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ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
・
ニ
ー
バ
ー
の
人
間
論

――
そ
の
歴
史
形
成
面
の
考
察
）
1
（　

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
と
略
す
）
の
人
間
論
は
、
研
究
史
的
観
点
か
ら
見

て
あ
る
課
題
を
負
っ
て
き
て
い
る
。
そ
れ
は
、
ニ
ー
バ
ー
の
人
間
論
（
お
よ
び
そ
の
神
学
思
想
全
般
に
わ
た
る
）
が
、
そ
の
罪
論
の
過
度
の

強
調
ゆ
え
に
悲
観
主
義
や
敗
北
主
義
の
類
に
陥
っ
て
い
る
、
と
す
る
批
判
に
対
し
て
の
応
答
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
、
H
・
ホ
フ
マ
ン
）
2
（

、
R
・

キ
ン
グ
）
3
（

、
J
・
プ
ラ
ス
コ
ー
）
4
（

な
ど
が
こ
の
類
の
批
判
を
し
て
き
た
他
、
近
年
に
お
い
て
も
、
S
・
ハ
ワ
ー
ワ
ス
）
5
（

、
S
・
ウ
ェ
ル
ズ
）
6
（

、
等
も
同

様
の
見
解
を
も
っ
て
、
そ
れ
ら
を
ニ
ー
バ
ー
神
学
の
看
過
す
べ
か
ら
ざ
る
欠
点
と
し
て
指
摘
し
て
い
る
）
7
（

。
例
え
ば
プ
ラ
ス
コ
ー
に
よ
れ
ば
、

ニ
ー
バ
ー
の
人
間
論
は
「
人
間
の
被
造
物
性
の
消
極
面
を
強
調
し
て
、
積
極
面
を
無
視
し
て
い
る
）
8
（

」、
と
批
判
す
る
し
、
ま
た
W
・
ウ
ィ
リ

モ
ン
は
、
ニ
ー
バ
ー
の
著
作
で
あ
る
『
キ
リ
ス
ト
教
倫
理
の
一
解
釈
』（A

n Interpretation of C
hristian E

thics

）
の
中
で
主
張
さ
れ
た

「
不
可
能
の
可
能
性
」
の
概
念
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
結
局
そ
の
原
理
は
「
極
度
に
悲
観
主
義
的
な
人
間
観
）
9
（

」
の
表
れ
に
よ
る
も
の
に
過
ぎ

な
い
、
と
捉
え
て
批
判
し
て
い
る
。
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た
だ
、
彼
ら
の
そ
の
よ
う
な
批
判
が
、
ニ
ー
バ
ー
神
学
思
想
を
適
切
に
捉
え
た
上
で
の
見
解
か
と
言
え
ば
、
否
と
す
る
の
が
わ
れ
わ
れ
の

立
場
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で
の
ニ
ー
バ
ー
研
究
に
お
い
て
、
歴
史
形
成
面
に
乏
し
い
と
す
る
考
察
よ
り
も
、
部
分
的
で
あ
る
に
せ
よ
、

積
極
面
を
指
摘
し
て
い
る
研
究
者
が
存
在
す
る
の
も
事
実
で
あ
り
、
例
え
ば
B
・
パ
タ
ー
ソ
ン
や
G
・
ハ
ー
ラ
ン
ド
な
ど
が
そ
の
系
譜
に
属

し
て
い
る
と
言
え
る
。

た
だ
、
両
者
と
も
に
、
ニ
ー
バ
ー
の
人
間
論
に
お
け
る
歴
史
形
成
面
の
論
証
に
お
い
て
は
、
不
十
分
な
印
象
を
免
れ
得
な
い
。
例
え
ば
パ

タ
ー
ソ
ン
は
、
ニ
ー
バ
ー
の
人
間
論
の
文
脈
に
お
い
て
、
そ
の
積
極
面
を
担
っ
て
い
る
生
の
責
任
性
や
原
初
的
義
に
言
及
し
て
い
る
が
、
そ

れ
ら
の
諸
要
素
を
よ
り
深
め
て
考
察
す
る
よ
り
も
、
過
度
に
恩
寵
論
に
対
し
て
人
間
の
歴
史
形
成
面
の
果
実
を
負
わ
せ
て
い
る
よ
う
に
見
受

け
ら
れ
る
。
よ
っ
て
、
生
の
責
任
性
や
原
初
的
義
の
考
察
は
限
定
的
な
言
及
に
留
ま
っ
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
諸
要
素
に
お
け
る
歴
史
形
成
面

を
十
分
に
表
し
て
い
る
と
は
言
い
難
い
）
10
（

。
ま
た
、
ハ
ー
ラ
ン
ド
の
場
合
、
ニ
ー
バ
ー
神
学
の
積
極
面
を
、
謙
虚
・
寛
容
・
ア
イ
ロ
ニ
ー
・
信

仰
義
認
・
教
会
、
と
い
う
諸
要
素
で
解
釈
す
る
）
11
（

が
、
わ
れ
わ
れ
が
本
論
文
で
取
り
上
げ
る
人
間
論
に
お
け
る
三
つ
の
要
素
、
す
な
わ
ち
、
神

の
像
の
残
存
性
、
原
初
的
義
、
生
の
責
任
性
、
に
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
ニ
ー
バ
ー
の
人
間
論
に
お
い
て
、
三
つ
の
要
素
は
ニ
ー
バ
ー
の

人
間
論
に
お
け
る
歴
史
形
成
面
の
論
証
に
お
い
て
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
概
念
で
あ
る
と
わ
れ
わ
れ
は
見
な
す
ゆ
え
に
、
ハ
ー
ラ
ン
ド
の

展
開
も
ま
た
不
十
分
な
印
象
を
拭
え
な
い
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
そ
の
よ
う
に
部
分
的
に
ニ
ー
バ
ー
神
学
に
お
け
る
歴
史
形
成
面
を
指
摘
し
て

い
る
研
究
は
あ
る
も
の
の
、
全
体
的
に
整
理
づ
け
、
そ
の
諸
要
素
の
意
義
を
主
張
し
た
研
究
が
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
見
当
た
ら
な
い
の
が
現

状
で
あ
る
。

そ
こ
で
本
論
文
は
、
ニ
ー
バ
ー
自
身
の
言
説
を
基
に
し
て
、
人
間
論
に
お
け
る
歴
史
形
成
面
を
人
間
論
の
文
脈
か
ら
全
体
的
に
明
示
す
る

こ
と
を
目
的
と
し
た
い
。
ま
ず
第
二
章
に
お
い
て
は
、『
人
間
の
本
性
』
か
ら
人
間
論
の
概
要
を
叙
述
す
る
。
た
だ
こ
こ
で
断
っ
て
お
く
べ

き
こ
と
は
、
ニ
ー
バ
ー
の
人
間
論
の
大
き
な
比
重
を
占
め
る
罪
論
の
検
討
は
よ
り
詳
細
な
分
析
を
必
要
と
す
る
た
め
に
、
紙
面
の
制
約
上
、

本
論
文
で
は
最
小
限
の
言
及
に
留
め
る
こ
と
と
し
、
罪
論
の
詳
細
な
検
討
は
他
の
機
会
に
行
う
こ
と
と
す
る
）
12
（

。
さ
ら
に
第
三
章
で
は
、
第
二
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章
の
概
要
を
前
提
と
し
つ
つ
、
と
り
わ
け
、
ニ
ー
バ
ー
の
人
間
論
に
お
い
て
歴
史
形
成
面
を
負
っ
て
い
る
諸
要
素
を
分
析
す
る
こ
と
と
し
、

最
後
に
結
語
を
述
べ
る
。

2
．
人
間
論
の
概
要

本
章
に
お
い
て
は
、
ニ
ー
バ
ー
の
人
間
論
の
概
要
を
、
主
に
『
人
間
の
本
性
』
の
叙
述
か
ら
た
ど
っ
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。

2
︱
1
．
自
然
と
精
神

人
間
は
、「
自
然
」（nature

）
と
「
精
神
」（spirit

）
と
い
う
二
つ
の
要
素
の
統
合
体
で
あ
る
。
人
間
が
自
然
を
有
し
て
い
る
、
と
い
う

こ
と
は
、「
自
然
の
有
為
変
転
に
服
し
、
自
然
の
必
然
性
に
強
い
ら
れ
、
自
然
の
衝
動
に
駆
り
立
て
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
自
然
が
そ

の
多
様
な
有
機
的
形
態
を
容
認
し
、
そ
れ
ら
に
行
き
過
ぎ
な
い
程
度
の
自
由
を
認
め
て
い
る
よ
う
な
束
の
間
の
年
月
の
う
ち
に
限
定
さ
れ
て

い
る
」（25

）
こ
と
を
意
味
す
る
。
肉
体
的
性
質
や
、
こ
れ
に
基
づ
い
た
性
や
人
種
性
な
ど
は
、
自
然
の
顕
著
な
例
と
言
っ
て
よ
い
。
自
然

は
人
間
存
在
の
有
限
性
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
、
哺
乳
類
に
属
す
る
他
の
動
物
と
も
、
程
度
や
質
的
差
異
は
あ
っ
て
も
共
通
し
て
い

る
性
質
で
あ
り
、
生
態
系
や
歴
史
の
流
転
の
中
に
巻
き
込
ま
れ
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
生
命
体
と
し
て
の
量
的
限
界
を
宿
し
て
お
り
、

最
終
的
に
は
、
死
と
い
う
抗
う
こ
と
の
で
き
な
い
終
焉
（finis

）
を
迎
え
る
こ
と
で
、
そ
の
生
が
閉
ざ
さ
れ
る
定
め
を
持
っ
て
い
る
。
た
だ

有
限
性
は
、
否
定
的
な
意
味
合
い
だ
け
を
持
つ
も
の
で
は
な
く
、
す
ぐ
後
述
す
る
よ
う
に
、
人
間
と
し
て
の
「
個
性
」
の
基
礎
を
形
成
す
る

ゆ
え
に
、
人
間
存
在
の
尊
厳
の
概
念
の
前
提
を
も
有
し
て
い
る
。
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一
方
、
人
間
は
自
然
と
同
時
に
精
神
の
面
を
も
有
し
て
い
る
。
精
神
の
最
も
重
要
な
性
質
は
、「
自
然
、
生
、
自
己
自
身
、
理
性
、
世
界

の
外
に
立
つ
」（25

）
力
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
自
由
の
基
礎
と
な
る
「
自
己
超
越
の
能
力
」（82

