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ニ
ー
バ
ー
と
人
種
問
題

――
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
H
・
コ
ー
ン
の
ニ
ー
バ
ー
評
価
に
触
れ
て

髙　

橋　

義　

文

は
じ
め
に

ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
・
ニ
ー
バ
ー
は
、
し
ば
し
ば
、
人
種
（
黒
人
種
）
1
（

）
問
題
に
は
積
極
的
で
は
な
か
っ
た
と
批
判
的
に
評
価
さ
れ
る
こ
と
が

あ
る
。
と
く
に
第
二
次
世
界
大
戦
以
降
の
公
民
権
運
動
や
黒
人
解
放
運
動
の
時
期
の
ニ
ー
バ
ー
に
つ
い
て
そ
う
評
価
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

そ
れ
だ
け
で
な
く
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
発
言
に
現
れ
る
ニ
ー
バ
ー
の
人
種
問
題
の
捉
え
方
に
も
多
く
の
批
判
が
寄
せ
ら
れ
て
き
た
。
さ

ら
に
は
、
そ
れ
ら
の
姿
勢
は
ニ
ー
バ
ー
の
神
学
思
想
そ
れ
自
体
の
問
題
と
し
て
指
摘
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

一
方
、
ニ
ー
バ
ー
の
こ
の
問
題
へ
の
思
想
的
実
践
的
姿
勢
を
、
い
く
ば
く
か
の
留
保
な
い
し
批
判
を
伴
っ
た
上
で
あ
る
が
、
全
体
と
し
て

よ
り
積
極
的
に
評
価
す
る
論
者
も
少
な
く
な
い
。

前
者
は
、
お
し
な
べ
て
黒
人
側
か
ら
の
評
価
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
ニ
ー
バ
ー
の
姿
勢
へ
の
い
ら
立
ち
の
よ
う
な
も
の
が
見
ら
れ
る
の

も
し
ば
し
ば
で
あ
る
。
そ
の
代
表
者
の
一
人
が
、
黒
人
神
学
者
ま
た
黒
人
解
放
の
神
学
者
と
し
て
知
ら
れ
る
J
・
H
・
コ
ー
ン
（Jam

es H
. 

C
one

）
で
あ
る
。
と
く
に
ニ
ー
バ
ー
の
こ
の
問
題
へ
の
関
わ
り
つ
い
て
激
し
い
批
判
を
展
開
し
た
著
書
は
、
日
本
語
に
も
訳
さ
れ
た
、『
十
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字
架
と
リ
ン
チ
の
木
』（T

he C
ross and the L

ynching T
ree, 2011

）
で
あ
る
）
2
（

。

後
者
の
積
極
的
評
価
は
、
R
・
H
・
ス
ト
ー
ン
（R

onald H
. Stone

）
を
は
じ
め
と
す
る
ニ
ー
バ
ー
研
究
者
に
多
く
見
ら
れ
る
。
最
近
で

は
、
J
・
L
・
サ
ベ
ラ
『
ア
メ
リ
カ
の
良
心
――
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
・
ニ
ー
バ
ー
物
語
』（Jerem

y L. Sabella, A
n A

m
erican C

onscience: 

T
he R

einhold N
iebuhr Story, 2017

））3
（

で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
ニ
ー
バ
ー
の
人
種
問
題
へ
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
ニ
ー
バ
ー
研
究
に
お
い
て
さ
ま
ざ
ま
に
取
り
上
げ
ら
れ
て

き
た
。
し
か
し
、
そ
の
全
体
像
が
バ
ラ
ン
ス
を
取
っ
て
明
解
な
形
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
と
は
言
い
難
い
。
ま
た
、
そ
れ
に
関
す
る
わ
が

国
に
お
け
る
情
報
は
、
さ
ら
に
限
ら
れ
て
き
た
）
4
（

。

本
論
文
の
目
的
は
、
と
く
に
コ
ー
ン
の
ニ
ー
バ
ー
評
価
を
踏
ま
え
、
ま
た
そ
の
刺
激
の
も
と
で
、
ニ
ー
バ
ー
の
人
種
問
題
へ
の
関
わ
り
の

全
体
像
と
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
ニ
ー
バ
ー
の
思
想
の
特
徴
を
確
認
し
、
そ
の
意
味
を
検
討
す
る
こ
と
で
あ
る
。

Ⅰ　

コ
ー
ン
の
ニ
ー
バ
ー
評
価
の
要
点

は
じ
め
に
、『
十
字
架
と
リ
ン
チ
の
木
』
に
お
け
る
コ
ー
ン
の
ニ
ー
バ
ー
評
価
の
要
点
を
瞥
見
し
て
お
こ
う
。
コ
ー
ン
は
こ
の
書
を
自
ら

の
「
全
著
作
の
継
続
で
あ
り
、
完
成
点
）
5
（

」
と
位
置
づ
け
て
い
る
が
、
そ
う
で
あ
れ
ば
、
こ
の
書
は
コ
ー
ン
の
思
想
の
頂
点
と
考
え
て
も
よ
い

で
あ
ろ
う
。
こ
の
書
に
お
い
て
、
コ
ー
ン
は
、
南
部
諸
州
で
長
年
に
わ
た
っ
て
起
こ
っ
た
白
人
集
団
に
よ
る
黒
人
へ
の
虐
待
、
と
り
わ
け
リ

ン
チ
（
私
刑
、
私
的
制
裁
）
の
現
実
と
神
学
的
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
コ
ー
ン
は
、
白
人
に
よ
る
リ
ン
チ
で
殺
さ
れ
た
黒
人
の
遺
体
が
電
柱

や
木
に
吊
り
下
げ
ら
れ
た
現
実
と
イ
エ
ス
の
十
字
架
刑
と
の
「
驚
く
べ
き
」
類
似
に
注
目
し
、
リ
ン
チ
に
遭
っ
た
黒
人
が
受
け
た
傷
の
癒
し

を
十
字
架
刑
に
見
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
イ
エ
ス
の
「
十
字
架
の
悲
劇
的
意
味
」
の
深
み
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
考
え
た
。
そ
し
て
こ
う
述
べ
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る
。「
白
人
暴
徒
が
一
人
の
黒
人
を
リ
ン
チ
す
る
度
に
、
彼
ら
は
イ
エ
ス
を
リ
ン
チ
し
た
の
で
あ
る
。
リ
ン
チ
の
木
は
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る

十
字
架
で
あ
る
）
6
（

」。

コ
ー
ン
の
こ
の
書
に
際
立
っ
て
い
る
の
は
、「『
十
字
架
の
恐
る
べ
き
美
）
7
（

』
と
リ
ン
チ
の
木
の
悲
劇
――
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
・
ニ
ー
バ
ー
に

つ
い
て
の
考
察
」
と
題
さ
れ
た
章
（
第
二
章
）
を
設
け
て
、
ニ
ー
バ
ー
の
姿
勢
を
激
し
く
批
判
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
神
学

的
に
は
、
こ
の
書
の
主
張
の
特
徴
は
こ
の
ニ
ー
バ
ー
批
判
に
集
約
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
コ
ー
ン
は
ニ
ー

バ
ー
を
、
十
字
架
と
リ
ン
チ
の
木
の
類
比
に
気
づ
か
な
か
っ
た
多
く
の
「
ア
メ
リ
カ
の
白
人
優
越
主
義
者
や
宗
教
的
思
想
家
の
最
も
『
進
歩

的
な
』
人
々
」
の
象
徴
と
し
て
取
り
上
げ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
H
・
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ニ
ー
バ
ー
、
ウ
ォ
ル
タ
ー
・
ラ
ウ
シ
ェ
ン
ブ
ッ
シ
ュ
、

パ
ウ
ル
・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
、
さ
ら
に
は
ア
メ
リ
カ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
カ
ー
ル
・
バ
ル
ト
の
名
も
含
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

こ
の
章
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
を
ニ
ー
バ
ー
に
充
て
て
い
る
と
言
っ
て
過
言
で
は
な
い
。

以
下
に
、
コ
ー
ン
の
ニ
ー
バ
ー
批
判
の
典
型
的
な
文
章
を
一
部
挙
げ
て
お
こ
う
。

ニ
ー
バ
ー
は
彼
の
著
作
に
は
一
人
の
黒
人
知
識
人
も
引
用
し
て
い
な
い
。
…
…
N
A
A
C
P
﹇
全
国
黒
人
地
位
向
上
協
会
﹈

…
…
の
組
織
に
は
参
加
し
な
か
っ
た
し
、
人
種
的
正
義
の
問
題
を
取
り
扱
う
い
か
な
る
会
議
に
も
出
席
し
な
か
っ
た
。
…
…
彼

は
、
い
か
な
る
人
種
的
偏
見
に
も
断
固
反
対
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
黒
人
に
対
す
る
正
義
の
問
題
に
は
た
だ
周
辺
的
に

関
わ
っ
た
だ
け
で
あ
っ
た
）
8
（

。

ニ
ー
バ
ー
の
黒
人
の
苦
難
へ
の
強
い
共
感
の
欠
除
﹇
マ
マ
﹈
は
、
彼
が
黒
人
の
た
め
に
…
…
情
熱
的
に
発
言
す
る
の
を
妨
げ

て
い
た
）
9
（

。

ニ
ー
バ
ー
は
黒
人
犠
牲
者
た
ち
よ
り
も
、
南
部
の
白
人
穏
健
派
の
方
に
同
一
化
し
て
い
た
の
で
、
実
際
に
は
黒
人
た
ち
の
苦

難
を
自
分
自
身
の
も
の
と
し
て
は
感
じ
て
い
な
か
っ
た
）
10
（

。
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﹇
ニ
ー
バ
ー
は
リ
ン
チ
に
つ
い
て
﹈
全
く
語
り
も
し
な
い
し
、
ほ
と
ん
ど
何
も
し
な
か
っ
た
）
11
（

。

憎
悪
と
白
人
優
越
主
義
は
暴
力
と
疎
外
を
も
た
ら
す
が
、
愛
と
十
字
架
は
非
暴
力
と
和
解
を
も
た
ら
す
。
し
か
し
な
が
ら
、

ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
・
ニ
ー
バ
ー
と
マ
ー
テ
ィ
ン
・
ル
ー
サ
ー
・
キ
ン
グ
二
世
と
の
間
に
は
、
重
要
な
違
い
が
あ
っ
た
。
そ
の
こ

と
が
、
な
ぜ
キ
ン
グ
は
公
民
権
運
動
に
お
け
る
殉
教
者
に
な
っ
た
が
、
ニ
ー
バ
ー
は
ユ
ニ
オ
ン
神
学
校
の
オ
フ
ィ
ス
の
安
全
圏

に
留
ま
っ
て
社
会
倫
理
学
を
教
え
、
正
義
の
た
め
の
闘
い
に
お
い
て
命
を
賭
け
る
こ
と
を
決
し
て
し
な
か
っ
た
か
を
、
部
分
的

に
は
説
明
し
て
い
る
。「
…
…
ニ
ー
バ
ー
に
と
っ
て
は
…
…
実
現
で
き
る
こ
と
は
せ
い
ぜ
い
『
近
似
的
正
義
』
で
﹇
あ
っ
た
が
、

キ
ン
グ
に
と
っ
て
そ
の
実
現
は
、﹈『
明
日
で
も
な
く
、
来
週
で
も
な
く
、
今
』﹇
で
あ
っ
た
）
12
（

﹈」。

マ
ー
テ
ィ
ン
・
キ
ン
グ
は
十
字
架
の
意
味
を
生
き
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
の
人
生
に
十
字
架
に
つ
い
て
の
一
層
深
い

意
味
を
与
え
た
。
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
・
ニ
ー
バ
ー
は
…
…
彼
が
解
釈
し
た
よ
う
に
十
字
架
の
意
味
を
生
き
な
か
っ
た
ゆ
え
に
、

ニ
ー
バ
ー
は
ア
メ
リ
カ
的
文
脈
に
お
け
る
真
の
十
字
架
の
担
い
手
を
理
解
し
な
か
っ
た
）
13
（

。

ニ
ー
バ
ー
の
よ
う
な
白
人
神
学
者
も
、
ア
フ
リ
カ
系
ア
メ
リ
カ
人
の
歴
史
全
体
を
通
し
て
の
黒
人
説
教
者
た
ち
も
共
に
、
十

字
架
と
リ
ン
チ
の
木
の
間
の
並
行
関
係
を
見
て
い
な
か
っ
た
か
…
…
そ
の
関
連
を
見
よ
う
と
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
要
す
る

に
、
彼
ら
は
最
も
決
定
的
で
道
徳
的
な
事
柄
へ
の
想
像
力
に
か
け
て
い
た
の
で
あ
る
）
14
（

。

ニ
ー
バ
ー
や
、
彼
の
弟
の
H
・
リ
チ
ャ
ー
ド
や
、
社
会
的
福
音
神
学
者
の
ウ
ォ
ル
タ
ー
・
ラ
ウ
シ
ェ
ン
ブ
ッ
シ
ュ
や
、
そ
の

時
代
の
そ
の
他
の
白
人
神
学
者
や
牧
師
た
ち
…
…
は
す
べ
て
、
あ
た
か
も
ア
メ
リ
カ
に
対
す
る
キ
リ
ス
ト
教
の
福
音
の
意
味

は
、
人
種
隔
離
と
リ
ン
チ
と
は
何
の
関
係
も
な
い
か
の
如
く
に
、
沈
黙
し
て
い
た
）
15
（

。

ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
・
ニ
ー
バ
ー
は
十
字
架
に
つ
い
て
深
遠
な
神
学
的
想
像
力
を
駆
使
し
て
書
い
た
り
、
説
教
し
た
り
す
る
こ

と
が
で
き
た
が
、
そ
れ
で
い
な
が
ら
、
白
人
優
越
主
義
の
暴
力
が
い
か
に
白
人
教
会
の
信
仰
を
無
効
に
し
て
い
る
か
に
つ
い
て

は
、
何
も
語
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
）
16
（

。
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本
論
文
で
は
、
以
上
の
コ
ー
ン
の
指
摘
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、
ニ
ー
バ
ー
の
人
種
問
題
と
の
取
り
組
み
の
概
要
を
、
大
ま
か
に
年
代
を

追
っ
て
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
そ
の
際
、
重
要
な
局
面
で
は
、
ニ
ー
バ
ー
の
立
場
が
よ
く
表
現
さ
れ
て
い
る
ニ
ー
バ
ー
自
身
の
文
章
を

多
く
紹
介
す
る
こ
と
に
努
め
る
こ
と
に
す
る
。

Ⅱ　

デ
ト
ロ
イ
ト
時
代
（
一
九
一
四
―
一
九
二
八
）

ニ
ー
バ
ー
は
、
イ
ェ
ー
ル
大
学
で
の
学
び
を
終
え
て
、
ミ
シ
ガ
ン
州
デ
ト
ロ
イ
ト
の
教
会
に
牧
師
と
し
て
赴
任
す
る
と
同
時
に
、
自
ら
の

教
会
の
奉
仕
に
加
え
て
広
範
な
社
会
的
活
動
を
展
開
し
始
め
た
。
そ
の
中
で
、
人
種
問
題
は
ニ
ー
バ
ー
の
活
動
の
大
き
な
部
分
を
占
め
て
い

た
。
そ
の
概
要
に
つ
い
て
筆
者
は
、
か
つ
て
以
下
の
よ
う
に
報
告
し
た
。

一
九
一
〇
年
か
ら
二
五
年
、
す
な
わ
ち
ニ
ー
バ
ー
が
牧
師
を
し
て
い
る
こ
ろ
の
デ
ト
ロ
イ
ト
は
、
黒
人
人
口
が
劇
的
に
増
加

し
た
時
期
に
当
た
っ
て
い
た
。
新
興
産
業
都
市
デ
ト
ロ
イ
ト
に
は
職
を
求
め
て
と
く
に
南
部
地
域
よ
り
黒
人
が
移
動
し
、
デ
ト

ロ
イ
ト
で
は
そ
れ
に
伴
う
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
生
じ
て
い
た
。
ま
た
、
同
時
期
、
二
〇
世
紀
に
入
っ
て
再
結
成
さ
れ
た
「
ク
ー
・

ク
ラ
ッ
ク
ス
・
ク
ラ
ン
」
の
活
動
が
最
盛
期
を
迎
え
て
い
た
。
そ
れ
は
デ
ト
ロ
イ
ト
で
も
同
様
で
あ
っ
た
。
ニ
ー
バ
ー
は
当
初

よ
り
黒
人
の
生
活
環
境
や
労
働
状
況
の
改
善
に
力
を
尽
く
し
て
い
た
。

一
九
二
七
年
﹇
マ
マ
。
一
九
二
六
年
の
誤
り
﹈、
そ
の
よ
う
な
活
動
が
認
め
ら
れ
、
ニ
ー
バ
ー
は
、
デ
ト
ロ
イ
ト
市
長
の
諮
問

委
員
会
「
人
種
間
関
係
委
員
会
」（T

he M
ayor ’s C

om
m

ittee on R
ace R

elations
）
の
委
員
長
に
任
命
さ
れ
た
。
六
名
の
白
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人
と
六
名
の
黒
人
か
ら
な
る
委
員
会
で
あ
る
。
そ
の
前
年
一
九
二
六
年
﹇
マ
マ
。
一
九
二
五
年
の
誤
り
﹈
に
な
さ
れ
た
、
デ
ト

ロ
イ
ト
市
行
政
調
査
局
（D

etroit B
ureau of G

overnm
ent R

esearch

）
よ
る
調
査
結
果
に
基
づ
い
て
議
論
を
重
ね
、
一
九 

二
七
年
﹇
マ
マ
。
一
九
二
六
年
の
誤
り
﹈、
報
告
が
ニ
ー
バ
ー
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
。
そ
の
内
容
は
、
教
育
、
医
療
、
娯
楽
、

産
業
、
福
祉
、
住
宅
等
に
つ
い
て
の
具
体
的
で
穏
健
妥
当
な
提
言
を
含
む
も
の
で
あ
っ
た
。
人
種
問
題
の
最
終
的
な
解
決
は
、

公
共
全
体
に
お
け
る
よ
り
良
い
理
解
と
偏
見
の
減
少
と
い
う
教
化
に
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
、
恒
久
的
な
委
員
会
の

設
置
を
呼
び
か
け
た
。
し
か
し
、
デ
ト
ロ
イ
ト
市
は
恒
久
委
員
会
を
設
置
す
る
こ
と
を
せ
ず
、
ニ
ー
バ
ー
の
報
告
内
容
へ
の
積

極
的
な
反
応
は
希
薄
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
ニ
ー
バ
ー
ら
の
委
員
会
の
働
き
は
成
功
し
た
と
は
言
え
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
ニ
ー
バ
ー
の
人
種
問
題
へ
の
取
り
組
み
は
多
く
の
人
々
に
評
価
さ
れ
た
。
ニ
ー
バ
ー
が
ユ
ニ
オ
ン
に
赴
任
す
る

際
、
デ
ト
ロ
イ
ト
の
Y
M
C
A
の
事
務
総
長
H
・
S
・
ダ
ン
バ
ー
（H

. S. D
unbar

）
は
、
ニ
ー
バ
ー
の
社
会
正
義
へ
の
献
身

の
公
正
さ
、「
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
と
抑
圧
さ
れ
て
い
る
人
々
の
た
め
に
戦
っ
た
勇
気
」
の
ゆ
え
に
、
ニ
ー
バ
ー
が
デ
ト
ロ
イ
ト
を

去
る
こ
と
を
惜
し
ん
だ
と
い
う
）
17
（

。

こ
こ
に
記
し
た
デ
ト
ロ
イ
ト
に
お
け
る
黒
人
人
口
の
急
増
は
、
後
に
、
一
〇
〇
万
人
以
上
の
黒
人
が
職
を
求
め
て
北
部
の
主
と
し
て
大
都

