
「
勝
利
し
た
諸
大
国
の
傲
慢
」
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
）
36
（

。
こ
れ
は
、
例
え
ば
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
ヴ
ェ

ル
サ
イ
ユ
条
約
に
典
型
的
に
み
ら
れ
た
よ
う
に
、
勝
利
し
た
諸
国
が
、
戦
後
の
覇
権
的
世
界
を
有
利
に
構
築
し
て
い
く
点
な
ど
を
想
定
し
た

も
の
と
思
わ
れ
る
。
第
四
点
と
し
て
ニ
ー
バ
ー
は
、「
国
家
の
自
己
中
心
主
義
と
い
う
消
極
的
形
態
、
と
り
わ
け
孤
立
主
義
」
と
い
う
言
い

方
を
し
て
、
か
つ
て
の
ア
メ
リ
カ
が
モ
ン
ロ
ー
主
義
を
掲
げ
て
孤
立
政
策
を
推
進
し
た
よ
う
に
、
国
家
は
国
際
政
治
の
ア
リ
ー
ナ
か
ら
一
歩

引
き
下
が
る
こ
と
を
通
じ
て
、
世
界
共
同
体
建
設
に
不
可
欠
な
国
際
協
力
を
回
避
す
る
こ
と
が
あ
る
）
37
（

。

上
述
の
国
際
政
治
全
般
の
議
論
を
し
た
後
に
、
ニ
ー
バ
ー
は
、
今
度
は
よ
り
個
別
的
に
、
世
界
共
同
体
構
築
を
具
体
的
な
運
動
を
通
じ
て

当
時
実
現
し
よ
う
と
目
指
し
て
い
た
「
自
由
主
義
的
（
リ
ベ
ラ
ル
）
な
光
の
子
」
の
批
判
に
移
る
。
ニ
ー
バ
ー
は
、
こ
こ
で
は
彼
ら
の
三
つ

の
問
題
点
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
、
① 「
単
純
な
普
遍
主
義
者
た
ち
の
典
型
的
幻
想
」、 

②
「
人
類
史
に
お
け
る
特
有
か
つ
個
別
的
な

ヴ
ァ
イ
タ
リ
テ
ィ
ー
の
勢
力
の
過
小
評
価
」、
③
「
国
家
の
傲
慢
に
み
ら
れ
る
権
力
の
執
拗
性
な
い
し
伝
統
的
忠
誠
心
の
惰
性
勢
力
へ
の
無

理
解
」
で
あ
る
）
38
（

。
①
と
③
の
指
摘
は
、
す
で
に
国
家
的
要
因
を
列
挙
し
た
際
に
示
さ
れ
た
問
題
点
と
密
接
に
関
連
し
て
い
る
。
②
の
問
題
点

は
、
社
会
に
お
け
る “vitalities ”

（
ヴ
ァ
イ
タ
リ
テ
ィ
ー
）
や “inertia ”
（
惰
性
）
の
有
す
る
執
拗
な
影
響
力
の
問
題
で
あ
る
。
す
で
に
見

た
よ
う
に
、
こ
の
問
題
点
は
、『
道
徳
的
人
間
と
非
道
徳
的
社
会
』
ほ
か
の
諸
著
作
で
か
ね
て
か
ら
ニ
ー
バ
ー
が
し
ば
し
ば
言
及
し
た
事
柄

で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
ニ
ー
バ
ー
は
、
世
界
共
同
体
構
築
に
邁
進
す
る
集
団
と
し
て
、
二
つ
の
タ
イ
プ
の
「
光
の
子
」
を
い
わ
ば
二
つ
の
学
派
と
し
て
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区
別
し
て
い
る
。
第
一
の
グ
ル
ー
プ
は
、
素
朴
な
学
派
を
構
成
し
て
い
る
普
遍
主
義
者
た
ち
で
、
彼
ら
は
、
理
念
、
自
然
法
、
国
際
法
、
憲

法
、
青
写
真
が
あ
れ
ば
、
す
ぐ
に
世
界
共
同
体
が
実
現
す
る
と
考
え
る
。
こ
の
グ
ル
ー
プ
に
帰
属
す
る
論
者
と
し
て
は
、
G
・
ニ
ー
マ
イ

ヤ
ー
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
ニ
ー
マ
イ
ヤ
ー
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
中
も
戦
争
違
法
化
を
唱
え
、
戦
後
も
い
ち
早
く
世
界
連

邦
運
動
の
リ
ー
ダ
ー
に
な
っ
た
平
和
主
義
者
で
あ
る
。
ニ
ー
バ
ー
は
、
こ
の
グ
ル
ー
プ
の
人
々
を
「
純
粋
な
立
憲
主
義
者
」
と
呼
び
、
法
の

