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301 ラインホールド・ニーバーの神話・象徴論

ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
・
ニ
ー
バ
ー
の
神
話
・
象
徴
論

――
歴
史
と
超
歴
史
の
弁
証
法
的
次
元
の
表
現
――

五
十
嵐　

成
見

1
．
は
じ
め
に

ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
・
ニ
ー
バ
ー
（R
einhold N

iebuhr, 1892

―1971,  

以
下
ニ
ー
バ
ー
）
は
、
自
伝
的
文
章
で
あ
る “Intellectual 

B
iography ” 

の
冒
頭
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

神
学
を
第
一
の
関
心
事
と
す
る
よ
う
な
研
究
の
対
象
と
し
て
﹇
私
が
﹈
選
ば
れ
る
こ
と
は
、
あ
る
困
惑
を
伴
っ
て
い
る
。
私
は

神
学
者
で
あ
る
と
名
乗
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
ま
た
名
乗
る
こ
と
も
な
い
。
私
は
四
半
世
紀
に
わ
た
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
社
会

倫
理
を
教
え
て
き
た
し
、
ま
た
「
弁
証
学
」
と
い
う
付
随
的
領
域
に
従
事
し
て
き
た
。
い
ろ
い
ろ
な
大
学
で
の
一
種
の
巡
回
牧

師
と
し
て
の
わ
た
し
の
二
次
的
関
心
は
、
反
宗
教
的
な
時
代
に
お
い
て
、
こ
と
に
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
が
キ
リ
ス
ト
教

の
「
知
的
軽
蔑
者
」
と
呼
ん
だ
者
た
ち
の
中
に
あ
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
を
擁
護
し
、
正
当
づ
け
る
と
い
う
関
心
を
促
す
こ
と
で

あ
っ
た
）
1
（

。
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ニ
ー
バ
ー
が
、
こ
こ
で
「
神
学
者
で
あ
る
と
名
乗
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
自
ら
の
立
場
を
述
べ
て
い
る
が
、
し
か
し
そ
の
思
索
と
言
論
に

お
い
て
神
学
的
思
考
が
皆
無
で
あ
る
わ
け
で
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
そ
う
で
は
な
く
、
ニ
ー
バ
ー
に
と
っ
て
「
神
学
的
関
心
事
」
は
、

第
一
義
的
に
、
教
義
学
的
領
域
で
は
な
く
、「
弁
証
学
」
的
領
域
に
こ
そ
、
自
ら
の
神
学
的
立
ち
位
置
を
見
出
し
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
で

あ
る
）
2
（

。
ニ
ー
バ
ー
の
こ
の
自
伝
的
文
章
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
ニ
ー
バ
ー
献
呈
論
文
集
で
、
A
・
リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
ン
が
、“N

iebuhr as A
pologist ” 

と
い
う
論
文
を
寄
稿
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
ニ
ー
バ
ー
は
他
の
弁
証
家
と
は
違
い
、
時
代
的
精
神
や
思
想
を
悉
く
批
判
し
て
い
る
ゆ

え
に
、
い
わ
ゆ
る
一
般
的
な
意
味
合
い
で
の
「
弁
証
家
」
よ
り
も
、「
預
言
者
」
と
い
う
言
い
方
の
ほ
う
が
適
切
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
）
3
（

。
こ

れ
は
正
鵠
を
得
た
指
摘
で
あ
る
。
ニ
ー
バ
ー
は
、
同
時
代
の
思
想
や
哲
学
な
ど
に
対
し
て
鋭
い
批
判
を
向
け
た
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
矛
先

を
、
何
よ
り
も
同
時
代
の
キ
リ
ス
ト
教
思
想
・
立
場
に
対
し
て
こ
そ
先
鋭
的
に
向
け
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
ニ
ー

バ
ー
の
目
指
す
弁
証
学
が
、
単
な
る
、
キ
リ
ス
ト
教
の
擁
護
と
正
当
づ
け
、
な
の
で
は
な
く
、
聖
書
的
な
真
理
に
基
づ
く
真
正
の
キ
リ
ス
ト

教
的
真
理
を
追
求
す
る
こ
と
を
こ
そ
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
と
し
た
、
と
判
断
す
る
こ
と
は
自
然
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
預
言
者
的
視
点
を
保
持
し
な

が
ら
他
の
学
問
・
分
野
と
の
対
論
を
挑
む
弁
証
学
は
、
深
い
根
の
あ
る
思
想
な
し
に
は
構
築
不
可
能
で
あ
る
。
ス
タ
テ
ィ
ッ
ク
な
教
義
に
固

執
し
て
他
の
思
想
と
の
対
論
を
峻
拒
し
た
り
、
あ
る
い
は
逆
に
他
の
諸
分
野
と
の
過
度
の
接
近
に
よ
っ
て
神
学
的
本
質
を
希
釈
し
て
し
ま
う

こ
と
の
な
い
弁
証
学
を
志
す
こ
と
は
、
深
い
神
学
的
思
考
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。
こ
の
非
常
に
困
難
な
弁
証
学
的
作
業
を
こ
そ
、
ニ
ー

バ
ー
は
最
も
枢
要
な
「
神
学
的
な
関
心
事
」
と
し
た
と
い
う
こ
と
が
、
先
の
文
章
の
本
質
的
意
図
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
ン

の
指
摘
を
よ
り
端
的
な
言
い
方
で
表
現
す
れ
ば
、
ニ
ー
バ
ー
の
神
学
的
立
場
を
「
預
言
者
的
弁
証
学
者
」
あ
る
い
は
「
弁
証
学
的
預
言
者
」

と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
ニ
ー
バ
ー
が
言
及
し
て
い
る
「
弁
証
学
」
と
は
、
徹
底
し
て
聖
書
的
真
理
の
上
に
立
ち
、
そ
の
土
台
を
揺
る
が
せ

る
こ
と
な
く
、
し
か
も
他
の
学
問
に
対
し
て
開
か
れ
た
精
神
的
態
度
を
持
ち
な
が
ら
、
こ
の
両
者

0

0

が
と
も
に
神
の
審
き
の
光
の
下
に
服
す
べ
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き
こ
と
を
受
容
す
る
学
問
を
指
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
）
4
（

。
そ
し
て
、
こ
の
神
学
的
思
考
を
、
預
言
者
的
弁
証
学
的
に
集
中
さ
せ
紡
ぎ
出
し
て

き
た
の
が
、
一
連
の
ニ
ー
バ
ー
の
著
作
で
あ
る
と
い
っ
て
間
違
い
な
い
。

こ
の
弁
証
学
的
関
心
に
お
け
る
神
学
的
解
釈
の
基
礎
と
な
る
の
が
、
ニ
ー
バ
ー
の
神
話
・
象
徴
論
で
あ
る
。
一
般
的
な
ニ
ー
バ
ー
研
究
に

よ
れ
ば
、
神
話
・
象
徴
論
は
神
学
的
認
識
論
の
範
疇
に
属
す
る
特
質
で
あ
る
。
特
に
、
ニ
ー
バ
ー
の
認
識
論
の
特
色
と
し
て
い
わ
れ
る
「
信

仰
と
経
験
の
間
の
円
環
関
係
）
5
（

」
は
、
ニ
ー
バ
ー
が
と
ら
え
る
神
話
・
象
徴
の
概
念
に
よ
っ
て
、
よ
り
よ
く
説
明
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
れ

を
ニ
ー
バ
ー
自
身
の
言
葉
で
い
え
ば
、
神
話
・
象
徴
が
指
し
示
す
「
歴
史
と
超
歴
史
の
弁
証
法
的
）
6
（

」
次
元
を
認
識
す
る
、
と
い
う
こ
と
と
も

つ
な
が
っ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
認
識
が
、
ニ
ー
バ
ー
に
と
っ
て
聖
書
を
解
釈
す
る
た
め
の
あ
ら
ゆ
る
鍵
と
な
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
福
音

が
示
し
て
い
る
啓
示
と
経
験
、
歴
史
と
超
歴
史
の
複
雑
な
関
係
を
深
く
見
て
と
っ
て
い
る
こ
と
に
、
ニ
ー
バ
ー
の
神
学
的
独
自
性
が
あ
る
と

い
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
神
話
論
的
視
座
が
、
ニ
ー
バ
ー
の
預
言
者
的
弁
証
学
を
基
礎
づ
け
る
こ
と
と
も
な
っ
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な

い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
わ
れ
わ
れ
は
ニ
ー
バ
ー
の
神
学
的
視
座
を
支
え
る
神
話
・
象
徴
論
の
背
景
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
特
徴
を
検
討

し
、
そ
の
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
こ
れ
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。

2
．
ニ
ー
バ
ー
の
「
神
話
・
象
徴
」
思
想
の
形
成

初
め
に
、
ニ
ー
バ
ー
の
神
話
・
象
徴
の
思
想
形
成
と
そ
の
背
景
を
概
観
す
る
。
ニ
ー
バ
ー
が
「
神
話
・
象
徴
」
の
概
念
を
自
ら
の
神
学
思

想
に
見
出
し
た
萌
芽
は
、
デ
ト
ロ
イ
ト
で
の
牧
師
時
代
か
ら
既
に
見
ら
れ
る
）
7
（

。
そ
の
後
、D

oes C
ivilization N

eed R
eligion?

（1927

）
の

中
で
も
用
い
ら
れ
た
り
、R

eflection on the E
nd of an E

ra

（1934

）
の
著
作
の
中
で
、“M

ythology and H
istory ” 

と
い
う
論
文
を
著

し
た
り
、
と
り
わ
け
、
同
論
文
集
の
中
の“T

he A
ssuerance of G

race ” 

は
、
こ
の
神
話
の
概
念
を
恩
寵
理
解
に
結
び
つ
け
て
論
じ
た
り
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し
て
い
る
。
ま
た
弁
証
学
的
な
意
図
を
持
っ
て
「
神
話
」
と
い
う
言
葉
を
使
用
し
て
い
る
こ
と
も
窺
え
る
。
続
く
一
九
三
五
年
に
発
刊
さ
れ

た
、
ニ
ー
バ
ー
の
倫
理
学
的
考
察
の
端
緒
と
い
え
る A

n Interpretation of C
hristian E

thics 

は
、R

eflection on the E
nd of an E

ra 

に

よ
っ
て
明
確
に
さ
れ
た
神
話
理
解
を
体
系
化
し
た
著
作
で
あ
る
と
い
え
よ
う
）
8
（

。
こ
れ
ら
の
初
期
の
著
作
で
「
神
話
」
論
が
展
開
さ
れ
た
後

も
、
大
枠
の
内
容
は
類
似
し
て
い
る
が
、
表
現
を
変
え
な
が
ら
、
ニ
ー
バ
ー
は
晩
年
に
至
る
ま
で
、
幾
度
と
な
く
こ
の
テ
ー
マ
を
論
じ
続
け

て
い
る
）
9
（

。
同
一
の
テ
ー
マ
を
ニ
ー
バ
ー
が
再
三
論
述
す
る
こ
と
は
決
し
て
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
し
か
し
、
事
あ
る
ご
と
に
自
ら
神
話
の

概
念
に
言
及
し
続
け
た
の
は
、
そ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
持
つ
特
質
が
、
ニ
ー
バ
ー
自
身
に
と
っ
て
も
、
自
ら
の
神
学
思
想
に
関
わ
る
重
要
な
方

法
で
あ
り
続
け
た
か
ら
で
あ
る
）
10
（

。
ニ
ー
バ
ー
は
、
生
涯
に
わ
た
っ
て
、
神
話
・
象
徴
論
に
対
す
る
関
心
を
持
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
、
弁
証

学
的
関
心
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
た
。
ニ
ー
バ
ー
に
と
っ
て
神
話
・
象
徴
論
は
、
本
格
的
な
神
学
的
端
緒
の
契
機
と
な
っ
た
と
と
も
に
、

終
生
ま
で
の
神
学
的
生
の
営
み
の
原
理
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

ニ
ー
バ
ー
が
「
神
話
」
を
自
ら
の
解
釈
原
理
と
し
て
見
出
し
た
こ
と
は
、
神
学
史
的
独
自
性
が
あ
る
。
R
・
ブ
ル
ト
マ
ン
が
自
ら
の
非
神

話
化
を
提
唱
し
、
そ
れ
が
一
般
的
に
認
知
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
が
一
九
四
一
年
で
あ
る
）
11
（

。
し
た
が
っ
て
、
ニ
ー
バ
ー
が
、
ブ
ル
ト
マ
ン

の
観
点
か
ら
の
反
駁
と
し
て
、
こ
の
神
話
の
概
念
を
積
極
的
に
採
用
し
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
P
・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
も
、
神
話
の

概
念
を
採
用
し
て
い
る
が
、
ニ
ー
バ
ー
の
提
唱
の
ほ
う
が
早
い
）
12
（

。
ニ
ー
バ
ー
は
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
神
話
概
念
を
高
く
評
価
し
、
自
ら
の
神
話

的
解
釈
と
重
ね
合
わ
せ
て
い
る
が
、
し
か
し
そ
れ
を
も
っ
て
ニ
ー
バ
ー
が
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
解
釈
か
ら
神
話
論
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
は
決

し
て
い
え
な
い
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
ニ
ー
バ
ー
と
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
神
話
論
は
、
皮
相
的
に
は
共
通
す
る
点
が
見
受
け
ら
れ
る
も
の
の
、
そ

の
本
質
に
お
い
て
異
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
特
に
ニ
ー
バ
ー
の
場
合
、
神
話
論
に
よ
っ
て
、
聖
書
的
真
実
を
弁
証
学
的
に
論
証
さ
せ
る

意
図
を
持
っ
て
い
る
が
、
そ
の
際
に
、
聖
書
的
真
実
を
抽
象
的
・
哲
学
的
表
現
に
還
元
さ
せ
な
い
ア
プ
ロ
ー
チ
を
注
意
深
く
と
ら
え
よ
う
と

し
て
い
る
。
そ
れ
は
端
的
に
い
え
ば
、
ニ
ー
バ
ー
が
聖
書
的
神
話
論
を
、
ヘ
ブ
ラ
イ
的
歴
史
観
に
立
脚
し
た
も
の
と
し
て
と
ら
え
よ
う
と
し

た
こ
と
に
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ニ
ー
バ
ー
に
と
っ
て
み
れ
ば
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
神
話
的
解
釈
は
、
こ
の
ヘ
ブ
ラ
イ
的
感
覚
の
欠
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如
と
し
て
と
ら
え
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
も
っ
と
も
こ
の
こ
と
は
、
ニ
ー
バ
ー
と
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
お
け
る
、
神
話
論
の
み
な
ら
ず
神
学
思
想

