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一
　
は
じ
め
に

　
本
稿
の
目
的
は
、
エ
ラ
ス
ム
ス
（D

esiderius Erasm
us, c.1466 -1536

）
の
「
寛
恕
」
論
の
思
想
史
的
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ

る
。
こ
こ
で
は
あ
え
て
「
寛
容
」
論
と
は
言
わ
ず
、「
寛
恕
」
論
と
い
う
言
葉
な
い
し
概
念
を
用
い
る
。
と
い
う
の
も
、
本
稿
は
ま
さ
に

両
概
念
の
違
い
に
着
目
す
る
形
で
、
従
来
の
研
究
で
は
十
分
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
エ
ラ
ス
ム
ス
の
思
想
的
特
徴

の
解
明
を
試
み
る
か
ら
で
あ
る
。

　
周
知
の
と
お
り
、
エ
ラ
ス
ム
ス
の
「
寛
容
」
論
に
関
す
る
先
行
研
究
は
多
く
存
在
す
る
。
た
と
え
ば
、
啓
蒙
や
自
由
主
義
の
先
駆
と
し

て
彼
の
宗
教
的
側
面
に
注
目
す
る
研（
1
）究は
そ
の
位
置
づ
け
を
修
正
さ
れ
て
き
た
も
の（
2
）の、
ル
ク
レ
ー
ル
、
ギ
ル
モ
ア
、
ホ
フ
マ
ン
な
ど
は
、

し
ば
し
ば
フ
ラ
ン
ス
宗
教
戦
争
後
の
ナ
ン
ト
の
勅
令
（
一
五
九
八
）
に
お
い
て
示
さ
れ
た
「
政
治
的
寛
容
」、
す
な
わ
ち
、
世
俗
権
力
が

宗
教
的
・
内
面
的
価
値
に
コ
ミ
ッ
ト
せ
ず
、
安
全
と
秩
序
に
自
ら
の
存
在
根
拠
を
見
出
す
寛
容
の
文
脈
で
論（
3
）じ、
ベ
イ
ツ
ィ
は
中
世
の
寛

容
概
念
と
の
関
係
で
扱
っ
て
い
る
点
で
画
期
的
で
あ
っ（
4
）た。

　
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
研
究
に
つ
い
て
共
通
に
言
え
る
こ
と
は
、
い
ず
れ
も
キ
リ
ス
ト
教
内
部
の
宗
教
的
異
端
の
問
題
と
結
び
つ
け
て
ま

た
そ
れ
に
限
定
し
て
「
寛
容
」（tolerantia

）
を
論
じ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
政
治
的
・
宗
教
的
イ
ン
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を

多
分
に
有
す
る
「
寛
恕
」（clem

entia

）
に
注
意
が
払
わ
れ
ず
、
エ
ラ
ス
ム
ス
の
思
想
世
界
の
理
解
に
と
っ
て
不
可
欠
と
思
わ
れ
る
諸
側

面
が
看
過
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
「
寛
恕
」
と
は
、
セ
ネ
カ
（Seneca, 4 B. C. /1 A. D. -65

）
が
そ
の
『
寛
恕
に
つ
い
て
』

（D
e clem

entia

）
で
主
題
化
し
た
概
念
で
あ
り
、
こ
の
ス
ト
ア
派
哲
学
者
に
あ
っ
て
「
寛
恕
」
と
は
、「
心
が
広
く
思
い
や
り
の
深
い
こ

と
」
と
「
広
い
心
で
人
を
許
す
こ
と
」
の
い
ず
れ
を
も
含
意
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い（
5
）る。
エ
ラ
ス
ム
ス
は
こ
の
セ
ネ
カ
を
論
じ
る
な
か
で
、

当
該
概
念
を
宗
教
的
異
端
へ
の
対
処
と
い
う
問
題
の
み
な
ら
ず
君
主
統
治
や
神
学
的
救
済
論
の
問
題
に
引
き
つ
け
て
考
察
し
た
の
で
あ
っ
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た
。

　
さ
て
本
論
に
入
る
前
に
、
い
わ
ば
準
備
作
業
と
し
て
エ
ラ
ス
ム
ス
の
「
寛
恕
」
の
概
念
的
特
徴
を
、
政
治
的
寛
容
と
し
て
一
般
的
に
理

解
さ
れ
る
も
の
と
の
比
較
を
通
じ
て
簡
単
に
確
認
し
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