定
式
化
に
過
度
の
期
待
を
寄
せ
て
い
る
と
し
て
批
判
し
て
い
る
）
39
（

。
こ
の
関
連
で
ニ
ー
バ
ー
は
、
ア
メ
リ
カ
に
は
そ
の
歴
史
的
特
殊
性
の
ゆ
え

に
、
国
家
は
憲
法
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
と
い
う
幻
想
が
生
じ
や
す
い
と
述
べ
て
い
る
。

批
判
の
矛
先
が
む
け
ら
れ
た
第
二
の
グ
ル
ー
プ
は
、
M
・
J
・
ア
ド
ラ
ー
な
ど
の
洗
練
さ
れ
た
理
想
主
義
者
た
ち
で
あ
る
。
ニ
ー
バ
ー
に

よ
れ
ば
、
彼
ら
は
、
国
際
法
な
ど
の
立
憲
主
義
的
枠
組
み
に
加
え
て
、
国
際
的
司
法
機
関
、
警
察
機
構
と
い
っ
た
権
力
装
置
が
必
要
で
あ
る

こ
と
を
認
識
し
て
い
る
。
し
か
し
彼
ら
は
、
立
憲
主
義
的
形
態
の
背
後
に
潜
む
「
有
機
的
な
諸
過
程
」
や
「
ヴ
ァ
イ
タ
リ
テ
ィ
ー
に
満
ち
た

社
会
的
過
程
」
を
十
分
に
理
解
し
て
い
な
い
と
批
判
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
彼
ら
の
世
界
政
府
論
へ
の
批
判
で
あ
る
が
、
ニ
ー
バ
ー
は
、

「
頭
」（
政
府
）
を
先
行
さ
せ
て
も
、
有
機
的
に
繋
が
っ
て
い
な
い
「
身
体
」（
政
治
体
）
を
恣
意
的
に
作
り
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
主
張

し
て
い
る
。
彼
は
、
続
け
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

地
理
的
限
界
や
人
種
的
お
よ
び
文
化
的
独
自
性
は
、
自
他
の
共
同
体
の
区
別
を
明
確
に
す
る
も
の
で
あ
り
、
共
通
の
歴
史
は
、

共
通
の
敵
に
相
対
す
る
際
に
仲
間
意
識
を
内
実
化
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
す
べ
て
が
、
共
同
体
の
凝
集
力
を
高
め
る

の
に
寄
与
し
て
い
く
。
政
府
は
、
こ
う
し
て
実
現
さ
れ
て
い
く
統
一
に
表
現
を
与
え
、
そ
れ
を
完
成
さ
せ
る
の
に
貢
献
す
る
。

し
か
し
、
政
府
は
そ
れ
自
身
、
自
ら
が
前
提
と
す
る
も
の
を
創
出
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
）
40
（

。

 

ky5221ニー�ー共同体論d.indd   98 12.8.17   5:06:24 PM



99 ニーバーの愛と正義の弁証法的理解および世界共同体論

4　
世
界
共
同
体
に
関
す
る
ニ
ー
バ
ー
の
立
場

こ
の
よ
う
に
世
界
共
同
体
建
設
に
対
し
て
ニ
ー
バ
ー
の
態
度
は
、
両
義
的
な
も
の
に
終
始
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
一
方
に
お
い
て
歴
史

の
テ
ロ
ス
と
し
て
世
界
共
同
体
の
構
築
は
、
彼
の
終
末
論
的
展
望
に
お
い
て
肯
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
彼
は
こ
れ
を
歴
史
の
は
る
か
彼

方
に
想
定
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
他
方
、
ニ
ー
バ
ー
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
と
い
う
歴
史
的
現
在
に
身
を
置
く
者
と
し
て
、
世
界
共

同
体
建
設
を
可
能
に
す
る
歴
史
的
条
件
は
十
分
で
は
な
い
と
考
え
て
い
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
彼
の
基
本
的
立
場
は
明
白
で
あ
る
。
一
定

の
凝
集
力
や
同
一
性
が
い
ま
だ
に
形
成
さ
れ
て
い
な
い
世
界
に
、
世
界
共
同
体
を
構
築
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
自
ず
と
強
権
的
政
府
を
そ
の
上

に
強
制
的
に
設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
が
、
そ
れ
は
正
義
を
犠
牲
に
し
て
秩
序
を
形
成
す
る
類
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
は
圧

制
や
専
制
が
不
可
避
的
に
生
じ
て
く
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
）
41
（

。

こ
の
基
本
的
立
場
に
依
拠
す
る
が
ゆ
え
に
、
ニ
ー
バ
ー
は
、
個
別
的
で
地
方
的
か
つ
し
ば
し
ば
偏
狭
な
忠
誠
心
の
保
持
す
る
持
続
的
な
勢

力
を
過
小
評
価
す
る
傾
向
に
あ
る
純
粋
な
理
想
主
義
者
の
立
場
と
袂
を
分
か
つ
の
で
あ
る
。
し
か
し
他
方
、
ニ
ー
バ
ー
は
、
世
界
共
同
体
構