全
体
を
隔
て
る
決
定
的
な
相
違
だ
と
い
え
よ
う
。

付
言
す
る
と
、
ニ
ー
バ
ー
に
は
「
神
話
」（m

yth

）
と
「
象
徴
」（sym

bol

）
の
言
葉
の
区
別
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
厳
格
な
定
義
は
な
い
。

ニ
ー
バ
ー
自
身
は
こ
の
間
に
あ
る
区
別
を
持
っ
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。「
永
遠
の
神
話
」
を
「
神
話
」（m

yth

）
と
い
う
よ
り
も

「
象
徴
」（sym

bol
）
と
表
現
し
た
ほ
う
が
、「
神
話
」
の
言
葉
に
想
定
さ
れ
る
よ
う
な
前
科
学
的
な
誤
解
を
避
け
る
上
で
良
い
で
あ
ろ
う
と

も
述
べ
て
い
る
）
13
（

。
し
か
し
な
が
ら
、
全
体
的
に
内
容
を
概
観
し
て
み
る
限
り
、「
神
話
」
と
「
象
徴
」
は
、
同
じ
内
容
を
指
し
示
し
て
い
る

表
現
で
あ
る
と
結
論
づ
け
ら
れ
る
）
14
（

。
よ
っ
て
本
稿
も
、「
神
話
」
と
「
象
徴
」
は
、
同
義
の
内
容
の
こ
と
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
す
る
。
つ

い
で
に
言
え
ば
、
こ
の
「
神
話
」
と
「
象
徴
」
は
、
ニ
ー
バ
ー
が
「
秘
義
」（m

ystery

）
と
い
う
用
語
を
も
っ
て
表
現
す
る
内
容
と
も
同

じ
で
あ
る
。

3
．
ヘ
ブ
ラ
イ
的
歴
史
観
に
根
付
く
「
永
遠
の
神
話
」

ニ
ー
バ
ー
が
神
話
・
象
徴
論
を
採
用
し
た
の
は
、
認
識
論
的
意
図
と
と
も
に
、
社
会
学
的
な
領
域
を
含
め
た
学
問
分
野
に
対
す
る
弁
証

学
的
意
図
が
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
そ
れ
は
例
え
ば
、M

oral M
an and Im

m
oral Society

（1932

）
に
お
い
て
、
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
を
「
神

話
」
と
呼
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
意
図
が
感
じ
ら
れ
る
証
左
と
見
て
と
っ
て
い
い
）
15
（

。
こ
の
著
作
に
お
い
て
ニ
ー
バ
ー
は
、
マ
ル
キ

シ
ズ
ム
が
、「
平
等
な
正
義
」
と
い
う
観
点
か
ら
、
理
想
的
社
会
を
建
設
す
る
と
い
う
熱
狂
的
な
理
想
な
い
し
目
標
を
置
い
て
い
る
こ
と
を

評
価
し
て
い
る
。
R
・
フ
ォ
ッ
ク
ス
が
、
ニ
ー
バ
ー
が
こ
の
著
作
で
「
神
話
」
と
い
う
用
語
を
使
用
し
た
の
は
、
ニ
ー
バ
ー
に
と
っ
て
、
プ

ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
が
劇
的
な
行
動
を
起
こ
す
こ
と
が
で
き
た
要
因
が
、
理
性
に
よ
る
判
断
で
は
な
く
、
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
的
理
想
を
鼓
舞
さ
せ
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る
「
神
話
」
に
あ
っ
た
と
見
て
い
た
か
ら
だ
ろ
う
、
と
述
べ
て
い
る
こ
と
は
、
あ
る
妥
当
性
を
持
っ
て
い
る
、
と
い
え
る
）
16
（

。
ま
た
そ
れ
と
同

時
に
、
ニ
ー
バ
ー
は
既
に
こ
の
時
点
で
、
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
的
神
話
の
脆
弱
性
を
も
注
意
深
く
見
て
と
っ
て
い
る
）
17
（

。
そ
の
よ
う
に
し
て
、
ニ
ー

バ
ー
は
、
諸
学
問
に
お
け
る
解
釈
の
鍵
と
し
て
「
神
話
」
を
位
置
づ
け
、
そ
の
利
点
と
欠
点
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

ニ
ー
バ
ー
は
、
こ
の
弁
証
学
的
意
図
を
も
っ
て
神
話
の
概
念
に
、
三
つ
の
区
別
を
設
け
て
い
る
。
第
一
に
、「
原
始
的
神
話
」、
第
二
に
、

「
理
性
的
神
話
」、
そ
し
て
第
三
が
「
永
遠
の
神
話
」
で
あ
る
。
こ
の
中
で
、
後
者
を
ニ
ー
バ
ー
は
自
ら
の
神
話
的
解
釈
の
根
本
と
見
て
い

る
。第

一
は
、「
原
始
的
神
話
」（prim

itive m
yth

）
で
あ
る
。
こ
れ
を
「
前
―
科
学
的
神
話
」（pre-scientific m

yth

）
と
も
呼
ぶ
。
こ
れ
は
、

聖
書
解
釈
に
お
け
る
字
義
主
義
（literalism

）
の
立
場
で
あ
る
。
こ
の
聖
書
解
釈
は
、
根
本
主
義
（fundam

entalism

）
と
結
び
つ
い
て
い

る
。
根
本
主
義
は
自
由
主
義
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
反
動
と
し
て
、
聖
書
の
歴
史
批
評
を
認
め
ず
、
聖
書
の
言
葉
を
字
義
通
り
の
事
実

と
し
て
受
け
止
め
る
。
こ
れ
は
、
科
学
的
見
地
の
入
る
余
地
を
与
え
る
こ
と
を
認
め
な
い
か
、
あ
る
い
は
、
あ
く
ま
で
聖
書
の
全
て
の
物
語

は
、
歴
史
上
事
実
で
あ
り
、
科
学
的
見
地
を
拒
否
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
聖
書
の
言
葉
そ
の
も
の
の
権
威
を
認
め
よ
う
と
す
る
立
場
で
あ
る
。

ニ
ー
バ
ー
は
、
こ
の
立
場
を
厳
し
く
批
判
す
る
。
そ
れ
は
、
聖
書
的
権
威
を
独
断
的
に
主
張
し
、
絶
対
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
律
法
主
義
的

な
立
場
に
陥
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
ニ
ー
バ
ー
に
と
っ
て
、
こ
の
神
話
は
、
教
条
主
義
者
（dogm

atism

）
に
も
当
て

は
ま
る
。
教
条
主
義
は
、
歴
史
的
判
断
を
顧
み
る
必
要
を
見
ず
、
己
が
立
場
の
判
断
の
み
を
絶
対
化
し
、
演
繹
的
に
聖
書
の
真
理
を
正
当
化

さ
せ
よ
う
と
す
る
こ
と
で
狭
溢
化
に
陥
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
教
条
主
義
は
、
教
義
的
判
断
と
歴
史
的
判
断
と
を
相
対
化
さ
せ
ず
に
前

者
を
絶
対
化
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
結
局
は
字
義
主
義
者
ら
と
同
じ
偏
狭
的
な
立
場
に
留
ま
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

第
二
は
、「
理
性
的
神
話
」（rational m

yth

）
で
あ
る
。
こ
れ
は
哲
学
的
用
語
の
表
現
一
般
を
総
称
し
て
い
る
。
ま
た
、
哲
学
的
言
説
を

重
ん
じ
る
神
学
的
立
場
も
ま
た
含
ま
れ
る
。
自
由
主
義
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
は
、
こ
の
理
性
的
神
話
的
立
場
に
属
す
る
と
い
え
る
し
、
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ま
た
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
正
統
主
義
も
ニ
ー
バ
ー
は
こ
の
範
疇
と
見
な
し
て
い
る
）
18
（

。
ニ
ー
バ
ー
は
哲
学
的
表
現
を
重
ん
じ
て
お
り
、
こ
の
こ

と
は
ニ
ー
バ
ー
の
思
想
形
成
の
重
要
な
背
景
で
あ
る
）
19
（

。
し
か
し
こ
の
立
場
は
ニ
ー
バ
ー
に
よ
れ
ば
、
後
述
す
る
「
永
遠
の
神
話
」
が
指
し
示

す
「
真
実
に
よ
り
深
く
依
存
し
て
い
る
が
ま
た
同
時
に
危
険
性
も
伴
っ
て
い
る
）
20
（

」。「
理
性
的
神
話
」
で
あ
る
哲
学
は
、
永
遠
の
神
話
に
対
す

る
信
頼
と
危
険
性
の
両
方
を
持
っ
て
い
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
立
場
に
対
し
、
例
え
ば
ニ
ー
バ
ー
は
、
哲
学
で
い
え
ば
、
G
・
ヘ
ー

ゲ
ル
を
評
価
し
、
神
学
的
立
場
で
い
え
ば
、
P
・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
を
高
く
評
価
し
て
い
る
）
21
（

。

し
か
し
、
こ
の
理
性
的
神
話
と
し
て
の
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
神
学
に
は
、
ニ
ー
バ
ー
に
と
っ
て
重
要
な
欠
点
が
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
、
存
在
論

を
克
服
で
き
な
い
こ
と
で
あ
る
。
存
在
論
は
、
有
限
・
無
限
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
的
確
に
語
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
存
在
論
は
、
人

間
と
被
造
物
と
を
隔
て
る
決
定
的
な
特
質
で
あ
る
「
自
由
と
罪
の
関
係
」
を
正
し
く
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
）
22
（

。
存
在
論
は
、
罪
、
つ
ま

り
悪
の
問
題
を
、
有
限
・
無
限
の
関
係
で
と
ら
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
罪
を
無
限
性
の
中
に
解
消
し
て
し
ま
う
危
険
性
を
持
っ
て
お
り
、
結

果
的
に
ア
ナ
ー
キ
ー
を
正
当
化
さ
せ
て
し
ま
う
、
と
す
る
）
23
（

。
よ
っ
て
人
間
本
性
の
持
つ
限
界
的
な
本
性
は
、
最
終
的
に
は
悪
と
同
一
に
見
な

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
）
24
（

。
も
う
一
つ
は
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
「
神
話
」
の
持
つ
ギ
リ
シ
ャ
的
・
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
的
傾
向
で
あ
る
。
ニ
ー
バ
ー
に
よ
れ

ば
、
本
来
聖
書
の
言
葉
は
、
ヘ
ブ
ラ
イ
的
な
根
源
を
持
ち
、
こ
の
要
素
こ
そ
が
聖
書
的
真
実
の
根
幹
を
基
礎
づ
け
る
も
の
で
あ
る
。
に
も
か

か
わ
ら
ず
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、
こ
の
聖
書
的
真
実
を
新
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
的
に
解
釈
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
す
る
。
こ
れ
は
、
ヘ
ブ
ラ
イ
的
言
説

の
持
つ
「
歴
史
」
の
重
要
性
を
減
じ
さ
せ
、
曖
昧
に
す
る
結
果
と
な
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
聖
書
的
神
話
が
強
調
し
て
い
る
「
歴
史
の

十
全
な
意
味
」
や
、
さ
ら
に
い
え
ば
、
こ
の
歴
史
を
生
き
る
定
め
に
あ
る
べ
き
人
間
の
「
歴
史
的
責
任
」
を
も
曖
昧
に
し
て
い
る
、
と
見
る

の
で
あ
る
）
25
（

。

ニ
ー
バ
ー
に
と
っ
て
哲
学
は
、
聖
書
的
神
話
を
、
理
性
の
範
疇
に
転
換

0

0

さ
せ
る
役
割
を
担
っ
て
い
る
）
26
（

。
そ
れ
は
、
理
性
と
信
仰
、「
科
学

と
宗
教
の
橋
渡
し
役
）
27
（

」
の
機
能
を
も
持
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
理
性
を
超
え
た
次
元
に
ま
で
十
全
に
触
れ
る
た
め
の
言
葉
と
し
て
は
届
き
え

な
い
限
界
を
含
ん
で
い
る
。
理
性
に
よ
る
合
理
性
が
、
そ
の
解
釈
の
根
本
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
哲
学
は
、
理
性
の
到
達
す
る
範
囲
ま
で
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は
、
超
越
的
な
次
元
を
語
る
た
め
の
可
能
性
を
持
っ
て
い
る
が
、
理
性
を
超
越
し
た
現
実
を
描
き
、
そ
の
深
み
に
ま
で
十
全
に
触
れ
る
こ
と

の
で
き
る
言
葉
を
創
出
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
哲
学
は
、
理
性
を
超
え
た
次
元
、
つ
ま
り
「
啓
示
」
を
無
意
味
化
し
て
し
ま
う
恐
れ
が
あ

る
か
ら
で
あ
る
）
28
（

。

よ
っ
て
、
ニ
ー
バ
ー
が
最
終
的
に
首
肯
す
る
神
話
は
、「
永
遠
の
神
話
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
科
学
的
見
地
を
無
視
す
る
の
で
は
な
く
し

て
、
理
性
的
知
見
（
哲
学
を
含
む
）
と
の
接
点
を
有
し
な
が
ら
、
し
か
も
そ
れ
ら
を
超
越
す
る
立
場
で
あ
る
）
29
（

。
ニ
ー
バ
ー
に
よ
れ
ば
、
こ
の

永
遠
の
神
話
は
、「
現
実
領
域
の
深
層
次
元
を
首
肯
し
、
ま
た
、
科
学
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
分
析
さ
れ
る
因
果
の
連
鎖
の
歴
史
の
皮
相
を
超

越
す
る
本
質
の
領
域
を
指
示
）
30
（

」
す
る
も
の
で
あ
る
。「
現
実
領
域
」
は
、
理
性
的
見
地
に
よ
っ
て
解
明
さ
れ
、
説
明
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ

る
が
、
し
か
し
、
そ
の
現
実
領
域
の
深
み
と
高
み
の
次
元
を
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
次
元
は
、
人
間
の
「
生
」
と
「
歴
史
」
の

「
意
味
」
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
領
域
、
つ
ま
り
「
意
味
領
域
」
の
こ
と
で
あ
る
）
31
（

。
こ
の
意
味
領
域
な
く
し
て
現
実
領
域
は
真
の
全
体

性
を
あ
ら
わ
す
こ
と
は
な
い
。
現
実
は
深
遠
な
「
神
秘
の
半
影
」
に
覆
わ
れ
て
お
り
、
こ
の
神
秘
、
つ
ま
り
「
人
間
の
生
の
意
味
」
と
「
歴