　
よ
く
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
政
治
的
寛
容
に
は
、
二
つ
の
側
面
が
あ
る
。
ひ
と
つ
は
政
策
的
判
断
に
基
づ
い
て
便
宜
上
、
自
分
と
異
な
る

宗
教
的
立
場
を
認
め
る
側
面
で
あ（
6
）り、

も
う
ひ
と
つ
は
人
間
の
良
心
は
大
切
な
も
の
だ
か
ら
そ
れ
を
剣
で
強
制
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う

側
面
で
あ（
7
）る。
と
こ
ろ
で
、
エ
ラ
ス
ム
ス
は
晩
年
の
著
作
『
教
会
和
合
論
』（D

e sarcienda ecclesiae concordia, 1533

）
に
お
い
て
、
異

な
る
習
慣
を
尊
重
す
べ
き
だ
と
い
う
見
解
を
示
し
て
お（
8
）り、

良
心
の
自
由
を
尊
重
し
よ
う
と
い
う
要
素
が
な
い
わ
け
で
は
な（
9
）い。

し
か
し
、

彼
は
寛
容
を
政
策
的
に
捉
え
る
立
場
と
は
違
っ
た
思
想
を
展
開
し
て
お
）
10
（
り
、
そ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
が
本
稿
の
扱
う
「
寛

恕
」
論
な
の
で
あ
る
。

　「
寛
容
」
は
、
宗
教
戦
争
に
明
け
暮
れ
た
あ
と
の
反
省
と
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
に
登
場
し
、
政
治
概
念
と
し
て
真
に
積
極
的
な
意

味
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
と
理
解
さ
れ
て
い
）
11
（

る
。
し
か
し
、
一
部
の
中
世
思
想
の
研
究
者
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
理
解
は
歴
史
的
に
不
正

確
で
あ
）
12
（
る
。「
耐
え
る
」「
忍
ぶ
」
と
い
う
意
味
を
持
つ
「
寛
容
」（tolerantia

）
は
、
古
く
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
異

端
の
処
遇
を
め
ぐ
っ
て
、
第
一
に
教
会
内
部
、
第
二
に
世
俗
権
力
と
の
関
係
で
問
題
と
な
っ
）
13
（

た
。
そ
し
て
、
寛
容
と
い
う
言
葉
の
中
世
的

な
本
義
は
、
相
手
を
否
定
的
に
評
価
し
つ
つ
も
、
そ
の
存
在
を
容
認
す
る
こ
と
に
あ
る
。

　
も
っ
と
も
、
ト
ゥ
ル
ケ
ッ
テ
ィ
や
ベ
イ
ツ
ィ
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
エ
ラ
ス
ム
ス
自
身
は
宗
教
的
多
元
化
に
対
し
て
異
端
の
処
遇
を
め

ぐ
る
狭
義
の
「
寛
容
」（tolerantia

）
と
い
う
用
語
を
使
わ
）
14
（

ず
、
宗
教
的
平
和
や
自
由
を
「
平
和
」（pax

）
や
「
調
和
」（concordia

）
と

し
て
捉
え
て
い
）
15
（
た
。
こ
れ
は
重
要
な
指
摘
だ
が
、
彼
ら
は
エ
ラ
ス
ム
ス
の
当
該
概
念
の
時
間
性
に
つ
い
て
十
分
に
検
討
し
て
い
る
と
は
言

い
難
い
。
彼
は
、
広
義
の
寛
容
や
寛
大
さ
を
表
す
場
合
に
、tolerantia

だ
け
で
は
な
く
、
気
前
の
良
さ
（benignitas

）、
厳
格
さ
の
欠
如

（indulgentia

）、
自
由
人
ら
し
さ
（liberalitas

）、
気
宇
壮
大
（m

agnitudo

）、
温
順
（m

ansuetudo

）、
免
罪
（venia

）
な
ど
様
々
な
語
彙
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を
用
い
て
い
る
。
エ
ラ
ス
ム
ス
が
重
視
し
た
広
義
の
寛
容
と
は
、
狭
義
の
「
寛
容
」（tolerantia

）
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
罰
の
許
し
と

し
て
の
「
寛
恕
」（clem

entia

）
で
あ
る
。
彼
は
、「
寛
恕
」
を
神
の
徳
性
と
の
類
似
か
ら
君
主
が
備
え
る
べ
き
資
質
の
ひ
と
つ
と
し
て
捉

え
て
お
り
、
先
に
挙
げ
た
広
義
の
寛
容
や
寛
大
さ
を
表
す
様
々
な
語
彙
も
君
主
の
態
度
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
う
し
た
語