）
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
人
間
は
、
前

述
し
た
よ
う
な
自
然
的
性
質
に
よ
る
有
限
性
を
持
つ
。
そ
し
て
人
間
は
、
こ
の
有
限
性
的
性
質
に
苦
悩
す
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
生
の
有
限

性
に
悩
ん
だ
り
、
肉
体
的
限
界
を
感
覚
的
に
味
わ
っ
た
り
、
ま
た
内
面
的
に
も
翻
弄
さ
れ
た
り
す
る
、
等
で
あ
る
。
し
か
し
精
神
は
そ
れ
ら

の
限
界
を
超
越
し
、
克
服
し
よ
う
と
す
る
意
志
や
行
動
を
発
起
し
た
り
、
促
し
た
り
す
る
力
を
有
す
る
。
逆
に
、
自
ら
の
生
を
否
定
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
克
服
し
よ
う
と
す
る
こ
と
も
ま
た
精
神
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
精
神
は
「
自
己
」
と
い
う
意
識
を
も
侵
犯
的
に
超
越
し
よ
う
と

す
る
も
の
で
あ
る
が
、
一
方
、
自
己
を
超
え
出
る
こ
と
に
よ
っ
て
逆
説
的
に
自
己
を
理
解
す
る
こ
と
も
ま
た
、
精
神
の
性
質
で
あ
る
。
さ
ら

に
精
神
は
、
理
性
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
得
る
合
理
性
を
凌
駕
し
よ
う
し
、
さ
ら
に
現
実
世
界
の
領
域
を
も
、
意
識
や
意
味
の
想
起
に
お
い
て

超
え
出
よ
う
と
す
る
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
あ
ら
ゆ
る
自
然
の
限
界
を
超
越
し
よ
う
と
す
る
無
制
限
か
つ
無
制
約
的
な
自
由
の
意
識
の
源
泉
が
精
神
で
あ
る
。
人
間

は
、
こ
の
自
然
と
精
神
の
統
合
体
で
あ
る
と
と
も
に
、「
自
然
と
精
神
の
接
合
点
に
立
っ
て
い
る
」（41

）
存
在
で
あ
り
、
本
来
、
有
限
性
と

超
越
性
の
狭
間
に
常
に
立
ち
続
け
る
不
安
定
な
存
在
で
あ
る
。

ニ
ー
バ
ー
に
と
っ
て
、
自
然
と
精
神
と
を
逆
説
的
に
関
係
づ
け
る
理
解
に
よ
っ
て
、
最
も
適
切
に
受
容
さ
れ
る
べ
き
価
値
観
が
人
間
の

「
個
人
性
」
で
あ
る
）
13
（

。
ニ
ー
バ
ー
に
と
っ
て
自
然
と
精
神
の
逆
説
性
の
認
識
こ
そ
が
キ
リ
ス
ト
教
的
人
間
観
の
要
で
あ
る
が
、
適
切
な
個
人

性
の
概
念
は
、
キ
リ
ス
ト
教
神
学
的
概
念
と
し
て
の
「
被
造
物
性
」
と
「
神
の
像
」
と
の
逆
説
的
関
係
の
理
解
を
前
提
と
す
る
（47

）。
自

然
主
義
や
観
念
主
義
ら
は
、
こ
の
逆
説
的
緊
張
関
係
を
認
識
し
な
い
ゆ
え
に
、
個
人
性
を
矮
小
化
す
る
か
否
定
す
る
過
ち
を
犯
す
一
方
で
、

ロ
マ
ン
主
義
は
逆
に
個
人
性
の
自
己
絶
対
化
を
引
き
起
こ
し
、
人
間
存
在
が
悪
魔
的
に
な
っ
て
し
ま
う
危
険
を
持
つ
。

ま
た
、
人
間
の
自
然
と
精
神
は
、「
生
命
力
」
と
「
形
式
」
と
い
う
、
創
造
的
能
力
に
関
す
る
二
つ
の
相
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の
場
合
形

式
は
、
諸
秩
序
を
維
持
す
る
際
の
原
理
や
実
際
の
形
態
、
と
言
い
得
る
で
あ
ろ
う
し
、
生
命
力
は
、
そ
れ
ら
の
秩
序
や
原
理
を
再
解
釈
、
あ
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る
い
は
脱
構
築
し
て
新
し
い
形
態
を
導
入
し
よ
う
と
す
る
力
の
意
志
、
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
人
間
は
、
限
定
的
制
限
の
中
で
「
自
然

の
形
式
を
打
ち
破
り
、
生
命
力
の
新
た
な
形
態
を
作
り
出
す
」（50

）
意
欲
を
持
ち
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、「
自
然
の
…
…
生
命
力
の
既
存

の
形
式
や
統
一
に
介
入
す
る
機
会
」（50

）
を
持
と
う
と
す
る
。
こ
の
生
命
力
と
形
式
は
、
自
然
と
精
神
の
そ
れ
ぞ
れ
に
備
わ
っ
て
お
り
、

精
神
と
の
関
わ
り
の
方
が
、
よ
り
能
動
的
な
働
き
を
持
つ
一
方
、
自
然
と
の
関
わ
り
も
ま
た
、
前
者
に
比
べ
て
消
極
的
で
あ
っ
て
も
、
創
造

性
と
破
壊
性
の
両
者
に
資
し
て
い
る
（51

）。
人
間
の
創
造
性
お
よ
び
創
造
力
の
逆
説
性
と
し
て
の
破
壊
性
は
、
こ
の
生
命
力
と
形
式
の
ダ

イ
ナ
ミ
ク
ス
の
調
整
や
調
和
、
突
破
、
あ
る
い
は
侵
犯
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
。
こ
れ
が
、
自
然
の
「
諸
形
式
を
徐
々
に
変
化
さ
せ
る
人

間
の
歴
史

0

0

の
基
礎
﹇
傍
点
論
者
﹈」（50

）
と
な
る
。

と
こ
ろ
で
、
人
間
に
お
け
る
理
性
は
ど
こ
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
ニ
ー
バ
ー
の
場
合
、
理
性
も
ま
た
重
要
な
形
成
要
素
で
あ

る
こ
と
に
は
違
い
な
い
。
よ
っ
て
、
ニ
ー
バ
ー
に
と
っ
て
理
性
は
精
神
の
一
部
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
想
定
さ
れ
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
理
性
を
人
間
存
在
の
根
拠
と
す
る
観
念
主
義
に
対
し
て
、
理
性
と
精
神
と
を
同
一
化
す
る
こ
と
は
な
い
（26

）。
理
性
は
、
精
神

全
体
で
あ
る
わ
け
で
は
な
く
そ
の
部
分
と
し
て
留
ま
る
。
理
性
と
は
、「
広
い
世
界
を
水
平
的
に
見
渡
す
こ
と
の
で
き
る
能
力
」（192

）
で

あ
る
が
、
こ
の
能
力
が
発
揮
さ
れ
る
の
は
理
性
と
は
異
な
り
、
ま
た
理
性
を
超
え
出
た
「
精
神
の
高
み
」（192

）
に
よ
る
も
の
で
あ
る
ゆ
え

に
、
精
神
は
理
性
に
超
越
す
る
の
で
あ
る
。

た
だ
一
方
で
、
理
性
に
お
け
る
前
述
の
能
力
は
、
精
神
に
お
け
る
超
越
的
自
由
が
担
保
さ
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
発
揮
さ
れ
る
の
で
あ
っ

て
、
上
述
の
理
性
の
機
能
は
、
超
越
的
精
神
の
範
疇
内
と
し
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
と
さ
れ
る
べ
き
だ
と
ニ
ー
バ
ー
は
想
定
し
て
い

る
、
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
理
性
は
、
水
平
次
元
に
人
間
の
個
々
の
自
然
性
に
対
す
る
質
的
な
差
異
を
設
定
す
る
よ
う
な
、
機
能

の
狭
隘
化
（
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
、
優
生
主
義
な
ど
）
を
免
れ
得
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
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2
︱
2
．
自
由
、
不
安
、
そ
し
て
罪

次
に
、
こ
の
精
神
の
特
質
と
し
て
の
超
越
的
自
由
か
ら
罪
へ
と
連
関
す
る
過
程
を
た
ど
る
こ
と
と
す
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
人
間
性
を
特

徴
づ
け
る
意
識
は
、
自
然
と
精
神
の
接
合
点
に
あ
る
と
と
も
に
、
そ
の
二
つ
の
関
係
に
よ
っ
て
生
じ
る
逆
説
性
の
中
に
置
か
れ
て
い
る
。
そ

の
位
置
づ
け
を
言
い
換
え
れ
ば
、
精
神
が
自
然
の
限
界
を
超
越
し
よ
う
と
意
欲
す
る
一
方
、
他
方
で
自
然
が
精
神
に
対
し
て
、
超
越
か
留

保
、
あ
る
い
は
後
退
の
選
択
を
迫
る
よ
う
な
、
相
互
背
反
的
な
ベ
ク
ト
ル
の
中
心
に
人
間
の
意
識
は
立
ち
位
置
を
持
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
こ
の
両
者
の
交
差
点
に
立
つ
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
は
不
安
定
性
を
持
つ
こ
と
と
な
り
、
そ
の
意
識
が
「
不
安
」
と
し
て
表
出
さ

れ
る
。
す
な
わ
ち
、不
安
は
「
人
間
が
巻
き
込
ま
れ
て
い
る
自
由
と
有
限
性
と
の
逆
説
に
不
可
避
的
に
付
随
す
る
…
…
精
神
の
状
態
」（217

）

で
あ
る
。
こ
の
不
安
が
「
罪
の
内
的
前
提
条
件
」（217

）
と
な
る
。

こ
の
よ
う
に
、
ニ
ー
バ
ー
は
罪
が
引
き
起
こ
さ
れ
る
要
因
を
不
安
に
見
る
が
、
そ
の
淵
源
を
、
精
神
に
お
け
る
超
越
的
自
由
に
見
て
お

り
、
自
然
に
お
け
る
有
限
性
に
根
拠
を
置
い
て
い
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
自
己
の
有
限
性
に
罪
な
い
し
悪
の
本
質
・
根
拠
を
見
出
し
て

き
た
の
が
、
プ
ラ
ト
ン
や
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
ら
の
ギ
リ
シ
ャ
思
想
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
ギ
リ
シ
ャ
的
影
響
を
受
け
継
い
だ
オ
リ
ゲ
ネ
ス
や

エ
イ
レ
ナ
イ
オ
ス
ら
の
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
的
キ
リ
ス
ト
教
で
あ
る
が
、
ニ
ー
バ
ー
に
と
っ
て
、
彼
ら
の
よ
う
に
罪
や
悪
を
自
然
に
お
け
る
有
限
性