市
を
目
指
し
た
「
黒
人
大
移
動
」（G

reat M
igration, 1914

―1950
）
と
呼
ば
れ
る
現
象
の
最
初
期
に
あ
た
っ
て
い
た
。
一
九
一
〇
年
の
時

点
で
、
黒
人
の
九
〇
パ
ー
セ
ン
ト
は
南
部
に
住
ん
で
い
た
が
、
北
部
の
黒
人
人
口
は
こ
の
大
移
動
に
よ
っ
て
、
一
九
一
〇
年
と
一
九
三
〇
年

の
間
に
お
よ
そ
二
〇
パ
ー
セ
ン
ト
上
昇
し
た
と
い
う
。
ち
な
み
に
、
デ
ト
ロ
イ
ト
に
お
け
る
黒
人
の
人
口
は
、
一
九
一
〇
年
に
は
六
千
人
で

あ
っ
た
が
、
ニ
ー
バ
ー
が
デ
ト
ロ
イ
ト
を
去
る
一
九
二
九
年
に
は
一
二
万
人
に
ま
で
増
加
し
た
。

そ
の
よ
う
な
状
況
下
の
デ
ト
ロ
イ
ト
で
、
ニ
ー
バ
ー
は
い
わ
ゆ
る
社
会
福
音
運
動
に
目
覚
め
、
社
会
の
多
様
な
問
題
と
取
り
組
み
始
め

た
）
18
（

。
そ
こ
で
は
、
最
初
は
労
使
関
係
や
階
級
問
題
と
の
取
り
組
み
で
あ
っ
た
が
、
ま
も
な
く
人
種
問
題
が
か
れ
の
大
き
な
関
心
の
的
と
な
っ
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た
。「
そ
の
努
力
は
か
れ
に
デ
ト
ロ
イ
ト
の
黒
人
社
会
の
尊
敬
を
も
た
ら
し
た
。
…
…
そ
の
視
点
に
不
備
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
ニ
ー
バ
ー

は
、
進
ん
で
人
種
問
題
に
時
間
と
努
力
を
傾
注
し
た
数
少
な
い
白
人
聖
職
者
の
一
人
で
あ
っ
た
）
19
（

」。

ニ
ー
バ
ー
は
、
一
九
二
八
年
九
月
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
ユ
ニ
オ
ン
神
学
大
学
院
﹇
以
下
、
ユ
ニ
オ
ン
﹈
へ
と
移
る
が
、
そ
の
直
前
、
先
の

市
長
の
諮
問
委
員
会
で
の
議
論
の
回
顧
を
含
む
人
種
問
題
に
つ
い
て
、「
疲
れ
た
急
進
主
義
者
（tired radical

）
の
告
白
）
20
（

」
と
題
す
る
論
文

を
発
表
し
た
。
そ
こ
で
ニ
ー
バ
ー
は
こ
う
指
摘
し
て
い
る
。

白
人
が
黒
人
に
対
し
て
犯
し
て
き
た
罪
は
天
に
向
か
っ
て
叫
び
声
を
上
げ
て
い
る
。
し
か
し
、
知
的
な
白
人
と
黒
人
が
こ
う

し
た
罪
を
、
一
人
種
の
特
殊
な
罪
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
ホ
モ
サ
ピ
エ
ン
ス
の
普
遍
的
な
特
徴
と
し
て
研
究
し
分
析
し
た
と
し

た
ら
、
そ
れ
は
社
会
の
究
極
的
な
平
和
に
と
っ
て
好
ま
し
い
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
北
部
に
長
く
住
み
、
最
近
移
動
し
て

き
た
南
部
の
黒
人
が
持
っ
て
い
な
い
社
会
的
文
化
的
優
位
さ
を
自
ら
の
も
の
と
し
て
き
た
黒
人
に
は
、
恵
ま
れ
な
い
兄
弟
た
ち

を
正
当
に
扱
う
責
任
を
果
た
す
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
白
人
た
ち
と
同
じ
く
困
難
で
あ
る
。
幸
い
、
根
底
に
あ
る
一
致
と
倫
理
的

責
任
と
を
自
覚
す
る
想
像
力
に
富
ん
だ
一
部
の
人
々
は
常
に
存
在
す
る
。
し
か
し
、
以
上
の
こ
と
は
、
白
人
集
団
に
も
当
て
は

ま
る
こ
と
で
あ
る
）
21
（

。

こ
の
論
文
は
次
の
よ
う
に
締
め
く
く
ら
れ
て
い
る
。「
集
団
の
罪
を
悔
い
改
め
る
こ
と
に
道
徳
的
意
味
が
あ
る
の
は
、
悔
い
改
め
を
告
白

す
る
者
が
集
団
の
行
動
に
何
ほ
ど
か
の
責
任
を
持
っ
た
と
き
だ
け
で
あ
る
）
22
（

」。

白
人
の
黒
人
に
対
す
る
罪
を
究
極
的
に
人
類
に
普
遍
的
な
罪
の
範
疇
で
受
け
止
め
る
こ
の
姿
勢
は
、
そ
の
後
の
ニ
ー
バ
ー
に
一
貫
し
て
流

れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
は
や
が
て
黒
人
側
か
ら
批
判
の
的
と
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
る
。
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Ⅲ　

初
期
ユ
ニ
オ
ン
時
代
（
一
九
三
〇
年
代
）

ユ
ニ
オ
ン
で
活
動
を
始
め
た
一
九
三
〇
年
代
初
め
は
、
ニ
ー
バ
ー
が
、「
人
種
に
つ
い
て
、
い
く
つ
か
の
面
で
、
と
り
わ
け
鋭
い
思
索
を

し
、
と
り
わ
け
効
果
的
な
活
動
に
参
与
し
た
）
23
（

」
時
期
で
あ
っ
た
。

活
動
と
し
て
は
、
第
一
に
、
こ
の
時
期
、
ニ
ー
バ
ー
は
、
ユ
ニ
オ
ン
で
チ
ー
ム
テ
ィ
ー
チ
ン
グ
の
科
目
「
現
代
文
学
に
お
け
る
倫
理

的
視
点
」（E

thical V
iew

points in M
odern Literature

）
を
チ
ー
ム
の
一
員
と
し
て
担
当
し
て
い
る
。
こ
れ
に
は
、
ユ
ニ
オ
ン
に
留

学
中
の
D
・
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
（D

ietrich B
onhoeffer

）
も
出
席
し
て
い
た
。
そ
こ
で
は
、
J
・
W
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
（Jam

es W
eldon 

Johnson

）
や
W
・
E
・
B
・
デ
ュ
ボ
イ
ス
（W

illiam
 E

dw
ard B

urghardt D
u B

ios

）
ら
黒
人
知
識
人
の
文
献
を
読
ん
だ
と
い
う
）
24
（

。

第
二
に
、
ニ
ー
バ
ー
は
、
一
九
三
〇
年
の
夏
、
ア
メ
リ
カ
南
部
を
旅
行
、
南
部
の
製
粉
工
業
都
市
や
山
地
の
牧
師
研
修
会
で
講
演
し
、
黒

人
と
白
人
そ
れ
ぞ
れ
の
二
つ
の
青
年
の
集
ま
り
に
参
加
し
た
。
そ
こ
で
受
け
た
印
象
や
考
察
に
つ
い
て
は
、「
南
部
地
方
瞥
見
」（G

lim
pses 

of the Southland

））25
（

と
題
す
る
報
告
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
ニ
ー
バ
ー
は
、
ジ
ム
・
ク
ロ
ウ
法
下
の
南
部
の
悲
惨
さ

に
深
い
憂
慮
を
示
し
、「
人
種
隔
離
は
人
種
的
憎
悪
の
源
（breeder
）
で
あ
り
、
ど
れ
ほ
ど
教
育
の
量
を
増
や
し
て
も
隔
離
政
策
に
よ
っ
て

心
に
植
え
つ
け
ら
れ
た
も
の
を
消
し
去
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
最
も
勇
敢
な
教
育
も
ジ
ム
・
ク
ロ
ウ
主
義
が
続
く
限
り
、
南
部
に
お
け
る
リ

ン
チ
を
排
除
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
…
…
）
26
（

」
と
き
わ
め
て
悲
観
的
な
観
察
を
記
し
て
い
る
。

第
三
に
、
明
く
る
一
九
三
一
年
、
ニ
ー
バ
ー
は
、「
ア
メ
リ
カ
宣
教
協
会
」（A

m
erican M

issionary Society

）
の
後
援
で
、
南
部
の
各

地
に
あ
る
黒
人
諸
大
学
や
学
校
を
訪
れ
講
演
を
行
っ
た
）
27
（

。

第
四
に
、
同
じ
一
九
三
一
年
、
ニ
ー
バ
ー
は
、
ユ
ニ
オ
ン
の
教
え
子
で
あ
る
M
・
ホ
ー
ト
ン
（M

yles H
orton

）
が
南
部
の
ア
パ
ラ
チ
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ア
山
地
に
お
け
る
労
働
運
動
を
支
援
す
る
た
め
に
計
画
し
た
「
ハ
イ
ラ
ン
ダ
ー
・
フ
ォ
ー
ク
ス
ク
ー
ル
」（H

ighlander Folk School

）
の

設
立
準
備
に
協
力
し
、
一
九
三
二
年
に
設
立
の
た
め
の
募
金
要
請
の
手
紙
を
書
い
て
い
る
）
28
（

。
そ
し
て
こ
の
学
校
が
最
終
的
に
テ
ネ
シ
ー
州
モ

ン
ト
イ
ー
グ
ル
に
設
立
さ
れ
た
時
、
こ
の
学
校
の
初
代
理
事
長
を
務
め
た
。
こ
の
学
校
は
、
や
が
て
公
民
権
運
動
の
拠
点
の
一
つ
と
な
り
、

非
暴
力
抵
抗
や
市
民
的
不
服
従
な
ど
に
つ
い
て
の
講
習
を
行
っ
た
。
マ
ー
テ
ィ
ン
・
ル
ー
サ
ー
・
キ
ン
グ
・
ジ
ュ
ニ
ア
は
こ
の
学
校
と
深
い

つ
な
が
り
を
持
っ
た
。
ま
た
、
モ
ン
ゴ
メ
リ
ー
・
バ
ス
ボ
イ
コ
ッ
ト
の
引
き
金
と
な
っ
た
R
・
パ
ー
ク
ス
（R

osa Parks

）
は
、
ボ
イ
コ
ッ

ト
の
少
し
前
に
こ
の
学
校
で
二
週
間
の
講
習
を
受
け
、
そ
の
後
も
た
び
た
び
訪
問
し
関
係
を
持
っ
た
）
29
（

。

第
五
に
、
ニ
ー
バ
ー
は
、
一
九
三
四
年
に
も
南
部
を
旅
行
し
、「
キ
リ
ス
ト
教
社
会
秩
序
協
会
」（Fellow

ship for a C
hristian Social 

O
rder

）
の
指
導
者
S
・
エ
デ
ィ
（Sherw

ood E
ddy

）
を
助
け
て
、
人
種
交
流
的
な
「
南
部
聖
職
者
協
会
」（Fellow

ship of Sothern 

C
hurchm

en

）
の
立
ち
上
げ
に
協
力
し
た
。
一
九
三
六
年
、
ニ
ー
バ
ー
は
、
こ
の
組
織
に
よ
る
、
南
部
の
小
作
農
の
生
活
水
準
を
引
き
上

げ
る
試
験
的
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
あ
る
デ
ル
タ
協
同
農
場
の
設
立
に
理
事
長
と
し
て
参
加
し
た
。「
そ
れ
は
ミ
シ
シ
ッ
ピ
ー
州
北
西
部
の
川
沿

い
の
低
地
に
あ
っ
た
。
シ
ャ
ー
ウ
ッ
ド
・
エ
デ
ィ
に
率
い
ら
れ
た
グ
ル
ー
プ
が
そ
の
地
域
に
二
千
エ
ー
カ
ー
ほ
ど
の
土
地
を
取
得
し
、
経
済

的
に
恵
ま
れ
な
い
小
作
農
を
招
い
て
、
そ
こ
に
綿
花
製
造
協
同
組
合
を
作
っ
た
。
…
…
黒
人
と
白
人
の
三
十
家
族
が
、
自
分
た
ち
で
農
場
を

開
拓
し
購
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
条
件
に
入
植
し
た
）
30
（

」。
ニ
ー
バ
ー
は
、
そ
の
意
義
を
、「
奴
隷
時
代
の
そ
れ
よ
り
も
ひ
ど
い
貧
困
と

不
正
」
の
中
に
あ
る
多
く
の
黒
人
小
作
農
の
生
活
水
準
を
引
き
上
げ
る
こ
と
に
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
。
し
か
し
こ
の
事
業
は
数
年
後
、
経

営
危
機
に
陥
り
、
土
地
は
各
人
に
売
却
さ
れ
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
中
止
の
や
む
な
き
に
至
っ
た
。
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
は
「
失
敗
」
で

あ
っ
た
が
、
黒
人
を
含
む
「
南
部
小
作
農
の
劣
悪
な
状
況
に
注
意
を
喚
起
さ
せ
る
一
助
と
な
っ
た
」
こ
と
は
確
か
で
あ
っ
た
）
31
（

。
そ
し
て
、
こ

の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
へ
の
関
与
は
、「
ほ
ぼ
間
違
い
な
く
人
種
問
題
へ
の
ニ
ー
バ
ー
の
関
与
の
頂
点
」
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
て
い
る
）
32
（

。

以
上
の
よ
う
に
、
一
九
三
〇
年
代
、
ニ
ー
バ
ー
は
人
種
問
題
に
具
体
的
に
積
極
的
に
関
与
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
そ
う
し

た
活
動
と
並
行
し
て
「
人
種
に
つ
い
て
と
り
わ
け
鋭
敏
な
思
索
）
33
（

」
を
も
展
開
し
て
い
た
。
そ
の
最
た
る
も
の
は
、
一
九
三
二
年
に
出
版
さ
れ
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た
著
書
『
道
徳
的
人
間
と
非
道
徳
的
社
会
）
34
（

』
に
お
け
る
考
察
で
あ
る
。
人
種
問
題
に
関
わ
る
顕
著
な
部
分
を
以
下
に
列
挙
し
て
み
よ
う
。

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
白
人
種
は
、
強
制
さ
れ
る
こ
と
な
し
に
は
、
黒
人
に
同
等
の
権
利
を
容
認
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
点

に
つ
い
て
わ
れ
わ
れ
は
断
定
的
に
語
る
こ
と
を
許
さ
れ
る
と
思
う
。
そ
れ
は
す
べ
て
の
歴
史
に
よ
っ
て
正
当
と
認
め
ら
れ
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
…
…

他
方
に
お
い
て
、
黒
人
の
側
で
の
い
か
な
る
暴
力
革
命
の
努
力
も
、
か
れ
ら
の
抑
圧
者
の
も
つ
憎
悪
や
偏
見
を
激
化
さ
せ
る

こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
白
人
が
数
に
お
い
て
黒
人
に
ま
さ
っ
て
い
る
こ
と
は
絶
望
的
な
事
実
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
黒
人
が

武
力
に
訴
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
必
然
的
に
恐
る
べ
き
社
会
的
破
局
に
い
た
る
に
違
い
な
い
。
社
会
に
お
け
る
無
知
と
経
済
的

利
害
と
が
、
黒
人
に
さ
か
ら
っ
て
た
つ
の
で
あ
る
。
社
会
に
無
知
な
る
も
の
が
、
も
し
も
ふ
つ
う
の
強
制
手
段
に
よ
っ
て
挑
発

さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
無
知
な
る
人
間
で
な
け
れ
ば
で
き
な
い
よ
う
な
こ
の
う
え
も
な
い
凶
暴
な
激
高
を
引
き
出
す
で
あ
ろ

う
。
…
…

非
暴
力
の
方
法
は
、
こ
れ
ら
の
害
悪
を
す
べ
て
除
去
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
ら
害
悪
を
減
少
せ
し
め

る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
非
暴
力
の
方
法
が
ガ
ン
デ
ィ
氏
と
そ
の
弟
子
た
ち
と
同
じ
く
ら
い
の
忍
耐
力
と
自
制
と
を
も
っ
て
貫
か

れ
た
な
ら
ば
、
非
暴
力
の
方
法
は
、
単
な
る
道
徳
的
説
得
に
よ
っ
て
も
、
ま
た
暴
力
に
よ
っ
て
も
獲
得
で
き
な
か
っ
た
ほ
ど
の

正
義
を
実
現
す
る
で
あ
ろ
う
。
…
…

黒
人
に
と
っ
て
必
要
な
こ
と
は
、
た
だ
、
新
し
い
若
い
黒
人
の
積
極
性
と
老
い
た
黒
人
の
忍
耐
と
持
久
力
と
を
融
合
さ
せ
る

こ
と
、
前
者
か
ら
は
復
讐
心
を
と
り
の
ぞ
き
、
後
者
か
ら
は
無
気
力
を
と
り
の
ぞ
く
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
…
…

宗
教
的
想
像
力
が
政
治
生
活
の
問
題
に
た
い
し
て
最
も
大
き
く
貢
献
で
き
る
も
の
と
し
て
、
こ
の
非
暴
力
的
抵
抗
を
ど
う
発

展
さ
せ
る
か
と
い
う
問
題
よ
り
以
上
の
も
の
は
存
し
な
い
）
35
（

。
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ニ
ー
バ
ー
は
、
以
上
に
お
い
て
、
後
の
キ
ン
グ
ら
に
よ
る
公
民
権
運
動
を
先
取
り
す
る
か
の
よ
う
な
提
案
を
し
て
い
る
。
ニ
ー
バ
ー
は
、

一
九
二
〇
年
代
、
お
そ
ら
く
は
、
イ
ン
ド
の
ガ
ン
デ
ィ
と
個
人
的
に
親
し
か
っ
た
エ
デ
ィ
を
と
お
し
て
、
ガ
ン
デ
ィ
の
非
暴
力
抵
抗
運
動
を

知
り
、
そ
れ
に
深
く
共
鳴
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ニ
ー
バ
ー
は
、
非
暴
力
抵
抗
運
動
の
例
と
し
て
、
信
用
取
引
な
ど
で
差
別
す
る
銀
行
や
商

店
、
差
別
を
行
っ
て
い
る
公
益
事
業
な
ど
へ
の
ボ
イ
コ
ッ
ト
や
教
育
な
ど
で
差
別
す
る
州
へ
の
納
税
拒
否
な
ど
を
挙
げ
て
い
る
。
デ
ト
ロ
イ

ト
で
ニ
ー
バ
ー
は
こ
の
一
部
を
実
践
し
て
い
た
。

そ
の
上
で
、
ニ
ー
バ
ー
は
こ
の
書
を
以
下
の
文
章
で
締
め
く
く
っ
て
い
る
。

最
も
効
果
的
な
働
き
人
は
、
古
い
幻
想
を
捨
て
て
新
し
い
幻
想
を
お
び
た
人
間
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
新
し
い
幻
想
の
な
か
で

最
も
重
要
な
も
の
は
、
人
類
の
集
団
生
活
は
完
全
な
正
義
を
実
現
で
き
る
と
い
う
幻
想
で
あ
る
。
当
分
の
あ
い
だ
、
そ
れ
は
き

わ
め
て
価
値
高
い
幻
想
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
…
…
魂
の
な
か
に
聖
な
る
熱
狂
（a sublim

e m
adness

）
を
生
み
出
さ
な
い

か
ぎ
り
、
正
義
は
﹇
そ
の
実
現
へ
と
﹈
接
近
せ
し
め
ら
れ
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
…
…
幻
想
は
、
そ
れ
が
恐
る
べ
き
狂
信
を
助

長
す
る
ゆ
え
、
危
険
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
れ
は
理
性
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
も
と
に
お
か
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
願
わ
く

ば
﹇
マ
マ
﹈、
幻
想
が
そ
の
仕
事
を
終
わ
っ
て
し
ま
う
ま
え
に
、
理
性
が
そ
れ
を
こ
わ
す
こ
と
が
な
い
よ
う
に
と
い
う
こ
と
で