築
を
幻
想
と
し
て
退
け
る
現
実
主
義
の
立
場
に
満
足
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
彼
は
、
現
実
主
義
者
が
、
往
々
に
し
て
革
命
的
状
況
に
こ

め
ら
れ
た
破
壊
的
お
よ
び
創
造
的
勢
力
を
誤
認
し
、
無
視
し
て
し
ま
う
傾
向
に
あ
る
と
し
て
批
判
し
て
い
る
）
42
（

。

こ
う
し
て
ニ
ー
バ
ー
の
場
合
、「
世
界
共
同
体
構
築
の
課
題
は
、
人
間
の
最
終
的
か
つ
必
然
的
な
課
題
で
あ
り
、
同
時
に
人
間
社
会
の
最

終
的
可
能
性
で
あ
り
不
可
能
性
で
も
あ
る
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
）
43
（

。
こ
う
し
て
既
述
し
た
よ
う
に
、
歴
史
に
お
け
る
愛
の
実
現
と
同
様
に
、

世
界
共
同
体
構
築
の
課
題
も
、
歴
史
に
お
い
て
は
「
不
可
能
な
可
能
性
」
に
と
ど
ま
る
の
で
あ
る
。
ニ
ー
バ
ー
は
、
そ
の
事
情
を
彼
の
神
学

的
論
理
に
よ
っ
て
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
か
な
り
長
い
文
章
だ
が
、
見
て
お
き
た
い
と
思
う
。
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世
界
共
同
体
建
設
は
一
箇
の
必
然
で
あ
り
可
能
性
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
歴
史
は
人
間
の
自
由
を
自
然
的
プ
ロ
セ
ス
へ
と
拡

充
し
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
で
あ
り
、
そ
れ
は
普
遍
性
が
実
現
す
る
時
点
ま
で
続
け
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
世
界
共
同
体
建
設
は
一

箇
の
不
可
能
性
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
人
間
は
、
自
由
の
拡
大
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
有
限
な
被
造
的
存
在
者
で
あ
っ
て
、
時

間
と
場
所
に
縛
り
つ
け
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
人
間
は
、
個
別
的
か
つ
時
間
の
刻
印
を
帯
び
た
場
所
に
そ
の
基
礎
を
も
つ

こ
と
の
な
い
文
化
や
文
明
の
構
造
を
建
設
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
世
界
共
同
体
は
、
こ
の
よ
う
に
人
間
生
活
の
最
終
的

可
能
性
で
あ
り
つ
つ
最
終
的
不
可
能
性
で
も
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
世
界
共
同
体
は
、
実
際
に
人
間
の
希
望
の
継
続

的
な
成
就
で
あ
る
と
同
時
に
持
続
的
な
問
題
で
も
あ
る
。
…
…
す
べ
て
の
歴
史
的
勢
力
が
私
た
ち
を
そ
の
方
向
に
駆
動
し
て
い

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
世
界
共
同
体
は
、
人
類
の
最
終
的
可
能
性
で
あ
る
）
44
（

。

三　

ニ
ー
バ
ー
と
戦
後
の
世
界
連
邦
政
府
運
動

1　
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
世
界
連
邦
政
府
運
動

『
光
の
子
と
闇
の
子
』（
一
九
四
四
年
）
五
章
に
お
け
る
世
界
共
同
体
に
対
す
る
ニ
ー
バ
ー
の
立
場
は
、
前
述
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

第
二
次
世
界
大
戦
の
終
熄
を
み
た
後
、
ア
メ
リ
カ
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
を
中
心
に
、
世
界
連
邦
政
府
運
動
が
華
々
し
く
展
開
さ
れ
て
い
っ
た

の
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
そ
の
際
の
ニ
ー
バ
ー
の
立
場
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
瞥
見
し
て
お
き
た
い
。
第
二
次
世
界
大

戦
直
後
か
ら
始
ま
っ
た
世
界
連
邦
政
府
運
動
は
、
ア
メ
リ
カ
、
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
な
ど
の
西
洋
諸
国
の
一
般
市
民
、
科
学
者
、
哲
学

者
、
社
会
科
学
者
、
政
治
家
な
ど
が
名
を
連
ね
、
A
・
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
、
B
・
ラ
ッ
セ
ル
、
M
・
パ
ー
メ
リ
ー
な
ど
が
、
主
導
的
な
役
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割
を
果
た
し
た
。

敗
戦
被
爆
国
で
あ
る
日
本
に
お
い
て
も
、
戦
後
ま
も
な
く
一
般
市
民
、
キ
リ
ス
ト
者
、
政
治
家
、
科
学
者
、
社
会
科
学
者
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ

ス
ト
――
尾
崎
行
雄
、
賀
川
豊
彦
、
稲
垣
守
克
、
湯
川
秀
樹
、
朝
永
振
一
郎
、
田
畑
茂
二
郎
、
鮎
澤
巖
男
、
笠
信
太
郎
な
ど
――
が
世
界
連

邦
政
府
運
動
に
関
心
を
寄
せ
、
大
々
的
に
開
始
さ
れ
た
。
一
九
四
六
年
一
〇
月
に
は
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
に
結
集
し
た
世
界
各
国
代
表
者
が
、

「
世
界
連
邦
政
府
設
立
の
た
め
の
世
界
運
動
」（W

orld M
ovem

ent for W
orld Federal G

overnm
ent

﹇W
M

W
FG

﹈）
を
結
成
し
、
本
部

を
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
に
置
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
米
ソ
冷
戦
の
深
ま
り
お
よ
び
国
際
連
合
の
制
度
化
の
進
捗
と
と
も
に
、
世
界
連
邦
政
府
運
動

の
モ
メ
ン
タ
ム
は
、
一
九
六
〇
年
頃
か
ら
次
第
に
失
わ
れ
て
い
き
、
一
九
八
〇
年
代
に
は
ほ
ぼ
終
熄
に
む
か
っ
て
い
っ
た
）
45
（

。

2　
エ
メ
リ
ー
・
リ
ー
ヴ
ス
、
ジ
ョ
ン
・
デ
ュ
ー
イ
、
谷
川
徹
三

ニ
ー
バ
ー
は
、
一
九
四
五
年
一
一
月
に
結
成
さ
れ
た
世
界
連
邦
政
府
創
設
の
た
め
の
シ
カ
ゴ
委
員
会
に
委
員
と
し
て
参
加
し
た
。
し
か

し
、
彼
は
こ
の
委
員
会
の
委
員
を
途
中
で
辞
任
し
た
が
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
、『
ネ
ー
シ
ョ
ン
』
誌
一
九
四
六
年
三
月
一
六
日
号
に
掲

載
さ
れ
た
彼
の
論
考
「
世
界
政
府
の
神
話
」
に
詳
説
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
主
た
る
議
論
は
、
す
で
に
『
光
の
子
と
闇
の
子
』
五
章
で
提
示
さ

れ
た
論
点
と
同
じ
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
世
界
共
同
体
の
確
固
た
る
基
盤
が
で
き
て
い
な
い
状
況
で
世
界
政
府
を
作
る
の
は
無
理
で
、
む
し

ろ
堅
固
な
世
界
共
同
体
を
土
台
に
し
て
世
界
政
府
を
作
る
の
が
順
当
で
あ
る
と
い
う
議
論
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
ニ
ー
バ
ー
は
、
共
同
体
的
基

礎
を
も
た
な
い
世
界
に
世
界
政
府
を
作
り
出
す
と
す
れ
ば
、
絶
大
な
強
制
力
を
行
使
す
る
以
外
に
術
は
な
く
、
秩
序
形
成
の
た
め
に
正
義
を

犠
牲
に
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
と
指
摘
し
た
。
ま
た
彼
は
、
世
界
連
邦
政
府
運
動
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
世
界
主
義
を
標
榜
す
る
強
力
な
諸

国
の
覇
権
主
義
の
道
具
に
転
化
し
て
し
ま
う
危
険
を
は
ら
む
と
も
述
べ
た
。
こ
れ
ら
も
、『
光
の
子
と
闇
の
子
』
五
章
に
お
い
て
す
で
に
指

摘
さ
れ
た
論
点
で
あ
っ
た
。

ky5221ニー�ー共同体論d.indd   101 12.8.17   5:06:25 PM



102

前
述
の
論
考
「
世
界
政
府
の
神
話
」
で
ニ
ー
バ
ー
は
さ
ら
に
、
エ
メ
リ
ー
・
リ
ー
ヴ
ス
著
『
平
和
の
解
剖
』（E

m
ery R

eves, T
he 

A
natom

y of Peace, 1945

）
を
も
批
判
し
て
い
る
。
リ
ー
ヴ
ス
の
こ
の
著
作
は
、
当
時
、
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
し
て
世
界
各
国
で
広
く
読
ま

れ
、
世
界
連
邦
政
府
運
動
に
貴
重
な
平
和
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
与
え
た
著
作
と
し
て
、
当
時
、
高
く
評
価
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
第
三
次
世

界
大
戦
を
何
と
か
し
て
防
止
し
よ
う
と
す
る
理
想
主
義
的
色
彩
を
強
く
帯
び
た
著
作
で
あ
っ
た
。
同
書
の
主
要
な
論
点
は
次
の
通
り
で
あ
っ

た
。① 

次
の
世
界
戦
争
へ
の
危
険
を
宿
し
て
い
る
最
大
の
要
因
は
、
排
他
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
る
国
民
国
家
で
あ
り
、