や
、
自
己
に
お
け
る
無
知
に
置
く
こ
と
は
、
罪
の
問
題
を
真
剣
に
捉
え
切
れ
な
い
過
ち
を
犯
す
も
の
と
な
る
（206

―208

）。
罪
の
真
の
問

題
は
、
有
限
性
か
ら
の
解
脱
や
そ
の
解
消
に
あ
る
の
で
は
な
く
て
、
本
来
の
有
限
性
を
受
容
で
き
ず
に
自
己
を
肥
大
化
し
た
り
、
あ
る
い
は

逆
に
自
己
埋
没
化
に
よ
っ
て
有
限
性
か
ら
逃
避
し
た
り
し
よ
う
と
す
る
「
自
由
の
誤
用
」（39

）
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
自
由
の
誤
用
の
結

果
と
し
て
、
人
間
は
、
自
ら
持
つ
べ
き
責
任
的
自
由
を
自
ら
の
手
で
「
破
壊
」（39
）
し
て
し
ま
う
。

よ
っ
て
、
精
神
に
お
け
る
超
越
的
自
由
の
能
力
が
罪
の
源
泉
で
あ
り
、
不
安
は
そ
れ
自
体
が
罪
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
不
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安
は
前
述
し
た
よ
う
に
、
罪
の
内
的
前
提
条
件
で
あ
り
、
ま
た
、
不
安
か
ら
の
脱
却
に
よ
っ
て
破
壊
性
が
引
き
起
こ
さ
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て

も
、「
罪
の
現
実
﹇
そ
の
も
の
﹈
で
は
な
い
」（218

）
わ
け
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
破
壊
性
は
、
同
時
に
「
人
間
の
あ
ら
ゆ
る
創
造
性
の
基
礎
」

（218
）
と
も
結
び
つ
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
不
安
は
、
創
造
性
と
破
壊
性
の
双
方
の
可
能
性
を
生
み
出
す
基
礎
で
あ
る
が
、

そ
の
基
礎
を
も
た
ら
す
不
安
の
本
質
は
、
有
限
性
で
は
な
く
自
由
に
あ
る
。

こ
の
不
安
定
な
自
己
の
立
ち
位
置
か
ら
生
じ
る
不
安
に
際
し
て
、
超
越
的
自
由
は
、
次
の
い
ず
れ
か
二
つ
の
対
処
に
よ
っ
て
、
不
安
に

よ
っ
て
表
さ
れ
る
不
安
定
な
自
己
か
ら
の
脱
却
を
図
ろ
う
と
す
る
。
そ
れ
が
自
己
栄
化
・
神
化
、
す
な
わ
ち
「
傲
慢
」
と
し
て
の
罪
、
お
よ

び
自
己
埋
没
化
な
い
し
自
己
以
外
を
対
象
と
す
る
偶
像
化
、
す
な
わ
ち
「
肉
欲
」
と
し
て
の
罪
、
で
あ
る
。
こ
の
不
安
か
ら
罪
へ
の
移
行

は
、「
不
可
避
的
に
ま
た
運
命
的
必
然
性
に
よ
っ
て
」（274

）
生
じ
る
も
の
で
あ
る
。

傲
慢
の
罪
は
、「
自
ら
の
眼
力
の
ほ
ど
を
過
大
評
価
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
不
明
を
ご
ま
か
そ
う
と
す
る
努
力
で
あ
り
、
そ
の
限
界
を

超
え
て
自
身
の
力
を
拡
張
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
不
確
か
さ
を
ご
ま
か
そ
う
と
す
る
努
力
」（216

）
の
こ
と
で
あ
る
。
自
由
に
よ
る
自
己

拡
張
に
よ
っ
て
、
人
間
は
不
安
定
な
自
己
か
ら
派
生
す
る
不
安
か
ら
脱
却
し
よ
う
と
欲
す
る
。
そ
の
よ
う
に
自
己
を
不
当
に
拡
張
す
る
こ
と

で
、
自
己
神
化
・
栄
化
へ
と
向
か
う
の
で
あ
る
。

傲
慢
の
罪
は
四
種
類
に
分
類
さ
れ
る
。（
一
）
権
力
の
傲
慢
、（
二
）
知
的
傲
慢
、（
三
）
徳
の
傲
慢
、（
四
）
宗
教
的
傲
慢
、
で
あ
る
。

ニ
ー
バ
ー
に
よ
れ
ば
、
四
番
目
の
宗
教
的
傲
慢
は
、
徳
の
傲
慢
の
延
長
線
上
に
置
か
れ
る
が
、
同
時
に
、
権
力
、
知
、
徳
の
い
ず
れ
に
対
し

て
も
「
包
括
的
で
本
質
的
な
形
態
」（222

）
と
し
て
関
わ
っ
て
い
る
。

一
方
、
肉
欲
（sensuality

）
の
罪
は
、
傲
慢
と
と
も
に
、
超
越
的
自
由
か
ら
派
生
す
る
不
安
を
解
消
す
る
た
め
の
も
う
一
つ
の
手
段
で

あ
る
。
肉
欲
の
罪
を
ニ
ー
バ
ー
は
、「
生
活
の
細
か
な
過
程
や
活
動
や
関
心
事
に
わ
れ
を
忘
れ
て
没
頭
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
精
神
の
自
由
と

無
限
の
可
能
性
か
ら
逃
れ
よ
う
と
す
る
努
力
で
あ
り
、
有
限
な
価
値
に
対
し
無
限
に
傾
倒
す
る
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
な
努
力
」

（220

）
と
表
現
す
る
。
傲
慢
は
、
不
安
定
な
自
己
に
引
き
起
こ
さ
れ
る
不
安
を
、
自
己
を
本
来
の
自
己
以
上
の
存
在
に
仕
立
て
上
げ
る
べ
く
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肥
大
化
・
拡
張
化
す
る
こ
と
で
解
消
し
よ
う
と
す
る
が
、
肉
欲
は
逆
に
自
己
関
心
に
あ
ま
り
に
没
頭
す
る
こ
と
で
、
自
己
を
矮
小
化
し
、
自

由
の
責
任
的
行
使
を
否
定
す
る
こ
と
で
不
安
を
解
消
す
る
類
の
罪
で
あ
る
。
肉
欲
（sensuality

）
と
い
う
表
現
は
、
泥
酔
、
貪
食
な
ど
の

身
体
的
欲
求
の
過
度
の
充
足
と
受
け
止
め
ら
れ
や
す
い
が
、
ニ
ー
バ
ー
に
お
け
る
理
解
は
、
精
神
的
な
意
味
合
い
が
強
い
）
14
（

。
ま
た
、
こ
の
傲

慢
と
肉
欲
の
二
つ
の
罪
理
解
は
区
分
さ
れ
る
に
せ
よ
、
複
雑
に
絡
み
合
っ
て
い
る
。

2
︱
3
．
罪
の
諸
性
質

本
章
の
最
終
節
と
し
て
、
ニ
ー
バ
ー
の
理
解
す
る
罪
の
諸0

性
質
に
言
及
す
る
こ
と
と
し
た
い
が
、
特
に
際
立
っ
た
ニ
ー
バ
ー
思
想
の
特
質

と
し
て
、「
個
人
的
罪
と
集
団
的
罪
の
質
的
差
異
」
お
よ
び
「
罪
の
均
等
性
と
罪
責
の
不
平
等
性
」
に
触
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら

は
、
ニ
ー
バ
ー
が
標
榜
し
た
キ
リ
ス
ト
教
現
実
主
義
的
洞
察
を
支
え
る
二
大
支
柱
と
も
言
っ
て
よ
い
。
こ
れ
ら
の
考
察
は
、
い
ず
れ
も
『
人

間
の
本
性
』
に
お
い
て
は
、
第
七
章
第
三
節
の
「
傲
慢
の
罪
」
の
考
察
の
後
に
置
か
れ
て
お
り
、
傲
慢
の
罪
と
の
必
然
的
な
連
関
と
し
て
結

び
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
ニ
ー
バ
ー
に
お
い
て
、
国
家
を
前
提
と
し
て
い
る
集
団
的
罪
の
形
態
は
、
第
一
義
的
に
傲
慢
の
罪
か
ら
捉

え
た
考
察
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
た
だ
し
、
集
団
的
罪
の
形
態
に
お
け
る
肉
欲
と
し
て
の
罪
も
ま
た
、
傲
慢
の
罪
に
比
し

て
言
及
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
い
に
せ
よ
、
あ
る
程
度
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
ま
た
指
摘
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
）
15
（

。

一
つ
目
は
、
個
人
的
罪
と
集
団
的
罪
の
質
的
差
異
で
あ
る
）
16
（

。
ニ
ー
バ
ー
に
よ
れ
ば
、
個
人
を
超
え
た
共
同
体
、
と
り
わ
け
国
家
に
よ
る
集

団
的
罪
の
形
態
は
、
た
だ
国
家
に
所
属
す
る
個
人
の
罪
の
量
的
総
体
を
表
し
て
は
い
な
い
。
集
団
と
し
て
の
罪
の
形
態
は
、
個
人
の
罪
の

総
体
よ
り
も
遥
か
に
質
的
な
差
異
を
生
じ
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
特
に
支
配
欲
・
服
従
欲
に
よ
っ
て
顕
著
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、

国
家
的
為
政
者
は
、
所
属
す
る
国
家
の
諸
国
民
に
対
し
て
、「
一
方
で
は
権
力
の
恐
怖
に
よ
っ
て
、
他
方
で
は
威
厳
へ
の
畏
敬
の
念
に
よ
っ

て
」（243

）
服
従
を
強
い
よ
う
と
す
る
。
こ
の
欲
を
成
就
し
よ
う
と
す
る
誘
惑
に
よ
っ
て
、
国
家
は
自
ら
を
自
己
神
化
す
る
罪
を
犯
す
。
そ
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し
て
、
こ
の
自
己
神
化
は
、
個
人
の
レ
ベ
ル
と
比
し
て
遥
か
に
尊
大
か
つ
身
勝
手
な
罪
の
広
が
り
と
深
ま
り
を
示
す
の
で
あ
る
。
こ
の
事
実

は
、
集
団
的
罪
が
た
だ
単
に
、「
自
然
な
生
存
衝
動
の
顕
れ
」
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、
人
間
と
し
て
の
特
質
に
お
け
る
「
精
神

の
働
き
の
特
徴
で
も
あ
る
こ
と
」（244

）
を
指
し
て
い
る
。

ま
た
、
こ
の
集
団
の
罪
の
形
態
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
る
諸
個
人
は
、
そ
れ
ら
の
国
家
に
よ
る
思
想
的
統
制
や
疑
似
宗
教
的
な
支
配
体
制
に