あ
る
）
36
（

。

ニ
ー
バ
ー
が
こ
の
書
で
主
張
し
た
そ
の
現
実
主
義
的
見
解
と
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
と
は
、
や
が
て
キ
ン
グ
を
は
じ
め
公
民
権
運
動
家
た
ち
に
高
く

評
価
さ
れ
多
大
な
影
響
を
与
え
た
。
し
か
し
、
ニ
ー
バ
ー
は
そ
の
後
、
こ
の
書
の
現
実
主
義
的
立
場
を
さ
ら
に
推
し
進
め
て
い
く
こ
と
に
な

る
が
、
一
方
で
、「
幻
想
」
や
「
熱
狂
」
へ
の
期
待
は
後
退
し
て
い
く
。
そ
れ
は
公
民
権
運
動
家
た
ち
の
間
に
ニ
ー
バ
ー
に
つ
い
て
の
戸
惑
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い
が
広
が
っ
て
い
く
こ
と
に
も
繋
が
る
の
で
あ
る
。

ニ
ー
バ
ー
は
、
こ
の
時
期
に
別
な
論
考
で
、
人
種
問
題
に
お
け
る
黒
人
へ
の
罪
の
ゆ
え
に
、
白
人
に
は
「
生
き
る
権
利
」
さ
え
な
い
と
白

人
の
罪
を
皮
肉
を
込
め
て
強
調
し
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

も
し
、
白
人
は
黒
人
に
対
し
て
犯
し
た
自
ら
の
罪
を
償
う
べ
き
だ
と
し
た
ら
、
生
き
る
権
利
を
有
す
る
白
人
は
ほ
と
ん
ど
い

な
い
で
あ
ろ
う
。
白
人
が
生
き
て
い
る
の
は
、
一
つ
に
は
か
れ
ら
の
敵
に
対
し
て
自
ら
を
維
持
す
る
に
必
要
な
力
が
あ
る
か
ら

で
あ
り
、
一
つ
に
は
か
れ
ら
の
敵
が
か
れ
ら
に
復
讐
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
白
人
は
、
自
然
の
法
と
恩
寵
の

法
の
両
方
に
よ
っ
て
生
き
な
が
ら
え
て
い
る
の
で
あ
る
）
37
（

。

Ⅳ　

一
九
四
〇
年
代

一
九
四
〇
年
代
に
入
り
、
と
り
わ
け
戦
争
が
始
ま
る
と
、
ニ
ー
バ
ー
の
関
心
は
急
速
に
国
内
問
題
か
ら
国
際
問
題
に
シ
フ
ト
し
て
い
っ

た
。
そ
の
結
果
、
人
種
問
題
に
実
践
的
に
関
わ
る
こ
と
は
こ
れ
以
後
見
ら
れ
な
く
な
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
間
も
、

折
に
触
れ
て
人
種
問
題
に
関
わ
る
重
要
な
発
言
は
続
け
て
い
た
。

具
体
的
活
動
で
は
な
い
が
、
こ
の
時
期
、
ニ
ー
バ
ー
は
、「
全
国
黒
人
地
位
向
上
協
会
」（N

ational A
ssociation of A

dvancem
ent of 

C
olored People, N

A
A

C
P

）Legal D
efense Fund

の
「
百
人
委
員
会
」
に
そ
の
名
を
連
ね
て
い
る
。
ニ
ー
バ
ー
は
こ
の
協
会
の
活
動
に

さ
ま
ざ
ま
な
形
で
協
力
し
、
と
く
に
こ
の
協
会
を
事
務
総
長
と
し
て
長
年
に
わ
た
っ
て
率
い
、M

r. N
A

A
C

P 

と
言
わ
れ
た
、
W
・
F
・
ホ

ワ
イ
ト
（W

alter F. W
hite

）
と
は
親
し
い
関
係
に
あ
っ
た
）
38
（

。
の
ち
に
一
九
五
〇
年
代
半
ば
、
連
邦
捜
査
局
（
F
B
I
）
が
、
N
A
A
C
P
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の
「
共
産
主
義
者
の
潜
入
」
を
捜
査
し
た
際
、
こ
の
組
織
の
委
員
会
に
名
を
連
ね
て
い
た
ゆ
え
も
あ
っ
て
、
ニ
ー
バ
ー
も
ま
た
F
B
I
の

捜
査
対
象
に
な
っ
た
）
39
（

。

ニ
ー
バ
ー
は
こ
の
時
期
以
降
、
キ
リ
ス
ト
教
現
実
主
義
を
標
榜
し
、
そ
の
政
治
的
視
点
は
現
実
を
重
く
見
る
見
方
を
強
く
し
て
い
っ
た
。

も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
、「
キ
リ
ス
ト
教
的
」
で
あ
る
限
り
、
深
い
神
学
的
視
点
に
支
え
ら
れ
た
見
方
で
あ
る
が
、
実
際
の
政
治
に
関
し
て
は
、

H
・
J
・
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
（H

ans J. M
orgenthau

）、
G
・
F
・
ケ
ナ
ン
（G

eorge F. K
ennan

）、
K
・
W
・
ト
ン
プ
ソ
ン
（K

enneth 

W
. T

hom
son

）
ら
同
時
代
の
政
治
的
現
実
主
義
者
た
ち
と
軌
を
一
に
す
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
代
表
者
の
一
人
と
も
見
ら
れ
、
と
く
に
戦

後
ア
メ
リ
カ
の
外
交
政
策
に
一
定
の
役
割
を
果
た
す
よ
う
に
な
っ
た
）
40
（

。

そ
の
現
実
主
義
的
傾
向
は
、
人
種
問
題
に
つ
い
て
も
顕
著
に
な
る
。
そ
の
頃
な
さ
れ
た
ジ
ム
・
ク
ロ
ウ
法
に
反
対
す
る
最
高
裁
判
所
﹇
以

下
最
高
裁
﹈
の
判
決
が
な
お
隔
離
政
策
を
排
除
し
て
い
な
い
こ
と
な
ど
に
関
し
て
、
と
く
に
交
通
機
関
に
お
け
る
隔
離
の
惨
状
に
触
れ
な
が

ら
も
、
ニ
ー
バ
ー
は
、「
立
憲
主
義
」
の
重
要
性
を
説
き
、
こ
う
主
張
し
て
い
る
。

民
主
主
義
が
、
社
会
の
基
準
を
変
え
完
璧
に
す
る
方
法
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で

あ
れ
「
法
規
範
」
は
、
た
と
え
そ
れ
が
民
主
的
で
な
い
と
し
て
も
、
独
裁
政
治
の
気
紛
れ
よ
り
は
ま
し
で
あ
る
）
41
（

。

ま
た
、「
人
種
問
題
」
と
題
さ
れ
た
論
考
に
お
い
て
、
西
部
海
岸
在
住
の
日
系
ア
メ
リ
カ
人
の
奥
地
へ
の
強
制
収
容
を
人
種
的
偏
見
と
し

て
批
判
し
、
黒
人
を
含
む
人
種
差
別
に
つ
い
て
悲
観
的
な
観
測
を
述
べ
て
い
る
。

あ
ら
ゆ
る
民
主
主
義
的
偽
装
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
人
種
的
偏
見
を
完
全
に
乗
り
越
え
て
き
た
民
主
主
義
は
な
い
。
そ
れ
に

こ
う
付
け
加
え
て
も
よ
い
。
そ
も
そ
も
民
主
主
義
は
人
種
的
偏
見
を
完
全
に
乗
り
越
え
る
こ
と
な
ど
決
し
て
な
い
で
あ
ろ
う
。
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…
…
す
な
わ
ち
、
人
種
の
傲
慢
は
、
現
代
文
化
に
よ
っ
て
覆
い
隠
さ
れ
て
き
た
人
間
の
集
団
的
生
の
多
く
の
局
面
の
一
つ
で
あ

る
。
…
…
人
種
的
偏
見
は
…
…
人
間
の
集
団
的
生
の
付
随
物
な
の
で
あ
る
）
42
（

。

一
方
、
ニ
ー
バ
ー
は
、
戦
争
が
勃
発
し
た
一
九
三
九
年
に
エ
デ
ィ
ン
バ
ラ
大
学
で
行
っ
た
ギ
フ
ォ
ー
ド
講
演
に
お
い
て
、「
白
人
は
、
ア

フ
リ
カ
や
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
、
黒
人
が
白
人
に
対
し
て
罪
を
犯
す
よ
り
も
、
黒
人
に
対
し
て
多
く
の
罪
を
犯
す
」
し
、「
ア
フ
リ
カ
や
ア

メ
リ
カ
に
お
け
る
黒
人
に
対
す
る
白
人
の
罪
は
、
白
人
に
対
す
る
黒
人
の
罪
よ
り
も
大
き
い
」
と
し
て
、
白
人
の
罪
を
確
認
す
る
こ
と
も
忘

れ
て
は
い
な
い
）
43
（

。
し
か
も
そ
の
白
人
の
罪
は
傲
慢
の
罪
の
表
れ
で
あ
る
が
、
そ
の
傲
慢
に
は
あ
る
種
の
「
不
確
か
さ
」
な
い
し
「
恐
れ
」
が

隠
れ
て
い
る
こ
と
を
、
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

た
と
え
ば
黒
人
と
白
人
と
の
関
係
が
そ
の
よ
い
例
で
あ
る
よ
う
に
、
人
種
的
集
団
の
多
数
派
と
少
数
派
と
の
関
係
に
お
い

て
、
多
数
派
集
団
は
、
少
数
派
集
団
が
無
力
で
あ
る
と
決
め
つ
け
、
そ
れ
を
、
少
数
派
集
団
に
は
文
化
や
文
明
の
特
権
を
享
受

す
る
能
力
が
な
い
と
い
う
理
由
を
つ
け
て
正
当
化
す
る
。
し
か
し
、
多
数
派
が
完
全
に
隠
す
こ
と
が
で
き
ず
、
時
に
は
率
直
に

表
現
す
る
の
は
、
そ
う
し
た
特
権
を
か
れ
ら
に
与
え
て
し
ま
う
と
、《
特
権
の
不
平
等
》
を
正
当
化
す
る
は
ず
の
《
能
力
の
不

平
等
》
が
取
り
払
わ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
恐
れ
で
あ
る
）
44
（

。

し
か
し
、
戦
争
末
期
に
著
し
た
民
主
主
義
論
『
光
の
子
と
闇
の
子
）
45
（

』
で
は
、
直
接
人
種
問
題
は
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
ニ
ー
バ
ー

の
民
主
主
義
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
が
「
抑
制
と
均
衡
（checks and balances

）
が
、
個
人
と
集
団
が
社
会
的
権
力
と
交
渉
す
る
た
め
の
最
良
の

装
置
で
あ
る
）
46
（

」
と
い
う
考
え
方
に
根
差
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
、
そ
れ
は
人
種
問
題
ひ
い
て
は
公
民
権
運
動
を
め
ぐ
る
ニ
ー
バ
ー

の
考
察
の
基
礎
で
も
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
た
。
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ま
た
、
ニ
ー
バ
ー
は
、
戦
争
末
期
、
南
部
に
お
け
る
「
人
種
間
の
緊
張
の
増
大
」
と
黒
人
の
「
怒
り
の
一
層
の
増
大
」
の
事
態
に
対
す
る

深
刻
な
憂
慮
を
表
明
し
な
が
ら
、「
こ
の
厄
介
な
（vexatious

）
問
題
に
対
す
る
安
易
な
解
決
は
な
い
」
し
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
キ
リ
ス

ト
教
会
も
ま
た
そ
の
役
割
を
果
た
し
て
い
な
い
と
し
て
、
教
会
に
「
謙
虚
さ
」
と
「
悔
い
改
め
」
と
を
求
め
て
い
る
）
47
（

。
そ
れ
に
先
立
っ
て

ニ
ー
バ
ー
は
、
キ
リ
ス
ト
教
諸
教
派
に
お
け
る
人
種
問
題
へ
の
取
り
組
み
と
そ
の
不
十
分
さ
に
つ
い
て
論
じ
、
人
類
学
的
心
理
学
的
教
化
の

必
要
を
認
め
な
が
ら
も
、
む
し
ろ
教
会
に
、「
そ
れ
自
身
の
資
源
（resource

）
す
な
わ
ち
福
音
の
資
源
」
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
と
以
下

の
よ
う
に
訴
え
た
。

教
会
は
、
国
家
共
同
体
に
対
し
て
、
真
に
悔
い
改
め
た
魂
、
つ
ま
り
人
種
的
偏
見
か
ら
真
に
「
解
放
さ
れ
た
」
魂
を
多
く
輩

出
し
よ
う
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
自
ら
の
解
放
を
、
解
放
さ
れ
た
魂
に
さ
え
残
る
傲
慢
の
名
残
を
深
く

悔
い
る
こ
と
に
お
い
て
認
め
る
こ
と
を
言
い
表
す
魂
で
あ
る
）
48
（

。

一
九
四
四
年
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
経
済
学
者
G
・
ミ
ュ
ル
ダ
ー
ル
（G

unner M
yrdal

）
に
よ
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
の
人
種
問
題
を
広
範
に

調
査
し
論
じ
た
大
著
『
ア
メ
リ
カ
の
葛
藤
――
黒
人
問
題
と
現
代
民
主
主
義
』
が
出
版
さ
れ
た
）
49
（

。
ニ
ー
バ
ー
は
た
だ
ち
に
そ
れ
を
書
評
し
、

こ
の
「
わ
れ
わ
れ
の
民
主
主
義
的
生
の
最
も
厄
介
な
問
題
に
関
す
る
き
わ
め
て
包
括
的
な
研
究
」
を
広
く
推
奨
し
た
）
50
（

。
ニ
ー
バ
ー
は
、
以

後
、
し
ば
し
ば
「
ア
メ
リ
カ
の
葛
藤
」（A

m
erican D

ilem
m

a

）
の
表
現
を
使
用
す
る
よ
う
に
な
る
。

ニ
ー
バ
ー
は
、
一
九
五
〇
年
の
論
文
）
51
（

で
、
ト
ル
ー
マ
ン
政
権
の
フ
ェ
ア
デ
ィ
ー
ル
政
策
下
で
の
公
正
雇
用
実
施
法
、
反
リ
ン
チ
法
、
反
人

頭
税
法
な
ど
い
く
つ
か
の
南
部
に
お
け
る
人
種
差
別
改
善
の
連
邦
法
改
革
を
、「
称
賛
に
値
す
る
結
果
」
と
し
て
高
く
評
価
し
、「
法
が
権
利

を
強
化
す
る
有
力
な
武
器
と
な
り
う
る
」
と
述
べ
た
。
し
か
し
、「
法
は
万
能
で
は
な
く
」、
し
た
が
っ
て
、「
純
粋
な
法
」
と
と
も
に
「
共

同
体
の
抑
制
措
置
と
影
響
力
」
が
必
要
で
あ
る
が
、
そ
の
意
味
で
は
、「
公
正
雇
用
法
は
、
共
同
体
の
と
り
わ
け
大
き
な
協
力
を
必
要
と
す
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る
」
と
主
張
し
、
そ
の
上
で
、
こ
の
論
文
を
以
下
の
よ
う
に
締
め
く
く
っ
て
い
る
。

現
実
政
治
の
領
域
で
は
、
鳩
の
よ
う
に
素
直
で
あ
る
だ
け
で
な
く
蛇
の
よ
う
に
さ
と
く
あ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
政
治
は

依
然
と
し
て
可
能
性
を
め
ぐ
る
技
術
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
国
家
を
侮
辱
す
る
人
種
的
不
正
と
取
り
組
む
時
で
さ
え
事
実
で
あ
る

こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
よ
り
良
い
人
種
関
係
へ
の
進
展
は
、
北
部
に
お
い
て
も
南
部
に
お
い
て
も
、
な
お
あ
ま
り
に
も
遅
々

と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
着
実
に
進
展
は
し
て
い
る
。
キ
リ
ス
ト
教
的
視
点
に
立
て
ば
、
一
層
重
要
に
な
る
の
は
以
下
の
点
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
南
部
の
教
会
は
、
キ
リ
ス
ト
教
共
同
体
が
人
種
を
超
え
た
恵
み
の
共
同
体
で
あ
る
こ
と
を
さ
ら
に
確
固
と

し
て
明
ら
か
に
す
べ
き
で
あ
り
、
北
部
の
教
会
（
ち
な
み
に
北
部
の
教
会
は
南
部
と
同
様
ほ
と
ん
ど
全
面
的
に
人
種
隔
離
さ
れ

て
い
る
）
は
深
い
道
徳
的
霊
的
問
題
に
対
し
て
、
純
粋
に
法
的
な
解
決
を
求
め
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
）
52
（

。

と
こ
ろ
で
、
ニ
ー
バ
ー
は
、
六
〇
歳
の
一
九
五
二
年
一
月
、
突
如
重
い
脳
梗
塞
に
見
舞
わ
れ
た
。
そ
の
後
も
打
ち
続
く
発
作
と
左
半
身
に

麻
痺
の
残
る
後
遺
症
に
苦
し
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
一
年
の
病
気
休
暇
の
後
、
教
育
・
研
究
に
復
帰
し
、
文
筆
活
動
で
も
、
変
わ
ら
ぬ

評
論
活
動
を
続
け
、
何
冊
か
の
著
作
を
公
に
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
ま
で
驚
く
ほ
ど
精
力
的
に
取
り
組
ん
で
き
た
政
治
的
社
会
的
活
動
に
、

わ
ず
か
に
時
折
講
演
な
ど
を
担
当
す
る
こ
と
は
あ
っ
た
が
、
現
実
的
に
参
画
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
で
き
な
く
な
っ
た
。
こ
れ
以
降
の
ニ
ー

バ
ー
の
人
種
問
題
と
の
取
り
組
み
に
注
目
す
る
場
合
、
こ
の
こ
と
は
無
視
で
き
な
い
要
素
で
あ
る
。

ニ
ー
バ
ー
は
書
斎
に
こ
も
る
い
わ
ゆ
る
「
ア
ー
ム
チ
ェ
ア
」
タ
イ
プ
の
学
者
と
は
お
よ
そ
正
反
対
の
学
者
で
あ
っ
た
。
初
期
は
社
会
福
音

運
動
の
活
動
家
と
し
て
の
社
会
改
良
活
動
、
第
二
次
世
界
大
戦
以
降
は
外
交
政
策
へ
の
論
評
の
み
な
ら
ず
国
務
省
の
政
策
立
案
室
を
は
じ
め

と
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
審
議
会
や
、
外
交
問
題
評
議
会
へ
の
参
加
、
国
内
政
治
で
は
A
D
A
（「
民
主
的
行
動
を
目
指
す
ア
メ
リ
カ
人
」）
を
は

じ
め
と
す
る
諸
種
の
政
治
団
体
等
の
創
設
、
州
レ
ベ
ル
の
地
方
政
党
へ
の
参
加
、
世
界
教
会
協
議
会
の
立
ち
上
げ
と
そ
の
後
の
方
向
決
定
に
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つ
い
て
の
努
力
等
々
、
そ
の
広
範
に
わ
た
る
活
動
は
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
。
そ
れ
は
ト
ル
ー
マ
ン
政
権
の
時
代
に
あ
た
っ
て
い
た
。
一

方
、
そ
の
間
、
独
自
の
神
学
お
よ
び
政
治
思
想
の
深
化
、
確
立
に
も
精
力
を
傾
け
、
そ
れ
ら
は
、『
人
間
の
本
性
と
運
命
』
や
『
信
仰
と
歴

史
』
を
は
じ
め
と
す
る
深
遠
な
神
学
書
や
、『
光
の
子
と
闇
の
子
』
や
『
ア
メ
リ
カ
史
の
ア
イ
ロ
ニ
ー
』
と
い
っ
た
独
特
の
政
治
学
的
著
書

と
な
っ
て
世
に
出
さ
れ
た
。

ニ
ー
バ
ー
が
、
思
想
と
行
動
と
が
組
み
合
わ
さ
れ
た
類
ま
れ
な
神
学
者
で
あ
っ
た
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
ニ
ー
バ
ー
が
病
に
倒
れ