史
の
十
全
な
意
味
」
を
開
示
す
る
た
め
の
鍵
が
、「
永
遠
の
神
話
」
な
の
で
あ
る
。
こ
の
「
永
遠
の
神
話
」
に
よ
る
意
味
の
理
解
は
、
理
性

で
は
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
「
意
味
領
域
」
を
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
た
だ
理
性
を
超
え
た
信
仰
に
よ
る
。
ニ
ー
バ
ー
は

次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

哲
学
が
生
の
究
極
的
問
題
を
取
り
扱
い
な
が
ら
、
そ
れ
自
身
に
お
い
て
人
間
存
在
の
究
極
的
な
曖
昧
性
を
克
服
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
時
、
そ
れ
は
、
意
味
の
領
域
の
成
就
と
否
定
の
両
面
と
し
て
の
神
秘
（m

ystery

）
の
領
域
を
認
識
せ
し
め
、
ま
た
、

理
性
の
成
就
と
否
定
の
両
面
と
し
て
の
信
仰
の
機
能
を
知
ら
し
め
る
）
32
（

。

現
実
領
域
の
深
み
と
高
み
の
次
元
は
、
歴
史
と
超
歴
史
の
弁
証
法
的
次
元

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
も
言
い
換
え
ら
れ
る
。
歴
史
は
歴
史
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
は
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そ
の
深
層
次
元
が
理
解
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
超
歴
史
的
次
元
か
ら
歴
史
を
と
ら
え
、
な
お
か
つ
、
超
歴
史
的
次
元
か
ら
歴
史
が
審
か
れ
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
歴
史
は
、
歴
史
の
意
味
を
明
ら
か
に
し
、
歴
史
に
生
き
る
人
間
の
意
味
を
開
示
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、「
永
遠

の
神
話
」
は
、
歴
史
を
歴
史
足
ら
し
め
、
人
間
の
生
の
意
味
を
理
解
す
る
た
め
の
鍵
と
な
る
の
で
あ
る
。
ニ
ー
バ
ー
に
と
っ
て
「
永
遠
の
神

話
」
は
、
人
間
の
生
と
歴
史
を
生
き
る
「
意
味
」
を
理
解
す
る
た
め
の
最
善
の
語
り
の
様
式
な
の
で
あ
る
。

ニ
ー
バ
ー
は
、
聖
書
的
神
話
を
「
永
遠
の
神
話
」
た
ら
し
め
る
た
め
に
は
、
自
由
主
義
者
ら
の
よ
う
に
理
性
的
に
還
元
し
た
り
、
ブ
ル
ト

マ
ン
の
よ
う
に
、
聖
書
的
歴
史
を
否
定
し
個
人
的
歴
史
の
実
存
の
中
に
解
消
さ
せ
た
り
す
る
の
で
は
な
く
、
聖
書
を
聖
書
足
ら
し
め
て
い

る
源
流
で
あ
る
ヘ
ブ
ラ
イ
的
歴
史
観
を
解
釈
の
土
台
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
）
33
（

。
ニ
ー
バ
ー
は
こ
の
ヘ
ブ
ラ
イ
的
歴
史
観
の
根
幹
を

司
っ
て
い
る
も
の
を
「
預
言
者
運
動
」
に
見
た
）
34
（

。
ニ
ー
バ
ー
に
と
っ
て
、
ヘ
ブ
ラ
イ
的
伝
統
を
源
流
と
す
る
永
遠
の
神
話
に
よ
っ
て
解
釈
す

る
、
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
預
言
者
運
動
的
精
神
に
立
脚
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
判
断
が
、
ニ
ー
バ
ー
に
と
っ
て
、
他
の

ヘ
レ
ニ
ズ
ム
的
な
伝
統
で
あ
る
ロ
ー
マ
・
ギ
リ
シ
ャ
「
神
話
」
な
ど
の
類
に
対
す
る
明
確
な
峻
別
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
）
35
（

。
ニ
ー
バ
ー
に
と
っ

て
聖
書
の
福
音
が
持
つ
「
永
遠
の
神
話
」
は
、
表
現
と
し
て
は
普
遍
的
な
表
現
で
あ
る
が
、
そ
の
意
味
す
る
内
容
は
極
め
て
聖
書
的
な
独
自

性
を
持
っ
て
お
り
、
神
学
的
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
を
根
本
に
据
え
て
い
る
も
の
で
あ
る
）
36
（

。
こ
の
ヘ
ブ
ラ
イ
的
預
言
者
運
動
に
即
し
た
神
話
理

解
を
す
る
と
き
、
こ
の
預
言
者
精
神
が
、
キ
リ
ス
ト
教
の
内
的
理
解
を
律
法
主
義
的
な
立
場
と
し
て
偏
屈
な
も
の
に
変
容
さ
せ
る
こ
と
（
教

条
主
義
）
や
、
あ
る
い
は
非
常
に
稚
拙
な
も
の
に
堕
し
て
し
ま
う
こ
と
（
原
初
的
神
話
）
か
ら
解
放
さ
れ
る
の
で
あ
る
）
37
（

。
ニ
ー
バ
ー
は
、
ヘ

ブ
ラ
イ
的
な
永
遠
の
神
話
の
中
に
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
預
言
者
的
精
神
を
媒
介
と
し
、
キ
リ
ス
ト
教
自
身
に
対
す
る
自
己
批
判
を
、
明
確
に

重
ん
じ
る
解
釈
を
採
用
し
た
の
で
あ
る
。

ニ
ー
バ
ー
に
と
っ
て
、
聖
書
の
神
話
を
根
本
づ
け
る
も
の
は
、
創
世
記
に
お
け
る
「
創
造
」
の
神
話
で
あ
る
。
し
か
し
、
ニ
ー
バ
ー
に

と
っ
て
、
こ
の
創
造
の
神
話
も
ま
た
、
創
世
記
を
貫
い
て
い
る
預
言
者
精
神
を
根
底
に
解
釈
す
る
か
ら
こ
そ
、
そ
の
本
質
が
最
も
よ
り
よ

く
理
解
さ
れ
る
。
ヘ
ブ
ラ
イ
ズ
ム
に
よ
る
預
言
者
運
動
を
基
礎
と
す
る
永
遠
の
神
話
は
、「
無
か
ら
の
創
造
」（creatio ex nihilo

）
の
神
話
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を
、
最
も
深
い
意
味
で
理
解
せ
し
め
、
そ
の
創
造
の
神
話
が
持
つ
究
極
の
神
秘
の
意
味
を
よ
り
明
瞭
に
す
る
）
38
（

。
ニ
ー
バ
ー
は
、
特
に
こ
の
創

造
と
預
言
者
精
神
の
関
連
を
第
二
イ
ザ
ヤ
に
見
る
）
39
（

。
ニ
ー
バ
ー
は
、
第
二
イ
ザ
ヤ
を
「
苦
難
の
僕
」
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
論
の
予
型
と
し
て

解
釈
し
て
お
り
、
旧
約
と
新
約
の
連
続
を
色
濃
く
見
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
る
こ
と
は
、
ニ
ー
バ
ー
の
永
遠
の
神
話
の
理

解
は
、「
創
造
」
と
「
贖
罪
」
が
、
分
け
難
く
結
び
つ
い
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
）
40
（

。「
預
言
者
的
運
動
」
か
ら
見
る
創
造
の
神
話
は
、

神
が
贖
い
の
神
、「
罪
深
き
世
界
の
不
正
を
宣
告
し
、
そ
れ
ら
か
ら
の
究
極
的
贖
い
を
約
束
す
る
）
41
（

」
神
で
も
あ
る
こ
と
を
信
仰
す
る
こ
と
に

結
び
つ
く
の
で
あ
る
。

4
．
ニ
ー
バ
ー
の
神
話
・
象
徴
論
に
対
す
る
批
判
――
S
・
ハ
ワ
ー
ワ
ス
を
基
に
――

ニ
ー
バ
ー
の
神
話
・
象
徴
論
の
特
質
が
「
永
遠
の
神
話
」
と
し
て
収
斂
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
察
し
た
が
、
こ
こ
で
、
ニ
ー
バ
ー
の
神

話
・
象
徴
論
を
巡
る
い
く
つ
か
の
批
判
を
見
る
こ
と
に
し
た
い
。
批
判
を
顧
み
る
こ
と
に
よ
り
、
む
し
ろ
ニ
ー
バ
ー
の
神
話
論
の
特
質
が
浮

き
彫
り
に
さ
れ
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ニ
ー
バ
ー
の
神
話
論
に
対
す
る
批
判
と
い
う
の
は
、
決
し
て
少
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
た
と

え
ば
、
N
・
ジ
ェ
イ
コ
ブ
ソ
ン
は
、
ニ
ー
バ
ー
の
超
歴
史
の
概
念
を
「
無
時
間
的
、
無
空
間
的
、
無
実
体
的
」
と
批
判
し
て
い
た
り
、
J
・

ロ
ッ
ホ
マ
ン
が
、
ニ
ー
バ
ー
が
キ
リ
ス
ト
を
象
徴
論
的
に
と
ら
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
が
「
人
間
の
歴
史
に
介
入
す
る
ユ
ニ
ー
ク

で
具
体
的
な
出
来
事
」
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
な
い
、
と
見
な
し
た
り
し
て
い
る
）
42
（

。
そ
の
中
で
近
年
、
と
り
わ
け
典
型
的
な
批
判
を
展
開

し
て
い
る
と
い
え
る
人
物
は
、
S
・
ハ
ワ
ー
ワ
ス
で
あ
る
。
ハ
ワ
ー
ワ
ス
は
、
二
〇
〇
一
年
に
ア
メ
リ
カ
の
情
報
誌
の
権
威
で
あ
る T

im
e 

誌
に
「
ア
メ
リ
カ
ズ
・
ベ
ス
ト
・
セ
オ
ロ
ー
ジ
ア
ン
」
と
評
さ
れ
た
神
学
者
で
あ
る
。
日
本
の
神
学
界
へ
の
影
響
も
大
き
く
、
東
方
敬
信

氏
を
中
心
に
、
様
々
な
著
作
が
翻
訳
さ
れ
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
同
じ
二
〇
〇
一
年
に
は
、
ギ
フ
ォ
ー
ド
講
演
の
招
聘
を
受
け
、
自
然
神
学
を
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テ
ー
マ
に
し
、
W
・
ジ
ェ
イ
ム
ス
と
ニ
ー
バ
ー
の
神
学
を
対
応
さ
せ
つ
つ
批
判
を
し
、
K
・
バ
ル
ト
を
真
正
の
自
然
神
学
者
と
し
て
評
価
す

る
、
と
い
う
意
欲
的
な
著
作
を
出
版
し
て
い
る
。
日
本
に
お
け
る
影
響
は
少
な
く
な
い
だ
け
に
、
ハ
ワ
ー
ワ
ス
が
ニ
ー
バ
ー
を
批
判
す
る
影

響
も
ま
た
日
本
で
は
少
な
く
な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
ハ
ワ
ー
ワ
ス
の
批
判
を
取
り
上
げ
て
み
る
こ
と
と
し
た

い
。そ

の
ハ
ワ
ー
ワ
ス
の
批
判
を
概
観
し
て
み
よ
う
。
ハ
ワ
ー
ワ
ス
は
、
ニ
ー
バ
ー
の
神
話
を
、
端
的
に
「
普
遍
的
・
非
時
間
的
神
話
）
43
（

」
と
呼

ん
で
い
る
。
な
ぜ
ハ
ワ
ー
ワ
ス
に
と
っ
て
ニ
ー
バ
ー
の
神
話
・
象
徴
論
が
「
非
時
間
的
」
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
根
拠
と
し
て
ハ
ワ
ー
ワ

ス
は
、
ニ
ー
バ
ー
が
説
教
で
言
及
し
た
文
章
の
一
文
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
次
の
文
章
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
、
永
遠
の
（tim

eless

）
真
理
が
、
預
言
者
ら
や
、
あ
る
い
は
キ
リ
ス
ト
に
よ
っ
て
、
時
間
の
特
定
の
瞬
間
に
お

い
て
語
ら
れ
た
こ
と
を
信
じ
る
も
の
で
あ
る
）
44
（

。

こ
の
文
章
に
対
し
、
ハ
ワ
ー
ワ
ス
は
、「
明
ら
か
に
ニ
ー
バ
ー
に
と
っ
て
は
、
特
定
の
事
柄
が
真
理
の
永
遠
の
特
質
に
影
響
を
与
え
な
い

﹇
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
﹈」
と
解
釈
し
て
い
る
）
45
（

。
な
ぜ
上
記
の
ニ
ー
バ
ー
の
文
章
か
ら
こ
れ
ほ
ど
ま
で
明
確
な
批
判
が
出
る
の
か
は
定
か

に
は
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
こ
の
批
判
が
意
図
し
て
い
る
こ
と
は
、
ニ
ー
バ
ー
に
と
っ
て
「
特
定
の
事
柄
」、
つ
ま
り
歴
史
に
お
け
る
特

定
の
出
来
事
そ
れ
自
体
が
、
何
ら
「
永
遠
の
真
理
」
に
対
す
る
契
機
を
及
ぼ
す
こ
と
は
な
い
、
と
い
う
解
釈
で
あ
る
。
ハ
ワ
ー
ワ
ス
に
と
っ

て
、
ニ
ー
バ
ー
が
「
永
遠
の
真
理
」
と
呼
ぶ
も
の
は
、
人
間
の
地
上
の
出
来
事
と
関
わ
り
を
持
つ
こ
と
の
な
い
、
歴
史
と
乖
離
し
た
も
の
に

陥
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
、
ハ
ワ
ー
ワ
ス
が
ニ
ー
バ
ー
の
神
話
論
的
解
釈
に
見
て
と
っ
て
い
る
、
特
定
の
事
柄
と
永
遠
の

真
理
の
乖
離
は
、
ハ
ワ
ー
ワ
ス
に
と
っ
て
、
聖
書
の
言
説
が
持
つ
歴
史
的
特
殊
性
を
大
き
く
損
な
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
ハ

ワ
ー
ワ
ス
は
、
ニ
ー
バ
ー
の
歴
史
の
神
学
に
大
き
な
疑
問
を
投
げ
か
け
る
。
ハ
ワ
ー
ワ
ス
に
よ
れ
ば
、
ニ
ー
バ
ー
の
終
末
論
は
「
歴
史
全
体
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か
ら
理
解
す
る
」
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
を
中
心
に
据
え
て
い
る
、
と
見
る
。
先
の
文
章
で
い
え
ば
「
永
遠
の
真
理
」
か
ら
歴
史
全
体
を
見