と
く
に
戦
争
遂
行
権
を
も
保
持
す
る
そ
の
主
権
行
使
で
あ
る
。

② 

こ
の
排
他
的
な
国
家
主
権
が
認
め
ら
れ
て
い
る
限
り
に
お
い
て
、
国
際
主
義
も
国
際
法
も
ま
っ
た
く
不
十
分
で
、
結
局
、
全
体
主
義

に
転
化
し
て
し
ま
う
恒
常
的
危
険
を
有
す
る
。

③ 

そ
れ
ゆ
え
に
国
民
国
家
の
主
権
権
力
を
抑
制
し
、
諸
国
家
を
統
合
し
て
よ
り
高
次
の
法
体
系
の
下
に
民
主
的
に
統
治
す
る
制
度
を
構

築
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
時
に
世
界
平
和
が
現
実
の
も
の
と
な
る
。

④ 

こ
う
し
た
諸
国
家
の
上
位
に
組
織
化
さ
れ
た
権
威
と
権
力
を
保
持
す
る
機
関
が
「
世
界
政
府
」（w

orld governm
ent

）
で
あ
り
、

「
世
界
政
府
」
樹
立
の
目
的
は
、
民
主
的
な
平
和
の
法
秩
序
の
実
現
に
こ
そ
あ
る
。

⑤ 

「
世
界
政
府
」
は
、
平
等
に
民
主
的
に
選
出
さ
れ
統
御
さ
れ
た
超
国
家
的
組
織
機
関
（
立
法
権
・
執
行
権
・
司
法
権
）
で
あ
る
。

基
本
的
に
主
権
国
家
シ
ス
テ
ム
を
基
軸
と
し
た
国
際
政
治
を
構
想
し
て
い
た
ニ
ー
バ
ー
に
と
っ
て
、
リ
ー
ヴ
ス
の
提
言
は
余
り
に
も
理
想
主

義
的
に
響
き
、
受
容
す
る
に
は
ハ
ー
ド
ル
が
高
か
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
ニ
ー
バ
ー
が
、
こ
の
論
文
で
批
判
し
た
も
う
一
人
の
哲
学

者
は
、
ジ
ョ
ン
・
デ
ュ
ー
イ
で
あ
っ
た
。
デ
ュ
ー
イ
は
、
当
時
、
同
じ
『
ネ
ー
シ
ョ
ン
』
誌
に
「
世
界
社
会
に
お
け
る
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
」
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（“M
em

bership in W
orld Society ”

）
と
い
う
論
文
を
掲
載
し
た
が
、
こ
の
論
文
の
抄
訳
が
「
世
界
政
府
論
」（
鶴
見
和
子
訳
）
と
い
う
題

名
で
『
思
想
の
科
学
』
第
二
号
（
一
九
四
六
年
八
月
）
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
理
性
の
要
請
よ
り
も
利
害
の
保
持
す
る
影
響
力
の
方
が
格
段

に
大
き
い
と
す
る
ニ
ー
バ
ー
の
デ
ュ
ー
イ
批
判
に
も
一
理
あ
る
だ
ろ
う
が
、
第
二
次
世
界
大
戦
直
後
と
い
う
時
期
に
デ
ュ
ー
イ
が
上
述
の
論

文
で
示
し
た
以
下
の
論
点
の
数
々
は
、
今
な
お
現
実
性
と
有
意
性
を
失
っ
て
い
な
い
。

① 

現
代
の
戦
争
は
格
段
に
大
規
模
化
し
、
進
化
し
て
き
て
お
り
、
個
々
の
戦
争
か
ら
戦
争
シ
ス
テ
ム
（a system

 of w
ar

）
へ
と
、
地

方
的
紛
争
か
ら
地
球
規
模
の
戦
争
へ
と
変
質
し
て
き
た
。

② 

原
子
爆
弾
が
出
現
し
、
戦
争
に
よ
る
破
壊
は
、
地
球
全
体
を
滅
ぼ
す
だ
け
の
力
を
保
持
す
る
に
至
っ
た
。

③ 

原
子
爆
弾
の
製
作
の
た
め
に
、
軍
学
政
官
財
の
権
力
の
大
動
員
が
な
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
大
問
題
で
あ
る
。
知
識
の
利
用
価
値
の
転

倒
は
、
学
問
研
究
に
大
き
な
疑
問
符
を
付
す
こ
と
と
な
っ
た
。

④ 

実
際
に
運
用
可
能
な
世
界
政
府
の
樹
立
を
否
定
す
る
者
は
、
単
な
る
シ
ニ
シ
ズ
ム
と
敗
北
主
義
で
あ
る
。

⑤ 

究
極
の
課
題
は
、
各
国
の
政
府
指
導
者
と
人
民
大
衆
が
、
世
界
社
会
機
構
の
一
員
と
し
て
、
各
国
民
が
協
力
で
き
る
よ
う
に
、
各
国