彙
を
広
く
「
寛
恕
」
と
捉
え
て
本
稿
で
は
論
じ
る
こ
と
に
す
る
。
そ
れ
は
怒
り
に
駆
ら
れ
て
復
讐
し
な
い
よ
う
支
配
者
に
要
求
し
、
良
心

の
痛
み
を
感
じ
る
者
に
は
赦
し
を
与
え
て
悔
い
改
め
さ
せ
る
時
間
性
を
特
徴
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
一
見
、
政
治
性
が
少
な
い
よ
う
に
思

わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　
た
だ
し
、「
寛
恕
」
の
問
題
は
、
直
前
で
見
た
よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト
教
教
義
と
政
治
権
力
の
緊
張
対
立
関
係
に
関
わ
る
も
の
で
あ
り
、

マ
ン
ス
フ
ィ
ー
ル
ド
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
）
16
（
に
、
こ
れ
は
、
エ
ラ
ス
ム
ス
政
治
思
想
研
究
史
上
最
大
の
論
点
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

し
か
し
、「
寛
恕
」
の
限
界
と
い
う
視
点
を
採
用
す
る
と
き
、「
寛
恕
」
論
か
ら
は
キ
リ
ス
ト
教
教
義
に
還
元
さ
れ
な
い
エ
ラ
ス
ム
ス
に
お

け
る
権
力
作
用
と
し
て
の
「
政
治
」
を
析
出
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
ひ
い
て
は
教
育
思
想
、
政
治
思
想
、
神
学
思
想
な
ど
を
含
む
そ

の
思
想
世
界
の
解
明
が
こ
こ
か
ら
期
待
で
き
よ
う
。
本
稿
が
こ
の
把
握
困
難
な
概
念
に
取
り
組
む
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

　
議
論
の
手
順
と
し
て
は
、
第
一
に
、
エ
ラ
ス
ム
ス
統
治
論
に
お
け
る
死
刑
の
問
題
を
扱
う
こ
と
で
、
国
内
統
治
に
お
け
る
「
寛
恕
」
の

問
題
と
そ
の
限
界
を
明
ら
か
に
す
る
。
第
二
に
、
戦
争
の
問
題
を
扱
う
こ
と
で
、
国
際
関
係
に
お
け
る
「
寛
恕
」
の
問
題
と
そ
の
限
界
を

指
摘
し
、
彼
が
そ
の
「
寛
恕
」
論
と
の
関
係
に
お
い
て
死
刑
と
戦
争
を
類
比
的
に
考
え
て
い
た
こ
と
を
証
明
す
る
。
第
三
に
、
人
間
形
成

的
側
面
を
重
視
す
る
「
寛
恕
」
論
が
現
世
の
統
治
の
み
な
ら
ず
、
神
の
審
判
に
お
け
る
救
済
と
地
獄
を
分
か
つ
メ
ル
ク
マ
ー
ル
で
あ
り
、

彼
の
政
治
思
想
と
神
学
思
想
を
媒
介
す
る
鍵
で
あ
る
こ
と
を
根
拠
づ
け
、「
寛
恕
」
の
限
界
に
お
い
て
エ
ラ
ス
ム
ス
に
お
け
る
「
政
治
」

が
現
出
す
る
こ
と
を
浮
き
彫
り
に
し
て
む
す
び
と
し
た
い
。
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二
　
エ
ラ
ス
ム
ス
統
治
論
に
お
け
る
「
寛
恕
」
と
刑
罰

㈠
　
教
育
と
統
治
に
お
け
る
「
寛
恕
」
の
両
義
性

　
本
章
で
は
、
エ
ラ
ス
ム
ス
「
寛
恕
」
論
を
、
国
内
統
治
の
問
題
に
位
置
づ
け
る
た
め
に
死
刑
の
問
題
を
扱
う
こ
と
で
、
そ
の
議
論
の
特

徴
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
。
具
体
的
に
死
刑
の
問
題
を
扱
う
前
に
、
彼
が
「
寛
恕
」
の
両
義
性
を
認
識
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き