た
の
は
、
と
り
わ
け
第
三
次
世
界
大
戦
と
り
わ
け
核
戦
争
を
避
け
る
べ
く
、
あ
る
い
は
国
内
政
治
の
健
全
化
や
エ
キ
ュ
メ
ニ
カ
ル
な
活
動
の

た
め
の
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
の
そ
れ
も
含
む
膨
大
な
数
の
会
議
、
講
演
、
説
教
な
ど
、
そ
の
身
を
削
っ
た
結
果
で
あ
っ
た
）
53
（

。
も
し
、
ニ
ー
バ
ー

が
「
ユ
ニ
オ
ン
神
学
校
の
オ
フ
ィ
ス
の
安
全
圏
に
と
ど
ま
っ
て
社
会
倫
理
を
教
え
、
正
義
の
た
め
の
闘
い
に
お
い
て
命
を
賭
け
る
こ
と
を
決

し
て
し
な
か
っ
た
）
54
（

」
と
い
う
コ
ー
ン
の
言
葉
が
一
部
で
も
当
て
は
ま
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
、
一
九
五
二
年
以
降
病
気
に
苦
し
み
続
け
た
ユ

ニ
オ
ン
で
の
最
後
の
時
か
ら
晩
年
に
至
る
日
々
（
一
九
六
〇
年
ユ
ニ
オ
ン
を
引
退
し
た
ニ
ー
バ
ー
は
、
一
九
六
九
年
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州

ス
ト
ッ
ク
ブ
リ
ッ
ジ
に
居
を
移
し
て
い
た
）
に
つ
い
て
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
時
期
ニ
ー
バ
ー
に
可
能
だ
っ
た
の
は
、
自
宅
そ
れ
も
し
ば
し
ば

寝
室
で
不
自
由
な
体
に
鞭
打
っ
て
右
手
だ
け
で
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
を
た
た
く
こ
と
だ
け
で
あ
っ
た
。
以
下
の
人
種
問
題
や
公
民
権
運
動
を
め

ぐ
る
論
考
は
、
そ
の
よ
う
な
病
と
の
闘
い
に
お
け
る
ニ
ー
バ
ー
か
ら
産
み
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
ニ
ー
バ
ー
が
こ
の
世
を
去
っ
た

の
は
、
一
九
七
一
年
六
月
一
日
で
あ
っ
た
。
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Ⅴ　

公
民
権
運
動
と
そ
の
後
（
一
九
五
四
年
以
降
）

1　
ブ
ラ
ウ
ン
判
決

一
九
五
四
年
五
月
一
七
日
、
人
種
問
題
に
お
け
る
画
期
的
な
最
高
裁
判
決
が
出
た
。「
分
離
す
れ
ど
も
平
等
」
の
法
理
に
基
づ
い
て
人
種

隔
離
政
策
を
合
憲
と
し
た
一
八
九
六
年
六
月
の
「
プ
レ
ッ
シ
ー
対
フ
ァ
ー
ガ
ソ
ン
判
決
」﹇
以
下
プ
レ
ッ
シ
ー
判
決
﹈
を
覆
し
た
「
ブ
ラ
ウ
ン

対
教
育
委
員
会
判
決
」﹇
以
下
ブ
ラ
ウ
ン
判
決
﹈
で
あ
る
。
こ
の
判
決
に
力
を
得
て
、
公
民
権
運
動
は
大
き
く
一
歩
を
踏
み
出
す
こ
と
に
な

る
）
55
（

。こ
の
判
決
が
出
た
翌
月
、
ニ
ー
バ
ー
は
、
こ
の
判
決
の
意
義
に
つ
い
て
、
論
文
「
学
校
に
お
け
る
人
種
隔
離
に
対
す
る
最
高
裁
判
決
）
56
（

」
を

公
に
し
た
。
ニ
ー
バ
ー
は
、
ま
ず
、「
こ
の
学
校
に
お
け
る
人
種
隔
離
政
策
に
対
す
る
最
高
裁
判
決
は
、
善
良
な
ア
メ
リ
カ
人
一
人
ひ
と
り

に
、
元
気
の
な
い
時
代
に
大
き
な
元
気
を
与
え
た
」
と
述
べ
た
上
で
、
そ
の
判
決
を
以
下
の
よ
う
に
評
価
し
た
。

最
高
裁
の
判
決
の
政
治
的
手
腕
が
、
政
治
的
現
実
に
対
す
る
勇
気
と
憂
慮
と
を
組
み
合
わ
せ
た
そ
の
判
決
の
中
に
示
さ
れ
て

い
る
。
そ
れ
は
、
一
つ
の
原
理
を
宣
言
し
、
妥
協
す
る
こ
と
な
く
そ
れ
を
一
つ
の
状
況
に
適
用
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ

が
、
こ
の
原
理
の
影
響
を
受
け
る
ほ
と
ん
ど
の
州
へ
の
そ
の
原
理
の
適
用
を
、
そ
れ
ら
の
州
が
余
裕
を
も
っ
て
こ
の
判
決
に

よ
っ
て
造
ら
れ
る
状
況
に
適
応
す
る
ま
で
延
期
す
る
と
し
た
こ
と
は
賢
明
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
こ
の
判
決
が
南
部
諸

当
局
の
抵
抗
を
引
き
起
こ
し
か
ね
な
い
ど
の
よ
う
な
過
剰
な
衝
撃
も
避
け
ら
れ
、
危
険
も
弱
め
ら
れ
る
。
最
高
裁
は
、
人
民
に
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よ
っ
て
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
な
け
れ
ば
い
か
な
る
法
も
執
行
さ
れ
え
な
い
と
い
う
事
実
を
、
十
分
に
意
識
し
て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
…
…
こ
の
判
決
の
試
み
全
体
に
お
い
て
ま
さ
に
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
国
家
共
同
体
の
道
徳
意
識
と
、
奴
隷
制

の
行
動
様
式
の
痕
跡
が
残
る
地
方
共
同
体
と
の
闘
い
で
あ
る
。
…
…
他
方
、
こ
の
判
決
は
、
共
同
体
の
道
徳
的
成
長
を
指
示
す

る
法
の
力
と
倫
理
的
規
範
と
の
卓
越
し
た
範
例
で
あ
る
）
57
（

。

ニ
ー
バ
ー
は
以
上
の
考
察
の
あ
と
、
人
種
差
別
の
歴
史
を
振
り
返
り
、
プ
レ
ッ
シ
ー
判
決
と
今
回
の
判
決
と
の
関
係
に
つ
い
て
次
の
よ
う

に
述
べ
た
。一

八
九
六
年
、
最
高
裁
は
、
理
想
と
社
会
的
現
実
と
の
隔
た
り
を
、「
分
離
す
れ
ど
も
平
等
」
の
法
理
に
よ
っ
て
埋
め
よ
う

と
し
た
。
そ
れ
は
そ
の
時
代
に
と
っ
て
非
常
に
良
い
法
理
で
あ
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
今
回
の
最
高
裁
判
決
﹇
ブ
ラ
ウ
ン
判
決
﹈

が
、
今
世
紀
の
初
め
に
な
さ
れ
て
い
た
と
し
た
ら
単
に
暴
動
を
引
き
起
こ
し
た
だ
け
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
覚
え
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
暴
動
は
…
…
法
と
理
想
双
方
の
敗
北
を
意
味
す
る
。
歴
史
は
、
国
家
を
今
回
の
最
高
裁

判
決
の
た
め
に
備
え
さ
せ
た
の
で
あ
る
。「
歴
史
」
と
い
う
語
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
が
意
味
す
る
の
は
、
よ
く
あ
る
抽
象
的
概

念
な
ど
よ
り
は
る
か
に
具
体
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
意
味
す
る
の
は
、
人
々
の
思
想
や
願
望
で
あ
り
、
人
種
的
偏
見
を
乗

り
越
え
る
た
め
に
個
人
や
集
団
が
と
る
幾
多
の
躊
躇
す
る
、
あ
る
い
は
勇
気
あ
る
行
動
で
あ
る
。
…
…
こ
の
間
﹇
ブ
ラ
ウ
ン
判

決
ま
で
の
間
﹈、
最
高
裁
は
、
過
去
二
〇
年
に
わ
た
っ
て
、
黒
人
た
ち
に
新
し
い
さ
ま
ざ
ま
な
機
会
を
開
く
た
め
に
、「
分
離
す

れ
ど
も
平
等
」
な
諸
施
設
と
い
う
法
理
を
効
果
的
に
使
用
し
た
）
58
（

。

ニ
ー
バ
ー
は
、
そ
の
後
の
人
種
問
題
の
急
速
な
進
展
に
よ
っ
て
、
今
回
、
そ
れ
ま
で
の
判
決
を
継
続
せ
ず
、
分
離
さ
れ
た
施
設
は
平
等
で
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は
な
い
と
の
判
断
が
な
さ
れ
た
こ
と
を
、
こ
う
高
く
評
価
し
た
。

こ
の
判
決
は
、
民
主
的
な
人
種
関
係
に
お
け
る
わ
れ
わ
れ
の
進
展
の
一
つ
の
核
心
と
な
っ
た
。
判
決
が
全
員
一
致
で
あ
っ
た

と
い
う
事
実
が
そ
の
道
徳
的
権
威
を
増
す
こ
と
に
貢
献
し
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
…
し
か
し
、
そ
の
政
治
的
手
腕

は
、﹇
実
施
の
﹈
期
日
を
遅
ら
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
知
恵
を
付
加
的
に
加
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
…
…
こ
の
方
針
が
こ
の

判
決
に
対
す
る
初
期
の
い
ら
立
ち
を
逸
ら
せ
る
た
め
に
多
く
の
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
）
59
（

。

こ
の
論
文
に
表
さ
れ
た
プ
レ
ッ
シ
ー
判
決
へ
の
評
価
と
ブ
ラ
ウ
ン
判
決
に
お
け
る
実
施
期
日
を
遅
ら
せ
る
こ
と
へ
の
ニ
ー
バ
ー
の
高
い
評

価
が
、
そ
の
後
の
公
民
権
運
動
家
た
ち
の
戸
惑
い
と
反
感
を
買
う
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
ニ
ー

バ
ー
は
以
下
の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
。

歴
史
は
多
く
の
驚
き
に
満
ち
て
い
る
。
最
高
裁
の
判
決
を
受
け
て
人
種
関
係
が
一
変
し
た
こ
と
以
上
に
、
驚
く
べ
き
――
し

か
し
考
え
て
み
れ
ば
当
然
の
――
歴
史
的
展
開
は
な
い
。
…
…
と
こ
ろ
で
、
最
高
裁
は
、
わ
れ
わ
れ
の
憲
法
に
保
障
さ
れ
て
い

る
よ
う
に
「
法
の
前
で
の
平
等
」
と
い
う
論
理
的
含
意
を
明
確
に
し
て
い
る
。
そ
う
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
最
高
裁
は
賢
明
に

も
、
人
種
関
係
に
お
い
て
、「
分
離
す
れ
ど
も
平
等
」
の
法
案
を
廃
棄
す
る
た
め
に
十
分
な
進
展
が
見
ら
れ
て
き
た
、
と
判
断

し
た
。
最
高
裁
は
一
八
九
六
年
の
判
決
に
お
け
る
こ
の
法
案
に
よ
っ
て
、
憲
法
と
地
方
の
習
慣
と
の
間
の
衝
突
を
避
け
よ
う
と

努
め
た
。
…
…
正
義
に
向
か
う
進
展
の
有
機
的
で
緩
慢
な
展
開
は
、
過
程
の
究
極
的
な
目
標
を
明
確
に
し
た
判
決
に
よ
っ
て
阻

止
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

道
の
終
わ
り
に
つ
い
て
あ
ま
り
確
信
が
持
て
な
い
と
し
た
ら
、
人
は
段
階
的
に
進
む
こ
と
も
あ
り
う
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
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か
。
わ
れ
わ
れ
が
平
等
の
理
想
と
積
極
的
に
実
際
的
に
取
り
組
ん
で
い
こ
う
と
す
る
こ
と
も
あ
り
う
る
の
で
は
な
い
の
だ
ろ
う

か
。
と
こ
ろ
が
、
わ
れ
わ
れ
の
人
種
の
傲
慢
に
よ
っ
て
、
目
標
の
妥
当
性
を
明
白
に
認
識
す
る
こ
と
が
不
可
能
に
な
る
と
い
う

こ
と
も
あ
り
う
る
の
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
…
…
道
徳
的
規
準
に
つ
い
て
の
あ
か
ら
さ
ま
な
挑
戦
は
、
潜
在
意
識
に
あ
る
恐

怖
や
偏
見
を
目
覚
め
さ
せ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
そ
う
し
た
恐
怖
や
偏
見
は
、
究
極
的
な
規
準
に
向
か
う
緩
慢
な
取
り
組

み
に
よ
っ
て
徐
々
に
紛
ら
わ
さ
れ
て
き
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
…
…

つ
ま
り
、
歴
史
に
根
差
し
た
集
団
的
悪
は
、
い
か
な
る
裁
判
所
の
判
決
に
よ
っ
て
も
い
か
な
る
政
治
的
政
策
に
よ
っ
て
も
修

正
さ
れ
え
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
歴
史
に
お
け
る
多
く
の
良
い
こ
と
は
、
そ
れ
が
発
展
す
る
た
め
に
は
時
間
が
か
か

る
。
し
か
し
、
こ
の
勧
告
﹇
慎
重
さ
を
求
め
る
勧
告
﹈
は
、
長
い
間
白
人
の
尊
大
に
苦
し
ん
で
き
た
黒
人
種
に
と
っ
て
は
お
よ

そ
正
当
な
こ
と
と
は
思
わ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
黒
人
側
を
支
持
す
る
法
律
が
あ
る
以
上
、
慎
重
さ
を
勧
め
る
い
か
な
る
勧
告
で

あ
れ
、
恥
ず
べ
き
妥
協
へ
の
示
唆
と
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
）
60
（

。

一
九
五
六
年
、
ニ
ー
バ
ー
は
、
人
種
問
題
に
お
け
る
悪
を
と
く
に
白
人
の
集
団
的
罪
と
捉
え
て
、
そ
れ
に
対
抗
す
る
に
は
、「
救
済
恩
寵
」

（saving grace

）
だ
け
で
な
く
、
む
し
ろ
「
一
般
恩
寵
」（com

m
on grace

）
と
り
わ
け
事
柄
に
つ
い
て
の
「
慎
重
な
識
別
」
の
重
要
性
を

説
い
て
、
次
の
よ
う
に
考
察
し
た
。

わ
れ
わ
れ
が
巻
き
込
ま
れ
て
い
る
の
は
集
団
的
悪
の
特
質
で
あ
る
。
そ
の
悪
は
白
人
の
尊
大
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
悪
は
、

自
分
自
身
の
特
定
の
文
化
へ
の
関
心
の
裏
返
し
で
あ
る
。
そ
の
関
心
に
は
限
ら
れ
た
正
当
性
は
あ
る
が
、
新
約
聖
書
に
お
い
て

正
当
化
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
新
約
聖
書
に
見
ら
れ
る
の
は
次
の
よ
う
な
恐
ろ
し
い
洞
察
で
あ
る
「『
神
を
愛
し
て

い
る
』
と
言
い
な
が
ら
兄
弟
を
憎
む
者
が
い
れ
ば
、
そ
れ
は
偽
り
者
で
す
」﹇
Ⅰ
ヨ
ハ
ネ
四
・
二
〇
﹈。
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わ
れ
わ
れ
の
特
定
の
文
化
に
対
す
る
関
心
の
大
半
、
す
な
わ
ち
「
南
部
の
生
活
様
式
」
な
い
し
「
わ
れ
わ
れ
の
ア
メ
リ
カ
的

生
活
様
式
」
は
、
暫
定
的
に
正
当
化
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
も
し
こ
の
情
熱
の
値
が
兄
弟
へ
の
憎
し
み
と
侮
蔑
で
あ
る
と

し
た
ら
、
値
は
高
す
ぎ
る
。
…
…

わ
れ
わ
れ
の
集
団
的
罪
か
ら
贖
わ
れ
る
た
め
に
は
、
一
般
恩
寵
で
あ
れ
、
救
済
恩
寵
で
あ
れ
、
あ
ら
ゆ
る
形
態
の
恩
寵
が
必

要
で
あ
る
。
ま
た
、
集
団
的
な
罪
と
な
る
こ
と
か
ら
わ
れ
わ
れ
の
共
通
す
る
忠
誠
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
の
は
あ

ら
ゆ
る
形
態
の
識
別
で
あ
る
。
…
…
わ
れ
わ
れ
は
ま
た
次
の
こ
と
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ

が
「
キ
リ
ス
ト
教
的
」
文
明
と
見
な
し
て
い
る
も
の
は
黒
人
の
大
陸
で
は
通
常
「
白
人
の
」
文
明
と
見
な
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ

に
は
、
白
人
の
尊
大
さ
へ
の
憎
悪
が
付
随
し
て
き
た
。
…
…
わ
れ
わ
れ
の
集
団
的
罪
は
、
わ
れ
わ
れ
の
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
贖

罪
的
有
効
性
の
試
金
石
で
あ
る
。
こ
の
評
価
基
準
を
満
た
す
た
め
に
わ
れ
わ
れ
が
必
要
と
す
る
の
は
、
宗
教
的
深
刻
さ
だ
け
で

な
く
、
注
意
深
い
識
別
（discrim

ination

）
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
に
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
自
ら
の
忠
誠
と
献
身
に
お
い
て
、

「
軽
率
に
言
葉
を
吐
か
ず
、
熟
慮
し
て
語
る
」﹇
エ
レ
ミ
ヤ
一
五
・
一
九
﹈
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
）
61
（

。

そ
れ
に
関
連
し
て
、
こ
ち
ら
は
皮
肉
を
込
め
て
、
人
種
問
題
で
は
、
救
済
恩
寵
の
機
関
で
あ
る
べ
き
教
会
よ
り
も
世
俗
的
労
働
組
合
を
評

価
し
、
教
会
の
対
応
の
不
十
分
さ
を
批
判
し
た
。

理
想
的
に
言
え
ば
、
教
会
は
恵
み
の
共
同
体
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
「
ユ
ダ
ヤ
人
も
ギ
リ
シ
ア
人
も
な
い
」。
そ
れ
は
わ
れ

わ
れ
の
場
合
、「
白
人
も
黒
人
も
な
い
」
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
か
し
、
教
会
人
と
し
て
、
教
会
が
「
社
会
の
良
心
」
で
あ
る

と
い
う
わ
れ
わ
れ
の
主
張
に
満
足
し
す
ぎ
な
い
よ
う
に
し
よ
う
。﹇
南
部
で
な
さ
れ
た
﹈
調
査
が
示
す
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
人
種

の
調
和
（racial accord

）
の
問
題
に
つ
い
て
は
労
働
組
合
の
ほ
う
が
教
会
よ
り
も
厳
格
で
あ
っ
た
）
62
（

。
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2　
公
民
権
運
動

ニ
ー
バ
ー
は
、
公
民
権
運
動
と
り
わ
け
キ
ン
グ
の
抵
抗
運
動
の
戦
略
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
論
評
し
た
。

﹇
キ
ン
グ
は
﹈
綿
密
に
暴
力
を
避
け
、
そ
の
戦
略
を
「
愛
の
方
法
」
と
呼
ん
だ
。
そ
れ
は
、
最
も
有
効
な
正
義
へ
の
道
で
あ

る
。「
非
平
和
主
義
者
」（non-pacifists

）
で
あ
る
わ
れ
わ
れ
も
す
ば
や
く
以
下
の
こ
と
を
認
め
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、

平
和
主
義
が
…
…
潔
白
さ
に
つ
い
て
の
道
徳
的
な
心
の
痛
み
に
と
ら
わ
れ
ず
、
…
…
完
全
性
の
名
の
下
に
正
義
の
責
任
か
ら
逃

避
す
る
と
い
う
問
題
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
が
な
い
限
り
…
…
そ
の
戦
略
は
す
ば
ら
し
い
。