の
政
治
制
度
を
変
革
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
た
め
の
勇
気
と
意
志
と
を
強
く
保
持
す
る
こ
と
で
あ
る
。

谷
川
徹
三
は
、
戦
後
書
き
留
め
て
き
た
諸
種
の
論
考
を
編
纂
し
た
『
世
界
連
邦
の
構
造
』（
一
九
七
七
年
）
に
お
い
て
、
ニ
ー
バ
ー
に
よ

る
世
界
連
邦
政
府
運
動
へ
の
批
判
を
真
正
面
か
ら
取
り
上
げ
て
い
る
。
こ
れ
ら
一
連
の
諸
論
考
を
通
じ
て
谷
川
は
、
ニ
ー
バ
ー
の
鋭
利
な
批

判
に
傾
聴
し
、
そ
れ
を
評
価
し
、
理
解
し
よ
う
と
極
力
努
め
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
し
か
し
、
谷
川
は
熟
考
に
熟
考
を
重
ね
た
上
で
最
終

的
に
は
ニ
ー
バ
ー
と
は
袂
を
分
か
ち
、
彼
自
身
の
立
場
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
以
下
の
谷
川
の
発
言
は
、
彼
自
身
の
ニ
ー
バ
ー
へ
の
反
論

と
彼
自
身
の
立
場
の
闡
明
と
し
て
読
む
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
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私
は
ニ
ー
バ
ー
の
中
に
深
い
知
恵
を
見
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
ニ
ー
バ
ー
の
言
葉
に
従
う
こ
と
は
、
結
局
わ
れ
わ
れ
を

現
実
政
治
の
泥
沼
の
中
で
あ
が
か
せ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
政
治
家
は
そ
れ
で
よ
ろ
し
い
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
は

政
治
家
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
政
治
家
と
は
異
な
っ
た
次
元
に
立
っ
て
発
言
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
ま
す
）
46
（

。

こ
う
し
て
谷
川
は
、
最
終
的
に
は
ク
ウ
ェ
ー
カ
ー
の
立
場
を
擁
護
し
、
非
戦
主
義
、
非
暴
力
主
義
、
良
心
的
戦
争
拒
否
の
立
場
に
立
ち
尽
く

そ
う
と
し
た
）
47
（

。お
わ
り
に

最
後
に
本
日
の
研
究
報
告
を
簡
単
に
要
約
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。
ニ
ー
バ
ー
の
今
日
的
意
義
は
い
く
つ
か
の
領
域
や
テ
ー
マ
に
確
認
す

る
こ
と
が
で
き
よ
う
が
、
そ
の
一
つ
は
神
学
的
思
考
と
公
共
的
理
性
と
の
興
味
深
い
対
話
の
一
つ
の
型
を
彼
の
キ
リ
ス
ト
教
政
治
思
想
に
見

る
試
み
で
あ
る
と
思
う
。
本
報
告
で
は
こ
の
テ
ー
マ
を
内
在
的
に
考
察
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
た
だ
指
摘
す
る
だ
け
に
と
ど
め
た
。

第
二
点
と
し
て
、
ニ
ー
バ
ー
が
彼
の
諸
著
作
で
繰
り
返
し
論
じ
た
テ
ー
マ
、
す
な
わ
ち
、
愛
と
正
義
の
弁
証
法
的
関
係
づ
け
の
主
題
こ

そ
、
彼
自
身
の
キ
リ
ス
ト
教
政
治
思
想
の
要
諦
を
示
す
も
の
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
政
治
思
想
一
般
な
ら
び
に
キ
リ
ス
ト
教
社
会
倫
理
学
へ

の
永
続
的
貢
献
で
あ
る
と
論
じ
た
。

以
下
は
、
ニ
ー
バ
ー
へ
の
あ
る
い
は
ニ
ー
バ
ー
に
関
す
る
問
い
で
あ
る
。
ニ
ー
バ
ー
が
世
界
共
同
体
論
の
理
想
主
義
的
展
開
と
理
解
し
た

G
・
ニ
ー
マ
イ
ヤ
ー
、
エ
メ
リ
ー
・
リ
ー
ヴ
ス
、
ジ
ョ
ン
・
デ
ュ
ー
イ
な
ど
へ
の
彼
の
批
判
は
、
一
面
、
当
時
と
し
て
は
説
得
力
を
有
し
て
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い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
現
代
の
国
際
政
治
は
、
米
ソ
冷
戦
の
終
熄
を
経
験
し
、
一
九
九
〇
年
代
以
降
は
ポ
ス
ト
冷
戦
期
に
入
り
、
主
権
的
国