た
い
。

　
エ
ラ
ス
ム
ス
は
「
寛
恕
」
の
パ
ラ
ド
ク
ス
、
す
な
わ
ち
一
般
的
に
有
益
と
思
わ
れ
る
「
寛
恕
」
が
無
節
制
と
い
う
弊
害
を
も
た
ら
す
危

険
性
に
自
覚
的
で
あ
）
17
（

り
、
そ
の
具
体
的
場
面
を
教
育
と
統
治
と
い
う
場
に
見
て
い
た
。
彼
は
、『
キ
リ
ス
ト
者
の
君
主
の
教
育
』

（Institutio Principis Christiani, 1516

）
に
お
い
て
、「
教
え
る
者
が
厳
し
す
ぎ
る
あ
ま
り
、
幼
い
魂
が
徳
を
知
る
以
前
に
忌
み
嫌
う
よ
う

に
な
っ
て
も
困
る
が
、
逆
に
指
導
者
が
必
要
以
上
に
厳
し
く
な
い
（indulgentia

）
た
め
に
、
進
む
道
を
誤
っ
て
堕
落
し
て
も
ま
ず
）
18
（

い
」

と
述
べ
る
一
方
、
統
治
の
場
面
に
お
い
て
、
椀
飯
振
舞
や
厳
格
さ
の
誤
っ
た
欠
如
は
、
民
衆
の
悪
い
欲
望
を
刺
激
し
て
何
事
に
も
満
足
で

き
な
い
よ
う
に
さ
せ
、
あ
ら
ゆ
る
面
で
そ
の
欲
望
に
応
え
て
や
ら
な
い
と
彼
ら
が
騒
ぎ
出
す
こ
と
に
な
り
、
民
衆
を
堕
落
さ
せ
る
だ
け
だ

と
述
べ
）
19
（

る
。
こ
の
よ
う
に
、
教
育
と
統
治
の
場
面
に
お
い
て
、
エ
ラ
ス
ム
ス
は
、「
寛
恕
」
が
そ
の
対
象
を
誤
導
し
て
堕
落
さ
せ
る
危
険

性
を
孕
む
も
の
だ
と
捉
え
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
「
寛
恕
」
論
を
媒
介
に
す
る
と
エ
ラ
ス
ム
ス
の
教
育
思
想
と
政
治
思
想
は
あ
る
程
度
ま
で
一
致
す
る
も
の
で
あ
る
。
彼
は
、

被
治
者
た
る
民
衆
お
よ
び
統
治
者
た
る
君
主
の
両
者
に
と
っ
て
教
育
に
よ
る
人
間
形
成
的
側
面
を
重
視
し
て
お
り
、
究
極
的
に
は
人
間
の

完
成
と
い
う
最
終
目
的
の
過
程
に
お
い
て
政
治
を
捉
え
る
プ
ラ
ト
ン
（Platon, B. C. 428/427 -348/347

）
か
ら
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
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（Thom
as Aquinas, 1225 -74

）
に
至
る
思
想
的
伝
）
20
（
統
に
位
置
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
人
間
観
を
例
証
す
る
の
が
、『
教
会
和
合
論
』
で
あ

る
。
エ
ラ
ス
ム
ス
は
当
該
著
作
に
お
い
て
、「
人
間
本
性
は
そ
の
欠
陥
（vitium

）
を
け
っ
し
て
捨
て
な
）
21
（

い
」
と
述
べ
て
人
間
が
可
謬
的
存

在
で
あ
る
こ
と
を
免
れ
な
い
こ
と
を
示
唆
す
る
一
方
、「
完
成
へ
と
段
階
的
に
招
か
れ
る
よ
う
に
人
間
の
弱
さ
（hom

inum
 infirm

itas

）

は
耐
え
ら
れ
）
22
（
る
」
と
述
べ
て
人
間
が
完
成
へ
と
段
階
的
に
進
歩
す
る
存
在
で
あ
る
と
捉
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
彼
は
、
神
の
憐
れ
み

（m
isericordia

）
は
人
間
の
弱
さ
を
支
え
る
（subleuat

）
よ
う
に
準
備
が
で
き
て
い
る
の
で
、
欠
陥
が
治
療
不
可
能
で
な
い
な
ら
、
よ
り

よ
い
機
会
が
現
れ
る
ま
で
黙
殺
）
23
（
し
、
穏
健
で
妥
協
的
な
精
神
で
辛
辣
さ
を
宥
め
て
強
い
薬
の
ま
え
に
軽
い
薬
を
適
用
す
る
の
が
望
ま
し
い