モ
ン
ゴ
メ
リ
ー
・
バ
ス
ボ
イ
コ
ッ
ト
の
場
合
、
正
義
の
た
め
に
圧
力
を
か
け
る
最
も
有
効
な
方
法
が
と
ら
れ
た
こ
と
は
明
白

で
あ
る
。
そ
の
地
域
の
い
か
な
る
状
況
に
お
い
て
も
、
暴
力
は
、
誤
っ
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
自
滅
的
、
自
己
破
壊
的
で
あ

る
。
白
人
社
会
に
お
け
る
黒
人
少
数
民
族
の
場
合
、
暴
力
は
自
殺
的
行
為
と
な
ろ
う
。
ボ
イ
コ
ッ
ト
と
ス
ト
ラ
イ
キ
は
自
由
社

会
で
は
認
め
ら
れ
た
圧
力
形
態
で
あ
る
が
、
不
幸
な
こ
と
に
、
ボ
イ
コ
ッ
ト
は
ス
ト
ラ
イ
キ
の
よ
う
に
広
く
法
的
に
認
め
ら
れ

て
い
な
い
。
…
…
し
か
し
、﹇
ボ
イ
コ
ッ
ト
は
﹈
集
団
関
係
に
お
い
て
は
正
義
を
確
立
す
る
た
め
に
投
票
権
よ
り
も
効
果
的
で
あ

る
。モ

ン
ゴ
メ
リ
ー
・
ボ
イ
コ
ッ
ト
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
、
用
語
に
言
い
が
か
り
を
つ
け
る
こ
と
は
分
別
を
欠
い
て
い
る

か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、「
愛
の
方
法
」
と
し
て
の
ボ
イ
コ
ッ
ト
の
定
義
に
は
疑
問
を
呈
さ
ざ
る
を
え
な
い
。
愛
は
動
機
で

あ
っ
て
方
法
で
は
な
い
。
愛
は
通
常
正
義
へ
の
意
図
で
あ
る
は
ず
で
あ
り
、
ボ
イ
コ
ッ
ト
は
正
義
を
確
立
す
る
方
法
の
一
つ
で

あ
る
。
相
反
す
る
意
志
や
利
害
と
い
っ
た
こ
と
と
取
り
組
む
と
き
に
妥
当
性
を
持
つ
よ
う
に
な
る
の
は
、
い
つ
で
も
、
愛
で
あ
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る
よ
り
は
む
し
ろ
正
義
で
あ
る
。
他
の
人
種
の
傲
慢
と
尊
大
さ
に
長
い
間
苦
し
ん
で
き
た
人
種
の
よ
う
な
場
合
、
隔
離
さ
れ
て

き
た
バ
ス
に
反
対
す
る
ボ
イ
コ
ッ
ト
の
正
当
性
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
正
義
が
達
成
さ
れ
つ
つ
あ
る
方
法
の
妥
当
性
に

つ
い
て
も
、
問
題
は
何
も
な
い
）
63
（

。

一
九
五
七
年
、
南
部
に
お
け
る
黒
人
へ
の
白
人
の
暴
力
行
為
が
増
大
し
た
と
き
、
キ
ン
グ
は
、
大
統
領
ア
イ
ゼ
ン
ハ
ワ
ー
に
連
邦
政
府

が
こ
れ
に
介
入
す
る
よ
う
に
と
の
嘆
願
書
を
出
す
準
備
の
段
階
で
、
ニ
ー
バ
ー
に
、
か
れ
の
名
前
を
嘆
願
書
に
載
せ
る
こ
と
を
求
め
た
が
、

ニ
ー
バ
ー
は
そ
れ
を
拒
否
し
た
。
そ
の
事
情
に
つ
い
て
、
ニ
ー
バ
ー
自
身
が
友
人
の
最
高
裁
判
事
F
・
フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
タ
ー
（Felix 

Frankfurter

）
に
宛
て
た
同
年
二
月
八
日
の
私
信
で
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
た
。

大
統
領
に
、
南
部
の
状
況
に
介
入
す
る
よ
う
要
請
す
る
声
明
に
署
名
す
る
よ
う
マ
ー
テ
ィ
ン
・
ル
ー
サ
ー
・
キ
ン
グ
か
ら
依

頼
を
受
け
ま
し
た
が
、
私
は
、
そ
の
よ
う
な
圧
力
は
害
あ
っ
て
良
い
こ
と
は
な
い
と
の
意
見
を
聞
い
て
い
ま
す
。
南
部
の
牧
師

の
グ
ル
ー
プ
が
大
統
領
に
行
動
を
起
こ
す
よ
う
に
私
的
に
会
お
う
と
し
て
い
ま
す
。
率
直
に
言
っ
て
、
な
ぜ
、
共
和
主
義
者

﹇
共
和
党
員
﹈
で
あ
る
大
統
領
が
こ
の
問
題
に
対
し
て
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
躊
躇
し
て
い
る
の
か
わ
か
り
ま
せ
ん
）
64
（

。

ニ
ー
バ
ー
は
、
こ
の
頃
、「
主
と
し
て
、
ア
イ
ゼ
ン
ハ
ワ
ー
の
政
治
的
な
愚
劣
さ
と
、
国
務
長
官
ジ
ョ
ン
・
フ
ォ
ス
タ
ー
・
ダ
レ
ス
の
独

善
的
な
道
徳
主
義
と
耳
障
り
な
軍
国
主
義
に
注
視
し
て
、
急
速
に
ア
イ
ゼ
ン
ハ
ワ
ー
政
権
に
対
し
て
批
判
的
に
な
っ
て
い
た
）
65
（

」。
そ
れ
は
外

交
問
題
が
主
で
あ
る
が
、
同
時
に
人
種
問
題
に
対
す
る
そ
の
消
極
的
な
姿
勢
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
っ
た
。
キ
ン
グ
の
提
案
が
受
け
入
れ
ら

れ
る
余
地
は
な
い
と
ニ
ー
バ
ー
は
判
断
し
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ニ
ー
バ
ー
の
拒
否
は
、
キ
ン
グ
ら
の
努
力
へ
の
拒
否
な
い
し
消
極

的
態
度
の
ゆ
え
で
は
な
く
、
む
し
ろ
ア
イ
ゼ
ン
ハ
ワ
ー
政
権
へ
の
不
信
の
表
れ
で
あ
っ
た
。
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一
九
六
三
年
八
月
二
八
日
、
歴
史
的
な
ワ
シ
ン
ト
ン
大
行
進
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
頃
、
ニ
ー
バ
ー
は
さ
ら
な
る
脳
梗
塞
の
発
作
で
病
床
に

伏
し
が
ち
で
あ
っ
た
が
、
テ
レ
ビ
で
そ
れ
を
見
た
後
、
年
来
の
友
人
W
・
ス
カ
ー
レ
ッ
ト
（W

. Scarlet

）
に
宛
て
て
次
の
よ
う
に
書
き
送
っ

た
。

ワ
シ
ン
ト
ン
行
進
は
…
…
黒
人
に
と
っ
て
輝
く
よ
う
な
勝
利
で
し
た
。
…
…
キ
ン
グ
の
演
説
は
近
年
で
最
も
雄
弁
な
も
の
で

し
た
。
そ
れ
は
、
人
種
差
別
主
義
の
硬
い
核
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
は
な
い
と
し
て
も
、
国
民
に
は
影
響
を
与
え
る
と
思
い
ま

す
）
66
（

。

一
九
六
三
年
九
月
二
二
日
、
ニ
ー
バ
ー
は
、
バ
ー
ミ
ン
グ
ハ
ム
で
の
黒
人
教
会
爆
破
事
件
の
す
ぐ
あ
と
、
小
説
家
で
詩
人
の
公
民
権
運
動

家
、
J
・
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
（Jam

es B
aldw

in

）
と
対
話
し
、
そ
れ
は
「
バ
ー
ミ
ン
グ
ハ
ム
の
悲
劇
の
意
味
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
テ
レ

ビ
放
映
さ
れ
た
）
67
（

。
そ
こ
で
は
、
集
団
の
問
題
に
つ
い
て
、「
黒
人
は
集
団
と
し
て
の
白
人
を
愛
さ
な
い
し
、
白
人
は
集
団
と
し
て
の
黒
人
を

愛
さ
な
い
」
と
い
う
点
と
、「
白
人
教
会
は
失
敗
し
た
」
と
い
う
点
で
両
者
は
同
意
し
た
）
68
（

。
し
か
し
、
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
は
、
ニ
ー
バ
ー
が

特
権
的
な
立
場
に
立
っ
て
い
る
と
見
な
し
、「
暴
力
は
進
歩
的
な
結
果
を
も
た
ら
さ
な
い
」
と
の
ニ
ー
バ
ー
の
コ
メ
ン
ト
に
対
し
て
、
き
っ

ぱ
り
と
こ
う
応
答
し
た
。「
そ
れ
が
、
あ
な
た
が
属
し
て
い
る
制
度
の
や
り
方
だ
」。
ニ
ー
バ
ー
は
、「
マ
ー
テ
ィ
ン
・
ル
ー
サ
ー
・
キ
ン
グ

は
こ
の
時
代
の
偉
大
な
ア
メ
リ
カ
人
で
あ
る
」
と
述
べ
、
キ
ン
グ
の
非
暴
力
抵
抗
の
理
論
は
絶
対
平
和
主
義
と
は
異
な
る
と
付
け
加
え
た
）
69
（

。

一
九
六
三
年
一
一
月
二
二
日
、
ケ
ネ
デ
ィ
大
統
領
が
暗
殺
さ
れ
た
。
そ
の
直
後
、
ニ
ー
バ
ー
は
、
ケ
ネ
デ
ィ
へ
の
心
の
こ
も
っ
た
頌
詞
を

書
い
た
）
70
（

。
そ
こ
で
は
、
ケ
ネ
デ
ィ
の
大
き
な
業
績
の
一
つ
に
公
民
権
運
動
へ
の
積
極
的
な
姿
勢
を
挙
げ
、
ケ
ネ
デ
ィ
の
死
が
今
後
の
運
動
に

ポ
ジ
テ
ィ
ブ
に
働
く
か
、
そ
れ
と
も
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
に
働
く
か
、
こ
の
時
点
で
判
断
す
る
の
は
時
期
尚
早
だ
と
、
お
そ
ら
く
前
者
へ
の
期
待
を

持
ち
な
が
ら
述
べ
て
い
る
。
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一
九
六
四
年
七
月
六
日
、
ニ
ー
バ
ー
は
、
論
文
「
正
義
へ
の
闘
い
」
を
執
筆
、
南
部
白
人
の
反
発
の
強
さ
や
北
部
黒
人
ゲ
ッ
ト
ー
の
悲
惨

さ
を
指
摘
し
な
が
ら
、
黒
人
の
正
義
を
求
め
る
運
動
の
厳
し
い
状
況
を
分
析
し
、「
黒
人
革
命
」
の
今
後
へ
の
悲
観
的
見
通
し
を
示
し
て
い

る
）
71
（

。

長
い
暑
い
夏
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
国
家
が
こ
の
「
ア
メ
リ
カ
の
葛
藤
」
を
解
決
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
も
そ
の
解
決
に
向

か
っ
て
最
も
厳
格
な
措
置
を
取
っ
た
﹇
公
民
権
法
が
成
立
し
た
﹈
と
し
て
も
、
そ
れ
ま
で
に
は
危
機
に
満
ち
た
一
〇
年
あ
る
い

は
一
世
紀
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
葛
藤
は
、
実
際
に
は
国
家
の
営
み
よ
り
広
範
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
人
間
本
性
の
内
に
あ
る

自
分
の
部
族
を
優
先
さ
せ
る
強
力
な
衝
動
に
も
か
か
わ
ら
ず
存
在
す
る
、
人
間
が
有
す
る
人
間
性
（hum

anity

）
を
実
証
す

る
葛
藤
で
あ
る
）
72
（

。

恐
ろ
し
く
悲
観
的
な
見
通
し
で
あ
る
。
こ
の
論
文
の
冒
頭
部
分
で
も
、「
わ
れ
わ
れ
を
待
ち
受
け
て
い
る
の
は
、
長
い
困
難
な
夏
だ
け
で

な
く
、
何
十
年
に
も
わ
た
る
社
会
革
命
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
た
が
、
そ
れ
で
も
こ
の
「
人
間
性
」
を
実
証
す
る
「
社
会
革
命
」
に
込
め
る

ニ
ー
バ
ー
の
期
待
を
見
て
取
っ
て
、
ニ
ー
バ
ー
の
中
に
積
極
的
な
姿
勢
が
見
え
始
ま
っ
た
と
も
見
る
向
き
も
あ
る
）
73
（

。

一
九
六
四
年
一
一
月
二
二
日
、
ケ
ネ
デ
ィ
の
遺
志
を
継
ぐ
形
で
、
後
継
の
大
統
領
ジ
ョ
ン
ソ
ン
の
下
で
、
つ
い
に
歴
史
的
な
公
民
権
法
が

成
立
し
た
。
そ
の
四
か
月
後
、
一
九
六
五
年
三
月
二
一
日
、
投
票
権
法
の
成
立
を
目
指
す
、
ア
ラ
バ
マ
州
に
お
け
る
セ
ル
マ
か
ら
モ
ン
ゴ
メ

リ
ー
へ
の
行
進
が
実
行
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
そ
れ
に
先
立
つ
三
月
六
日
、
運
動
諸
団
体
の
中
で
合
意
の
な
い
ま
ま
な
さ
れ
た
同
じ
趣
旨
の
行

進
が
白
人
当
局
の
激
し
い
抵
抗
で
悲
惨
な
血
の
行
進
に
な
っ
た
こ
と
を
受
け
て
、
当
局
の
許
可
を
得
て
よ
く
準
備
さ
れ
、
ま
た
多
く
の
著
名

人
を
加
え
た
行
進
で
あ
っ
た
。
キ
ン
グ
は
、
ニ
ー
バ
ー
に
こ
の
行
進
へ
の
参
加
を
要
請
し
た
。
ニ
ー
バ
ー
は
、
キ
ン
グ
に
宛
て
て
、
行
進
の

三
日
前
、
三
月
一
九
日
に
以
下
の
よ
う
な
電
報
を
打
っ
て
い
る
）
74
（

。
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ア
ラ
バ
マ
州
モ
ン
ゴ
メ
リ
ー

マ
ー
テ
ィ
ン
・
ル
ー
サ
ー
・
キ
ン
グ
・
ジ
ュ
ニ
ア 

博
士

﹇
セ
ル
マ
か
ら
モ
ン
ゴ
メ
リ
ー
へ
の
公
民
権
行
進
へ
の
﹈
参
加
要
請
に
感
謝
し
ま
す
。
お
受
け
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
が
、
そ
れ

は
ひ
と
え
に
重
い
﹇
脳
梗
塞
の
﹈
発
作
の
た
め
で
す
。
あ
な
た
が
計
画
し
て
い
る
ア
ラ
バ
マ
州
の
州
都
へ
の
行
進
が
、
基
本
的

人
権
で
あ
る
投
票
権
と
集
会
の
自
由
と
を
支
持
す
る
良
心
を
有
す
る
市
民
す
べ
て
の
壮
大
な
示
威
行
動
と
な
る
よ
う
願
っ
て
い

ま
す
。

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク

ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
・
ニ
ー
バ
ー

サ
ベ
ラ
は
、
こ
の
電
文
に
つ
い
て
、「
健
康
が
害
さ
れ
て
い
る
状
態
に
あ
っ
て
さ
え
、
ニ
ー
バ
ー
の
言
葉
は
依
然
と
し
て
生
命
力
の
こ

も
っ
た
響
き
を
奏
で
て
い
る
」
と
感
じ
た
）
75
（

。「
健
康
さ
え
許
さ
れ
て
い
た
ら
、
ニ
ー
バ
ー
は
、
友
人
の
A
・
J
・
ヘ
ッ
シ
ェ
ル
（A

braham
 

Joshua H
eschel

）
と
と
も
に
行
進
に
参
加
し
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
」
と
は
、
キ
ン
グ
の
若
い
同
僚
で
後
に
下
院
議
員
と
ア
ト
ラ
ン
タ
市

長
を
務
め
た
A
・
ヤ
ン
グ
（A

ndrew
 Young

）
の
回
顧
の
言
葉
で
あ
る
）
76
（

。

こ
の
ア
ラ
バ
マ
州
に
お
け
る
運
動
に
つ
い
て
、
ニ
ー
バ
ー
は
、
一
九
六
五
年
四
月
五
日
、「
ア
ラ
バ
マ
に
お
け
る
公
民
権
運
動
の
ク
ラ
イ

マ
ッ
ク
ス
」
と
題
し
て
短
い
コ
メ
ン
ト
を
書
い
た
。
ニ
ー
バ
ー
は
、
血
の
行
進
の
夜
、
残
酷
な
人
種
差
別
主
義
者
に
よ
っ
て
殺
害
さ
れ
た
、

行
進
に
参
加
す
る
た
め
に
ボ
ス
ト
ン
か
ら
来
て
い
た
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
の
牧
師
J
・
リ
ー
ブ
（Jam

es R
eeb

）
の
死
を
「
殉
教
者
の
死
」
と

呼
び
、
次
の
三
つ
の
点
を
指
摘
し
た
。
す
な
わ
ち
、「
国
家
に
よ
る
白
人
寡
頭
政
治
の
増
大
す
る
道
徳
的
孤
立
」
と
、
黒
人
少
数
民
族
を
援

助
す
る
行
動
が
鈍
い
「
組
織
化
さ
れ
た
宗
教
が
積
極
的
に
そ
の
持
て
る
手
段
を
組
織
化
す
る
こ
と
」
と
、
連
邦
政
府
が
地
方
の
市
民
の
生
命
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を
守
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
「
未
解
決
の
憲
法
問
題
」
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
う
述
べ
た
。

州
都
へ
の
行
進
と
、
行
進
参
加
者
へ
の
マ
ー
テ
ィ
ン
・
ル
ー
サ
ー
・
キ
ン
グ
の
訴
え
に
対
す
る
全
国
的
な
反
応
は
と
も
に
、

そ
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
に
新
し
い
次
元
を
付
与
し
た
。
…
…
あ
ら
ゆ
る
信
条
の
持
ち
主
か
ら
な
る
良
心
的
市
民
に
よ
る
州
都
へ

の
行
進
が
、
ジ
ョ
ン
ソ
ン
大
統
領
が
議
会
と
国
民
に
対
し
て
行
っ
た
そ
の
比
類
の
な
い
演
説
と
と
も
に
提
出
し
た
新
し
い
投
票

権
法
を
大
き
く
後
押
し
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
こ
の
法
案
に
対
す
る
超
党
派
の
支
持
は
そ
の
迅
速
な
可
決
を
保

証
し
て
い
る
に
等
し
い
）
77
（

。

同
じ
一
九
六
五
年
、
ニ
ー
バ
ー
は
、
ミ
シ
シ
ッ
ピ
ー
州
に
お
け
る
リ
ン
チ
を
含
む
白
人
の
黒
人
に
対
す
る
残
虐
な
暴
力
行
為
を
克
明
に
記

録
し
た
書
『
ミ
シ
シ
ッ
ピ
ー
・
ブ
ラ
ッ
ク
・
ペ
ー
パ
ー
』
に
序
文
を
寄
せ
、
そ
こ
に
次
の
よ
う
に
記
し
た
。

こ
の
文
書
は
、
そ
こ
で
は
正
義
の
道
具
が
不
正
の
道
具
で
あ
る
よ
う
な
社
会
を
暴
露
し
て
い
る
。
…
…
閉
鎖
社
会
に
お
け
る

残
酷
、
残
忍
、
ま
っ
た
く
の
気
ま
ぐ
れ
に
限
界
が
な
い
よ
う
に
見
え
る
…
…
そ
こ
で
は
、
か
つ
て
あ
っ
た
社
会
的
共
同
体
的