る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
ハ
ワ
ー
ワ
ス
に
と
っ
て
、
ニ
ー
バ
ー
が
言
っ
て
い
る
と
こ
ろ
の
「
全
体
」
性
は
、「
新
約
聖
書
が
持
っ

て
い
る
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
終
末
論
的
視
点
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
）
46
（

」
と
い
う
。
普
遍
的
・
永
遠
の
真
理
と
い
う
「
全
体
性
」
を
中
心
に

置
く
こ
と
は
、
聖
書
、
と
り
わ
け
新
約
聖
書
の
歴
史
観
の
中
心
概
念
で
あ
る
終
末
論
を
意
識
す
る
こ
と
を
妨
げ
て
し
ま
う
、
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
こ
の
見
方
に
よ
っ
て
は
、
聖
書
的
歴
史
観
の
独
自
性
で
あ
る
特
定
の
事
柄
、
つ
ま
り
新
約
的
終
末
論
や
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
に
お
け

る
贖
罪
の
重
要
性
は
曖
昧
に
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
れ
は
結
局
、
新
約
聖
書
の
終
末
論
的
意
味
合
い
を
減
じ
さ
せ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
旧
約

聖
書
の
持
つ
独
特
の
歴
史
観
を
も
減
じ
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
結
果
と
し
て
ニ
ー
バ
ー
は
、
永
遠
の
真
理
と
聖
書
的
歴
史
を
乖
離
さ
せ
る
こ

と
に
よ
っ
て
、「﹇
キ
リ
ス
ト
者
が
﹈
誰
も
証
し
を
必
要
と
す
る
こ
と
の
な
い
キ
リ
ス
ト
教
を
作
る
よ
う
な
人
間
状
況
）
47
（

」
を
生
み
出
し
て
し

ま
っ
て
い
る
、
と
す
る
の
で
あ
る
。
ハ
ワ
ー
ワ
ス
が
J
・
ミ
ル
バ
ン
ク
と
共
に
ニ
ー
バ
ー
の
神
学
的
立
場
を
「
ス
ト
ア
的
自
然
主
義
）
48
（

」
だ
と

断
じ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
乖
離
を
批
判
点
と
し
て
見
て
い
る
こ
と
に
も
よ
る
。
そ
う
や
っ
て
、
ニ
ー
バ
ー
は
聖
書
の
持
っ
て
い
る
歴
史
性

を
結
果
的
に
は
、
他
の
歴
史
と
同
じ
出
来
事
と
し
て
一
般
化
さ
せ
て
し
ま
い
、
結
果
と
し
て
キ
リ
ス
ト
教
倫
理
の
設
定
の
方
法
を
「
歴
史
の

普
遍
的
哲
学
」
に
置
き
換
え
た
、
と
す
る
の
で
あ
る
）
49
（

。
こ
の
見
方
に
お
い
て
は
、
キ
リ
ス
ト
教
的
歴
史
観
と
呼
ん
で
い
る
も
の
が
、
真
正
の

聖
書
的
真
理
に
基
づ
い
て
い
る
必
然
性
は
ど
こ
に
も
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

ま
た
ハ
ワ
ー
ワ
ス
の
見
方
は
、
ニ
ー
バ
ー
が
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
を
「
象
徴
的
」
に
と
ら
え
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
の
批
判
に
も
つ
な

が
っ
て
い
る
。
ハ
ワ
ー
ワ
ス
に
よ
れ
ば
、
ニ
ー
バ
ー
が
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
の
贖
罪
を
「
象
徴
的
」
な
意
味
に
留
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
イ

エ
ス
を
ユ
ダ
ヤ
教
的
文
脈
か
ら
切
り
離
し
て
し
ま
い
、
イ
エ
ス
が
ユ
ダ
ヤ
教
的
メ
シ
ア
で
あ
る
と
い
う
面
を
妨
げ
て
し
ま
っ
て
い
る
、
と
い

う
。
結
果
と
し
て
ニ
ー
バ
ー
は
、
イ
エ
ス
を
マ
ル
キ
オ
ン
的
な
観
点
か
ら
解
釈
す
る
と
い
う
危
険
に
陥
っ
て
い
る
、
と
述
べ
る
）
50
（

。
さ
ら
に
、

キ
リ
ス
ト
の
贖
罪
を
「
象
徴
」
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ニ
ー
バ
ー
は
、
救
い
の
問
題
を
、「
恒
久
的
な
人
間
的
問
題
」、
つ
ま
り
人
間
存

在
の
普
遍
的
課
題
、
死
の
問
い
や
不
安
な
ど
を
心
理
学
的
の
範
疇
に
お
い
て
扱
っ
た
り
、
倫
理
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
に
解
消
し
て
し
ま
っ
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て
い
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
）
51
（

。
そ
れ
は
、
ユ
ダ
ヤ
教
的
文
脈
と
イ
エ
ス
の
関
わ
り
を
つ
け
る
必
要
を
な
く
さ
せ
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
よ
う

に
し
て
ニ
ー
バ
ー
は
、
人
間
一
般
の
普
遍
的
問
題
と
倫
理
観
へ
と
、
キ
リ
ス
ト
の
贖
罪
の
業
を
貶
め
た
、
と
ハ
ワ
ー
ワ
ス
は
見
る
。
こ
れ
が

ニ
ー
バ
ー
に
対
し
て
批
判
す
る
「
普
遍
的
神
話
」
の
意
味
合
い
で
あ
る
。

以
上
が
、
だ
い
た
い
の
ハ
ワ
ー
ワ
ス
の
ニ
ー
バ
ー
の
神
話
論
に
対
す
る
批
判
で
あ
る
。
こ
こ
で
端
的
に
ハ
ワ
ー
ワ
ス
の
批
判
を
あ
ら
わ
す

と
す
れ
ば
、
ニ
ー
バ
ー
が
神
話
、
と
い
う
概
念
を
用
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
聖
書
的
言
説
の
持
つ
歴
史
的
特
殊
性
を
一
般
化
さ
せ
て
し
ま
っ

た
こ
と
、
ま
た
、
象
徴
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
、
イ
エ
ス
の
、
神
の
子
と
し
て
の
メ
シ
ア
性
を
損
ね
さ
せ
、
キ
リ
ス
ト
の
贖
罪
を
一
般
倫
理

化
し
た
、
と
い
う
こ
と
が
主
要
な
ハ
ワ
ー
ワ
ス
の
批
判
点
で
あ
る
。

ハ
ワ
ー
ワ
ス
は
、
ニ
ー
バ
ー
の
神
学
を
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
お
け
る
、
神
学
の
人
間
学
の
解
消
の
延
長
線
上
に
あ
る
と
見
な
し
て
い

る
。
ニ
ー
バ
ー
は
、
こ
の
本
稿
の
序
文
に
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
体
系
的
・
教
義
学
的
な
叙
述
を
書
く
こ
と
を
好
ま
な
か
っ
た
。
い
つ
も

ニ
ー
バ
ー
に
は
弁
証
学
的
な
思
考
が
働
い
て
お
り
、
そ
の
た
め
の
言
葉
を
紡
ぐ
こ
と
に
集
中
し
て
い
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
ニ
ー
バ
ー
の

文
章
は
、
神
学
的
用
語
を
多
用
し
な
い
分
、
そ
の
神
学
的
深
み
を
表
現
す
る
た
め
に
、
逆
説
的
表
現
が
多
用
さ
れ
て
い
た
り
、
肯
定
的
文
章

の
後
直
ち
に
否
定
的
な
文
章
が
続
い
て
い
た
り
す
る
な
ど
、
そ
の
文
脈
を
的
確
に
探
る
の
は
決
し
て
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。
そ
の
こ
と
が

ニ
ー
バ
ー
の
神
学
に
と
っ
て
誤
解
を
与
え
や
す
い
一
面
で
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
）
52
（

。
し
か
し
、
ハ
ワ
ー
ワ
ス
の
結
論
づ
け
る
よ
う
な
立
場

に
陥
っ
て
い
る
、
と
い
う
批
判
は
、
丁
寧
に
文
章
と
文
脈
を
追
う
限
り
承
認
す
る
こ
と
は
困
難
な
こ
と
で
は
な
い
か
。
ハ
ワ
ー
ワ
ス
の
批
判

は
、
ハ
ワ
ー
ワ
ス
自
身
の
神
学
的
立
場
と
し
て
は
十
分
に
理
解
で
き
る
し
、
ニ
ー
バ
ー
に
対
す
る
批
判
を
抜
き
に
す
れ
ば
、
ハ
ワ
ー
ワ
ス
の

神
学
的
立
場
は
、
健
全
な
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
的
立
場
を
保
持
し
て
い
る
と
論
者
に
は
思
わ
れ
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
ニ
ー
バ
ー
神
学
に
対
す
る

批
判
は
当
た
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
も
論
証
す
る
必
要
も
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
次
節
以
降
に
お
い
て
、
ニ
ー
バ
ー
の
象
徴
論
の
本
質
を
紐
解
き

つ
つ
、
そ
の
内
容
に
補
足
す
る
形
で
ハ
ワ
ー
ワ
ス
の
批
判
に
応
え
て
い
く
こ
と
と
す
る
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
手
が
か
り
を
特
に
キ
リ
ス
ト
の

贖
罪
理
解
と
終
末
理
解
に
見
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。
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5
．
贖
罪
の
象
徴
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト

前
述
し
た
よ
う
に
、
ニ
ー
バ
ー
に
と
っ
て
哲
学
（
理
性
）
は
、
罪
を
有
限
の
結
果
と
と
ら
え
る
ゆ
え
に
、
聖
書
に
お
け
る
永
遠
の
神
話
が

語
る
贖
罪
の
本
質
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
認
識
は
、
信
仰
に
よ
る
認
識
に
よ
っ
て
の
み
可
能
で
あ
る
。
よ
っ
て
ニ
ー
バ
ー
に

と
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
の
贖
罪
は
啓
示
に
属
し
て
い
る
事
柄
で
あ
る
。

こ
の
「
信
仰
」
は
、
受
肉
と
贖
罪
、
そ
し
て
復
活
の
キ
リ
ス
ト
論
を
告
白
す
る
全
体
的
な
キ
リ
ス
ト
論
の
信
仰
内
容
を
明
確
に
指
し
て
い

る
。

…
…
キ
リ
ス
ト
の
生
涯
の
死
と
復
活
と
の
中
に
こ
そ
わ
れ
わ
れ
は
、
以
前
に
創
造
の
力
ま
た
は
究
極
的
な
裁
き
主
と
し
て
知
っ

て
い
た
神
の
恩
寵
と
愛
を
知
る
鍵
を
も
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
が
『
闇
に
輝
く
光
』
で
あ
る
）
53
（

。

ニ
ー
バ
ー
は
、
聖
書
の
永
遠
の
神
話
の
中
の
「
キ
リ
ス
ト
の
生
涯
の
死
と
復
活
」
こ
そ
が
「
神
の
恩
寵
と
愛
を
知
る
鍵
」
に
な
る
と
い
う
。

こ
の
言
い
方
は
、
多
く
の
事
柄
を
含
ん
で
い
る
。
つ
ま
り
、
キ
リ
ス
ト
の
人
格
と
業
、
死
と
復
活
と
い
う
「
ま
こ
と
の
人
に
し
て
ま
こ
と
の

神
」（
カ
ル
ケ
ド
ン
信
条
に
あ
ら
わ
さ
れ
る
）、
神
の
子
と
し
て
の
全
人
格
性
に
よ
っ
て
こ
そ
、
神
の
「
恩
寵
」
と
「
愛
」（
犠
牲
愛
、
後
述
）

と
は
知
ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ニ
ー
バ
ー
に
と
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
は
イ
ザ
ヤ
書
第
五
三
章
に
あ
ら
わ
さ
れ
た
「
苦
難
の
僕
」
の
預

言
的
成
就
で
あ
る
と
と
も
に
、
そ
の
苦
難
に
最
終
的
に
勝
利
す
る
意
味
で
、「
苦
難
の
僕
」
の
最
終
的
否
定
な
い
し
終
焉
で
も
あ
る
）
54
（

。
ニ
ー

バ
ー
は
、
キ
リ
ス
ト
の
内
に
、
神
で
あ
り
人
間
で
あ
る
、
と
い
う
神
―
人
性
を
明
確
に
見
て
と
っ
て
い
る
）
55
（

。
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こ
の
よ
う
に
ニ
ー
バ
ー
が
、
キ
リ
ス
ト
論
に
お
け
る
神
人
と
し
て
の
全
体
性
を
見
て
と
っ
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
こ
と
を
確
認

し
た
上
で
の
こ
と
で
あ
る
が
、
ニ
ー
バ
ー
が
聖
書
的
神
話
の
特
質
を
「
創
造
」
に
基
礎
づ
け
た
際
に
「
贖
罪
」
が
不
可
欠
な
教
理
と
し
て
置

か
れ
る
べ
き
こ
と
を
主
張
し
た
こ
と
は
、
キ
リ
ス
ト
論
と
の
関
係
に
お
い
て
も
同
様
に
首
肯
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
の
事
実

が
、
ニ
ー
バ
ー
神
学
の
重
要
か
つ
本
質
的
な
特
質
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

ニ
ー
バ
ー
は
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
を
、
神
の
愛
（
ア
ガ
ペ
ー
）
の
完
全
を
開
示
す
る
「
象
徴
」
と
し
て
と
ら
え
る
）
56
（

。
ニ
ー
バ
ー
に
と
っ

て
、
神
話
論
・
象
徴
論
は
、
弁
証
学
的
意
図
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
前
述
し
た
。
そ
れ
は
聖
書
的
解
釈
と
し
て
、
字
義
主
義
や
教
義
主
義
に

陥
ら
な
い
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
こ
と
も
確
認
し
た
。
こ
の
こ
と
と
連
関
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
ニ
ー
バ
ー
は
、
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
に
よ

る
贖
罪
論
を
た
だ
単
純
な
「
歴
史
的
事
実
」
と
し
て
ス
タ
テ
ィ
ッ
ク
に
理
解
し
て
と
ら
え
る
こ
と
に
否
定
的
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
ニ
ー

バ
ー
に
よ
れ
ば
、
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
を
歴
史
的
事
実
と
い
う
理
性
的
規
範
の
中
に
単
純
に
落
と
し
込
ん
で
し
ま
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
キ
リ