民
国
家
の
枠
組
み
が
揺
ら
ぎ
始
め
た
。
こ
う
し
た
ポ
ス
ト
冷
戦
期
の
国
際
政
治
の
現
実
の
た
だ
な
か
で
、
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
の
議
論
が

に
わ
か
に
活
況
を
呈
し
て
き
た
。
現
今
の
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
の
議
論
は
道
徳
的
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
の
そ
れ
で
あ
る
が
、
そ
の
制

度
的
表
現
と
し
て
の
世
界
政
府
論
や
世
界
連
邦
論
を
主
張
し
な
い
。
そ
の
強
力
な
主
唱
者
で
あ
る
ピ
ー
タ
ー
・
シ
ン
ガ
ー
に
し
て
も
、
ト
マ

ス
・
ポ
ッ
ゲ
に
し
て
も
、
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
の
世
界
規
模
の
制
度
論
に
は
尻
込
み
し
て
い
る
の
が
現
実
で
あ
る
。
こ
う
し
た
現
状
に
お

い
て
、
再
び
ニ
ー
バ
ー
と
リ
ー
ヴ
ス
な
い
し
デ
ュ
ー
イ
の
理
論
上
の
対
立
を
今
日
的
文
脈
で
再
検
討
す
る
と
し
た
な
ら
ば
、
私
た
ち
は
ど
の

よ
う
な
評
価
と
結
論
と
を
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
今
後
の
研
究
課
題
と
し
た
い
と
思
う
。

最
後
の
問
い
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
（
E
U
）
の
試
み
を
、
ニ
ー
バ
ー
が
生
き
て
い
た
と
し
た
な
ら
ば
、
ど
の
よ
う
に
評
価
す
る
だ
ろ
う

か
。
お
そ
ら
く
彼
は
、
か
な
り
肯
定
的
に
言
及
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ニ
ー
バ
ー
は
「
世
界
共
同
体
」（w

orld com
m

unity

）
と
い

う
こ
と
で
、
世
界
連
邦
共
和
国
な
い
し
世
界
連
邦
政
府
を
考
え
て
い
る
よ
う
だ
が
、
や
は
り
こ
こ
は
カ
ン
ト
に
戻
っ
て
、
世
界
規
模
の
「
国

家
連
合
」（confederation

）
モ
デ
ル
――
つ
ま
り
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
型
で
は
な
く
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
型
――
を
考
え
る
べ
き
で
あ
る
と

い
う
見
解
も
あ
る
。
ニ
ー
バ
ー
は
こ
う
し
た
見
解
を
ど
の
よ
う
に
評
価
す
る
だ
ろ
う
か
。

＊ 

本
稿
は
研
究
論
文
と
い
う
よ
り
も
研
究
報
告
の
域
を
出
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
初
め
に
申
し
上
げ
る
こ
と
を
お
許
し
い
た
だ
き
た
い
。
本
研

究
報
告
は
、
二
〇
一
一
年
六
月
六
日
（
月
）
に
聖
学
院
大
学
総
合
研
究
所
主
催
で
行
わ
れ
た
「
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
・
ニ
ー
バ
ー
研
究
会
」
に
お

い
て
、
筆
者
が
報
告
し
た
レ
ジ
ュ
メ
に
基
づ
い
て
い
る
。
当
日
、
研
究
会
に
て
司
会
を
し
て
く
だ
さ
っ
た
髙
橋
義
文
先
生
、
貴
重
な
コ
メ
ン
ト

を
く
だ
さ
っ
た
松
本
周
先
生
、
ま
た
参
加
く
だ
さ
っ
た
多
く
の
参
加
者
の
皆
様
に
心
よ
り
感
謝
を
申
し
上
げ
た
い
。
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﹈
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概
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葉
眞
『
現
代
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
政
治
思
想
――
R
・

ニ
ー
バ
ー
と
J
・
モ
ル
ト
マ
ン
の
比
較
研
究
』（
新
教
出
版
社
、
一
九
八
八
年
）、
二
七
―
三
一
、
六
七
―
七
六
、
八
八
―
八
九
、
一
一
一
―

一
三
〇
、
一
四
三
―
一
五
二
頁
。

（
11
） R

einhold N
iebuhr, “M

arx, B
arth, and Israel ’s Prophets, ” T

he C
hristian C

entury, Vol. 52. N
o. 2

（January 30, 1935

）, p. 139.

（
12
） 

ニ
ー
バ
ー
の
思
想
全
体
を
駆
動
し
て
い
る
弁
証
法
的
解
釈
学
に
つ
い
て
は
、
前
掲
の
拙
著
を
参
照
。
千
葉
眞
『
現
代
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム

の
政
治
思
想
――
R
・
ニ
ー
バ
ー
と
J
・
モ
ル
ト
マ
ン
の
比
較
研
究
』
第
一
章
、
二
七
―
一
〇
九
頁
。

さ
ら
に
ニ
ー
バ
ー
に
あ
っ
て
、
こ
う
し
た
愛
と
正
義
の
弁
証
法
は
、
い
く
つ
か
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
も
っ
て
他
の
関
係
に
お
い
て
も
表

現
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、「
犠
牲
愛
」 （sacrificial love

）
と
「
相
互
愛
」（m

utual love

）
と
の
関
係
も
弁
証
法
的
構
造
を
保
持
し
て
い
る
と

彼
は
主
張
し
て
い
る
。E

.g., ibid., p. 247.