抑
制
装
置
は
も
は
や
機
能
し
て
い
な
い
…
…
殺
害
さ
れ
た
公
民
権
運
動
の
黒
人
指
導
者
M
・
エ
ヴ
ァ
ー
ズ
（M

edger E
vers

）

の
犯
人
は
ま
だ
処
罰
さ
れ
て
い
な
い
。
…
…
陪
審
裁
判
が
…
…
事
実
上
刑
事
免
責
の
最
終
的
な
源
泉
に
な
っ
て
い
る
。
…
…
勝

利
し
た
北
部
は
、
南
北
戦
争
が
廃
し
た
は
ず
の
奴
隷
制
の
痕
跡
の
維
持
を
許
容
し
て
い
る
。
…
…
こ
の
書
に
書
か
れ
て
い
る
非

常
に
恐
ろ
し
い
不
正
を
除
去
す
る
す
ば
や
い
簡
単
な
方
法
は
な
い
。
し
か
し
、
お
そ
ら
く
、
こ
れ
ら
の
供
述
書
が
読
者
に
示
唆

し
て
い
る
の
は
、
ミ
シ
シ
ッ
ピ
ー
州
に
お
け
る
正
義
が
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
腐
敗
し
て
い
る
以
上
、
外
か
ら
の
援
助
が
な
け
れ
ば

状
況
は
決
定
的
に
な
っ
て
し
ま
い
か
ね
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
）
78
（

。
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一
九
六
五
年
八
月
六
日
、 

投
票
権
法
が
成
立
し
た
。
そ
の
年
、
ニ
ー
バ
ー
は
最
後
の
著
書
『
人
間
の
本
性
と
人
間
の
共
同
体
』
を
妻
ア
ー

ス
ラ
の
助
け
を
得
て
執
筆
、
上
梓
し
た
）
79
（

。
そ
れ
ま
で
の
ニ
ー
バ
ー
の
見
解
を
「
要
約
す
る
こ
と
」
と
「
吟
味
す
る
こ
と
」
と
を
目
的
と
し
た

こ
の
ニ
ー
バ
ー
の
最
後
の
著
書
に
は
、
小
冊
な
が
ら
、
注
目
す
べ
き
論
述
が
多
く
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
一
つ
が
、
人
種
問
題
に
関
す
る
考

察
で
あ
る
。
人
種
問
題
に
か
な
り
の
程
度
触
れ
た
著
書
と
し
て
は
、『
道
徳
的
人
間
と
非
道
徳
的
社
会
』
以
来
の
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
わ

れ
る
が
、
扱
い
は
そ
れ
と
異
な
り
、
こ
の
書
で
は
歴
史
的
背
景
を
踏
ま
え
た
上
で
、
以
下
の
二
つ
の
視
点
か
ら
人
間
の
問
題
と
あ
ら
た
め
て

取
り
組
み
な
が
ら
そ
こ
に
人
種
問
題
の
考
察
を
含
め
て
い
る
。
一
つ
は
「
人
間
の
非
人
間
性
の
一
つ
の
源
泉
と
し
て
の
人
間
の
部
族
主
義

（tribalism

）」
と
題
さ
れ
た
第
二
章
で
あ
り
、
一
つ
は
、「
利
己
主
義
（self-seeking

）
と
自
己
犠
牲
（self-giving

）
に
お
け
る
人
間
の
自

己
性
」
と
題
さ
れ
た
第
三
章
で
あ
る
）
80
（

。

前
者
の
考
察
に
お
い
て
、
ニ
ー
バ
ー
は
、
西
欧
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
人
種
問
題
の
歴
史
を
か
い
つ
ま
ん
で
記
し
た
上
で
、
そ
の
解
決
を

模
索
す
る
世
々
の
作
業
に
お
い
て
、
人
道
的
要
素
よ
り
も
「
国
益
」
が
重
大
な
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
と
く
に
南
北
戦
争
に

よ
る
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
奴
隷
の
解
放
は
、「
単
に
反
乱
に
対
す
る
連
邦
軍
の
勝
利
を
確
実
な
も
の
に
す
る
た
め
の
戦
争
政
策
と
し
て
掲
げ

ら
れ
た
も
の
に
す
ぎ
な
か
っ
た
）
81
（

」
と
見
な
し
た
上
で
こ
う
主
張
し
た
。

黒
人
少
数
民
族
の
解
放
に
お
い
て
国
益
が
果
た
し
た
役
割
は
重
要
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
こ
の
こ
と
を
強
調
す
る
過
剰
な
冷

笑
主
義
を
避
け
る
た
め
に
、
黒
人
解
放
の
も
う
一
つ
の
貢
献
を
覚
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
一
九
五
四
年
の
最

高
裁
判
決
で
あ
る
。
人
種
隔
離
さ
れ
た
学
校
を
違
法
と
す
る
そ
の
判
決
は
、
黒
人
解
放
の
た
め
に
「
法
の
至
上
権
」
を
示
す
こ

と
に
貢
献
し
た
だ
け
で
な
く
、
ま
さ
に
こ
こ
か
ら
黒
人
の
反
抗
の
第
一
歩
が
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
判
決

は
、
少
数
民
族
の
自
暴
自
棄
を
、
希
望
と
絶
望
と
の
あ
の
驚
く
べ
き
組
み
合
わ
せ
へ
と
変
え
た
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
組
み
合
わ
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せ
は
不
正
に
対
す
る
あ
ら
ゆ
る
抵
抗
の
原
動
力
と
な
っ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
）
82
（

。

ニ
ー
バ
ー
が
こ
こ
で
、
黒
人
の
抵
抗
の
原
動
力
が
、
法
に
基
づ
き
な
が
ら
、「
希
望
と
絶
望
」
の
「
組
み
合
わ
せ
」
に
あ
る
と
し
た
こ
と

は
、
人
種
問
題
と
り
わ
け
公
民
権
運
動
の
背
後
に
ニ
ー
バ
ー
が
常
に
留
意
し
て
き
た
こ
と
、
ま
た
そ
の
一
貫
し
た
現
実
主
義
的
対
応
の
意
味

す
る
と
こ
ろ
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
、
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
。
黒
人
に
と
っ
て
そ
の
闘
い
が
常
に
希
望
と
絶
望
の
狭
間
に
あ
っ
た

こ
と
、
今
も
あ
る
こ
と
は
自
明
で
あ
る
。
ニ
ー
バ
ー
も
ま
た
そ
の
狭
間
に
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
て
い
た
。
し
か
し
ニ
ー
バ
ー
は
そ
れ
を
超
え

て
、
両
者
の
「
組
み
合
わ
せ
」
に
意
義
を
覚
え
る
の
で
あ
る
。

後
者
の
考
察
で
は
、
ニ
ー
バ
ー
は
、
人
種
問
題
に
対
す
る
「
救
済
恩
寵
」
的
取
り
組
み
と
「
一
般
恩
寵
」
的
取
り
組
み
に
つ
い
て
以
下
の

よ
う
に
論
じ
て
い
る
。
社
会
の
諸
問
題
に
対
応
す
る
に
も
っ
ぱ
ら
「
救
済
恩
寵
」
に
頼
る
姿
勢
は
「
正
統
的
宗
教
」
や
「
福
音
主
義
」
に
見

ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
「
個
人
主
義
」
的
要
素
と
「
完
全
主
義
」
的
要
素
と
が
含
ま
れ
る
「
自
己
犠
牲
」
的
生
き
方
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
か
つ

て
の
「
奴
隷
制
に
対
す
る
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
福
音
主
義
の
挑
戦
が
失
敗
に
帰
し
た
」
原
因
で
あ
っ
た
。「
福
音
主
義
に
お
け
る
完
全
主
義
は
、

そ
の
根
を
、
そ
の
個
人
主
義
と
、
宗
教
的
経
験
で
あ
る
救
済
恩
寵
の
過
剰
な
強
調
に
置
い
て
い
る
）
83
（

」
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
そ
う
し
た
福

音
主
義
に
お
い
て
、
し
ば
し
ば
「
救
済
恩
寵
」
と
「
一
般
恩
寵
」
と
を
そ
の
よ
う
に
区
別
し
て
き
た
結
果
で
も
あ
る
。
む
し
ろ
両
者
を
そ
の

よ
う
に
区
別
し
な
け
れ
ば
、
表
面
的
に
世
俗
的
で
「
利
己
主
義
」
的
な
形
態
に
現
れ
る
「
一
般
恩
寵
」
に
は
き
わ
め
て
重
要
な
役
割
が
あ
る

と
論
じ
、
ニ
ー
バ
ー
は
こ
う
述
べ
た
。

自
己
を
過
剰
な
自
己
執
着
か
ら
引
き
離
す
力
は
、
通
常
、「
一
般
恩
寵
」
の
力
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
自
己
に
、
自
ら
の
社
会

的
本
質
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
、
自
己
実
現
を
図
る
こ
と
に
固
執
し
す
ぎ
ず
に
自
己
を
実
現
さ
せ
る
こ
と
を
促
す
よ
う
な
、
あ
ら

ゆ
る
形
態
の
社
会
的
安
全
や
社
会
的
責
任
や
社
会
的
圧
力
を
表
す
）
84
（

。
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こ
の
考
察
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ニ
ー
バ
ー
が
、「
集
団
的
罪
か
ら
贖
わ
れ
る
た
め
に
は
、
一
般
恩
寵
で
あ
れ
、
救
済
恩
寵
で
あ

れ
、
あ
ら
ゆ
る
形
態
の
恩
寵
が
必
要
で
あ
る
」
と
主
張
し
た
こ
と
や
、「
救
済
恩
寵
だ
け
で
な
く
、
む
し
ろ
「
一
般
恩
寵
と
り
わ
け
事
柄
に

つ
い
て
の
慎
重
な
識
別
の
重
要
性
」
や
「
宗
教
的
深
刻
さ
だ
け
で
な
く
、
注
意
深
い
識
別
」
を
説
い
た
こ
と
の
消
息
を
あ
ら
た
め
て
述
べ
た

こ
と
で
あ
る
。
ニ
ー
バ
ー
に
と
っ
て
、
恩
寵
は
、
両
者
を
含
む
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
本
質
的
に
は
峻
別
で
き
な
い
こ
と
を
踏
ま
え
た
上

で
、
福
音
主
義
的
正
統
主
義
に
よ
っ
て
過
小
評
価
さ
れ
た
「
一
般
恩
寵
」
を
、
こ
こ
で
は
、「
あ
ら
ゆ
る
形
態
の
社
会
的
安
全
や
社
会
的
責

任
や
社
会
的
圧
力
」
の
う
ち
に
見
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
人
種
問
題
に
お
い
て
は
、
憲
法
に
保
障
さ
れ
た
人
権
実
現
の
た
め
の
地
方
法
や

地
方
共
同
体
の
習
慣
の
絶
え
ざ
る
修
正
の
問
題
で
あ
り
、
非
暴
力
的
な
抵
抗
運
動
を
愛
で
は
な
く
正
義
の
方
法
と
し
て
受
け
止
め
る
こ
と
で

あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
、
狭
義
の
救
済
恩
寵
で
な
く
、
む
し
ろ
一
般
恩
寵
の
資
源
が
重
要
な
意
味
を
持
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

こ
の
ニ
ー
バ
ー
の
最
後
の
著
書
が
出
版
さ
れ
た
そ
の
三
年
後
、
一
九
六
八
年
四
月
四
日
、
キ
ン
グ
が
暗
殺
さ
れ
た
。
ニ
ー
バ
ー
は
、
キ
ン

グ
暗
殺
の
半
年
後
、
人
種
に
関
す
る
九
頁
に
わ
た
る
長
い
論
文
「
独
善
的
な
国
家
に
お
け
る
黒
人
少
数
民
族
と
そ
の
宿
命
）
85
（

」
を
公
に
し
た
。

そ
れ
が
、
ニ
ー
バ
ー
の
生
涯
最
後
の
人
種
問
題
に
つ
い
て
の
本
格
的
な
論
文
と
な
っ
た
。

ブ
ラ
ウ
ン
判
決
や
公
民
権
法
の
成
立
後
も
、
全
米
各
地
に
お
い
て
黒
人
の
白
人
に
対
す
る
憎
悪
は
消
え
ず
、
暴
動
は
止
ま
ず
、
そ
の
年

も
暴
動
が
打
ち
続
い
た
）
86
（

。
ニ
ー
バ
ー
は
、
そ
の
最
後
の
論
文
で
、
こ
う
し
た
暴
動
の
状
況
を
調
査
す
る
大
統
領
の
諮
問
委
員
会
（N

ational 

A
dvisory C

om
m

ission of C
ivil D

isorder

）
の
報
告
に
触
れ
な
が
ら
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
人
種
問
題
の
歴
史
を
振
り
返
っ
て
い
る
。
そ

こ
で
は
、
先
の
『
人
間
の
本
性
と
人
間
の
共
同
体
』
の
内
容
と
一
部
重
な
る
が
、
ジ
ェ
フ
ァ
ソ
ン
は
じ
め
建
国
の
父
祖
た
ち
の
多
く
が
奴
隷

の
所
有
者
で
あ
っ
た
が
、
か
れ
ら
の
関
心
が
、「
奴
隷
制
度
の
悪
よ
り
も
『
君
主
制
』
の
悪
」
に
向
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
、
人
種
差
別
主
義

者
で
も
奴
隷
制
廃
止
主
義
者
で
も
な
か
っ
た
リ
ン
カ
ー
ン
が
、
率
直
に
「
わ
た
し
の
主
要
な
目
的
は
ユ
ニ
オ
ン
を
救
う
こ
と
で
あ
る
」
と
述

べ
た
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
、
そ
の
後
の
南
部
の
公
民
権
運
動
を
含
む
状
況
を
歴
史
的
に
回
顧
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
キ
ン
グ
の
抵
抗
活
動
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の
経
済
的
な
手
段
が
ボ
イ
コ
ッ
ト
の
み
で
あ
っ
た
こ
と
に
黒
人
革
命
の
弱
点
の
一
つ
が
あ
っ
た
と
し
、
キ
ン
グ
の
暗
殺
の
殉
教
性
が
「
開
か

れ
た
住
居
」
す
な
わ
ち
「
ゲ
ッ
ト
ー
に
よ
る
隔
離
の
撤
廃
」﹇
住
宅
差
別
廃
止
法
成
立
﹈
に
繋
が
っ
た
と
見
な
し
た
。
そ
の
他
、
さ
ま
ざ
ま
な

黒
人
の
悲
惨
な
状
況
と
白
人
の
罪
さ
ら
に
は
教
会
の
人
種
差
別
も
指
摘
し
た
。
以
下
の
こ
の
論
文
の
締
め
く
く
り
の
言
葉
は
、
文
字
通
り
、

ニ
ー
バ
ー
の
生
涯
最
後
の
人
種
問
題
へ
の
言
葉
と
な
っ
た
。

﹇
憲
法
の
﹈
約
束
と
誓
約
が
破
ら
れ
て
ほ
と
ん
ど
二
世
紀
を
経
た
今
、
黒
人
少
数
民
族
に
対
す
る
わ
れ
わ
れ
﹇
白
人
﹈
の
負
い

目
は
と
て
つ
も
な
く
大
き
く
明
白
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
重
荷
は
わ
れ
わ
れ
の
良
心
に
重
く
の
し
か
か
っ
て
い
る
）
87
（

。

そ
し
て
、
こ
の
「
わ
れ
わ
れ
」
に
、
他
な
ら
ぬ
ニ
ー
バ
ー
自
身
が
含
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

3　
ニ
ー
バ
ー
の
キ
ン
グ
評
価

こ
こ
で
、
ニ
ー
バ
ー
の
キ
ン
グ
評
価
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
ニ
ー
バ
ー
が
お
し
な
べ
て
キ
ン
グ
を
高
く
評
価
し
て
い
た
こ
と
は
、
こ
れ
ま

で
の
論
述
で
あ
る
程
度
明
ら
か
で
あ
る
が
、
ニ
ー
バ
ー
は
晩
年
、
キ
ン
グ
に
つ
い
て
ご
く
コ
ン
パ
ク
ト
に
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
。

一
九
六
七
年
四
月
四
日
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
リ
バ
ー
サ
イ
ド
教
会
で
、
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
に
関
す
る
講
演
会
が
開
か
れ
、
そ
こ
に
招
か
れ
た

キ
ン
グ
は
、「
ベ
ト
ナ
ム
を
超
え
て
」
と
題
し
て
初
め
て
公
的
に
ベ
ト
ナ
ム
反
戦
講
演
を
行
っ
た
）
88
（

。
そ
の
講
演
会
に
キ
ン
グ
を
招
く
こ
と
に

関
わ
っ
た
ニ
ー
バ
ー
は
、
講
演
会
の
報
告
文
書
の
序
文
で
、
二
点
を
挙
げ
て
キ
ン
グ
に
対
す
る
自
ら
の
関
心
を
表
明
し
た
）
89
（

。

一
つ
は
、
キ
ン
グ
の
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
反
対
に
関
わ
る
点
で
あ
る
。
公
民
権
運
動
の
指
導
者
の
中
に
、
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
反
対
運
動
に
関
わ
る

こ
と
で
公
民
権
運
動
が
混
乱
す
る
こ
と
を
恐
れ
て
、
キ
ン
グ
に
反
対
す
る
グ
ル
ー
プ
が
あ
る
が
、
キ
ン
グ
が
、
そ
の
危
険
を
認
識
し
つ
つ
も
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あ
え
て
そ
の
グ
ル
ー
プ
を
抑
え
て
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
反
対
に
向
か
っ
た
こ
と
を
評
価
し
て
、
ニ
ー
バ
ー
は
、
キ
ン
グ
が
「
現
代
の
偉
大
な
宗
教

的
指
導
者
の
一
人
で
あ
り
、
か
れ
に
は
、
人
類
に
関
わ
る
ど
の
問
題
に
つ
い
て
も
発
言
す
る
権
利
が
あ
る
」
と
し
、
ま
た
、「
宗
教
指
導
者

で
あ
る
と
と
も
に
公
民
権
運
動
指
導
者
で
も
あ
る
キ
ン
グ
に
は
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
の
よ
う
な
主
要
な
人
間
の
問
題
に
つ
い
て
彼
自
身
の
関
心
を

表
明
す
る
権
利
と
義
務
が
あ
る
」
と
見
な
し
た
。

二
つ
は
、「
悪
に
対
す
る
非
暴
力
の
抵
抗
に
関
す
る
キ
ン
グ
博
士
の
立
場
」
に
つ
い
て
で
あ
る
。
ニ
ー
バ
ー
は
、
キ
ン
グ
の
立
場
は
し
ば

し
ば
「
絶
対
平
和
主
義
」
の
立
場
と
混
同
さ
れ
て
き
た
と
し
て
、
こ
う
主
張
し
て
い
る
。「
わ
た
し
は
、
む
し
ろ
非
平
和
主
義
者
と
し
て
、

キ
ン
グ
博
士
の
悪
に
対
す
る
非
暴
力
抵
抗
の
概
念
は
、
わ
れ
わ
れ
の
市
民
的
、
道
徳
的
、
政
治
的
営
み
へ
の
真
の
貢
献
で
あ
る
」。

後
者
の
キ
ン
グ
ら
の
非
暴
力
に
よ
る
抵
抗
に
つ
い
て
の
評
価
は
、
こ
れ
ま
で
何
度
も
表
明
さ
れ
て
き
た
が
、
前
者
は
、
こ
の
段
階
で
出
さ

れ
た
新
し
い
キ
ン
グ
評
価
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
に
、
ニ
ー
バ
ー
は
キ
ン
グ
を
「
こ
の
時
代
の
偉
大
な
ア
メ
リ
カ
人
」
と
表
現
し
た
こ
と
が

あ
っ
た
が
、
そ
れ
を
さ
ら
に
一
歩
進
め
て
、
キ
ン
グ
を
、「
公
民
権
運
動
を
超
え
た
宗
教
指
導
者
」
と
し
て
「
主
要
な
人
間
の
問
題
」
と
取