と
い
う
見
解
を
示
し
て
い
）
24
（

る
。
要
す
る
に
、「
寛
恕
」
は
改
善
に
向
か
う
時
間
性
を
特
徴
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
時
の
経

過
と
い
う
時
間
性
に
お
い
て
段
階
的
に
人
間
の
改
善
を
期
待
す
る
エ
ラ
ス
ム
ス
政
治
思
想
は
、
そ
の
一
部
が
た
し
か
に
隣
人
愛
を
旨
と
し

て
悪
を
も
っ
て
悪
に
報
復
す
べ
き
で
は
な
い
と
す
る
キ
リ
ス
ト
教
教
義
の
枠
組
み
の
な
か
に
還
元
さ
れ
て
し
ま
う
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
統
治
に
お
い
て
「
寛
恕
」
の
限
界
が
生
じ
た
と
き
に
は
強
制
力
を
も
っ
て
対
処
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
ま
さ
に
こ
の

「
寛
恕
」
の
限
界
が
生
じ
た
と
き
に
こ
そ
、
エ
ラ
ス
ム
ス
に
と
っ
て
真
の
政
治
、
す
な
わ
ち
隣
人
愛
に
基
づ
く
キ
リ
ス
ト
教
教
義
に
還
元

さ
れ
な
い
権
力
作
用
と
し
て
の
「
政
治
」
が
立
ち
現
わ
れ
る
瞬
間
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
彼
が
君
主
統
治
と
「
寛
恕
」
の
関
係
を
ど
の
よ
う

に
捉
え
て
い
る
か
『
キ
リ
ス
ト
者
の
君
主
の
教
育
』
に
即
し
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。

㈡
　『
キ
リ
ス
ト
者
の
君
主
の
教
育
』
に
お
け
る
死
刑

　
エ
ラ
ス
ム
ス
は
、
君
主
が
読
む
べ
き
著
作
と
し
て
セ
ネ
カ
を
高
く
評
価
し
て
お
り
、
そ
の
『
寛
恕
に
つ
い
て
』
に
依
拠
し
な
が
ら
君
主

が
備
え
る
べ
き
資
質
と
し
て
の
「
寛
恕
」
を
説
）
25
（
き
、
女
王
蜂
と
の
類
比
か
ら
「
針
」
を
持
た
な
い
王
の
姿
こ
そ
偉
大
な
君
主
の
す
ぐ
れ
た

模
範
だ
と
し
て
い
）
26
（

る
。

　
彼
は
、「
寛
恕
」
が
結
果
と
し
て
君
主
自
身
に
も
利
益
を
も
た
ら
す
と
い
う
見
解
を
示
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
彼
は
「
寛
恕
」
は
大



エラスムスにおける「寛恕」と限界

65

衆
の
好
意
を
も
た
ら
す
と
考
え
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、「
寛
恕
」
を
身
に
つ
け
て
い
れ
ば
、
良
心
の
痛
み
を
感
じ
る
者
を
悔
い
改
め
さ

せ
う
る
か
ら
で
あ
）
27
（

る
。
こ
の
よ
う
に
「
寛
恕
」
が
君
主
の
尊
厳
や
評
判
を
左
右
す
る
も
の
だ
と
捉
え
）
28
（

て
、「
公
共
の
利
益
に
資
す
る
の
で

な
い
限
り
、
自
ら
の
身
に
加
え
ら
れ
た
不
正
に
報
復
し
よ
う
と
し
な
い
慈
悲
深
い
心
の
持
ち
主
」
こ
そ
が
、
君
主
の
名
に
値
す
る
と
エ
ラ

ス
ム
ス
は
認
識
し
て
い
）
29
（
る
。

　
そ
の
う
え
で
、
彼
は
君
主
の
み
な
ら
ず
法
そ
れ
自
体
も
「
寛
恕
」
を
持
つ
べ
き
だ
と
考
え
、
罰
を
与
え
る
ま
で
に
時
間
的
猶
予
を
与
え

る
神
の
あ
り
方
と
の
類
似
に
お
い
て
「
寛
恕
」
を
捉
え
て
い
る
。

君
主
そ
の
人
の
よ
う
に
法
は
い
つ
も
、
罪
を
罰
す
る
よ
り
も
赦
す
ほ
う
に
（ad ignoscendum

 quam
 ad puniendum

）
傾
き
が
ち
な
も
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
そ
れ
自
体
で
気
前
の
良
い
こ
と
（benignius