（
13
） N

D
M

 II, pp. 245

―246.

（
14
） Ibid., p. 258.

（
15
） Ibid.

（
16
） R

einhold N
iebuhr, M

oral M
an and Im

m
oral Society

（N
ew

 York: C
harles Scribner ’s Sons, 1932

）, pp. 258

―259.

﹇
以
下
、M

M
IS 

と

略
記
﹈

（
17
） C

f., N
D

M
 II, pp. 260

―269.

（
18
） Ibid., p. 266.

（
19
） Ibid., p. 268.  

傍
点
は
筆
者
に
よ
る
。

（
20
） R
einhold N

iebuhr, T
he C

hildren of Light and the C
hildren of D

arkness

（N
ew

 York: C
harles Scribner ’s Sons, 1944

）, p. xiii.

﹇
以
下
、

C
LC

D
 

と
略
記
﹈

（
21
） 

大
木
英
夫
『
終
末
論
的
考
察
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
七
〇
年
）、
八
五
―
九
〇
頁
。
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（
22
） N

D
M

 II, pp. 274

―282.
（
23
） Ibid., pp. 268

―270.

（
24
） Ibid., p. 270.

（
25
） Ibid., pp. 285

―286.

（
26
） Ibid., p. 287.  

以
下
の
拙
著
論
考
を
も
参
照
。
千
葉
眞
「
終
末
論
」（
古
賀
敬
太
編
『
政
治
概
念
の
歴
史
的
展
開
』
第
四
巻
、
晃
洋
書
房
、
二
〇 

一
一
年
）、
二
一
二
―
二
一
四
頁
。

（
27
） N

D
M

 II, p 290.

（
28
） E

.g., M
M

IS, p. 221.

（
29
） C

f., C
olm

 M
cK

eogh, T
he Political R

ealism
 of R

einhold N
iebuhr

（N
ew

 York: St. M
artin ’s Press, 1997

）, p. 143.

（
30
） Ibid., pp. 143

―144.

（
31
） C

LC
D

, pp. 153, 158

―159.

（
32
） Ibid., pp. 155

―159.

（
33
） Ibid., p. 159.

（
34
） Ibid., p. 160.

（
35
） Ibid. 

（
36
） Ibid., pp. 160

―161.

（
37
） Ibid., p. 161.  

今
日
の
ア
メ
リ
カ
の
唯
一
の
ス
ー
パ
ー
パ
ワ
ー
と
し
て
の
世
界
覇
権
主
義
、
グ
ロ
ー
バ
ル
に
展
開
す
る
金
融
資
本
主
義
（
ネ
オ
・

リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
）
の
世
界
支
配
は
、
現
代
の 「
普
遍
主
義
の
堕
落
形
態
」
と
捉
え
る
べ
き
か
、
あ
る
い
は
「
勝
利
し
た
諸
大
国
の
傲
慢
」
と
理
解

す
べ
き
か
、
あ
る
い
は
そ
の
両
方
な
の
か
。
ニ
ー
バ
ー
だ
っ
た
ら
ど
の
よ
う
に
答
え
る
の
か
、
興
味
の
尽
き
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

（
38
） Ibid., pp. 162

―163.

（
39
） Ibid., pp. 164, 169

―170.

（
40
） Ibid., p. 166.

（
41
） Ibid., p. 168.
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（
42
） Ibid., p. 176.

（
43
） Ibid., p. 187.

（
44
） Ibid., pp. 187

―189.  

さ
ら
に
以
下
を
も
参
照
。
武
田
清
子
「『
光
の
子
と
闇
の
子
』
に
つ
い
て
」（『
聖
学
院
大
学
総
合
研
究
所
紀
要
』
第
四
八

号
、
二
〇
一
〇
年
九
月
）、
一
一
三
―
一
一
四
頁
。

（
45
） 

加
藤
俊
作
「
運
動
と
し
て
の
世
界
連
邦
論
」（
平
和
学
会
編
『
世
界
政
府
の
展
望
』
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
二
〇
〇
三
年
）、
三
―
一
九
頁
。

（
46
） 

谷
川
徹
三
『
世
界
連
邦
の
構
想
』（
講
談
社
学
術
文
庫
、
一
九
七
七
年
）、
一
七
一
頁
。

（
47
） 

同
右
書
、
一
七
二
―
一
七
四
頁
。
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