対
し
て
、
自
ら
の
人
生
に
対
す
る
儚
さ
の
情
や
恵
ま
れ
て
い
な
い
境
遇
に
対
す
る
精
神
的
不
安
定
を
解
消
す
る
形
で
そ
れ
ら
に
迎
合
す
る
。

こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
集
団
の
罪
の
形
態
は
一
層
深
ま
り
を
見
せ
る
こ
と
と
な
る
。

国
家
が
こ
の
よ
う
な
集
団
的
罪
の
傲
慢
に
陥
る
ゆ
え
に
、
ニ
ー
バ
ー
は
預
言
者
的
宗
教
の
存
在
の
重
要
性
を
主
張
す
る
。
合
理
主
義
者
ら

は
、
こ
れ
ら
の
罪
の
形
態
が
理
性
の
陶
冶
に
よ
っ
て
解
消
さ
れ
る
こ
と
が
可
能
だ
と
捉
え
、
モ
ラ
リ
ス
ト
ら
は
、
共
同
体
に
属
す
る
個
人
の

道
徳
性
の
総
体
的
向
上
に
よ
っ
て
こ
れ
ら
の
傲
慢
か
ら
脱
却
で
き
る
と
考
え
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
見
解
は
大
き
な
過
ち
で
あ
る
。
そ
も
そ

も
人
間
は
、
自
ら
の
力
や
理
性
、
意
志
に
よ
っ
て
は
「
人
間
の
傲
慢
の
形
態
を
批
判
的
に
見
渡
す
見
晴
ら
し
の
き
く
地
点
」（248

）
を
見
出

す
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
「
見
晴
ら
し
の
き
く
地
点
」（vantage point

）
を
提
供
す
る
の
は
、預
言
者
的
宗
教
の
み
で
あ
る
。
ニ
ー
バ
ー

に
と
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
が
真
正
の
預
言
者
的
宗
教
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
は
、
こ
の
「
見
晴
ら
し
点
」
を
も
た
ら
す
べ
き
媒
介
と
し
て

の
キ
リ
ス
ト
教
の
存
在
意
義
を
認
め
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
役
割
を
担
っ
て
い
る
宗
教
的
預
言
者
の
言
葉
を
公
的
に
否
定
し
な
い
国

家
的
立
場
が
、
傲
慢
の
罪
に
よ
る
最
終
的
形
態
と
し
て
自
己
神
化
に
陥
ら
な
い
た
め
に
不
可
欠
で
あ
る
と
ニ
ー
バ
ー
は
示
唆
す
る
（252

）。

こ
れ
は
暗
に
十
全
た
る
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
体
制
を
国
家
が
保
証
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
、
と
言
え
よ
う
。

二
つ
目
は
、
罪
の
平
等
性
と
罪
責
の
不
平
等
性
で
あ
る
。
ニ
ー
バ
ー
は
、
人
間
を
全
て
罪
（sin

）
を
持
っ
た
存
在
だ
と
聖
書
が
見
な
す

こ
と
は
必
要
不
可
欠
な
キ
リ
ス
ト
教
的
理
解
で
あ
る
と
す
る
一
方
で
、
歴
史
に
お
け
る
善
悪
の
相
対
的
判
断
を
必
要
と
す
る
罪
責
（guilt

）

と
は
暫
定
的
に
区
別
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
す
る
。

罪
責
と
は
、「
罪
の
客
観
的
で
歴
史
的
な
結
果
」
で
あ
り
、
ま
た
「
歴
史
世
界
に
お
け
る
創
造
と
摂
理
の
計
画
を
実
際
に
頓
挫
さ
せ
る
こ
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と
」（255

）
で
あ
る
。
ニ
ー
バ
ー
に
よ
れ
ば
、
聖
書
思
想
は
、
罪
の
平
等
性
を
強
調
し
て
い
る
と
と
も
に
、
罪
責
の
不
平
等
性
を
も
強
く
主

張
し
て
き
た
。
そ
れ
は
主
に
イ
ザ
ヤ
や
ア
モ
ス
な
ど
の
記
述
預
言
者
を
通
し
て
で
あ
る
。
預
言
者
は
、
特
に
、
神
の
厳
格
な
裁
き
が
、
富
め

る
者
、
権
力
者
、
知
識
人
に
こ
そ
注
が
れ
て
い
る
こ
と
を
語
っ
て
い
る
が
、
彼
ら
の
裁
き
の
言
葉
に
は
、
彼
ら
の
よ
う
な
社
会
的
地
位
の
高

い
者
や
強
い
権
力
を
有
し
て
い
る
者
に
よ
る
「
傲
慢
と
不
正
の
罪
の
責
任
は
、
権
力
と
地
位
の
な
い
者
た
ち
よ
り
も
大
き
い
」（256

）、
と

い
う
真
理
性
が
根
付
い
て
い
る
。
イ
エ
ス
に
お
け
る
フ
ァ
リ
サ
イ
派
の
批
判
は
、
ま
さ
に
こ
の
点
に
存
し
て
い
る
（258

―259

）。

よ
っ
て
垂
直
的
・
宗
教
的
次
元
と
し
て
の
見
方
で
は
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
に
存
在
し
て
い
る
罪
（sin

）
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
一
方

で
、
他
方
、
罪
の
客
観
的
な
結
果
と
し
て
の
罪
責
に
お
い
て
は
、
そ
の
量
・
質
に
お
い
て
相
違
が
あ
り
、
そ
の
程
度
に
応
じ
て
、
そ
の
罪
責

の
責
任
も
相
応
に
問
わ
れ
る
べ
き
だ
と
、
ニ
ー
バ
ー
は
理
解
す
る
。

ま
た
、
こ
の
罪
責
の
不
平
等
性
は
、
現
実
世
界
に
お
い
て
、
高
次
の
善
と
よ
り
少
な
い
高
次
の
善
に
対
し
て
、
前
者
を
選
択
す
る
よ
う

に
、
よ
り
大
き
い
悪
と
よ
り
少
な
い
悪
が
あ
る
場
合
に
は
、
後
者
の
選
択
を
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
も
ま
た
ニ
ー
バ
ー
は
主
張
す
る
）
17
（

。

こ
の
見
方
は
、
ニ
ー
バ
ー
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
現
実
主
義
に
お
け
る
判
断
基
準
と
し
て
想
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
も
っ
と
言
え

ば
、
ニ
ー
バ
ー
の
こ
れ
ら
の
見
方
は
、
Ｊ
・
ロ
ー
ル
ズ
が
そ
の
正
義
論
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
採
用
し
た
マ
ク
シ
ミ
ン
原
理
を
神
学
的
に
妥

当
化
し
て
い
る
も
の
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
よ
っ
て
こ
の
ニ
ー
バ
ー
の
見
方
は
、
た
だ
歴
史
批
判
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ

罪
責
の
差
異
が
複
雑
に
生
じ
る
現
実
世
界
の
中
で
の
最
悪
な
状
況
を
常
に
想
定
し
つ
つ
、
そ
の
中
で
の
最
善
の
脱
却
を
図
ろ
う
と
す
る
歴
史

0

0

形
成
原
理

0

0

0

0

を
有
し
て
い
る
、
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
）
18
（

。
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3
．
人
間
論
に
お
け
る
歴
史
形
成
面

前
章
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
ニ
ー
バ
ー
の
人
間
論
の
概
要
を
た
ど
っ
て
き
た
。
そ
こ
で
明
ら
か
と
な
っ
た
こ
と
は
、
人
間
に
お
け
る
超

越
的
自
由
に
お
け
る
超
越
性
を
第
一
義
的
な
人
間
本
性
と
し
て
ニ
ー
バ
ー
が
想
定
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
そ
の
「
自
由
の
眩
暈
」（
キ
ル
ケ

ゴ
ー
ル
）（286

）
の
結
果
と
し
て
不
安
が
生
じ
、
さ
ら
に
そ
の
不
安
を
解
消
し
よ
う
と
し
て
、
傲
慢
お
よ
び
肉
欲
と
い
う
罪
が
不
可
避
的
に

起
こ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
あ
く
ま
で
ニ
ー
バ
ー
に
お
け
る
人
間
論
の
前
提
に
は
、
超
越
的
自
由
の
無
制
限
的
可
能
性
が
厳

と
し
て
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
本
章
に
お
い
て
は
、
人
間
本
性
に
お
け
る
歴
史
形
成
の
可
能
性
の
面
に
つ
い
て
、
特
に
神
学
的
観
点
か
ら
、
そ
の
基
と
な
る
諸
要

素
に
関
し
て
考
察
を
深
め
て
い
き
た
い
。

ま
ず
本
論
文
で
は
、
ニ
ー
バ
ー
の
人
間
論
に
お
け
る
罪
論
は
最
小
限
の
言
及
に
留
め
た
も
の
の
、
こ
れ
ま
で
一
般
的
に
ニ
ー
バ
ー
に
対
し

て
な
さ
れ
て
き
た
評
価
の
通
り
、
他
の
神
学
者
ら
の
洞
察
に
比
べ
て
も
際
立
っ
て
深
み
の
あ
る
洞
察
力
を
発
揮
し
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ

よ
う
。
ニ
ー
バ
ー
が
、「
罪
の
神
学
者
）
19
（

」
と
し
て
評
さ
れ
る
こ
と
も
ま
た
故
無
き
こ
と
で
は
な
く
、
そ
の
洞
察
力
ゆ
え
に
、
ニ
ー
バ
ー
の
主

張
は
罪
論
に
こ
そ
そ
の
魅
力
が
あ
る
、
と
批
判
的
に
も
肯
定
的
に
も
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
実
際
ニ
ー
バ
ー
も
、『
人
間
の
本
性
』

の
執
筆
の
目
的
と
し
て
、「
キ
リ
ス
ト
教
的
罪
概
念
を
従
来
よ
り
も
詳
細
に
分
析
」（41

）
す
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
同
時
に
、
ニ
ー
バ
ー
に
と
っ
て
大
事
な
こ
と
は
、
こ
の
罪
論
の
受
容
と
逆
説
的
に
関
わ
っ
て
い
る
の
が
、
キ
リ
ス
ト
教

人
間
学
に
お
け
る
人
間
存
在
が
他
の
人
間
学
に
お
け
る
よ
り
も
「
高
貴
で
偉
大
な
存
在
で
あ
る
と
主
張
す
る
」
こ
と
で
あ
る
（41