）
だ
か
ら
か
、
そ
れ
は
む
し
ろ
そ
の
怒
り
が
な
か
な
か
処
罰
に
は
向
か
わ
な

い
神
の
や
り
方
（m

ores dei

）
だ
か
ら
か
、
悔
い
改
め
る
人
が
ま
っ
た
く
罰
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
）
30
（
る
。

エ
ラ
ス
ム
ス
は
、
罰
則
よ
り
も
「
寛
恕
」
を
優
先
す
べ
き
だ
と
捉
え
て
い
る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
不
正
に
対
す
る
報
復
」
は

「
公
共
の
利
益
」
に
資
す
る
場
合
に
は
認
め
ら
れ
る
と
考
え
て
い
る
。
彼
は
、
阿
諛
追
従
に
よ
っ
て
君
主
を
誤
導
し
、
戦
争
、
国
民
か
ら

の
収
奪
、
専
制
政
治
、
気
高
い
人
物
か
ら
の
敵
愾
心
を
も
た
ら
す
こ
と
こ
そ
、
真
の
不
正
で
あ
り
大
罪
に
値
す
る
と
考
え
る
一
）
31
（
方
、
法
の

運
用
を
ね
じ
曲
げ
た
者
に
は
誰
に
も
ま
し
て
厳
し
い
罰
が
必
要
だ
と
認
識
し
て
い
）
32
（
る
。
そ
し
て
、
エ
ラ
ス
ム
ス
は
、
死
刑
執
行
の
判
断
基

準
を
人
間
の
改
善
可
能
性
に
見
る
。

最
終
的
な
死
刑
（ultim

um
 supplicium

）
が
呼
び
出
さ
れ
る
ま
え
に
、
す
べ
て
が
試
み
ら
れ
、
ど
ん
な
石
も
動
か
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
、
プ
ラ
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ト
ン
は
正
し
く
警
告
し
て
い
る
。
罪
を
望
ま
な
く
な
る
よ
う
議
論
で
談
判
し
、
そ
れ
か
ら
、
悪
行
へ
の
復
讐
の
恐
れ
、
加
え
て
よ
り
少
な
い
罰
で
脅
し

て
や
め
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
そ
れ
で
効
き
目
が
な
け
れ
ば
、
罰
に
向
か
い
、
そ
れ
で
も
よ
り
軽
微
で
、
人
を
抹
殺
し
て
し
ま
う
の
で
は
な

く
、
病
を
癒
す
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
こ
の
ど
れ
も
う
ま
く
い
か
な
い
な
ら
、
そ
の
と
き
最
後
に
、
見
込
み
の
な
い
治
療
不
能
な
患
部

（m
em
brum

 deploratum
 et im

m
edicabile

）
と
し
て
、
共
通
部
分
が
欠
陥
に
引
き
摺
ら
れ
な
い
よ
う
に
、
仕
方
な
く
法
に
よ
っ
て
切
り
離
さ
れ
る
。

信
頼
で
き
て
学
識
あ
る
医
者
は
、
も
し
罨
法
や
投
薬
に
よ
っ
て
病
気
を
取
り
除
く
こ
と
が
で
き
る
な
ら
、
切
除
や
焼
灼
は
行
わ
ず
、
病
気
に
よ
っ
て
強

制
さ
れ
な
い
な
ら
け
っ
し
て
屈
し
な
い
の
は
、
君
主
が
国
を
ひ
と
つ
の
身
体
と
考
え
、
死
刑
に
至
る
ま
え
に
あ
ら
ゆ
る
治
療
法
を
試
み
る
の
と
同
様
で

あ
）
33
（

る
。

こ
の
よ
う
に
、
エ
ラ
ス
ム
ス
は
、
あ
ら
ゆ
る
治
療
法
に
も
か
か
わ
ら
ず
回
復
の
見
込
み
の
な
い
場
合
に
お
け
る
最
終
手
段
と
し
て
死
刑
を

考
え
て
い
）
34
（
る
。
そ
の
際
に
、
議
論
に
よ
る
説
得
や
罰
の
提
示
と
い
う
段
階
を
踏
ん
だ
時
間
と
い
う
契
機
が
考
慮
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
し

た
が
っ
て
、
彼
の
政
治
思
想
に
お
い
て
、
時
間
的
猶
予
に
お
け
る
改
善
可
能
性
と
い
う
人
間
形
成
的
側
面
こ
そ
、
国
内
統
治
に
お
け
る