ス
ト
の
十
字
架
が
指
し
示
す
歴
史
を
超
え
た
超
越
性
が
隠
ぺ
い
さ
れ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
）
57
（

。
し
か
し
、
ニ
ー
バ
ー
の
神
話
・
象
徴
論
を
い

わ
ゆ
る
神
秘
主
義
的
な
意
味
合
い
で
解
釈
す
る
こ
と
も
ま
た
不
適
切
で
あ
る
。
ニ
ー
バ
ー
に
と
っ
て
神
秘
主
義
は
、
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
の

持
っ
て
い
る
神
の
愛
（
ア
ガ
ペ
ー
）
と
し
て
の
究
極
的
規
範
の
観
点
を
失
わ
せ
、
歴
史
的
責
任
か
ら
の
逃
避
を
正
当
化
さ
せ
て
し
ま
う
か
ら

で
あ
る
）
58
（

。
ニ
ー
バ
ー
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

十
字
架
に
象
徴
さ
れ
て
い
る
ア
ガ
ペ
ー
の
完
全
は
、
単
純
に
、
歴
史
の
限
界
と
見
な
す
こ
と
も
で
き
な
け
れ
ば
、
歴
史
を
超
え

る
ゆ
え
に
無
意
味
な
も
の
と
し
て
退
け
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
ア
ガ
ペ
ー
は
、
歴
史
が
そ
れ
自
体
を
超
え
て
い
る
よ
う
に
、
歴

史
を
超
越
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ア
ガ
ペ
ー
は
、
歴
史
の
中
に
そ
の
最
終
的
規
範
を
持
た
な
い
人
間
本
性
の
最
終
的
な
規
範
な

の
で
あ
る
。
ア
ガ
ペ
ー
は
、
歴
史
の
中
に
完
全
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
）
59
（

。
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し
か
し
ま
た
ニ
ー
バ
ー
は
、
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
が
、
歴
史
を
超
越
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
逆
説
的
に
歴
史
の
中
に
関
わ
る
神
の
啓
示
と

し
て
の
歴
史
的
究
極
的
規
範
で
あ
る
こ
と
を
も
語
る
。

人
間
の
本
性
の
規
範
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
は
、
歴
史
に
お
け
る
究
極
的
な
完
全
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
を
明
ら
か
に
す

る
。
そ
の
完
全
は
…
…
犠
牲
愛
で
あ
る
。
十
字
架
は
、
神
の
愛
を
象
徴
し
、
神
の
完
全
が
歴
史
の
悲
劇
に
自
ら
苦
し
み
つ
つ
関

わ
る
こ
と
と
矛
盾
し
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
が
、
そ
の
同
じ
十
字
架
が
、
人
間
の
完
全
が
歴
史
の
中
で
は
達
成
不
可
能
で

あ
る
こ
と
を
も
示
唆
す
る
。
犠
牲
愛
は
歴
史
を
超
越
す
る
。
し
か
し
、
思
想
が
行
為
を
超
え
る
よ
う
に
歴
史
を
超
越
す
る
わ
け

で
は
な
い
。
犠
牲
愛
は
歴
史
に
お
け
る
行
為
だ
か
ら
で
あ
る
）
60
（

。

こ
こ
に
、
キ
リ
ス
ト
の
贖
罪
が
持
つ
超
歴
史
と
歴
史
の
弁
証
法
的
次
元
を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
ニ
ー
バ
ー
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
の

十
字
架
の
象
徴
論
と
は
、
事
実
を
超
え
た
超
歴
史
性
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
言
語
で
あ
る
と
と
も
に
、
そ
の
超
歴
史
性
が
歴
史
に
関
与
す

る
と
い
う
神
の
愛
の
業
（
そ
れ
を
「
犠
牲
愛
」
と
し
て
、
こ
れ
も
ま
た
ニ
ー
バ
ー
は
象
徴
的
に
語
っ
て
い
る
）
の
歴
史
的

0

0

0

神
秘
性
を
証
し
し

よ
う
と
す
る
表
現
な
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
ニ
ー
バ
ー
に
と
っ
て
、
歴
史
と
超
歴
史
の
弁
証
法
的
次
元
は
、
キ
リ
ス
ト
の
贖
罪
に
顕

現
さ
れ
る
愛
に
よ
っ
て
成
立
す
る
の
で
あ
る
。「
有
限
に
お
け
る
流
転
の
中
の
永
遠
は
、
…
…
キ
リ
ス
ト
の
ア
ガ
ペ
ー
の
相
」
な
の
で
あ
り
、

歴
史
と
超
歴
史
の
弁
証
法
的
接
点
は
、
キ
リ
ス
ト
の
贖
罪
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
）
61
（

。
ニ
ー
バ
ー
に
と
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
の
贖
罪

を
象
徴
的
に
語
る
こ
と
は
、
歴
史
的
事
実
を
否
定
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
象
徴
的
に
と
ら
え
る
か
ら
こ
そ
、
十
字
架
が
、
厳
と
し

て
超
歴
史
に
根
付
き
、
な
お
か
つ
神
の
愛
で
あ
る
ア
ガ
ペ
ー
と
し
て
の
犠
牲
愛
と
し
て
、
地
上
の
歴
史
に
開
示
さ
れ
る
「
ま
こ
と
の
神
に
し

て
ま
こ
と
の
人
」
と
し
て
の
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
業
の
全
体
性
を
語
り
う
る
の
で
あ
る
。

ま
こ
と
の
神
の
業
で
あ
る
贖
罪
を
、
論
理
（
理
性
）
的
言
語
で
語
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
だ
か
ら
こ
そ
、
言
語
が
「
象
徴
」
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的
表
現
と
結
び
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
論
理
的
言
語
で
は
語
り
得
な
い
、
歴
史
を
含
み
か
つ
超
越
す
る
、
現
実
領
域
の
深
み
と
高
み
の
次
元

を
語
る
鍵
と
な
る
。
ニ
ー
バ
ー
に
と
っ
て
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
の
象
徴
と
い
う
の
は
、
数
多
あ
る
宗
教
学
的
諸
相
の
中
の
一
つ
の
象
徴
的
表

現
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
。
キ
リ
ス
ト
の
贖
罪
は
「
神
の
恩
寵
に
対
す
る
神
の
裁
き
の
関
係
の
逆
説
的
概
念
と
と
も
に
、
歴
史
解
釈
の
最

終
的
な
鍵
）
62
（

」
な
の
で
あ
り
、
こ
の
贖
罪
を
通
し
て
歴
史
の
意
味
を
鑑
み
て
こ
そ
、
世
界
の
「
歴
史
全
体
の
意
味
」
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
あ
る
。
ニ
ー
バ
ー
に
と
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
の
贖
罪
こ
そ
が
、
真
正
の
歴
史
理
解
に
至
る
究
極
の
象
徴
で
あ
り
、
こ
の
理
解
は
他
の
宗

教
的
言
語
の
象
徴
的
表
現
と
は
明
確
な
一
線
を
画
す
も
の
で
あ
る
。
歴
史
の
意
味
を
明
示
す
る
た
め
の
「
鍵
」
は
、
キ
リ
ス
ト
の
愛
と
し
て

の
贖
罪
こ
そ
が
決
定
的
に
重
要
な
の
で
あ
る
。

ニ
ー
バ
ー
の
キ
リ
ス
ト
の
お
け
る
十
字
架
の
象
徴
に
お
い
て
、
ニ
ー
バ
ー
が
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
を
「
象
徴
」
と
し
て
理
解
し
意
図
し
た

の
は
こ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
例
え
ば
象
徴
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
い
る
と
い
う
理
由
で
、
ニ
ー
バ
ー
が
キ
リ
ス
ト
の
十

字
架
の
史
実
性
を
否
定
し
て
い
た
、
と
い
う
よ
う
な
理
解
は
短
絡
的
判
断
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
キ
リ
ス
ト
の
贖
罪

の
史
実
性
を
疑
問
視
す
る
よ
う
な
見
方
は
、
前
述
し
た
R
・
フ
ォ
ッ
ク
ス
ら
が
代
表
的
で
あ
る
が
、
こ
の
理
解
は
、
ニ
ー
バ
ー
の
緻
密
な
伝

記
を
記
し
た
割
に
は
早
計
に
失
す
る
判
断
だ
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
も
っ
と
も
フ
ォ
ッ
ク
ス
は
「
究
極
的
象
徴
」
と
呼
ん
で
は
い
る

が
）
63
（

）。
こ
の
フ
ォ
ッ
ク
ス
の
見
解
に
対
し
て
、
ニ
ー
バ
ー
の
教
え
子
で
あ
り
、
ユ
ニ
オ
ン
に
お
け
る
同
僚
で
も
あ
っ
た
R
・
シ
ン
（R

oger 

Sinn

）
は
、
ニ
ー
バ
ー
の
「
永
遠
の
神
話
」
の
持
つ
聖
書
的
の
言
葉
の
意
味
合
い
を
二
つ
に
区
別
し
な
が
ら
、
ニ
ー
バ
ー
に
と
っ
て
、
キ
リ

ス
ト
の
十
字
架
が
歴
史
的
史
実
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
っ
た
と
す
る
。
シ
ン
に
よ
れ
ば
、
聖
書
的
神
話
に
は
二
通
り
の
区
別
が
な
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
つ
は
、
字
義
的
に
は
真
実
で
は
な
い
が
意
味
を
持
っ
て
い
る
神
話
、
も
う
一
つ
は
、
字
義
通
り
に
真
実
な
の
で

あ
る
が
字
義
的
な
理
解
を
は
る
か
に
超
え
た
意
味
深
さ
を
も
た
ら
す
神
話
で
あ
る
。
ニ
ー
バ
ー
は
こ
の
区
別
を
持
っ
て
い
る
、
と
い
い
、
前

者
に
対
し
て
創
世
記
を
あ
げ
、
後
者
に
、
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
を
位
置
づ
け
て
い
る
）
64
（

。
こ
の
シ
ン
に
よ
る
区
別
は
、
前
述
し
た
「
原
初
的
神

話
」
と
「
永
遠
の
神
話
」
の
違
い
で
は
な
く
、「
永
遠
の
神
話
」
内
に
お
け
る
区
別
で
あ
る
。
と
り
わ
け
後
者
は
、
キ
リ
ス
ト
論
に
お
け
る
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永
遠
の
神
話
の
特
殊
性
を
指
示
し
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
り
、
シ
ン
の
見
方
は
、
聖
書
的
神
話
に
お
け
る
ニ
ー
バ
ー
の
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス

ト
の
歴
史
的
特
殊
性
を
看
取
し
て
い
る
判
断
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
歴
史
に
触
れ
な
が
ら
歴
史
を
超
え
る
キ
リ
ス
ト
の
贖
罪
の
特
殊
性
、
と

い
っ
て
も
い
い
。
髙
橋
義
文
氏
も
ま
た
、「
啓
示
は
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
と
復
活
に
そ
の
中
心
を
置
く
）
65
（

」
と
い
う
ニ
ー
バ
ー
の
言
葉
を
引
用

し
つ
つ
、
ニ
ー
バ
ー
に
と
っ
て
「
復
活
と
し
ば
し
ば
合
わ
せ
言
及
さ
れ
る
十
字
架
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
明
白
に
史
実
で
あ
る
」
と
述
べ
て

い
る
）
66
（

。
わ
れ
わ
れ
も
ま
た
、
シ
ン
や
髙
橋
の
見
解
に
同
意
す
る
も
の
で
あ
る
。

6
．
終
末
の
象
徴
と
し
て
の
贖
罪

ニ
ー
バ
ー
は
、
キ
リ
ス
ト
に
よ
る
十
字
架
の
贖
罪
を
、「
歴
史
に
お
け
る
義
と
相
互
愛
の
全
て
の
規
範
を
超
越
す
る
ア
ガ
ペ
ー
の
完
全
を

象
徴
し
て
い
る
」
と
す
る
）
67
（

。
歴
史
に
お
け
る
正
義
や
相
互
愛
（m

utual love

）
は
、
人
間
の
理
性
に
基
づ
い
た
倫
理
規
範
を
構
成
す
る
が
、

キ
リ
ス
ト
の
贖
罪
は
、
そ
の
よ
う
な
自
己
利
益
と
自
己
利
益
の
調
和
を
念
頭
に
置
く
よ
う
な
打
算
的
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
全
く
理

性
的
倫
理
規
範
を
逸
脱
し
た
も
の
と
し
て
の
「
犠
牲
愛
」（sacrificial love

）
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
は
、
こ
の

世
に
お
け
る
神
の
倫
理
の
勝
利
を
高
ら
か
に
、
ヒ
ロ
イ
ッ
ク
に
行
使
し
た
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
十
字
架
は
理
性
に
と
っ
て
、「
愚
か
」

な
も
の
の
象
徴
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
十
字
架
の
犠
牲
愛
に
神
の
ア
ガ
ペ
ー
が
十
全
に
示
さ
れ
て
い
る
。
犠
牲
愛
の
ア
ガ
ペ
ー
こ
そ
が
、

「
神
の
本
質
、
言
い
換
え
れ
ば
歴
史
の
現
実
を
超
越
す
る
『
本
質
的
実
在
』」
な
の
で
あ
る
）
68
（

。
こ
の
犠
牲
愛
と
し
て
の
ア
ガ
ペ
ー
は
、
人
間

の
単
純
な
倫
理
規
範
に
は
な
り
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
ア
ガ
ペ
ー
は
歴
史
を
超
越
す
る
究
極
的
規
範
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
こ
の
贖
罪
は
、
象
徴
的
に
、
人
間
の
究
極
的
規
範
と
も
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
人
間
は
、
ア
ガ
ペ
ー
な
く
し
て
、
生
の
意

味
を
、
そ
し
て
歴
史
の
意
味
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
ニ
ー
バ
ー
は
、
こ
の
、
犠
牲
愛
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
の
贖
罪
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を
、「『
終
末
論
的
』
頂
点
の
象
徴
」
と
と
ら
え
る
）
69
（

。

こ
こ
で
、
ハ
ワ
ー
ワ
ス
の
批
判
に
鑑
み
て
指
摘
し
て
お
く
べ
き
こ
と
で
あ
る
が
、
ニ
ー
バ
ー
が
、
キ
リ
ス
ト
の
贖
罪
を
「
犠
牲
愛
」
と
い

う
象
徴
と
し
て
見
る
場
合
、
そ
れ
は
決
し
て
普
遍
的
な
人
間
倫
理
の
立
場
に
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
の
意
義
を
貶
め
る
も
の
で
は
決
し
て
な