）。
ニ
ー

バ
ー
が
、
こ
の
後
者
の
人
間
論
、
つ
ま
り
歴
史
形
成
的
可
能
性
の
面
に
も
深
い
関
心
を
払
っ
て
い
る
こ
と
は
既
に
前
章
に
お
い
て
明
ら
か
に
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し
て
き
た
通
り
で
あ
る
が
、
こ
の
「
高
貴
で
偉
大
な
存
在
」
と
し
て
人
間
観
を
神
学
的
に
正
当
づ
け
て
い
る
の
が
、「
神
の
像
性
」
で
あ
り
、

ま
た
そ
れ
か
ら
派
生
す
る
「
原
初
的
義
」
の
感
覚
で
あ
り
、
さ
ら
に
こ
れ
ら
の
残
存
か
ら
措
定
さ
れ
る
べ
き
「
生
の
責
任
性
」
で
あ
る
。

3
︱
1
．
神
の
像
の
存
在

ニ
ー
バ
ー
は
、
M
・
ル
タ
ー
や
、
ま
た
K
・
バ
ル
ト
が
主
張
す
る
よ
う
な
全
的
堕
落
説
を
峻
拒
す
る
。「
人
間
の
罪
は
、
人
間
の
本
質
的

な
性
格
を
、
そ
れ
が
人
間
の
現
在
の
姿
の
中
に
暗
示
さ
れ
る
こ
と
も
、
そ
れ
と
対
比
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
ほ
ど
ま
で
に
破
壊
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
」（300

）。
罪
の
力
は
執
拗
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
超
越
的
自
由
の
働
き
は
無
効
に
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

ニ
ー
バ
ー
は
、
人
間
の
神
の
像
性
の
考
察
の
中
で
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
お
よ
び
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
言
葉
に
言
及
し
、
特
に
、
ア
ウ
グ
ス

テ
ィ
ヌ
ス
に
お
け
る
三
位
一
体
論
の
考
察
に
お
い
て
言
及
さ
れ
る
「
記
憶
」
を
、
神
の
像
性
を
示
す
重
要
な
痕
跡
と
し
て
位
置
づ
け
て
い

る
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
お
け
る
記
憶
の
理
解
は
、
人
間
に
お
け
る
宗
教
的
本
性
を
理
解
す
る
た
め
に
極
め
て
重
要
な
機
能
を
果
た
し
て

い
る
こ
と
を
論
証
す
る
も
の
で
あ
る
（189

―191

）。

さ
ら
に
ニ
ー
バ
ー
は
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
が
「
理
性
、
知
性
、
思
慮
、
判
断
」
な
ど
を
統
括
す
る
「
精
神
」
に
神
の
像
性
を
見
て
い
る
こ
と
を

評
価
す
る
。
ま
た
カ
ル
ヴ
ァ
ン
に
は
、
神
の
像
性
が
精
神
だ
け
に
及
ぶ
の
で
は
な
く
肉
体

0

0

に
至
る
様
々
な
部
分
に
ま
で
影
響
を
与
え
て
い

る
と
す
る
理
解
が
あ
る
、
と
ニ
ー
バ
ー
は
解
釈
し
、
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
的
で
は
な
い
そ
の
へ
ブ
ラ
イ
的
聖
書
感
覚
を
高
評
価
し
て
い
る
。
カ
ル

ヴ
ァ
ン
に
よ
れ
ば
、「
神
の
像
の
第
一
義
的
な
座
は
精
神
（m

ind

）
と
心
、
あ
る
い
は
魂
と
そ
の
能
力
に
置
か
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
肉
体

に
至
る
ま
で
い
か
な
る
部
分
に
も
神
の
像
の
何
ら
か
の
煌
き
が
現
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
は
な
か
っ
た
」（194

）。
こ
の
よ
う
な
カ
ル
ヴ
ァ
ン

に
即
し
た
ニ
ー
バ
ー
の
理
解
か
ら
、
例
え
ば
、
J
・
ミ
ル
バ
ン
ク
が
批
判
す
る
よ
う
な
ス
ト
ア
的
二
元
論
が
退
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら

か
で
あ
る
）
20
（

。
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以
上
、
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
こ
れ
ら
の
神
の
像
の
諸
要
素
は
、
精
神
に
お
け
る
超
越
的
自
由
と
し
て
総
体
的
に
ニ
ー
バ
ー
に
よ
っ
て
理

解
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
超
越
的
自
由
に
よ
る
人
間
の
自
己
超
越
の
能
力
お
よ
び
そ
の
能
力
に
お
け
る
歴
史
形
成
的
可
能
性
は
無
制
限
的
・
無

制
約
的
な
の
で
あ
る
。

こ
の
超
越
的
自
由
に
お
け
る
無
制
限
性
に
よ
る
歴
史
形
成
の
高
次
的
可
能
性
は
、
自
由
か
ら
派
生
す
る
「
不
安
」
の
う
ち
に
根
付
い
て
い

る
。
以
下
は
、
ニ
ー
バ
ー
に
お
け
る
歴
史
形
成
面
を
証
し
す
る
重
要
な
言
葉
で
あ
る
。

人
間
が
不
安
で
あ
る
の
は
、
人
間
の
生
が
限
ら
れ
た
依
存
的
な
も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
ら
の
限
界
が
わ
か
ら
な
い

ほ
ど
限
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
だ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
自
ら
の
可
能
性
の
限
界
を
知
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
人

間
は
何
を
し
て
も
そ
れ
が
完
全
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
何
か
を
達
成
す
れ
ば
、
さ
ら
に
高
次
の
可

能
性
が
示
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
人
間
の
行
為
は
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
無
限
の
可
能
性
の
も
と
に
あ
る
。
も
ち
ろ
ん

限
界
は
あ
る
が
、
目
前
の
視
点
か
ら
そ
う
し
た
限
界
を
判
断
す
る
の
は
難
し
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
人
間
の
歴
史
が
こ
れ
で
よ
し
と

し
て
安
ん
じ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
達
成
の
限
界
と
い
っ
た
も
の
は
い
か
な
る
活
動
領
域
に
も
な
い
。（218

）

い
わ
ば
不
安
と
は
、
超
越
的
自
由
が
高
次
的
可
能
性
を
希
求
す
る
こ
と
を
示
す
し
る
し
の
よ
う
な
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
不
安

が
、
人
間
の
う
ち
に
あ
る
良
心
と
結
び
つ
く
と
、
善
悪
を
め
ぐ
る
「
内
的
葛
藤
」
を
抱
え
た
不
安
な
る
良
心
が
表
出
す
る
（307

）。

こ
の
状
態
を
生
み
出
す
淵
源
が
「
原
初
的
義
」（justitia originalis
）
で
あ
る
。
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3
︱
2
．
原
初
的
義
の
残
存

原
初
的
義
は
、
超
越
的
自
由
が
究
極
的
に
要
求
す
る
義
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
カ
ト
リ
ッ
ク
神
学
が
超
自
然
的
徳
の
中
の
対
神
徳

（「
信
仰
・
希
望
・
愛
」（
コ
リ
ン
ト
の
信
徒
へ
の
手
紙
一
第
一
三
章
一
三
節
）
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
も
の
と
同
義
で
あ
る
。
ま
た
原
初

的
義
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
が
定
め
た
黄
金
律
（「『
心
を
尽
く
し
、
精
神
を
尽
く
し
、
思
い
を
尽
く
し
て
、
あ
な
た
の
神
で
あ
る
主
を
愛

し
な
さ
い
。』
こ
れ
が
最
も
重
要
な
第
一
の
掟
で
あ
る
。
第
二
も
、
こ
れ
と
同
じ
よ
う
に
重
要
で
あ
る
。『
隣
人
を
自
分
の
よ
う
に
愛
し
な
さ

い
。』」（
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
第
二
二
章
三
七
―
三
九
節
）
と
し
て
の
「
愛
の
律
法
」
で
も
あ
る
。
カ
ト
リ
ッ
ク
の
場
合
、
こ
の
原
初
的

義
は
人
間
の
堕
落
に
よ
っ
て
失
わ
れ
た
と
す
る
一
方
で
、
人
間
本
性
は
堕
落
し
て
い
な
い
（
理
性
は
普
遍
的
で
健
全
な
働
き
を
す
る
）
と
見

な
し
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
は
原
初
的
義
と
人
間
本
性
は
共
に
堕
落
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
す
る
が
、
ニ
ー
バ
ー
は
こ
の
原
初
的
義
が
超
越
的

自
由
の
性
質
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
そ
れ
が
人
間
本
性
に
も
影
響
を
与
え
て
い
る
、
と
捉
え
る
。
原
初
的
義
の
感
覚
は
、
罪
に
よ
っ
て
全

く
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
く
て
、
人
間
の
う
ち
に
残
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

た
だ
原
初
的
義
の
残
存
性
は
、
人
間
存
在
の
中
に
特
定
の
位
置
づ
け
を
持
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
体
に
お
け
る
健
康
の
位

置
づ
け
に
類
比
さ
れ
る
。
病
気
は
、
特
定
の
肉
体
的
部
位
に
直
接
的
に
作
用
す
る
も
の
の
、
結
局
は
全
身
に
影
響
を
与
え
て
い
る
。
よ
っ

て
、
病
気
と
い
う
の
は
体
全
体
を
冒
し
て
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
生
命
が
存
続
す
る
限
り
は
、
そ
の
生
命
体
を
保
持
す
る
た
め
の

健
康
も
ま
た
病
気
と
共
に
存
在
し
て
い
る
。
し
か
し
、
体
全
体
の
生
命
維
持
と
し
て
の
健
康
は
肉
体
的
部
位
に
特
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
な

い
）
21
（

。
し
か
し
、
病
気
に
よ
っ
て
体
全
体
に
影
響
を
持
っ
て
い
る
自
己
は
、
初
め
か
ら
そ
の
状
態
を
受
け
入
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
完
全

で
理
想
的
な
健
康
状
態
を
ど
こ
か
で
思
い
描
く
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
理
想
的
な
健
康
状
態
に
向
か
っ
て
、
自
己
は
病
気
を
克
服
し
よ
う
と

す
る
志
を
抱
く
。
原
初
的
義
と
は
、
い
わ
ば
こ
の
完
全
で
理
想
的
な
健
康
状
態
と
し
て
の
理
念
の
よ
う
な
作
用
を
果
た
し
て
い
る
。
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た
だ
し
、
原
初
的
義
は
カ
ン
ト
の
よ
う
な
普
遍
的
か
つ
完
全
な
立
法
原
理
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
ニ
ー
バ
ー
の
場
合
、
原
初
的
義