り
組
む
「
権
利
と
義
務
」
を
有
す
る
人
物
で
あ
る
と
見
な
し
た
。
そ
こ
に
は
今
後
の
キ
ン
グ
へ
の
ニ
ー
バ
ー
の
期
待
が
込
め
ら
れ
て
い
た
と

言
っ
て
よ
い
。
し
か
し
、
奇
し
く
も
こ
の
講
演
か
ら
ち
ょ
う
ど
一
年
後
、
キ
ン
グ
は
暗
殺
さ
れ
、
ニ
ー
バ
ー
の
期
待
は
水
泡
に
帰
し
た
。

ス
ト
ー
ン
は
、
以
上
の
ニ
ー
バ
ー
の
キ
ン
グ
評
価
を
紹
介
す
る
際
に
、「
二
人
は
、
互
い
に
同
志
（allies

）
と
認
め
あ
っ
て
い
た
）
90
（

」
と
述

べ
た
が
、
こ
の
判
断
に
つ
い
て
は
異
論
も
あ
ろ
う
。
キ
ン
グ
が
ニ
ー
バ
ー
を
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
、
本
稿
の
範
囲

を
超
え
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
す
で
に
な
さ
れ
て
い
る
研
究
を
含
め
キ
ン
グ
研
究
に
委
ね
る
こ
と
に
し
た
い
）
91
（

。
た
だ
付
加
的
に
、
キ
ン
グ
の

若
い
盟
友
で
あ
っ
た
ヤ
ン
グ
の
次
の
よ
う
な
回
顧
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。

ヤ
ン
グ
に
よ
る
と
一
九
六
〇
年
代
半
ば
、
キ
ン
グ
と
議
論
し
た
際
に
、
ヤ
ン
グ
が
ニ
ー
バ
ー
を
引
用
し
た
時
、
キ
ン
グ
は
「
ラ
イ
ン
ホ
ー

ル
ド
・
ニ
ー
バ
ー
を
そ
ん
な
ふ
う
に
引
用
し
て
恥
ず
か
し
い
と
は
思
わ
な
い
か
」
と
叱
責
し
、
そ
の
場
で
ニ
ー
バ
ー
の
思
想
の
内
容
に
つ
い

て
ヤ
ン
グ
に
講
義
を
し
た
。
ヤ
ン
グ
は
帰
宅
し
て
ニ
ー
バ
ー
の
『
人
間
の
本
性
と
運
命
』
を
読
み
直
し
て
み
た
ら
、
キ
ン
グ
の
講
義
は
、
ま
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る
で
そ
の
書
の
あ
る
段
落
を
「
一
言
一
句
そ
の
ま
ま
引
用
し
て
い
た
」
か
の
よ
う
で
あ
っ
た
、
と
い
う
）
92
（

。
こ
の
ヤ
ン
グ
の
回
顧
は
、
し
ば

し
ば
も
っ
ぱ
ら
キ
ン
グ
が
影
響
を
受
け
た
と
言
わ
れ
る
『
道
徳
的
人
間
と
非
道
徳
的
人
間
』
だ
け
で
な
く
、
キ
ン
グ
は
闘
い
の
さ
な
か
に

あ
っ
て
も
ニ
ー
バ
ー
の
円
熟
し
た
思
想
の
深
み
を
も
自
家
薬
籠
中
の
も
の
と
し
て
い
た
こ
と
の
証
左
と
言
っ
て
も
よ
い
。
ま
た
キ
ン
グ
は

ニ
ー
バ
ー
の
影
響
は
初
期
に
留
ま
る
と
す
る
見
方
や
ニ
ー
バ
ー
の
影
響
を
そ
れ
ほ
ど
重
視
し
な
い
見
方
に
対
す
る
一
部
反
論
と
な
っ
て
も
い

よ
う
。
キ
ン
グ
の
「
ニ
ー
バ
ー
の
戦
略
に
つ
い
て
の
評
価
と
ニ
ー
バ
ー
と
の
相
違
に
関
す
る
か
れ
自
身
の
理
解
と
は
、
一
九
五
四
年
か
ら

一
九
六
八
年
に
至
る
そ
の
指
導
者
と
し
て
職
務
を
通
し
て
実
を
結
ん
だ
」
と
は
、
ニ
ー
バ
ー
に
最
も
近
か
っ
た
弟
子
の
ス
ト
ー
ン
の
言
葉
で

あ
る
）
93
（

。

Ⅵ　

コ
ー
ン
の
ニ
ー
バ
ー
評
価
へ
の
コ
メ
ン
ト

最
後
に
、
初
め
に
戻
っ
て
、
コ
ー
ン
の
ニ
ー
バ
ー
評
価
に
目
を
向
け
て
み
よ
う
。
コ
ー
ン
の
ニ
ー
バ
ー
評
価
へ
の
応
答
と
し
て
は
、
こ
れ

ま
で
た
ど
っ
て
き
た
ニ
ー
バ
ー
の
人
種
問
題
へ
の
取
り
組
み
の
全
貌
で
ほ
ぼ
十
分
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
か
ら
出
て
く
る
わ
れ
わ
れ
の
コ
ー
ン

に
対
す
る
判
断
は
、
そ
の
詳
細
を
別
に
す
れ
ば
、
ニ
ー
バ
ー
の
扱
い
が
全
体
と
し
て
公
平
を
欠
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
確
認
の
た

め
、
三
点
の
み
簡
潔
に
指
摘
し
て
お
く
。

第
一
は
、
コ
ー
ン
の
ニ
ー
バ
ー
の
評
価
は
あ
ま
り
に
も
単
純
で
行
き
過
ぎ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
点
は
、
以
下
の
書
評
が
的

確
に
、
十
分
に
指
摘
し
て
い
る
。

コ
ー
ン
は
、
ニ
ー
バ
ー
や
そ
の
他
の
神
学
者
た
ち
の
批
判
に
お
い
て
い
さ
さ
か
行
き
過
ぎ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
…
…
コ
ー
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ン
の
ニ
ー
バ
ー
批
判
の
ほ
と
ん
ど
は
、
ニ
ー
バ
ー
が
何
を
言
わ
な
か
っ
た
か
、
何
を
し
な
か
っ
た
か
と
い
う
こ
と
に
関
心
を
向

け
て
い
る
。
ニ
ー
バ
ー
に
は
か
れ
自
身
の
闘
い
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
…
…
ニ
ー
バ
ー
や
バ
ル
ト
や
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
、
ア
メ
リ

カ
の
人
種
差
別
を
生
き
抜
か
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
か
れ
ら
を
非
難
す
る
の
は
か
れ
ら
の
遺
産
に
対
し
て
不
公
平
で
あ
る
。

か
れ
ら
は
、
自
身
の
生
涯
に
お
い
て
他
の
さ
ま
ざ
ま
な
十
字
架
（crosses

﹇
苦
難
﹈）
を
挑
発
的
に
生
き
抜
い
た
の
で
あ
る
）
94
（

。

第
二
は
、
コ
ー
ン
の
ニ
ー
バ
ー
の
描
き
方
に
問
題
が
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
コ
ー
ン
は
、
自
ら
が
そ
の
よ
う
に
考
え
た
ニ
ー
バ
ー
の
長

所
も
短
所
も
熟
知
し
て
い
た
。
そ
の
大
部
分
は
、
解
釈
は
別
と
し
て
、
事
実
と
し
て
は
そ
の
と
お
り
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
コ
ー
ン
は
ニ
ー

バ
ー
の
長
所
を
指
摘
し
な
が
ら
、
そ
れ
も
時
に
究
極
的
と
も
思
え
る
表
現
で
高
く
評
価
、
強
調
し
な
が
ら
、
そ
の
あ
と
に
か
れ
が
短
所
と
考

え
る
要
素
を
雄
弁
な
表
現
で
指
摘
し
て
締
め
く
く
っ
て
い
る
。
ニ
ー
バ
ー
は
、
こ
れ
も
語
ら
な
か
っ
た
、
こ
れ
も
し
な
か
っ
た
、
こ
れ
に
も

関
心
を
示
さ
ず
、
こ
れ
に
も
想
像
力
が
届
い
て
い
な
い
、
と
い
う
ふ
う
に
こ
の
レ
ト
リ
ッ
ク
を
延
々
と
続
け
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
評
価
の
表
現
の
順
序
を
逆
に
し
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
か
。
ニ
ー
バ
ー
の
イ
メ
ー
ジ
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
も
の
と
し
て
読
者

に
映
っ
た
で
あ
ろ
う
。
コ
ー
ン
の
見
方
と
描
写
に
総
じ
て
ア
ン
フ
ェ
ア
の
感
は
免
れ
な
い
。
バ
ラ
ン
ス
の
取
れ
た
評
価
と
表
現
が
求
め
ら
れ

よ
う
。
し
か
し
、
世
界
有
数
の
神
学
教
育
・
研
究
機
関
で
あ
る
ユ
ニ
オ
ン
の
教
授
と
し
て
、
ニ
ー
バ
ー
の
専
門
家
と
言
っ
て
も
よ
い
コ
ー
ン

に
し
て
こ
の
よ
う
な
表
現
を
し
た
、
あ
る
い
は
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
も
ま
た
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
人
種
問
題
が
い

か
に
根
深
い
か
を
教
え
て
く
れ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
も
ち
ろ
ん
、
当
事
者
で
な
い
わ
れ
わ
れ
に
コ
ー
ン
の
バ
イ
ア
ス
を
指
摘
す
る
権

利
が
あ
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
こ
と
は
別
の
問
題
で
あ
る
。

し
か
し
、
以
上
の
二
点
は
、
そ
れ
ほ
ど
本
質
的
な
こ
と
で
は
な
い
。
第
三
に
指
摘
す
る
こ
と
は
深
く
神
学
的
な
局
面
で
あ
り
、
コ
ー
ン
は

そ
の
点
で
ニ
ー
バ
ー
を
大
き
く
誤
解
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
イ
エ
ス
の
十
字
架
に
つ
い
て
の
ニ
ー

バ
ー
の
理
解
で
あ
る
。
コ
ー
ン
に
と
っ
て
、
十
字
架
は
、
抑
圧
さ
れ
た
者
と
寄
り
添
い
、
共
に
苦
し
む
、
苦
難
か
ら
の
解
放
の
象
徴
で
あ
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る
。
し
か
し
、
ニ
ー
バ
ー
に
と
っ
て
、
十
字
架
は
人
間
に
普
遍
的
な
根
源
的
罪
の
贖
い
の
象
徴
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
苦
難
か
ら
の
解
放
も

含
ま
れ
る
と
し
て
も
、
第
一
義
的
に
は
贖
罪
の
象
徴
で
あ
る
。
す
で
に
確
認
し
た
よ
う
に
、
ニ
ー
バ
ー
は
、
白
人
の
罪
の
方
が
黒
人
の
罪
よ

り
大
き
い
と
主
張
し
た
が
、
自
ら
に
も
罪
が
あ
る
こ
と
を
決
し
て
忘
れ
な
か
っ
た
。
教
会
の
問
題
も
鋭
く
捉
え
て
い
た
、
自
分
も
そ
の
白
人

の
一
人
で
あ
る
と
捉
え
て
い
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
人
種
差
別
は
人
類
共
通
の
普
遍
的
罪
の
結
果
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
コ
ー
ン

が
、「
白
人
暴
徒
が
一
人
の
黒
人
を
リ
ン
チ
す
る
た
び
に
、
彼
ら
は
イ
エ
ス
を
リ
ン
チ
し
た
」
の
で
あ
り
、「
リ
ン
チ
の
木
は
ア
メ
リ
カ
に
お

け
る
十
字
架
で
あ
る
）
95
（

」
と
言
う
と
き
、
ニ
ー
バ
ー
は
に
わ
か
に
は
同
調
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
ニ
ー
バ
ー
に
と
っ
て
、
十
字
架
は
、
リ

ン
チ
す
る
白
人
の
た
め
で
も
あ
り
リ
ン
チ
さ
れ
る
黒
人
の
た
め
で
も
あ
っ
た
。
あ
く
ま
で
も
両
者
の
、
す
な
わ
ち
人
間
の
罪
の
贖
い
で
あ
っ

た
の
で
あ
る
）
96
（

。

コ
ー
ン
は
こ
の
違
い
に
神
学
的
に
踏
み
込
む
こ
と
は
な
か
っ
た
。
か
れ
は
こ
の
ニ
ー
バ
ー
の
立
場
を
十
分
に
知
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る

が
、
そ
れ
に
触
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
コ
ー
ン
に
は
受
け
入
れ
が
た
い
十
字
架
論
で
あ
っ
た
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
あ
る
い

は
、
コ
ー
ン
に
誤
解
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。

お
わ
り
に

以
上
、
コ
ー
ン
の
ニ
ー
バ
ー
評
価
の
刺
激
の
下
で
、
ニ
ー
バ
ー
の
人
種
問
題
へ
の
取
り
組
み
の
全
貌
を
概
観
し
た
。
ニ
ー
バ
ー
の
こ
の
取

り
組
み
で
最
も
顕
著
な
点
は
、
ニ
ー
バ
ー
の
現
実
主
義
的
で
漸
進
主
義
的
な
見
方
で
あ
る
。
そ
れ
は
し
ば
し
ば
少
な
か
ら
ぬ
人
々
に
戸
惑
い

を
与
え
た
。
そ
こ
か
ら
、
ニ
ー
バ
ー
は
、
こ
の
問
題
に
生
涯
全
体
と
し
て
積
極
的
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
評
価
も
生
ま
れ
た
。

し
か
し
、
ユ
ニ
オ
ン
に
お
け
る
コ
ー
ン
の
同
僚
G
・
ド
ー
リ
エ
ン
（G

ary D
orrien

）
は
、「
ニ
ー
バ
ー
が
こ
の
主
題
に
つ
ぎ
込
ん
だ
情
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熱
は
計
り
知
れ
な
い
」
と
述
べ
、「
か
れ
が
、
実
際
に
仲
間
の
誰
よ
り
も
こ
の
問
題
に
関
心
を
持
っ
た
白
人
の
ア
メ
リ
カ
人
神
学
者
で
あ
る

と
い
う
事
実
は
見
逃
さ
れ
が
ち
で
あ
り
、
実
際
多
く
の
人
が
見
逃
し
て
き
た
」
と
注
意
を
喚
起
し
て
い
る
）
97
（

。

H
・
B
・
ク
ラ
ー
ク
（H

enry B
. C

lark

）
は
、
ニ
ー
バ
ー
が
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
人
種
的
不
正
の
悪
を
無
視
し
た
と
非
難
さ
れ
る
こ

と
は
あ
り
え
な
い
と
し
な
が
ら
も
、「
い
か
な
る
ニ
ー
バ
ー
の
崇
拝
者
」
も
、
人
種
問
題
を
め
ぐ
る
ニ
ー
バ
ー
の
立
場
に
困
惑
さ
せ
ら
れ
ざ

る
を
え
な
い
点
が
あ
っ
た
と
し
て
、
以
下
の
三
つ
の
局
面
を
挙
げ
て
い
る
）
98
（

。

（1） 

ニ
ー
バ
ー
が
、
こ
の
よ
う
な
次
元
の
社
会
問
題
に
そ
ん
な
に
も
長
い
間
﹇
一
九
四
四
―
一
九
六
三
﹈
関
心
を
向
け
な
か
っ

た
の
は
な
ぜ
か
。
…
…

（2） 

ニ
ー
バ
ー
が
こ
の
圧
倒
的
に
重
要
な
事
柄
に
、
個
人
的
な
行
動
や
、
一
九
三
五
年
か
ら
一
九
六
五
年
の
南
部
小
作
農
組
合

と
デ
ル
タ
協
同
農
場
の
よ
う
な
集
団
の
た
め
の
小
規
模
な
行
動
に
よ
っ
て
立
ち
向
か
う
こ
と
で
満
足
し
て
い
る
よ
う
に
見

え
る
の
は
な
ぜ
か
。
…
…

（3） 

な
ぜ
、
ニ
ー
バ
ー
は
、﹇
人
種
﹈
闘
争
で
、
そ
れ
を
最
も
優
先
し
た
人
々
に
よ
っ
て
用
い
ら
れ
た
戦
術
を
評
価
す
る
こ
と

に
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
慎
重
で
あ
っ
た
の
か
。

こ
れ
ら
の
問
い
に
対
し
て
、
ク
ラ
ー
ク
自
身
は
次
の
よ
う
に
応
じ
た
。

﹇
こ
れ
ら
の
疑
問
に
つ
い
て
は
﹈
も
ち
ろ
ん
、
も
っ
と
も
ら
し
い
多
く
の
説
明
を
示
す
こ
と
は
で
き
る
。
事
実
に
即
し
て
指
摘

す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
次
の
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
す
べ
て
の
人
々
は
そ
れ
ぞ
れ
、
た
だ
一
つ
な
い
し
二
つ
の
圧
倒

的
に
意
味
の
あ
る
大
義
に
自
ら
を
投
じ
る
よ
う
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
も
し
手
を
広
げ
す
ぎ
よ
う
と
す
る
な
ら
、
そ
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の
人
の
信
頼
性
や
影
響
力
は
深
刻
な
打
撃
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
）
99
（

。

こ
の
ク
ラ
ー
ク
の
反
応
は
妥
当
で
あ
ろ
う
。
そ
の
結
論
は
コ
ー
ン
へ
の
わ
れ
わ
れ
の
評
価
に
通
じ
る
。
し
か
し
「
も
っ
と
も
ら
し
い
多
く

の
説
明
」
と
い
う
表
現
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
う
し
た
説
明
に
相
対
的
な
意
味
が
あ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
り
、
本
稿
は
そ
の
一
つ
の
試
み
で

あ
る
。

そ
れ
に
し
て
も
、
キ
ン
グ
ら
の
公
民
権
運
動
に
つ
い
て
言
え
ば
、
ニ
ー
バ
ー
の
全
体
と
し
て
の
慎
重
な
姿
勢
は
、
あ
る
意
味
で
、
公
民
権

運
動
が
そ
れ
ま
で
の
黒
人
差
別
に
よ
る
隔
離
政
策
の
状
況
を
一
気
に
打
破
し
た
こ
と
を
見
通
せ
な
か
っ
た
と
も
言
い
え
よ
う
。
そ
れ
は
、
現

実
主
義
や
漸
進
主
義
の
限
界
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
R
・
W
・
ラ
ヴ
ィ
ン
（R

obin W
. Lovin

）
は
そ
の
見
方
を
取
っ
て
い
る
）
100
（

。

し
か
し
、
ニ
ー
バ
ー
の
現
実
主
義
的
な
見
通
し
を
、
二
一
世
紀
の
今
日
に
ま
で
引
き
延
ば
し
て
み
る
と
ど
う
だ
ろ
う
か
。
ニ
ー
バ
ー
が
憂

慮
し
て
止
ま
な
か
っ
た
「
ア
メ
リ
カ
の
葛
藤
」
は
今
日
も
な
お
続
い
て
い
る
ど
こ
ろ
が
、
そ
の
深
刻
さ
は
さ
ら
に
増
し
続
け
て
い
る
よ
う

に
見
え
る
。
キ
ン
グ
ら
の
公
民
権
運
動
の
め
ざ
ま
し
い
成
果
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ニ
ー
バ
ー
が
展
望
し
た
黒
人
革
命
は
さ
ら
に
先
に
延
ば
さ

れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
ニ
ー
バ
ー
の
現
実
主
義
的
で
悲
観
主
義
的
な
眼
は
確
か
だ
っ
た
と
判
断
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。ニ

ー
バ
ー
は
常
に
慎
重
な
姿
勢
を
崩
す
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
際
に
は
、
こ
の
問
題
へ
の
並
々
な
ら
ぬ
関
心

が
生
涯
を
通
し
て
息
づ
い
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
恐
ろ
し
い
ほ
ど
に
悲
観
的
な
見
通
し
を
述
べ
な
が
ら
も
、
失
望
は
し
て
い
な
い
。

ニ
ー
バ
ー
は
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
立
憲
主
義
を
掲
げ
、
こ
の
人
種
の
問
題
の
解
決
は
、
具
体
的
に
は
、
憲
法
問
題
、
す
な
わ
ち
連
邦
法