い
。
既
に
わ
れ
わ
れ
は
、
キ
リ
ス
ト
の
贖
罪
に
お
け
る
歴
史
的
特
殊
性
を
確
認
し
た
。
し
か
も
、
キ
リ
ス
ト
の
業
は
「
ま
こ
と
の
人
に
し
て

ま
こ
と
の
神
」（
カ
ル
ケ
ド
ン
信
条
）
と
い
う
神
の
子
と
し
て
の
全
人
格
性
の
も
の
で
あ
り
、
普
遍
的
・
一
般
的
な
倫
理
、
と
い
う
定
義
で

は
括
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

も
う
一
つ
指
摘
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
ニ
ー
バ
ー
に
と
っ
て
キ
リ
ス
ト
の
贖
罪
は
、
聖
書
全
体
の
救
済
史
と
の
関
わ
り

で
述
べ
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ニ
ー
バ
ー
に
と
っ
て
キ
リ
ス
ト
の
贖
罪
は
、
歴
史
解
釈
の
最
終
的
な
鍵
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
の
事
実
は
、
ニ
ー
バ
ー
に
と
っ
て
、「
キ
リ
ス
ト
の
愛
が
最
終
的
な
神
秘
の
手
が
か
り
と
な
る
と
い
う
確
信
に
よ
っ
て
こ
の
究
極
的
神
秘

﹇
終
末
﹈
を
無
意
味
化
す
る
こ
と
を
許
容
し
な
い
」
の
で
あ
る
）
70
（

。
犠
牲
愛
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
の
贖
罪
が
「『
終
末
論
的
』
頂
点
の
象
徴
」
で

あ
る
、
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
歴
史
解
釈
と
し
て
の
鍵
で
あ
る
贖
罪
（
犠
牲
愛
）
が
終
末
論
と
不
可
分
な
関
係
で
あ
り
、
終
末
的
ク
ラ
イ

マ
ッ
ク
ス
（
頂
点
）
を
キ
リ
ス
ト
の
贖
罪
が
象
徴
し
て
い
る
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
キ
リ
ス
ト
の
贖
罪
の
愛
は
、「
歴
史
の

最
終
的
贖
罪
の
手
が
か
り
」
な
の
で
あ
る
）
71
（

。

さ
ら
に
い
え
ば
、
贖
罪
は
、
既
に
確
認
し
た
と
お
り
、「
創
造
」
の
神
話
と
不
可
分
で
も
あ
る
。
ニ
ー
バ
ー
は
、「
十
字
架
に
つ
け
ら
れ
た

キ
リ
ス
ト
に
象
徴
さ
れ
る
愛
は
、
創
造
の
秘
義
に
関
係
す
る
と
と
も
に
、
創
造
の
秘
義
そ
の
も
の
で
あ
る
」
と
述
べ
、「
キ
リ
ス
ト
が
神
の

啓
示
で
あ
る
と
の
主
張
は
、
創
造
の
秘
義
を
歴
史
の
意
味
へ
と
関
連
付
け
る
」
と
い
う
）
72
（

。
こ
れ
は
、
キ
リ
ス
ト
の
贖
罪
と
は
、creatio ex 

nihilo

の
創
造
の
神
話
と
関
わ
り
な
が
ら
、
そ
れ
を
超
越
す
る
、
新
し
い
創
造
の
秘
義
と
し
て
、「
歴
史
の
意
味
」
を
知
ら
し
め
る
鍵
と
な

る
、
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
れ
は
極
め
て
新
約
聖
書
的
な
理
解
に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
ニ
ー
バ
ー
の
歴
史
解
釈
は
、
創
造

か
ら
キ
リ
ス
ト
の
贖
罪
、
そ
し
て
終
末
に
至
る
キ
リ
ス
ト
教
的
な
「
救
済
史
全
体
」
を
見
据
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
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こ
の
意
図
を
受
け
止
め
た
時
に
、
ハ
ワ
ー
ワ
ス
が
、
ニ
ー
バ
ー
の
歴
史
理
解
を
全
体
性
か
ら
見
て
い
る
、
と
い
う
指
摘
は
初
め
て
正
し
い

も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
ニ
ー
バ
ー
は
確
か
に
普
遍
史
と
し
て
の
歴
史
を
承
認
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
預
言
者
ア
モ
ス
の
預
言
に

よ
っ
て
、
イ
ス
ラ
エ
ル
が
徹
底
的
な
歴
史
的
相
対
的
視
点
に
立
た
さ
れ
た
時
、
す
な
わ
ち
神
の
審
判
の
下
に
イ
ス
ラ
エ
ル
自
身
が
立
た
さ
れ

た
時
に
初
め
て
見
出
さ
れ
た
歴
史
的
経
験
で
あ
る
）
73
（

。
そ
れ
は
、
神
の
救
済
史
の
営
み
の
直
下
に
立
た
さ
れ
た
時
に
経
験
さ
れ
る
啓
示
に
よ
っ

0

0

0

0

0

て
認
識
さ
れ
る
普
遍
史

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
意
識
な
の
で
あ
る
）
74
（

。
よ
っ
て
、
ニ
ー
バ
ー
が
語
る
「
普
遍
史
」
と
は
、
ハ
ワ
ー
ワ
ス
が
批
判
す
る
よ
う
な
、
聖
書

的
歴
史
と
断
絶
す
る
よ
う
な
普
遍
的
歴
史
で
は
な
い
し
、「
歴
史
の
普
遍
的
哲
学
」
と
い
う
言
い
方
で
解
消
さ
れ
う
る
類
の
も
の
で
も
な
い
。

ニ
ー
バ
ー
が
神
話
を
も
っ
て
と
ら
え
よ
う
と
す
る
歴
史
と
は
、
ヘ
ブ
ラ
イ
的
伝
統
に
よ
る
聖
書
的
創
造
、
ま
た
預
言
者
的
言
語
に
依
っ
て
お

り
、
旧
約
的
成
就
で
あ
り
否
定
で
あ
る
「
苦
難
の
僕
」
と
し
て
の
救
済
主
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
の
贖
罪
を
通
し
て
明
ら
か
と
な
る
歴
史
で
あ

り
、
ニ
ー
バ
ー
の
歴
史
理
解
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
は
、
キ
リ
ス
ト
教
的
聖
書
的
救
済
史
の
全
体
性
に
依
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て

そ
の
全
体
性
と
は
、
終
末
論
を
前
提
と
し
て
い
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
ニ
ー
バ
ー
に
と
っ
て
贖
罪
が
救
済
史
の
全
体
と
関
わ
っ
て
い
る
よ

う
に
、
終
末
論
も
ま
た
同
様
に
救
済
史
の
根
幹
を
担
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
創
造
と
贖
罪
が
、
密
接
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
、
贖
罪
と
終

末
も
ま
た
、
分
け
が
た
く
連
関
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
聖
書
的
救
済
史
が
、
普
遍
史
と
の
関
わ
り
を
分
け
が
た
く
保
持
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

7
．
意
味
の
十
全
な
る
開
示
と
し
て
の
終
末

ニ
ー
バ
ー
に
と
っ
て
終
末
は
、
二
つ
の
象
徴
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
て
い
る
。“finis ”
（
フ
ィ
ニ
ス
）
と “telos ”

（
テ
ロ
ス
）
で
あ
る
。
前

者
は
、
時
間
軸
的
・
時
系
列
的
な
概
念
で
あ
る
。
ま
た
後
者
は
「
目
的
」
と
も
訳
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、「
真
の
終
焉
」（true 
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end

）
と
も
呼
ば
れ
、
こ
の
テ
ロ
ス
が
、
現
実
領
域
の
高
み
と
深
み
の
次
元
と
し
て
の
「
意
味
領
域
」
を
指
し
示
し
て
い
る
。
こ
の
二
つ
は

区
別
さ
れ
て
い
る
が
、
弁
証
法
的
に
関
わ
り
あ
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
こ
の
時
間
軸
と
し
て
の
フ
ィ
ニ
ス
は
、
目
的
論
的
な
テ
ロ
ス

に
対
し
て
、
常
に
葛
藤
を
与
え
、
こ
の
テ
ロ
ス
と
し
て
の
生
を
見
出
そ
う
と
す
る
人
間
を
、「
無
意
味
の
恐
れ
」
の
中
に
引
き
込
も
う
と
す

る
誘
惑
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。
フ
ィ
ニ
ス
は
、
常
に
、
人
間
が
「
意
味
領
域
」
と
し
て
の
生
の
深
み
と
高
み
の
次
元
と
を
見
出
す
こ
と
を

妨
げ
よ
う
と
す
る
。
テ
ロ
ス
は
、
こ
の
フ
ィ
ニ
ス
の
恐
れ
か
ら
人
間
を
生
の
意
味
を
見
出
さ
せ
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
テ
ロ

ス
は
、「
偽
り
の
永
遠
」（false eternals

）
か
ら
派
生
す
る
目
的
と
し
て
生
を
解
釈
す
る
と
き
、
悪
と
し
て
そ
の
フ
ィ
ニ
ス
と
結
び
つ
き
、

人
間
の
生
の
現
実
を
、
誤
っ
た
形
で
受
け
取
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
）
75
（

。
こ
れ
は
、
ニ
ー
バ
ー
に
お
け
る
罪
理
解
（
傲
慢
の
罪
と
肉
欲
の
罪
）

と
も
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
と
な
る
。
人
間
は
生
の
意
味
・
歴
史
の
意
味
を
究
極
の
歴
史
の
終
わ
り
（
終
末
）
に
お
い
て
の
み
十
全
に
理
解

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
終
末
は
、
歴
史
の
終
わ
り
で
あ
る
と
と
も
に
、
歴
史
を
超
え
て
い
る
。
終
末
は
永
遠
の
次
元
と
結
び
つ
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

だ
か
ら
、
人
間
が
終
末
を
、
た
だ
現
実
の
歴
史
の
終
焉
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
は
正
し
く
な
い
。
そ
の
よ
う
に
理
解
す
る
と
き
、
フ
ィ
ニ
ス

は
、
テ
ロ
ス
を
無
意
味
化
し
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
人
間
は
、
終
末
を
終
末
の
ま
ま
に
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ

る
。
終
末
を
意
味
あ
る
も
の
と
し
て
理
解
す
る
た
め
に
は
、
象
徴
的
・
超
歴
史
的
と
し
て
あ
り
続
け
る
ゆ
え
に
、
こ
の
終
末
的
象
徴
を
指
し

示
す
ア
イ
コ
ン
的
存
在
（
イ
エ
ス
）
が
必
要
で
あ
る
。
フ
ィ
ニ
ス
と
し
て
の
終
末
は
、「
死
の
恐
れ
」
か
ら
派
生
す
る
「
消
滅
の
恐
れ
」
を

引
き
起
こ
し
、
そ
れ
は
、「
無
意
味
へ
の
恐
れ
」
と
な
る
）
76
（

。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
恐
れ
は
、
終
末
に
、
テ
ロ
ス
と
し
て
の
光
、
生
の
意
味
を

開
示
す
る
光
、「
闇
に
照
ら
す
光
」
に
よ
っ
て
、
フ
ィ
ニ
ス
が
、
消
滅
の
恐
れ
と
し
て
の
そ
れ
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
生
の
成
就
と
し
て
の

フ
ィ
ニ
ス
へ
と
変
容
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
同
時
に
こ
の
生
の
成
就
は
、
神
か
ら
の
最
後
の
審
き
の
時
を
待
ち
望
む
意
味
に
お
い
て
、
生
の
否

定
と
も
な
る
。
し
か
し
こ
の
生
の
否
定
は
、
人
間
の
側
の
力
で
は
な
く
、
神
の
恩
寵
に
お
け
る
新
し
い
生
を
待
望
す
る
力
に
な
る
の
で
あ

る
。
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ニ
ー
バ
ー
に
と
っ
て
、
歴
史
に
生
き
る
人
間
は
、「
中
間
時
」
を
生
き
る
存
在
で
あ
る
。
歴
史
的
存
在
と
し
て
の
人
間
は
、「
既
に
来
ら
れ

た
」
キ
リ
ス
ト
（
来
臨
﹇
受
肉
﹈）
と
、「
再
び
来
り
た
も
う
」
キ
リ
ス
ト
（
再
臨
）
の
時
代
の
間
の
「
中
間
時
」
を
生
き
て
い
る
。
こ
の

「
中
間
時
」
に
お
い
て
は
、
終
末
に
よ
っ
て
知
ら
れ
う
る
人
間
の
生
の
意
味
や
歴
史
の
「
真
の
」
意
味
と
い
う
の
は
、「
既
に
来
ら
れ
た
」
方

と
し
て
の
贖
罪
の
キ
リ
ス
ト
を
通
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
）
77
（

。
ニ
ー
バ
ー
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

宗
教
的
信
仰
は
、
特
定
の
象
徴
を
必
要
と
す
る
。
そ
し
て
、
歴
史
の
イ
エ
ス
は
、
歴
史
の
中
に
お
け
る
絶
対
性
の
完
全
な
象
徴

で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
純
粋
な
精
神
が
希
求
す
る
完
全
な
愛
は
、
キ
リ
ス
ト
の
生
と
十
字
架
の
ド
ラ
マ
の
中
に
明
確
に
さ
れ

て
い
る
か
ら
で
あ
る
）
78
（

。

十
字
架
の
キ
リ
ス
ト
を
知
る
時
、「
完
全
な
愛
」
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
の
犠
牲
愛
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
キ
リ
ス
ト
の
犠
牲
愛
が
、
人
間
の
生
の

意
味
、
歴
史
の
意
味
の
深
層
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

た
だ
、
人
間
は
、「
既
に
来
ら
れ
た
」
キ
リ
ス
ト
に
よ
っ
て
神
を
知
る
こ
と
が
で
き
て
も
、
そ
れ
は
た
だ
部
分
的
に
知
り
う
る
の
み
で

あ
っ
て
、
十
全
に
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
意
味
の
十
全
な
開
示
は
、
神
の
み
が
知
っ
て
お
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
中
間
時

を
生
き
る
人
間
に
は
、
生
の
意
味
も
、
歴
史
の
意
味
も
や
は
り
「
神
秘
の
半
影
」
に
覆
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
神
は
、
中
間
時
を
生

き
る
人
間
に
と
っ
て
、
自
ら
を
完
全
に
開
示
さ
れ
る
神
で
あ
る
の
で
は
な
く
、「
隠
さ
れ
た
神
」
で
あ
り
続
け
る
）
79
（