が
持
つ
理
念
を
、「
歴
史
の
縁
に
立
つ
も
の
」（331

）、
つ
ま
り
一
定
の
普
遍
性
は
あ
る
に
せ
よ
、
歴
史
の
相
対
性
を
伴
っ
た
両
義
的
な
も
の

と
見
な
す
か
ら
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
原
初
的
義
の
持
つ
歴
史
の
相
対
性
を
看
過
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
作
用
は
、
む
し
ろ
自
己
絶
対
化
を
引

き
起
こ
す
罪
の
手
段
と
も
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
よ
っ
て
原
初
的
義
は
、
絶
対
的
基
準
を
指
し
示
す
よ
う
な
普
遍
的
原
理
で
は
な
く

て
、
歴
史
の
相
対
性
と
超
越
性
の
両
方
の
相
を
併
せ
持
つ
、
現
実
的
理
念
的
作
用
を
果
た
す
も
の
で
あ
る
。

よ
っ
て
ニ
ー
バ
ー
は
、
原
初
的
義
と
、
理
性
を
前
提
と
す
る
自
然
法
は
、
区
別
す
る
に
せ
よ
峻
別
す
る
こ
と
は
適
切
で
は
な
い
と
考
え

る
。
ニ
ー
バ
ー
に
お
い
て
自
然
法
は
被
造
物
性
と
し
て
の
要
求
と
し
て
表
れ
る
が
、
原
初
的
義
と
の
区
別
は
あ
く
ま
で
暫
定
的
で
あ
る

（314

）。
原
初
的
義
即
自
然
法
で
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
原
初
的
義
は
常
に
自
然
法
の
要
求
の
「
上
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
）
22
（

」（hover over

）

と
言
え
る
が
、
た
だ
前
者
も
後
者
も
「
共
に
罪
に
巻
き
込
ま
れ
て
」（318

）
い
る
こ
と
、
ま
た
、
原
初
的
義
が
部
分
的
に
自
然
法
に
近
接
・

接
触
す
る
可
能
性
も
否
定
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

ま
た
ニ
ー
バ
ー
は
、
こ
の
点
も
カ
ン
ト
と
異
な
り
、
原
初
的
義
を
最
終
的
に
義
務
意
識
と
し
て
捉
え
る
べ
き
で
は
な
い
、
と
主
張
す
る
。

な
ぜ
な
ら
、
原
初
的
義
は
愛0

の
律
法
で
あ
る
ゆ
え
、
義
務
意
識
を
超
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
愛
は
義
務
を
超
え
て
い
る
。
愛
は
、
イ
エ
ス

の
黄
金
律
に
神
へ
の
愛
の
命
令
に
付
加
さ
れ
た
「
心
を
尽
く
し
、
精
神
を
尽
く
し
、
思
い
を
尽
く
し
て
」
励
む
よ
う
な
、
自
発
的
で
喜
び
に

動
か
さ
れ
た
行
為
で
あ
る
が
、
反
対
に
、
義
務
は
強
い
ら
れ
た
服
従
を
受
け
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
義
務
意
識

を
超
越
す
る
愛
に
よ
っ
て
、
原
初
的
義
の
要
求
と
し
て
の
愛
の
律
法
を
行
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
理
性
は
義
務
意
識
を
超
え
ら
れ
な
い

か
ら
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
原
初
的
義
の
要
求
へ
の
取
り
組
み
に
は
、
理
性
を
超
え
た
信
仰
的
認
識
が
求
め
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
別
な
言
い
方
を
す

れ
ば
、
原
初
的
義
の
要
求
は
、
神
の
恩
寵
を
要
請
す
る
の
で
あ
る
。
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3
︱
3
．
生
の
責
任
性

前
章
で
わ
れ
わ
れ
は
、
超
越
的
自
由
か
ら
派
生
す
る
罪
が
不
可
避
的
か
つ
運
命
的
必
然
性
を
持
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
た
。

し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
人
間
は
、
生
の
責
任
、
よ
り
適
切
に
言
え
ば
、
歴
史
形
成
を
図
る
べ
き
責
任
を
負
っ
て
い
る
と
、
ニ
ー
バ
ー

は
主
張
す
る
。
超
越
的
自
由
か
ら
生
じ
る
不
安
の
解
消
と
し
て
の
罪
は
、
た
と
え
不
可
避
的
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
人
間
に
お
け
る

自
由
の
誤
用
の
結
果
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
は
依
然
と
し
て
人
間
の
意
志
が
関
与
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ニ
ー
バ
ー
は

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
罪
の
理
解
に
よ
り
つ
つ
、
罪
は
、
人
間
の
有
限
性
の
果
実
で
は
な
く
て
自
由
に
よ
る
結
果
で
あ
る
以
上
、
自
由
を
行

使
す
る
人
間
の
側
の
責
任
が
問
わ
れ
る
必
要
が
あ
る
、
と
す
る
（275

）。
ま
た
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
理
解
に
よ
る
罪
の
「
質
的
飛
躍
」
に
言

及
し
つ
つ
、
罪
は
罪
自
身
を
前
提
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
罪
の
真
正
の
本
質
が
理
解
さ
れ
得
る
と
見
な
し
、
た
と
え
自
由
の
必
然
が
罪
で

あ
っ
た
と
し
て
も
、
人
間
は
そ
の
責
任
を
負
う
べ
き
存
在
で
あ
る
、
と
主
張
す
る
（288

）。

こ
れ
ら
の
点
に
加
え
て
、
ニ
ー
バ
ー
に
お
け
る
生
の
責
任
性
に
は
（
ニ
ー
バ
ー
の
直
接
的
な
言
及
は
な
い
も
の
の
）、
前
章
で
言
及
し
た

罪
の
平
等
性
と
罪
責
の
不
平
等
性
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
傲
慢
・
肉
欲
と
し
て
の
罪
は
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
存
在
に
お
け
る
均

等
的
な
罪
の
可
能
性
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
現
実
的
な
結
果
と
し
て
現
れ
る
状
態
に
は
、
明
白
な
量
的
差
異
が
生
じ
る
。
こ
の
差
異
は
、
各
自

の
人
間
の
立
場
か
ら
生
じ
る
超
越
的
自
由
の
誤
用
の
差
異
で
あ
る
わ
け
で
も
あ
り
、
不
可
避
的
や
運
命
的
必
然
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
現

実
的
責
任
を
免
れ
得
る
も
の
で
は
な
い
。
確
か
に
、
ア
ダ
ム
と
エ
バ
が
蛇
に
よ
っ
て
誘
惑
さ
れ
た
よ
う
に
、
罪
が
外
的
環
境
的
な
誘
惑
に

よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
事
実
は
肯
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
同
時
に
人
間
は
、
そ
の
誘
惑
を
拒
否
す
る
超
越
的
自
由
か
ら
派
生

す
る
判
断
力
も
付
与
さ
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
罪
が
超
越
的
自
由
に
よ
る
不
可
避
的
な
形
態
で
あ
っ
て
も
、
ま
さ
に
そ
の
超
越
的
自
由
の
自
由

性
ゆ
え
に
、
罪
責
（guilt

）
の
観
点
か
ら
量
的
に
制
限
を
加
え
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
る
。
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た
だ
、
罪
（sin

）
の
質
的
観
点
か
ら
言
え
ば
、
罪
責
の
前
提
と
さ
れ
る
根
本
罪
は
あ
ら
ゆ
る
人
間
に
平
等
か
つ
普
遍
的
で
あ
る
。
こ
の

事
実
に
人
間
は
謙
虚
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
謙
虚
さ
が
、
人
間
に
量
的
な
罪
責
の
観
点
か
ら
の
み
で
は
な
い
根
本
罪
の
認
識
に

よ
る
責
任
性
を
生
み
出
す
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ニ
ー
バ
ー
に
お
い
て
は
、
罪
責
の
差
異
の
責
任
は
現
実
的
に
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

し
て
も
、
人
間
存
在
に
抉
る
根
本
罪
と
し
て
の
責
任
は
な
お
平
等
で
あ
る
ゆ
え
に
、
罪
の
赦
し
と
し
て
の
神
的
救
済
が
、
罪
責
の
差
異
に
か

か
わ
ら
ず
必
要
不
可
欠
な
の
で
あ
る
。
根
本
罪
の
認
識
は
、
自
ら
の
自
由
の
行
使
も
ま
た
、
罪
責
の
差
異
に
か
か
わ
ら
ず
、
誤
用
に
満
ち
得

る
可
能
性
に
対
し
て
謙
虚
で
あ
る
べ
き
こ
と
を
認
識
さ
せ
る
。
こ
の
抑
制
を
き
か
せ
た
自
由
の
行
使
こ
そ
が
、
罪
深
い
現
実
世
界
に
お
け
る

慎
重
な
歴
史
形
成
に
お
い
て
、
重
要
な
観
点
で
あ
る
。

こ
の
生
の
責
任
の
気
づ
き
を
促
す
の
が
「
悔
い
改
め
」（repentance

）
で
あ
る
。
悔
い
改
め
と
は
、「
信
仰
と
自
由
と
の
表
現
」
で
あ
る
。

ま
た
、
悔
い
改
め
の
信
仰
の
表
現
で
は
な
い
姿
が
、
後
悔
（rem

orse

）
で
あ
る
。
た
だ
し
ニ
ー
バ
ー
は
、
後
者
の
後
悔
も
ま
た
、
明
白
な

意
識
が
な
く
て
も
、
宗
教
的
経
験
で
あ
る
と
見
な
し
て
い
る
（290

）。
ニ
ー
バ
ー
に
よ
れ
ば
、
超
越
的
自
由
に
は
宗
教
的
次
元
を
察
知
す
る

能
力
が
三
つ
あ
る
と
し
て
、（
一
）
存
在
の
究
極
的
源
泉
で
の
依
存
の
感
覚
、（
二
）
自
ら
を
超
え
た
と
こ
ろ
か
ら
課
さ
れ
て
い
る
道
徳
的
義

務
の
感
覚
と
、
裁
く
者
（
神
）
の
前
で
の
道
徳
的
無
価
値
の
感
覚
、（
三
）
赦
し
へ
の
切
望
（164

―165

）、
を
挙
げ
、
そ
れ
ら
を
一
般
啓
示

と
見
な
す
が
、
後
悔
は
（
二
）
の
後
者
の
「
裁
く
者
の
前
で
の
道
徳
的
無
価
値
の
感
覚
」
に
属
す
る
状
態
で
あ
る
。
こ
の
一
般
啓
示
は
、
当

事
者
が
無
意
識
的
で
あ
る
に
せ
よ
、
暗
に
、
神
が
裁
き
と
し
て
の
神
で
あ
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
。
た
だ
、
そ
の
神
認
識
は
、
裁
き
と
し