と
地
方
法
と
い
う
ア
メ
リ
カ
特
有
の
関
係
の
改
善
に
あ
る
、
と
考
え
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
ニ
ー
バ
ー
は
、
そ
こ
に
、「
純
粋
な
法
」
と
と
も

に
「
共
同
体
の
抑
制
措
置
と
影
響
力
」
が
必
要
で
あ
る
こ
と
も
認
識
し
、
単
に
形
式
的
な
法
の
問
題
で
は
な
く
、
有
機
的
な
共
同
体
の
要
素

も
含
ま
れ
る
こ
と
を
十
分
に
認
識
し
て
い
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
し
て
、
さ
ら
に
忍
耐
が
必
要
さ
れ
る
と
し
て
も
、
法
の
改
正
を
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積
み
重
ね
て
い
く
こ
と
が
ニ
ー
バ
ー
に
と
っ
て
の
「
一
般
恩
寵
」
的
解
決
な
の
で
あ
る
）
101
（

。
そ
れ
は
、
キ
ン
グ
が
公
民
権
運
動
に
お
い
て
憲
法

の
規
定
に
あ
る
人
権
の
回
復
を
目
指
し
た
の
と
同
じ
方
向
に
あ
る
。
ニ
ー
バ
ー
に
と
っ
て
公
民
権
法
は
憲
法
の
規
定
が
地
方
に
お
い
て
も
十

全
に
遵
守
さ
れ
る
一
つ
の
過
程
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
成
立
し
た
時
、
ニ
ー
バ
ー
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、「
歴
史
は
多
く
の
驚
き
に
満

ち
て
い
る
」
と
、
か
れ
の
人
種
問
題
と
の
取
り
組
み
の
中
で
は
き
わ
め
て
稀
な
情
熱
的
な
表
現
を
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
表
現
は
た
ま
た
ま

そ
こ
で
出
た
言
葉
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、『
人
間
の
本
性
と
運
命
』
と
り
わ
け
『
人
間
の
運
命
』
に
お
け
る
ニ
ー
バ
ー
の
深
い
歴
史
神
学
的

確
信
に
基
づ
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

本
稿
は
、
ニ
ー
バ
ー
と
人
種
問
題
を
め
ぐ
る
課
題
の
端
緒
に
す
ぎ
な
い
。
そ
こ
に
は
歴
史
的
に
も
神
学
的
に
も
掘
り
下
げ
る
べ
き
課
題
が

ま
だ
多
く
あ
り
、
さ
ら
な
る
探
求
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
概
要
の
全
貌
は
あ
る
程
度
明
ら
か
に
な
っ
た

で
あ
ろ
う
。

　
　
　
注

（
1
） 

本
稿
で
は
、
参
照
文
献
に
お
け
る “N

egro ” 

お
よ
び “C

olored ” 
を
「
黒
人
」
と
表
記
す
る
。

ち
な
み
に
、「
黒
人
」
な
い
し
「
黒
人
種
」
の
呼
び
方
に
つ
い
て
は
、
大
ま
か
に
以
下
の
よ
う
な
変
遷
が
あ
る
。

一
九
世
紀
か
ら
二
〇
世
紀
の
変
わ
り
目
で
は
、N

egro 

は
良
い
印
象
を
持
つ
言
葉
と
し
て
多
く
用
い
ら
れ
た
（
他
方
、nigra, nigger 

は
究
極

の
侮
辱
語
と
さ
れ
た
）。
一
九
五
〇
年
代
に
な
る
と
、N

egro 

に
加
え
て C

olored 
が
好
ま
し
い
と
さ
れ
る
（B

lack

は
当
時
侮
辱
的
表
現
と
さ

れ
た
）。N

egro 

は
、
実
際
に
は
六
〇
年
代
末
ま
で
一
般
的
で
あ
っ
た
。
一
九
六
〇
年
代
末
か
ら
七
〇
年
代
に
か
け
て
、
ご
く
短
い
期
間
、A

fro-

A
m

erican 

が
頻
繁
に
用
い
ら
れ
た
。
一
九
六
〇
年
代
末
以
降
、B

lack 

が
好
ま
れ
る
よ
う
に
な
る
。
最
近
で
は
、A

frican-A
m

erican

（
ア
フ
リ
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カ
系
ア
メ
リ
カ
人
）
が
適
切
と
さ
れ
、
定
着
し
て
い
る
。
同
時
に
、B

lack 

も
、
ま
た
頻
度
は
多
く
な
い
が
、C

olored 

も
併
せ
て
用
い
ら
れ
て

い
る
。
一
方
、N

egro 

は
ま
っ
た
く
用
い
ら
れ
な
く
な
っ
た
。﹇
以
上
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
M
・
バ
ー
ダ
マ
ン
『
黒
人
差
別
と
ア
メ
リ
カ
公
民
権
運

動
』
水
谷
八
也
訳
（
集
英
社
、
二
〇
〇
七
年
）、
一
六
頁
参
照
。
ま
た
、
本
稿
筆
者
の
観
察
も
含
め
た
。﹈

ニ
ー
バ
ー
は
、
ご
く
初
期
（
デ
ト
ロ
イ
ト
時
代
）
に
わ
ず
か
に C

olored 

を
使
用
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
の
後
は
、
晩
年
ま
で
ほ
ぼ
一
貫

し
て N

egro
（
ま
れ
に negro

）
を
使
用
し
て
い
た
。
キ
ン
グ
は
じ
め
公
民
権
運
動
家
た
ち
も N

egro 

を
多
く
使
用
し
た
。
ニ
ー
バ
ー
と
ボ
ー

ル
ド
ウ
ィ
ン
が
対
論
し
た
、
一
九
六
三
年
の
テ
レ
ビ
放
送
で
も
司
会
者
を
含
め
両
者
と
も N

egro 

を
使
っ
て
い
た
。

（
2
） Jam

es H
. C

one, T
he C

ross and the L
ynching T

ree

（M
aryknoll, N

Y: O
rbis B

ooks, 2011

）.  

ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
H
・
コ
ー
ン
『
十
字
架
と
リ

ン
チ
の
木
』
梶
原
壽
訳
（
日
本
キ
リ
ス
ト
教
団
出
版
局
、
二
〇
一
四
年
）。
本
稿
で
は
、
以
下
、
梶
原
訳
を
用
い
る
。

（
3
） Jerem

y L. Sabella, A
n A

m
erican C

onscience: T
he R

einhold N
iebuhr Story, A

 C
om

panion to the Film
 by M

artin D
oblm

eier

（G
rand R

apids, M
I: W

illiam
 B

. E
erdm

ans Publishing C
om

pany, 2017

）.  

な
お
こ
の
書
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。
髙
橋
義
文
「
書
評
：

Jerem
y L. Sabella, A

n A
m

erican C
onscience: T

he R
einhold N

iebuhr Story

」『
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
研
究
』
第
一
三
号
（
二
〇
一
九
年
）、

六
一
―
六
二
頁
。

（
4
） 

わ
が
国
で
、
ニ
ー
バ
ー
の
人
種
問
題
と
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
あ
る
程
度
の
分
量
で
扱
っ
て
い
る
研
究
書
は
お
そ
ら
く
以
下
に
限
ら
れ
る
で
あ

ろ
う
。
鈴
木
有
郷
『
ラ
イ
ン
ホ
ル
ド
・
ニ
ー
バ
ー
の
人
間
観
』（
教
文
館
、
一
九
八
二
年
）、
第
六
章
「
人
種
問
題
」。

（
5
） 

コ
ー
ン
『
十
字
架
と
リ
ン
チ
の
木
』、
二
四
頁
。

（
6
） 

同
上
、
二
三
一
頁
。

（
7
） 「
十
字
架
の
恐
る
べ
き
美
」
と
は
、
以
下
の
ニ
ー
バ
ー
の
初
期
の
論
文
の
表
題
で
あ
る
。R

einhold N
iebuhr, “T

he Terrible B
eauty of the 

C
ross, ” T

he C
hristian C

entury, Vol. 46, no. 12

（M
arch 21, 1929

）: 386

―388.  

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
）、
二
六
四
頁
お
よ
び
四
一
一
頁
注
七
二
を
参
照
。

（
8
） 

コ
ー
ン
『
十
字
架
と
リ
ン
チ
の
木
』、
八
三
頁
。

（
9
） 

同
上
。

（
10
） 

同
上
、
八
〇
頁
。

（
11
） 

同
上
、
八
五
頁
。
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（
12
） 

同
上
、
一
一
八
、
一
二
〇
頁
。

（
13
） 
同
上
、
一
二
〇
頁
。

（
14
） 
同
上
、
一
四
八
頁
。

（
15
） 

同
上
、
一
九
八
頁
。

（
16
） 

同
上
、
二
三
二
―
二
三
三
頁
。

（
17
） 

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
出
版
会
、
二
〇
一
四
年
）、

五
八
―
五
九
頁
。
ダ
ン
バ
ー
と
同
様
の
感
想
を
ニ
ー
バ
ー
に
伝
え
た
以
下
の
よ
う
な
手
紙
も
残
っ
て
い
る
。「
わ
た
し
は
デ
ト
ロ
イ
ト
に
お
け
る

大
多
数
の
黒
人
の
感
情
や
気
持
ち
を
こ
う
申
し
上
げ
て
表
し
ま
す
。
こ
の
都
市
の
黒
人
た
ち
の
集
団
の
思
い
に
あ
る
の
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、
デ
ト
ロ
イ
ト
市
に

お
け
る
人
種
間
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よ
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良
い
理
解
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よ
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良
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関
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の
た
め
に
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な
た
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ら
れ
る
こ
と
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心
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ら
惜
し
む
気
持
ち
で
す
」（John C

. D
ancy, 

D
irector of D

etroit U
rban League, to R

einhold N
iebuhr, A

pril 30, 1928, in R
einhold N

iebuhr Papers.

）。

（
18
） 

そ
の
詳
細
は
、
同
上
、
二
九
―
八
七
頁
（
第
一
章
「
ニ
ー
バ
ー
と
社
会
福
音
運
動
」）
参
照
。

（
19
） Sabella, A

n A
m

erican C
onscience, 127.

（
20
） R

einhold N
iebuhr, “T

he C
onfession of a T

ired R
adical, ” T

he C
hristian C

entury, Vol. 45, no. 35

（A
ugust 30, 1928

）: 1046

―1047.

（R
einhold N

iebuhr, Love and Justice: Selections from
 the Shorter W

ritings, ed. by D
. B

. R
obertson

（G
loucester, M

A
: Peter Sm

ith, 

1976

）, 120

―124

に
所
収
。
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下 Love and Justice 
と
略
す
）。

（
21
） Love and Justice, 121

―122.

（
22
） Ibid., 124.

（
23
） Sabella, A

n A
m

erican C
onscience, 127.

（
24
） C

f. C
harles M

arsh, Strange G
lory: A

 Life of D
ietrich B

onhoeffer
（N

ew
 York: A

lfred A
. K

nopf, 2014

）, 106.

（
25
） R

einhold N
iebuhr, “G

lim
pses of Southland, ” T

he C
hristian C

entury, Vol. 47

（July 16, 1930

）: 893

―895.

（
26
） Ibid., 894.

（
27
） Sabella, A

n A
m

erican C
onsciousness, 127.

（
28
） M

yles H
orton w

ith Judith K
ohl and H

erbert K
ohl, T

he Long H
aul: A

n A
utobiography

（N
ew

 York: Teachers C
ollege Press, 
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1998

）, 61

―62.  

そ
の
ニ
ー
バ
ー
の
募
金
要
請
の
手
紙
に
は
、
S
・
エ
デ
ィ
、
N
・
ト
マ
ス
ら
四
名
が
賛
同
者
と
し
て
署
名
し
て
い
る
。
チ
ャ
ー

ル
ズ
・
C
・
ブ
ラ
ウ
ン
『
ニ
ー
バ
ー
と
そ
の
時
代
』
高
橋
義
文
訳
（
聖
学
院
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
四
年
）、
一
一
〇
頁
参
照
。
こ
の
学
校
に

つ
い
て
は
、
ダ
ク
ラ
ス
・
ブ
リ
ン
ク
リ
ー
『
ロ
ー
ザ
・
パ
ー
ク
ス
』
中
村
理
香
訳
（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
七
年
）、
九
五
―
九
七
頁
も
参
照
。
こ

の
学
校
は
、
一
九
六
二
年
に
閉
校
し
、
そ
の
後
、H

ighlander R
esearch and E

ducation C
enter 

と
し
て
新
た
な
組
織
と
な
っ
て
現
在
に

至
っ
て
い
る
。C

f. E
lisabeth Sifton, T

he Serenity Prayer: Faith and Politics in T
im

es of Peace and W
ar

（N
ew

 York, London: W
. W

. 

N
orton &

 C
om

pany, 2003

）, 142

―144, 149

―152, 332

―333.

（
29
） Sabella, A

n A
m

erican C
onsciousness, 128.  

お
よ
び
、
ブ
リ
ン
ク
リ
ー
『
ロ
ー
ザ
・
パ
ー
ク
ス
』、
九
五
―
一
〇
二
頁
、
ロ
ー
ザ
・
パ
ー
ク
ス

『
黒
人
の
誇
り
・
人
間
の
誇
り
――
ロ
ー
ザ
・
パ
ー
ク
ス
自
伝
』
高
橋
朋
子
訳
（
サ
イ
マ
ル
出
版
会
、
一
九
九
四
年
）、
一
一
四
―
一
二
〇
頁
。
設

立
に
関
与
し
、
理
事
長
ま
た
理
事
で
も
あ
っ
た
ニ
ー
バ
ー
が
こ
の
学
校
で
講
演
な
ど
を
し
た
こ
と
は
容
易
に
推
測
で
き
る
が
、
現
在
の
と
こ
ろ

そ
の
証
拠
は
な
い
。
も
し
そ
れ
が
事
実
で
あ
っ
た
と
し
た
ら
、
ニ
ー
バ
ー
と
パ
ー
ク
ス
が
接
点
を
持
っ
た
可
能
性
も
出
て
こ
よ
う
。

（
30
） 

ブ
ラ
ウ
ン
『
ニ
ー
バ
ー
と
そ
の
時
代
』、
一
一
〇
―
一
一
一
頁
。

（
31
） 

同
上
、
一
一
一
頁
。

（
32
） Sabella, A

n A
m

erican C
onscience, 45.

（
33
） Ibid., 128.

（
34
） R

einhold N
iebuhr, M

oral M
an and Im

m
oral Society: A

 Study in E
thics and Politics

（N
ew

 York: C
harles Scribner ’s Sons, 1932

）.  

大
木
英
夫
訳
『
道
徳
的
人
間
と
非
道
徳
的
社
会
』
イ
デ
ー
選
書
、（
白
水
社
、
一
九
九
八
年
）。
以
下
、
大
木
訳
を
使
用
。

（
35
） 

以
上
、
同
上
、
二
六
六
―
二
六
七
頁
。

（
36
） 

同
上
、
二
八
九
―
二
九
〇
頁
。

（
37
） R

einhold N
iebuhr, R

eflections on the E
nd of an E

ra

（N
ew

 York: C
harles Scribner ’s Sons, 1934

）, 285

―286. C
f. Sabella, A

n 

A
m

erican C
onscience, 128.

（
38
） 

ホ
ワ
イ
ト
は
、
ニ
ー
バ
ー
が
創
立
者
の
一
人
と
な
っ
た
「
民
主
的
行
動
を
目
指
す
ア
メ
リ
カ
人
」（
A
D
A
）
の
チ
ャ
ー
タ
ー
メ
ン
バ
ー
で
あ
っ

た
。
髙
橋
義
文
『
ニ
ー
バ
ー
と
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
』、
一
四
九
頁
参
照
。

（
39
） R

ichard W
. Fox, R

einhold N
iebuhr: A

 B
iography, W

ith a N
ew

 Introduction and A
fterw

ord

（Ithaca N
Y

 and London: C
ornell 
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U
niversity Press, 1996

﹇1985

﹈）, 282.  

ニ
ー
バ
ー
は
、
一
九
四
二
年
か
ら
晩
年
の
一
九
六
九
年
ま
で
、
何
度
か
に
わ
た
っ
て
F
B
I
に
よ
る

捜
査
を
受
け
て
い
る
。
一
つ
は
、
ニ
ー
バ
ー
が
、
い
く
つ
か
の
政
府
と
り
わ
け
国
務
省
関
連
の
公
的
職
務
に
携
わ
っ
た
こ
と
（
一
九
四
二
年
国

務
省
戦
争
情
報
局
顧
問
、
そ
の
立
場
で
の
英
国
で
の
講
演
、
一
九
四
九
年
ユ
ネ
ス
コ
総
会
へ
の
ア
メ
リ
カ
代
表
団
員
、
国
務
省
政
策
立
案
室
顧

問
等
）
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
二
つ
は
、
共
産
主
義
へ
の
同
調
が
疑
わ
れ
た
こ
と
（
一
九
五
〇
―
五
二
年
反
ジ
ョ
セ
フ
・
マ
ッ
カ
ー
シ
ー
運
動

支
持
等
の
い
わ
ゆ
る
赤
狩
り
に
反
対
し
た
こ
と
）
に
よ
る
も
の
な
ど
で
あ
る
。
N
A
A
C
P
に
お
け
る
立
場
の
捜
査
は
後
者
に
関
連
す
る
。
ニ
ー

バ
ー
に
対
す
る
F
B
I
捜
査
に
つ
い
て
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下
に
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し
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。R

onald H
. Stone, Professor R

einhold N
iebuhr: A

 M
entor to the T

w
entieth 

C
entury

（Louisville, K
Y: W

estm
inster/John K

nox Press, 1992

）, 181

―185.

（
40
） C

f. Joel H
. R

osenthal, R
ighteous R

ealists: Political R
ealism

, R
esponsible Pow

er, and A
m

erican C
ulture in the N

uclear A
ge

（B
aton 

R
ouge and London: Louisiana State U

niversity Press, 1991
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（
41
） R

einhold N
iebuhr, “T

he Suprem
e C

ourt and Jim
 C

row
ism

, ” C
hristianity and Society, Vol. 6, no. 3

（Sum
m

er, 1941

）: 9.

（
42
） R

einhold N
iebuhr, “T

he R
ace Problem

, ” C
hristianity and Society, Vol. 7, no. 1

（W
inter, 1942

）, Love and Justice, 129

―130.

（
43
） 

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
訳
（
聖
学
院
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
九

年
）、
二
五
九
頁
﹇R

einhold N
iebuhr, T

he N
ature and D

estiny of M
an, Vol. I: H

um
an N

ature

（N
ew

 York: C
harles Scribner ’s Sons, 

1941

）, 226

﹈。

（
44
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同
上
、
二
三
二
頁
﹇Ibid., 198

﹈。
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45
） 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

）.

（
46
） Sabella, A

n A
m

erican C
onsciousness, 128.

（
47
） R

einhold N
iebuhr, “T

he N
egro Issue in A

m
erica, ” C

hristianity and Society, Vol. 9, no. 3

（Sum
m

er, 1944

）, Love and Justice, 143, 
145.

（
48
） R

einhold N
iebuhr, “C

hristian Faith and the R
ace Problem

, ” C
hristianity and Society, Vol. 10, no. 2
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）, Love and 
Justice, 129.
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49
） G

unnar M
yrdal, A

n A
m

erican D
ilem

m
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he N
egro Problem

 and M
odern D

em
ocracy
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 York: H
arper &

 R
ow
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ミ
ュ
ル

ダ
ー
ル
は
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一
九
七
四
年
、
F
・
ハ
イ
エ
ク
と
と
も
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ノ
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ベ
ル
経
済
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賞
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受
賞
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る
。
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（
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m
erican D
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m

a, ” C
hristianity and Society, Vol. 9, no. 3
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）, Love and Justice, 
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い
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ニ
ー
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einhold N
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 V
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1195
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﹈
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﹈
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あ
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。
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