。
そ
の
十
全
な
意
味
は
、

「
再
び
来
り
た
も
う
」
キ
リ
ス
ト
、「
終
末
」
に
よ
っ
て
の
み
、
最
終
的
に
完
全
に
知
ら
れ
る
形
で
明
ら
か
に
な
る
。
し
か
し
、
キ
リ
ス
ト
の

贖
罪
に
お
い
て
終
末
時
は
既
に
始
ま
っ
て
い
る
ゆ
え
に
、
人
間
は
歴
史
の
意
味
を
求
め
つ
つ
、
漸
進
す
る
こ
と
も
ま
た
で
き
る
の
で
あ
る
。

人
間
は
、
現
実
領
域
の
高
み
と
深
み
の
次
元
で
あ
る
意
味
領
域
に
よ
っ
て
そ
の
生
を
真
に
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
。
中
間
時
に
生
き
る
人
間

は
、
こ
の
十
字
架
の
キ
リ
ス
ト
に
よ
る
光
、
つ
ま
り
「
闇
に
輝
く
光
」
に
照
ら
さ
れ
る
こ
と
で
、
そ
の
生
の
意
味
と
歴
史
の
意
味
を
知
る
）
80
（

。
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そ
れ
は
決
し
て
十
全
な
意
味
に
お
い
て
で
は
な
い
に
し
て
も
、
だ
か
ら
こ
そ
、
人
間
は
、
自
ら
の
存
在
の
意
味
の
不
確
か
さ
を
知
る
こ
と

で
、
む
し
ろ
、
生
を
謙
遜
に
生
き
る
の
で
あ
る
。
人
間
に
と
っ
て
自
ら
の
存
在
が
十
全
に
明
ら
か
に
さ
れ
な
い
こ
と
は
、
必
然
で
あ
る
。
な

ぜ
な
ら
ば
、
人
間
の
生
と
は
「
秘
義
」（m

ystery

）
に
属
す
る
こ
と
で
あ
り
、
歴
史
と
超
歴
史
の
弁
証
法
的
次
元
に
触
れ
る
事
柄
だ
か
ら

で
あ
る
。
人
間
は
、
そ
の
こ
と
を
中
間
時
に
お
い
て
、
知
る
。
そ
れ
は
た
だ
、「
謙
遜
の
セ
ン
ス
」（sense of hum

ilit

）
81
（y

）
に
よ
っ
て
で
あ

る
。
こ
の
生
の
「
秘
義
」
を
人
間
は
、
科
学
的
に
も
合
理
主
義
的
思
考
に
お
い
て
も
立
証
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
、
ニ
ー
バ
ー
に

と
っ
て
唯
一
、「
生
活
の
中
で
の
証
し
」
に
よ
っ
て
、
立
証
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
）
82
（

。
だ
か
ら
ニ
ー
バ
ー
に
と
っ
て
、
中
間
時
を
秘
義
へ
の
理

解
と
謙
遜
の
セ
ン
ス
を
持
っ
て
生
き
る
者
の
倫
理
は
、
証
し
に
生
き
る
倫
理

0

0

0

0

0

0

0

0

な
の
で
あ
る
）
83
（

。

8
．
結
語

ニ
ー
バ
ー
に
と
っ
て
、
神
話
・
象
徴
論
は
、
聖
書
の
福
音
の
持
つ
歴
史
―
超
歴
史
の
弁
証
法
的
次
元
と
、
現
実
の
深
み
と
高
み
の
次
元
を

表
現
す
る
た
め
の
様
式
で
あ
り
、
こ
の
形
式
に
よ
っ
て
、
聖
書
の
持
つ
「
永
遠
の
神
話
」
が
、
完
全
に
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
が
、

光
を
照
ら
し
だ
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
わ
ば
浮
彫
に
さ
れ
る
よ
う
な
形
で
表
出
さ
れ
る
。
こ
の
表
出
を
も
た
ら
す
光
は
、
ヘ
ブ
ラ
イ
的
歴
史

観
を
保
持
し
、
預
言
者
運
動
を
継
承
す
る
こ
と
に
よ
り
語
ら
れ
て
き
た
聖
書
の
言
葉
の
成
就
で
あ
り
否
定
で
あ
る
イ
エ
ス
の

0

0

0

0

「
闇
に
輝
く

0

0

0

0

光0

」
に
よ
っ
て
の
み

0

0

0

0

0

0

可
能
な
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
贖
罪
を
十
字
架
で
果
た
さ
れ
た
イ
エ
ス
は
、
こ
の
ヘ
ブ
ラ
イ
的
歴
史
に
お
け
る

特
殊
性
と
、
神
―
人
性
を
完
全
に
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
ゆ
え
に
、
ニ
ー
バ
ー
に
と
っ
て
こ
の
闇
に
輝
く
光
を
示
す
た
だ
唯
一
の
ア
イ
コ
ン
な

の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
キ
リ
ス
ト
の
贖
罪
と
し
て
の
「
犠
牲
愛
」
は
、
創
造
か
ら
堕
罪
、
そ
し
て
終
末
に
至
る
救
済
史
全
体
を
貫
く
神
の
愛

の
究
極
的
象
徴
で
あ
る
。

0

0

0

0
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人
間
は
、
こ
の
、「
既
に
来
ら
れ
た
」
キ
リ
ス
ト
と
、「
再
び
来
り
た
も
う
」
キ
リ
ス
ト
の
救
済
史
の
只
中
で
あ
る
「
中
間
時
」
に
生
き
続

け
る
認
識
に
よ
っ
て
、
歴
史
的
存
在
と
し
て
生
き
る
。
そ
れ
は
、
十
字
架
と
終
末
の
弁
証
法
の
中
に
あ
っ
て
、
信
仰
に
よ
っ
て
知
る
意
味
を

探
求
す
る
生
を
生
き
な
が
ら
、
そ
こ
で
こ
そ
終
末
ま
で
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
真
実
を
謙
虚
に
受
け
止
め
る
人
間
の
姿
で
あ
る
。
な

ぜ
な
ら
ば
、
終
末
に
よ
る
意
識
に
よ
っ
て
こ
そ
、
歴
史
全
体
は
、
そ
の
意
味
を
帯
び
、
人
間
の
歴
史
理
解
を
深
め
る
か
ら
で
あ
る
）
84
（

。
こ
の
贖

罪
と
再
臨
の
キ
リ
ス
ト
の
緊
張
関
係
を
保
持
し
な
い
終
末
論
理
解
は
、
歴
史
と
超
歴
史
の
弁
証
法
的
次
元
を
看
過
し
て
し
ま
っ
て
い
る
）
85
（

。

こ
の
中
間
時
に
生
き
る
存
在
と
し
て
、
人
間
は
、
自
ら
の
生
と
自
ら
が
生
き
る
歴
史
に
責
任
を
持
つ
。
ニ
ー
バ
ー
は
、
こ
の
贖
罪
と
終

末
の
狭
間
の
中
に
立
っ
て
生
き
る
人
間
の
倫
理
形
成
を
志
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、「
愛
と
正
義
」
を
生
き
る
倫
理
的
責
任
意
識
の
形
成
で
あ

る
。
そ
し
て
何
よ
り
ニ
ー
バ
ー
に
と
っ
て
こ
の
形
成
は
、
歴
史
と
超
歴
史
の
弁
証
法
に
よ
る
、
現
実
の
深
み
と
高
み
の
次
元
を
示
す
聖
書
的

神
話
と
し
て
の
贖
罪
と
終
末
の
象
徴
を
「
真
摯
に
」
受
け
止
め
る
こ
と
に
依
っ
て
い
る
）
86
（

。
ニ
ー
バ
ー
は
、
こ
の
「
真
摯
さ
」
を
、
教
条
主
義

的
に
、
演
繹
的
に
語
り
進
め
て
い
っ
た
の
で
は
な
く
、
他
の
分
野
へ
の
開
か
れ
た
態
度
と
キ
リ
ス
ト
教
の
誠
実
な
姿
勢
を
問
う
両
者
を
併
せ

持
っ
た
預
言
者
的
弁
証
学
的
意
図
を
鮮
明
に
し
つ
つ
、
し
か
も
な
お
、
聖
書
の
真
理
を
希
釈
し
な
が
ら
妥
協
的
に
語
っ
て
い
っ
た
の
で
は
な

く
、
あ
く
ま
で
貫
き
続
け
る
立
場
を
保
持
し
た
。
そ
の
最
善
の
語
り
の
様
式
が
、
神
話
・
象
徴
な
の
で
あ
る
。
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. K

egley &
 

R
obert W

. B
retall

（N
ew

 York: T
he M

acm
illan C

om
pany, 1952

）.

（
24
） R

. N
iebuhr, “Faith as the Sense of M

eaning in H
um

an E
xistence ,” Faith and Politics, ed. R

onald H
. Stone,

（N
ew

 York, G
eorge 

B
raziller, Inc.

）, pp.10

―11.

（
25
） “Faith as the Sense of M

eaning in H
um

an E
xistence ,” p.11. C

f. “T
he A

ssurance of G
race ,” T

he E
ssencial R

einhold N
iebuhr: 

Seleted E
ssays and A

ddresses, ed. R
obert M

cA
fee B

row
n

（N
ew

 H
aven: Yale U

niversity Press

）, pp.67

―69.

（
26
） IC

E
, p.8.

（
27
） IC

E
, p.8.

（
28
） R

. N
iebuhr, “M

ystery and M
eaning ”

（1946

）, T
he E

ssential R
einhold N

iebuhr, ed. R
obert. M

. B
row

n,

（N
ew

 H
aven: Yale 

U
niversity Press, 1986

）, p.246.
（
以
下M

ystery 

と
略
す
）

（
29
） 

ニ
ー
バ
ー
は
、
こ
のM

yth

の
概
念
を
、Sym

bol 

と
も
呼
ん
で
お
り
、
こ
の
言
い
方
の
ほ
う
が
、
前
者
の
誤
解
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
る
、
と

述
べ
て
い
る
（SD

H
, p.97

）。

（
30
） IC

E
, p.7.

（
31
） IC

E
, pp.16

―17.

（
32
） R

. N
iebuhr, Faith and H

istory

（N
ew

 York, C
harles Scribner ’s Sons, 1949

）, p.54.

（
以
下FH

と
略
す
）
邦
訳
は
飯
野
紀
元
訳
『
信
仰
と

歴
史
』
新
教
出
版
社
、
一
九
五
〇
年
。

（
33
） 

こ
の
永
遠
の
神
話
に
お
け
る
歴
史
を
実
存
的
に
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
解
消
し
た
の
が
R
・
ブ
ル
ト
マ
ン
で
あ
る
。
ブ
ル
ト
マ
ン
は
、
聖
書

的
神
話
を
「
否
定
」
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
非
神
話
化
」
し
た
。
ニ
ー
バ
ー
に
よ
れ
ば
、
ブ
ル
ト
マ
ン
は
、
神
話
の
持
っ
て
い
る
「
原
初
的
神

話
」
と
「
永
遠
の
神
話
」
の
峻
別
を
な
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
、
と
す
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
ブ
ル
ト
マ
ン
神
学
の
本
質
で
あ
る
「
ケ

リ
ュ
グ
マ
」
を
主
張
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
内
実
が
脆
弱
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
と
ニ
ー
バ
ー
は
指
摘
す
る
（SD

H
, p.97

）。
ま

た
、
ニ
ー
バ
ー
の
非
神
話
化
へ
の
指
摘
は
、
ブ
ル
ト
マ
ン
の
実
存
論
的
解
釈
が
、
一
九
六
〇
年
後
半
に
入
っ
て
、
そ
の
支
持
を
急
速
に
失
い
始

め
た
こ
と
を
鑑
み
て
的
確
で
あ
っ
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
（
C
・
E
・
ブ
ラ
ー
デ
ン
、
R
・
W
・
ジ
ェ
ン
ソ
ン
『
聖
書
を
取
り
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戻
す
――
教
会
に
お
け
る
聖
書
の
権
威
と
解
釈
の
危
機
』（
芳
賀
力
訳
、
教
文
館
、
一
九
九
八
年
、
一
八
頁
）。
ニ
ー
バ
ー
が
ブ
ル
ト
マ
ン
の
ケ

リ
ュ
グ
マ
へ
の
脆
弱
性
を
見
て
と
っ
た
の
は
、
ブ
ル
ト
マ
ン
の
非
神
話
化
が
、
聖
書
的
歴
史
を
否
定
し
、
実
存
論
的
に
解
釈
し
た
こ
と
に
よ
っ

て
、
人
間
の
歴
史
を
超
越
す
る
救
済
史
の
観
点
を
脇
へ
と
追
い
や
っ
て
し
ま
っ
た
と
判
断
し
た
か
ら
と
見
て
間
違
い
な
い
。
人
間
の
歴
史
は
、

聖
書
の
持
つ
「
超
歴
史
」
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
、
か
つ
審
か
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
人
間
の
歴
史
そ
の
も
の
が
絶
対
化
さ
れ
、
そ
の
も
の
が
偶
像

崇
拝
の
対
象
と
な
る
。
こ
の
罪
を
判
断
す
る
た
め
の
根
本
的
な
批
判
的
材
料
と
し
て
の
聖
書
解
釈
が
、
ブ
ル
ト
マ
ン
の
「
ケ
リ
ュ
グ
マ
」
に
は

希
薄
で
あ
る
と
ニ
ー
バ
ー
は
見
た
の
で
あ
る
。
な
お
、T

he T
ruth in M

yths

に
お
い
て
ブ
ル
ト
マ
ン
と
共
に
、
バ
ル
ト
も
ま
た
批
判
に
晒
さ
れ

て
い
る
（T

he T
ruth in M

yth, p.29

）。

（
34
） IC

E
, p.15

―21.  