て
の
神
に
留
ま
る
が
ゆ
え
に
、
後
悔
は
生
の
積
極
性
へ
と
変
革
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
後
悔
は
「
罪
が
そ
れ
に
先
立
つ
不
安
を
絶
望
に
変
え

る
そ
の
絶
望
」（289

）
自
体
で
あ
る
ゆ
え
に
、
自
己
に
お
け
る
生
の
転
換
を
志
す
こ
と
に
よ
る
歴
史
形
成
へ
の
意
欲
を
認
め
る
こ
と
が
で
き

な
い
の
で
あ
る
。

一
方
で
、
悔
い
改
め
は
一
般
啓
示
を
超
え
た
特
殊
啓
示
に
依
る
果
実
）
23
（

で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
神
が
裁
き
を
超
え
た
憐
れ
み
の
神
と
し
て
の

救
済
者
で
あ
る
こ
と
を
理
解
す
る
こ
と
に
依
っ
て
い
る
（290

―291

）。
人
を
真
正
に
、
歴
史
形
成
的
に
変
え
得
る
の
は
、
裁
き
で
は
な
く
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憐
れ
み
で
あ
る
。
憐
れ
み
の
神
の
赦
し
に
よ
っ
て
、
人
間
は
新
生
を
経
験
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
生
の
積
極
性
へ
の
意
志
を
再
び
与
え
ら

れ
る
に
至
る
。
後
悔
の
念
に
お
い
て
は
、
生
の
責
任
性
は
最
終
的
に
退
け
ら
れ
る
定
め
に
あ
る
。
し
か
し
、
宗
教
的
垂
直
的
次
元
と
し
て
の

悔
い
改
め
は
、
根
本
罪
の
不
可
避
的
存
在
の
認
識
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
超
越
的
自
由
の
運
用
を
、
謙
虚
に
為
そ
う
と
す
る
意
欲
を
生
み

出
す
。
こ
の
意
欲
が
、
生
の
責
任
性
と
し
て
認
識
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
プ
ロ
セ
ス
か
ら
言
っ
て
、
前
節
に
お
け
る
原
初
的
義
の
考
察
と

同
様
、
ニ
ー
バ
ー
に
と
っ
て
不
可
避
的
な
罪
の
認
識
か
ら
生
の
責
任
性
へ
と
転
換
す
る
た
め
に
は
、
神
の
恩
寵
が
要
請
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

4
．
結
語

本
論
文
を
通
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
ニ
ー
バ
ー
の
人
間
論
の
概
要
を
叙
述
し
つ
つ
、
ニ
ー
バ
ー
が
主
張
す
る
人
間
の
特
質
と
し
て
の
超
越
的

自
由
か
ら
派
生
す
る
歴
史
形
成
面
の
存
在
の
考
察
を
行
っ
て
き
た
。
こ
れ
ま
で
の
考
察
を
経
た
結
果
と
し
て
、
本
論
文
の
目
的
と
照
ら
し
合

わ
せ
て
、
二
つ
の
こ
と
が
結
論
づ
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

第
一
に
、
ニ
ー
バ
ー
の
神
学
思
想
に
お
け
る
人
間
論
の
特
色
は
、
罪
論
の
強
調
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
罪
が
由
来
す
る
と
こ
ろ
の
超

越
的
自
由
と
の
不
可
分
な
関
係
に
お
け
る
両
義
性
に
こ
そ
、
そ
の
強
調
点
が
置
か
れ
る
べ
き
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
確
か
に
、
ニ
ー

バ
ー
に
お
け
る
罪
論
の
分
析
は
、
現
実
状
況
に
即
し
な
が
ら
、
人
間
な
い
し
共
同
体
に
お
け
る
罪
の
真
相
を
鋭
く
、
ま
た
深
み
を
も
っ
て
解

釈
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
罪
論
の
分
析
と
同
じ
よ
う
な
力
点
を
も
っ
て
、
ニ
ー
バ
ー
は
超
越
的
自
由
に
よ
る
歴
史
形
成
面
の
無

制
限
・
無
制
約
的
な
可
能
性
を
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
特
に
生
命
と
形
式
の
ダ
イ
ナ
ミ
ク
ス
の
覚
知
に
よ
る
歴
史
形
成
的
力
の
提

示
に
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の
主
張
は
決
し
て
楽
観
的
な
も
の
と
は
な
り
得
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
常
に
自
由
の
行
使
に
付
き
ま
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と
う
罪
の
相
と
の
逆
説
的
緊
張
関
係
を
意
識
す
る
か
ら
で
あ
る
。

第
二
に
、
人
間
に
お
け
る
超
越
的
自
由
の
無
制
限
・
無
制
約
性
を
認
め
つ
つ
も
、
そ
の
歴
史
形
成
力
は
、
限
界
性
お
よ
び
歴
史
状
況
の
相

対
性
を
免
れ
る
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
認
識
と
自
覚
に
お
い
て
必
要
不
可
欠
な
の
が
、
神
の
恩
寵
で
あ
る
。
こ
の

神
の
恩
寵
の
認
識
に
よ
っ
て
、
人
間
は
、
楽
観
的
な
自
由
の
行
使
を
享
受
す
る
の
で
は
な
く
、
限
り
な
く
慎
重
な
自
由
の
行
使
を
志
向
す
る

こ
と
と
な
る
。
そ
れ
は
、
J
・
ベ
ン
サ
ム
や
J
・
ミ
ル
の
よ
う
な
功
利
主
義
的
思
考
に
基
づ
い
た
マ
ク
シ
マ
ッ
ク
ス
原
理
に
よ
る
の
で
は
な

く
、
逆
に
、
現
実
世
界
に
お
け
る
悪
の
相
対
的
な
比
較
を
行
い
、
よ
り
少
な
く
小
さ
な
悪
を
選
択
す
る
こ
と
で
、
よ
り
大
き
な
悪
を
抑
止
す

る
よ
う
な
マ
ク
シ
ミ
ン
原
理
に
基
づ
い
た
手
段
・
政
策
を
図
る
こ
と
を
視
野
に
入
れ
る
も
の
で
あ
る
。
マ
ク
シ
ミ
ン
原
理
は
、
最
悪
な
現
実

状
況
を
想
定
し
た
上
で
の
歴
史
形
成
を
視
野
に
入
れ
た
原
理
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
ニ
ー
バ
ー
の
神
学
思
想
に
は
、
こ

れ
ら
の
プ
ロ
セ
ス
の
判
断
に
基
づ
く
歴
史
形
成
原
理
が
存
在
す
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
ニ
ー
バ
ー
の
人
間
論
の
考
察
を
行
っ
た
が
、
わ
れ
わ
れ
の
継
続
的
な
研
究
か
ら
鑑
み
た
場
合
、
特
に
後
者
の
点
は
と
り
わ
け
重
要

な
も
の
で
あ
ろ
う
。
ニ
ー
バ
ー
の
人
間
論
は
、
自
律
的
な
人
間
論
を
展
開
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
ニ
ー
バ
ー
の
人
間
論
は
、

恩
寵
論
を
必
然
的
に
要
請
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
次
の
ニ
ー
バ
ー
の
言
葉
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

人
間
の
本
質
的
性
質
と
罪
深
い
状
態
と
の
矛
盾
は
、
人
間
自
身
で
持
つ
力
で
は
解
決
さ
れ
え
ず
、
神
の
力
に
よ
っ
て
初
め
て
解

決
さ
れ
う
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。（321

）
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注

（
1
） 

本
論
文
は
、
二
〇
一
九
年
度
第
一
回
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
・
ニ
ー
バ
ー
研
究
会
／
組
織
神
学
研
究
会
（
二
〇
一
九
年
七
月
二
九
日
、
於
：
聖
学
院

本
部
新
館
）
に
て
行
っ
た
研
究
発
表
に
、
加
筆
・
修
正
を
施
し
た
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
研
究
発
表
の
考
察
の
大
き
な
契
機
と
な
っ
た
の
は
、
二
〇
一
九
年
四
月
に
『
人
間
の
本
性
』（T

he N
ature and D

estiny of M
an, 

Vol.1

）
が
、
髙
橋
義
文
・
柳
田
洋
夫
氏
の
共
訳
に
よ
っ
て
出
版
さ
れ
た
こ
と
に
あ
る
（
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
・
ニ
ー
バ
ー
『
人
間
の
本
性
――
キ
リ

ス
ト
教
的
人
間
解
釈
』
髙
橋
義
文
・
柳
田
洋
夫
共
訳
、
聖
学
院
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
九
年
。『
人
間
の
本
性
』
か
ら
の
引
用
箇
所
は
、
本
文
中

に
頁
数
の
み
を
記
す
。
ま
た
、
論
者
に
よ
る
注
は
﹇　
　

﹈
に
入
れ
て
記
す
。
以
下
『
本
性
』
と
略
記
）。
ニ
ー
バ
ー
の
代
表
作
と
評
さ
れ
る
こ

の
著
作
は
、
既
に
一
九
五
一
年
に
武
田
清
子
氏
が
、
ま
た
一
九
七
三
年
に
も
野
中
義
夫
氏
が
翻
訳
を
行
っ
て
い
る
経
緯
が
あ
り
、
今
回
に
お
い

て
三
度
目
の
訳
出
と
な
る
。
し
か
し
両
氏
の
翻
訳
書
は
現
在
絶
版
と
な
っ
て
お
り
入
手
し
づ
ら
く
な
っ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
野
中
氏
の
翻
訳
か

ら
ほ
ぼ
半
世
紀
が
経
と
う
と
し
て
お
り
、
新
し
い
日
本
語
の
文
体
や
ニ
ュ
ア
ン
ス
に
よ
っ
て
ニ
ー
バ
ー
の
主
著
を
読
む
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た

こ
と
、
さ
ら
に
は
ニ
ー
バ
ー
研
究
の
第
一
人
者
ら
の
手
に
よ
る
翻
訳
で
あ
る
こ
と
等
を
含
め
、
今
回
の
出
版
に
は
日
本
に
お
け
る
ニ
ー
バ
ー
研

究
史
に
お
い
て
大
き
な
意
味
が
あ
る
こ
と
は
論
を
俟
た
な
い
。

ニ
ー
バ
ー
の
翻
訳
に
関
す
る
詳
細
な
調
査
と
分
析
に
関
し
て
は
、
髙
橋
義
文
「
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
・
ニ
ー
バ
ー
の
著
作
の
翻
訳
に
つ
い
て
」

『
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
出
版
会
、
二
〇
一
四
年
）、
を
参
照

の
こ
と
。

（
2
） H

ans H
ofm

ann, T
he T

heology of R
einhold N

iebuhr

（N
ew

 York: C
harles Scribner ’s Sons, 1956

）, 247.