ニ
ー
バ
ー
は
預
言
者
運
動
を
、
と
り
わ
け
バ
ビ
ロ
ン
捕
囚
期
に
お
け
る
ヘ
ブ
ラ
イ
的
宗
教
の
保
持
運
動
に
見
て
い
る
。
ま
た
、

異
教
世
界
に
お
け
る
ユ
ダ
ヤ
教
の
宗
教
性
の
保
持
だ
け
で
は
な
く
、
捕
囚
に
対
し
て
意
味
の
解
釈
を
与
え
、
そ
こ
に
苦
難
の
イ
ス
ラ
エ
ル
に
対

す
る
神
の
贖
い
を
強
調
し
て
い
る
と
ニ
ー
バ
ー
は
見
る
。
そ
し
て
、
第
二
イ
ザ
ヤ
を
と
り
わ
け
強
調
す
る
。

（
35
） 

ニ
ー
バ
ー
は
、IC

E

に
お
い
て
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
を
高
く
評
価
し
な
が
ら
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
お
け
る
ギ
リ
シ
ャ
的
傾
向
が
、
預
言
者

的
超
越
信
仰
よ
り
も
、
秘
跡
的
（sacram
ental

）
に
な
っ
た
と
し
、
そ
の
影
響
が
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
に
継
承
さ
れ
て
い
る
と
見
る
（IC

E
, p.19

）。

（
36
） 

よ
っ
て
、
例
え
ば
R
・
ジ
ェ
ン
ソ
ン
が
、「
神
話
の
語
る
出
来
事
の
物
語
的
な
継
起
は
非
本
質
的
な
も
の
で
あ
る
」
と
し
て
、
聖
書
的
解
釈
と
し

て
妥
当
し
な
い
、
と
い
う
主
張
は
、
ヘ
ブ
ラ
イ
的
預
言
者
運
動
を
本
質
と
し
て
い
る
と
い
う
前
提
が
、
ニ
ー
バ
ー
の
「
永
遠
の
神
話
」
の
理
解

に
は
あ
る
の
で
当
て
は
ま
ら
な
い
。
C
・
E
・
ブ
ラ
ー
デ
ン
、
R
・
W
・
ジ
ェ
ン
ソ
ン
編
『
聖
書
を
取
り
戻
す
』（
芳
賀
力
訳
、
教
文
館
、
一
九 

九
八
年
）、
一
七
四
頁
。

（
37
） IC

E
, p.16.

（
38
） R

. N
iebuhr, “C

oherence, Incoherence, and C
hristian Faith ,” T

he E
ssential R

einhold N
iebuhr, ed. R

obert M
. B

row
n

（N
ew

 H
aven: 

Yale U
niversity Press

）, p.222.

（
39
） FH

, p.47, IC
E

, p.19.

（
40
） IC

E
, p.18,

「
秘
義
と
意
味
」（
高
橋
訳
）
一
二
五
頁
。
ま
た
、
こ
の
点
の
肯
定
に
つ
い
て
は
、K

. D
urkin, R

einhold N
iebuhr

（Pennsylvania: 
M

orehouse Publishing, 1989

）, p.79 

も
参
照
の
こ
と
。

（
41
） IC

E
, p.18.
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（
42
） N

. Jacobson, “N
iebuhr ’s Philosophy of H

istory ,” H
arvard T

heological R
eview

, 38, 4

（O
ctober, 1944

）, pp.237

―268.  

引
用
は
高
橋

義
文
『
ニ
ー
バ
ー
の
歴
史
神
学
』
三
九
六
頁
に
よ
る
。
ロ
ッ
ホ
マ
ン
の
論
文
は
、J. M
. Lochm

ann, “T
he Problem

 of R
ealism

 in R
einhold 

N
iebuhr ’s C

hristology ,” Scottish Journal of T
heology, 11

（1958

）, pp.253

―227.  

引
用
は
高
橋
『
歴
史
神
学
』
に
よ
る
。

（
43
） Stanley H

auerw
as, W

ith the G
rain of the U

niverse: T
he C

hurch ’s W
itness and N

atural T
heology

（M
ichigan: B

aker A
cadem

ic, 

2013

）, p.39.
（
以
下G

rain 

と
略
す
）

（
44
） R

. N
iebuhr, Justice and M

ercy, ed. U
rsula N

iebuhr

（Louisville: W
estm

inster/John K
nox, 1974

）, p.135.

（
45
） S. H

auerw
as, G

rain, p.17.

（
46
） S. H

auerw
as, W

ilderness W
anderings: Probing T

w
entieth-C

entury T
heology and Philosophy

（C
olorado: W

estview
 Press, 1997

）, 
p.43.

（
47
） S. H

auerw
as, G

rain, p.39.

（
48
） S. H

auerw
as, G

rain, p.133.

（
49
） R

. N
euhaus. N

iebuhr Today, p.103.

（
50
） R

. N
euhaus, N

iebuhr Today, p.111.

（
51
） R

, N
euhaus, N

iebuhr Today, p.111.

（
52
） 

髙
橋
義
文
『
ニ
ー
バ
ー
と
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
――
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
・
ニ
ー
バ
ー
の
神
学
的
視
点
の
探
求
』（
聖
学
院
大
学
研
究
叢
書
8
、
聖
学
院

大
学
出
版
会
、
二
〇
一
四
年
）
一
一
―
一
二
頁
参
照
。
大
木
英
夫
・
深
井
智
朗
に
よ
れ
ば
、
日
本
に
お
け
る
ニ
ー
バ
ー
受
容
の
困
難
は
、「
そ
の

表
現
に
お
け
る
神
学
的
レ
ト
リ
ッ
ク
」
に
あ
る
と
見
る
（『
ア
メ
リ
カ
史
の
ア
イ
ロ
ニ
ー
』、
聖
学
院
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
二
年
、
三
〇
三
頁
）。

（
53
） SD

H
, p.224.

『
自
我
と
歴
史
の
対
話
』、
二
五
五
頁
。

（
54
） 

ま
た
同
時
に
ニ
ー
バ
ー
は
、
勝
利
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
を
、
黙
示
文
学
と
し
て
の
ダ
ニ
エ
ル
書
の
「
人
の
子
」
と
し
て
の
イ
エ
ス
の
自
己
呼
称

に
見
て
い
る
。N

D
M

 II, p.48.

（
55
） 

こ
の
こ
と
か
ら
、
例
え
ば
S
・
ハ
ワ
ー
ワ
ス
が
、
ニ
ー
バ
ー
の
キ
リ
ス
ト
論
が
、
A
・
リ
ッ
チ
ュ
ル
ら
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
、「
完
全
な
愛

の
模
範
か
も
し
く
は
師
範
」
に
な
っ
て
い
て
、「
救
い
主
」
で
は
な
い
、
と
し
て
い
る
見
方
は
当
た
ら
な
い
（S. H

auerw
as, A

 C
om

m
unity of 

C
haracter: T

ow
ard a C

onstructive C
hristian Social E

thic

（N
otre D

om
e: U

niversity of N
otre D

am
e Press, 1991

）, p.234

）。
ハ
ワ
ー
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ワ
ス
は
、
ま
こ
と
の
神
で
あ
ら
れ
、
ま
こ
と
の
人
で
あ
ら
れ
る
キ
リ
ス
ト
の
弁
証
法
を
注
意
深
く
と
ら
え
よ
う
と
し
て
い
る
ニ
ー
バ
ー
の
意
図

を
見
損
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
む
し
ろ
キ
リ
ス
ト
に
対
し
て
は
、
完
全
な
愛
の
規
範
と
し
て
模
倣
す
る
、
と
い
う
よ
り
も
キ
リ
ス
ト
の
服

従
を
こ
そ
見
て
と
っ
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
ニ
ー
バ
ー
がC

hristian C
entury 

誌
に
求
め
ら
れ
て
、
一
九
三
〇
年
代
の
歩
み
を

振
り
返
る
文
章
を
依
頼
さ
れ
た
時
に
も
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
こ
と
は
、
こ
の
証
左
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。「
彼
﹇
キ
リ
ス
ト
﹈
は
、
私
の
生

に
、
新
し
い
忠
誠
心
の
核
や
力
の
源
を
与
え
ら
れ
る
贖
い
主
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
キ
リ
ス
ト
は
、
法
で
あ
り
、
ロ
ゴ
ス
で
あ
り
、
生
の

枢
要
な
構
造
な
の
で
あ
り
、
私
が
、
そ
の
力
に
欠
け
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
服
従
を
追
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
方
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト

は
、
決
定
的
に
そ
し
て
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
私
が
そ
う
す
べ
き
お
方
な
の
で
あ
る
」（“Ten Years T

hat Shook M
y W

orld ,” C
hristian C

entury, 

A
pril, 1939, p.545

）。
ま
た
、
デ
ト
ロ
イ
ト
時
代
の
牧
会
日
記
に
お
い
て
も
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
け
れ
ど
も
、
私
の
人
生
に
と
っ
て
、
私
が

正
統
的
キ
リ
ス
ト
論
を
受
容
し
た
よ
り
も
、
イ
エ
ス
が
、
た
だ
の
ガ
リ
ラ
ヤ
の
夢
想
家
で
あ
り
、
教
師
で
あ
っ
た
と
い
う
位
置
に
イ
エ
ス
を
貶

め
る
な
ど
で
き
な
い
こ
と
で
あ
る
」（Leaves from

 the N
otebook of a T

am
ed C

ynic, p.120

）。
さ
ら
に
い
え
ば
、
一
九
世
紀
の
キ
リ
ス
ト
論

に
対
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
の
反
駁
と
し
て
、
ニ
ー
バ
ー
が
、
キ
リ
ス
ト
論
を
展
開
し
た
、
とPaul Lehm

an 

が
主
張
し
て
い
る
こ
と
も
参
照
の
こ

と
。Paul Lehm

an, “T
he C

hristology of R
einhold N

iebuhr ,” LLT.

（
56
） 「
十
字
架
は
、
歴
史
に
お
け
る
正
義
や
相
互
関
係
に
つ
い
て
の
特
定
の
規
範
の
一
切
を
超
越
す
る
ア
ガ
ペ
ー
の
完
全
を
象
徴
す
る
」（N

D
M

 II, 

p.74

）。

（
57
） 

ニ
ー
バ
ー
が
創
造
の
神
話
に
関
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
指
摘
は
、
贖
罪
論
に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
い
え
る
。「
聖
書
的
信
仰
の
神

は
、
ロ
ゴ
ス
と
、
形
式
と
構
造
の
中
に
、
表
明
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
神
は
、
形
式
と
構
造
と
同
様
に
、
力
で
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
世

界
の
形
式
と
構
造
は
、
生
の
神
秘
の
最
終
的
な
手
が
か
り
を
前
に
し
て
留
ま
っ
て
い
る
。
精
神
と
ロ
ゴ
ス
を
超
え
た
創
造
の
神
秘
に
対
し
て
理

解
を
持
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
の
見
方
は
、
精
神
に
対
す
る
未
熟
な
る
神
格
化
へ
と
い
ざ
な
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
」（FH

, p.47

）。C
f. 

N
D

M
 II, p.289.

（
58
） N

D
M

 II, p.70.

（
59
） N

D
M

 II, p.75.

（
60
） N

D
M

 II, p.68.

（
61
） FH

, p.231.
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（
62
） N

D
M

 II, p.211. C
f. FH

, p.215.
（
63
） R

einhold N
iebuhr Today, p.107.

（
64
） R

einhold N
iebuhr Today, p.108.  

シ
ン
は
、
そ
の
違
い
は
ニ
ー
バ
ー
に
対
す
る
ブ
ル
ト
マ
ン
や
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
違
い
で
も
あ
る
、
と
も
し
て

い
る
。

（
65
） SD

H
, p.237.

（
66
） 

高
橋
義
文
『
歴
史
神
学
』、
二
八
二
頁
。

（
67
） N

D
M

 II, p.74.

（
68
） N

D
M

 II, p.19.

（
69
） M

ystery, p.141.

「
秘
義
と
意
味
」（
高
橋
訳
）、
一
三
二
頁
。

（
70
） FH

, p.215.

（
71
） FH

, p.233.

（
72
） M

ystery, p.135.

「
秘
義
と
意
味
」（
高
橋
訳
）、
一
二
六
頁
。

（
73
） N

D
M

 II, p.23.

（
74
） 

ニ
ー
バ
ー
の
普
遍
史
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
安
酸
敏
眞
が
短
く
言
及
し
て
い
る
。「
中
間
時
の
思
想
――
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
・
ニ
ー
バ
ー
に
関
す

る
一
断
層
」（『
歴
史
と
神
学
――
大
木
英
夫
教
授
喜
寿
記
念
献
呈
論
文
集　

上
巻
』
所
収
、
聖
学
院
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
五
年
）
五
七
頁
を
参

照
の
こ
と
。

（
75
） N

D
M

 II, pp.287

―288.  

ニ
ー
バ
ー
は
こ
の
指
摘
を
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
お
よ
び
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
ニ
ズ
ム
に
見
出
し
て
い
る
。

（
76
） N

D
M

 II, p.293.

（
77
） N

D
M

 II, p.51.

（
78
） R

. N
iebuhr, R

eflection on the E
nd of an E

ra

（N
ew

 York: C
harles Scribner ’s Sons

）, p.287.

（
79
） N
D

M
 II, p.65. C

f. IC
E

, pp.17

―18.

（
80
） M

ystery, p.144.

「
秘
義
と
意
味
」（
高
橋
訳
）、
一
二
三
頁
。

（
81
） R

. N
iebuhr, T

he Irony of A
m

erican H
istory

（N
ew

 York: C
harles Scribner ’s Sons, 1952

）, p.138.  

邦
訳
：
大
木
英
夫
・
深
井
智
朗
訳
『
ア



332

メ
リ
カ
史
の
ア
イ
ロ
ニ
ー
』
聖
学
院
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
二
年
、
二
〇
八
頁
。

（
82
） M

ystery, pp.142

―145.

「
秘
儀
と
意
味
」（
高
橋
訳
）、
一
三
三
―
一
三
五
頁
。
ニ
ー
バ
ー
に
お
け
る
「
中
間
時
の
倫
理
」
に
つ
い
て
は
、
安
酸

敏
眞
「
中
間
時
の
思
想
」（
前
掲
）
を
参
照
の
こ
と
。
安
酸
は
、
ニ
ー
バ
ー
の
中
間
時
の
倫
理
に
、
終
末
的
真
理
の
未
開
示
と
開
示
の
間
を
生
き

る
「
謙
遜
の
セ
ン
ス
」（
六
七
頁
）
を
持
っ
て
生
き
る
人
間
の
姿
を
見
出
す
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
そ
れ
は
、
ニ
ー
バ
ー
そ
の
人
自
身
で
あ
っ
た
、

と
も
い
う
。

（
83
） 

ニ
ー
バ
ー
の
信
仰
に
お
け
る
「
証
し
」
の
面
に
つ
い
て
は
、
髙
橋
『
ニ
ー
バ
ー
と
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
』
二
七
七
―
二
七
九
頁
参
照
。

（
84
） FH

, p.214.

（
85
） FH

, p.215.

（
86
） N

D
M

 II, p.289.