（
3
） R
achel H

adley K
ing, T

he O
m

ission of the H
oly Spirit from

 R
einhold N

iebuhr ’s T
heology

（N
ew

 York: Philosophical Library, 1964

）, 
178.

（
4
） Judith Plaskow

, Sex, Sin and G
race: W

om
an ’s E

xperience and the T
helogies of R

einhold N
iebuhr and Paul T

illich

（Lanham
, 
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M
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niversity Press of A
m
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（
5
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auerw
as, W

ith the G
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niverse: T
he C
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atural T
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（M
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razos Press, 2001
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porary Politics: G

od and pow
er, 
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ichard H

arries and Stephen Platten
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ew

 York: O
xford U

niversity Press, 2010
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W
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H
・
ウ
ィ
リ
モ
ン
『
異
質
な
言
葉
の
世
界
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洗
礼
を
受
け
た
人
に
と
っ
て
の
説
教
』
上
田
好
春
訳
（
日
本
キ
リ
ス
ト
教
団
出
版
局
、
二
〇 

一
四
年
）、
一
九
七
頁
。

ま
た
、
倫
理
学
者
で
あ
る
小
原
信
氏
も
ま
た
、
フ
レ
ッ
チ
ャ
ー
の
状
況
倫
理
に
抗
す
る
人
間
論
的
立
場
と
し
て
、
ニ
ー
バ
ー
の
名
前
を
挙
げ

つ
つ
、
ニ
ー
バ
ー
は
罪
の
強
調
に
よ
っ
て
、「
人
間
の
無
力
と
絶
望
を
言
う
悲
観
的
・
否
定
的
立
場
」
に
あ
る
と
端
的
に
批
判
し
て
い
る
。
J
・

フ
レ
ッ
チ
ャ
ー
『
状
況
倫
理
――
新
し
い
道
徳
』
小
原
信
訳
（
新
教
出
版
社
、
一
九
七
一
年
）、
二
七
〇
頁
。

（
8
） Plaskow

, Sex, Sin and G
race, 51.

（
9
） 

ウ
ィ
リ
モ
ン
『
異
質
な
言
葉
の
世
界
』、
一
九
七
頁
。

（
10
） B

ob E
. Patterson, R

einhold N
iebuhr

（W
aco, Texas: W

ord B
ooks, 1977

）, 93

―100.

（
11
） G

ordon H
arland, T

he T
hought of R

einhold N
iebuhr

（N
ew

 York: O
xford U

niversity Press, 1960

）, C
hapter. 5.

（
12
） 

五
十
嵐
成
見
「
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
・
ニ
ー
バ
ー
の
罪
論
――
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
神
学
に
よ
る
批
判
へ
の
応
答
」『
聖
学
院
大
学
論
叢
』
第
三
二
巻
第

二
号
、
二
〇
二
〇
年
三
月
掲
載
予
定
。

（
13
） 

ニ
ー
バ
ー
『
本
性
』、
第
三
章
。

（
14
） 「
人
間
の
罪
は
、
精
神
的
な
も
の
で
あ
っ
て
肉
的
な
も
の
で
は
な
い
」（
ニ
ー
バ
ー
『
本
性
』、
四
〇
頁
）。

（
15
） 

ニ
ー
バ
ー
『
本
性
』、
二
四
五
頁
。「
集
団
的
利
己
主
義
は
、
実
際
に
は
個
人
が
大
き
な
全
体
の
中
で
ま
さ
に
自
分
自
身
を
見
失
う
機
会
と
な
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

が
、
し
か
し
、
ま
た
個
人
に
と
っ
て
は
自
己
拡
張
の
可
能
性
と
も
な
る
﹇
傍
点
論
者
﹈」。
傍
点
部
分
が
肉
欲
の
罪
に
該
当
す
る
箇
所
で
あ
る
。

ま
た
、『
ア
メ
リ
カ
史
の
ア
イ
ロ
ニ
ー
』
に
お
い
て
は
、「
傲
慢
」
と
対
立
す
る
罪
と
し
て
の
「
怠
惰
」（sloth

）
と
い
う
表
現
を
用
い
て
い
る
が
、

こ
れ
は
肉
欲
の
罪
と
同
義
で
あ
る
。R

einhold N
iebuhr, Irony of A

m
erican H

istory

（N
ew

 York: C
harles Scribner ’s Sons, 1952

）, 130.

（
16
） 

ニ
ー
バ
ー
は
、
一
九
三
二
年
の
『
道
徳
的
個
人
と
非
道
徳
的
社
会
』（M

oral M
an and Im

m
oral Society

）
に
お
い
て
、
公
的
に
こ
の
理
解
を

打
ち
出
し
、
激
し
い
賛
否
両
論
を
巻
き
起
こ
し
た
。



85 ラインホールド・ニーバーの人間論

（
17
） 「
わ
れ
わ
れ
は
人
間
で
あ
っ
て
神
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
は
よ
り
大
き
な
悪
と
よ
り
小
さ
な
悪
の
ど
ち
ら
を
選
択
す
る
責
任
を
有
し

て
い
る
。
た
と
え
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
が
、
人
間
的
状
況
を
明
示
す
る
際
に
、
歴
史
に
は
完
全
な
善
は
存
在
せ
ず
、
ま
た
お
そ
ら
く
全
く
完
全

な
悪
も
存
在
し
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
と
し
て
も
」。R

einhold N
iebuhr, “T

heology and Political T
hought in the W

estern W
orld, ” 

in Faith and Politics: A
 C

om
m

entary on R
eligious, Social and Political T

hought in a Technological A
ge, ed. R

onald H
. Stone

（N
ew

 

York: G
eorge B

raziller, 1968

）, 56.

「
正
義
の
領
域
は
、
あ
る
悲
劇
的
選
択
の
領
域
で
も
あ
る
。
…
…
時
に
わ
れ
わ
れ
は
、
よ
り
小
さ
な
善
に
対
し
て
、
よ
り
大
き
な
善
の
中
に

保
持
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
な
ど
と
い
う
希
望
を
捨
て
て
、
よ
り
小
さ
な
善
よ
り
も
よ
り
大
き
な
善
を
目
指
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
…
…
（
中
略
）

…
…
時
に
わ
れ
わ
れ
は
、
非
常
に
切
迫
し
た
危
機
（
専
制
主
義
へ
の
服
従
の
よ
う
な
）
を
避
け
る
た
め
に
、
恐
ろ
し
い
悪
の
危
機
（
原
子
戦
争

の
よ
う
な
）
を
犯
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
…
…
し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
人
間
な
の
で
あ
っ
て
神
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
ナ
チ
ズ
ム
に
抵
抗
す

る
決
断
に
よ
っ
て
生
じ
る
で
あ
ろ
う
全
て
の
悪
を
予
期
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
他
の
悪
が
ひ
そ
ん
で
い
る
か
ら
と
い
っ
て
切
迫
し
た
悪
に

降
伏
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
」。R

einhold N
iebuhr, Love and Justice: Selections from

 the Shorter W
ritings of R

einhold N
iebuhr, ed. D

. 

B
. R

obertson

（Louisville, K
Y: W

estm
inster John K

nox Press, 1992

）, 29.

（
18
） 

R
・
ニ
ー
バ
ー
と
J
・
ロ
ー
ル
ズ
に
お
け
る
正
義
理
解
の
比
較
に
関
し
て
は
、
次
の
文
献
を
参
照
の
こ
と
。R

obin W
. Lovin, R

einhold N
iebuhr 

and C
hristian R

ealism

（C
am

bridge, U
K

: C
am

bridge U
niversity Press, 1995

）, 191

―198.

（
19
） Patterson, R

einhold N
iebuhr, 81.

（
な
お
、
引
用
は
、
高
橋
義
文
『
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
・
ニ
ー
バ
ー
の
歴
史
神
学
』（
聖
学
院
大
学
出
版
会
、

一
九
九
三
年
）、
一
八
二
頁
、
を
参
考
に
し
た
。）

（
20
） J. M

ilbank, “T
he P

overty of N
iebuhrianism

, ” T
he W

ord M
ade Strange: T

heology, Language, C
ulture

（O
xford: B

lackw
ell 

Publishers, 1997

）, 253

（fn. N
o.25.

）.

（
21
） 

ニ
ー
バ
ー
『
本
性
』、
三
〇
九
―
三
一
〇
頁
。
こ
の
健
康
と
病
気
の
関
係
は
、
自
由
と
罪
の
関
係
の
類
比
で
も
あ
る
。

（
22
） 

ニ
ー
バ
ー
『
本
性
』
三
一
八
頁
の
文
脈
を
参
照
の
こ
と
。

（
23
） 

一
般
啓
示
と
特
殊
啓
示
の
逆
説
的
関
係
に
つ
い
て
は
、
ニ
ー
バ
ー
『
本
性
』、
一
五
八
―
一
六
四
頁
、
を
参
照
の
こ
と
。
ニ
ー
バ
ー
に
よ
れ
ば
、

一
般
啓
示
は
特
殊
啓
示
の
必
然
的
前
提
（
ニ
ー
バ
ー
『
本
性
』、
一
六
〇
頁
）
と
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
前
者
の
認
識
は
人
間
の
超

越
的
能
力
で
あ
る
自
由
の
範
疇
に
よ
っ
て
可
能
で
あ
る
。
一
般
啓
示
は
、
人
間
の
良
心
の
働
き
と
呼
応
（
特
に
、
道
徳
的
義
務
の
感
覚
、
道
徳
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的
無
価
値
の
感
覚
、
に
お
い
て
）
し
て
い
る
。
し
か
し
ま
た
同
時
に
、
一
般
啓
示
は
特
殊
啓
示
を
要
請
す
る
（
ニ
ー
バ
ー
『
本
性
』、
一
六
三
―

一
六
四
頁
）。
な
ぜ
な
ら
、
一
般
啓
示
は
最
終
的
に
は
自
己
確
信
、
自
己
義
認
、
あ
る
い
は
自
己
埋
没
に
留
ま
る
か
ら
で
あ
る
。
自
己
を
超
越

す
る
存
在
へ
の
依
存
、
特
に
救
済
の
面
、「
審
判
を
超
え
る
愛
と
救
い
の
手
段
を
持
っ
て
い
る
…
…
神
の
本
質
と
性
質
」（
ニ
ー
バ
ー
『
本
性
』、

一
七
七
頁
）
を
知
る
こ
と
に
関
し
て
は
、
特
殊
啓
示
に
依
る
の
で
あ
る
。