「
寛
恕
」
の
限
界
の
判
断
基
準
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
特
徴
を
持
つ
彼
の
「
寛
恕
」
論
の
射
程
は
、
国
内
統
治
に
留
ま
る
も
の
で
は
な

か
っ
た
。
次
章
で
は
、
エ
ラ
ス
ム
ス
「
寛
恕
」
論
の
国
際
関
係
に
お
け
る
展
開
を
見
て
い
き
た
い
。

三
　
エ
ラ
ス
ム
ス
戦
争
論
に
お
け
る
「
寛
恕
」
の
展
開

㈠
　
一
五
一
〇
年
代
半
ば
の
戦
争
平
和
論

　
本
章
で
は
、
戦
争
の
問
題
を
扱
う
こ
と
で
、
エ
ラ
ス
ム
ス
「
寛
恕
」
論
を
国
際
関
係
の
文
脈
に
位
置
づ
け
る
。
第
一
に
、
一
五
一
〇
年
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代
半
ば
の
戦
争
平
和
論
を
概
観
し
、
第
二
に
、『
対
ト
ル
コ
戦
争
論
』（D

e Bello Turcico, 1530

）
に
お
け
る
戦
争
論
を
検
討
す
る
こ
と
で
、

両
者
に
お
け
る
死
刑
と
戦
争
の
関
係
に
対
す
る
捉
え
方
の
違
い
か
ら
、
戦
争
に
お
い
て
も
「
寛
恕
」
を
強
調
し
て
い
た
エ
ラ
ス
ム
ス
が
、

現
実
に
直
面
し
た
世
界
情
勢
か
ら
処
罰
の
必
要
性
を
強
調
す
る
変
化
が
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

　
ま
ず
、
彼
に
よ
る
戦
争
と
平
和
の
定
義
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
エ
ラ
ス
ム
ス
に
よ
れ
ば
、「
戦
争
（bellum

）
と
は
、
複
数
者
間
の
不

和
（sim

ultas
）」
で
あ
り
、「
平
和
（Pax

）
と
は
、
多
く
の
人
々
の
相
互
の
友
愛
（am

ic

）
35
（itia

）」
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
彼
に
と
っ
て
戦
争

と
は
、
鈴
木
宜
則
の
整
理
に
よ
れ
ば
、
政
治
社
会
同
士
の
武
装
集
団
に
よ
る
戦
闘
行
為
（
狭
義
）
の
み
な
ら
ず
、
裁
判
所
な
ど
で
の
争
論
、

都
市
住
民
間
の
不
和
、
宮
廷
内
の
分
裂
、
学
者
間
の
対
立
、
宗
教
界
の
分
裂
、
夫
婦
間
の
不
和
、
個
人
内
の
理
性
と
情
念
の
葛
藤
の
よ
う

な
人
間
社
会
の
諸
側
面
に
生
じ
る
不
和
（
広
義
）
で
も
あ
っ
）
36
（
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
彼
が
最
も
重
視
し
た
の
は
国
の
あ
い
だ
の
戦
争
で
あ

り
、
本
節
で
は
こ
れ
を
中
心
に
扱
う
。

　
エ
ラ
ス
ム
ス
に
と
っ
て
、
戦
争
に
訴
え
る
の
は
、
平
和
を
守
る
た
め
の
あ
ら
ゆ
る
手
立
て
を
試
み
て
万
策
尽
き
た
う
え
で
の
最
後
の
手

段
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
に
無
辜
の
民
の
血
が
可
能
な
限
り
流
れ
ず
に
済
む
よ
う
力
を
尽
く
す
の
が
望
ま
し
）
37
（

い
。
そ
こ
で
、
彼
は
『
戦
争
は

体
験
せ
ぬ
者
に
こ
そ
快
し
』（D
ulce bellum

 inexpertis, 1515

）
や
『
平
和
の
訴
え
』（Q

uerela Pacis, 1517

）
に
お
い
て
、
指
導
的
立
場
に

あ
る
キ
リ
ス
ト
者
の
知
性
や
信
仰
心
に
訴
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
も
鈴
木
の
整
理
に
よ
る
な
ら
ば
、
獣
類
や
異
教
徒
と
の
比
較
、

戦
争
に
よ
る
不
経
済
性
、
社
会
的
指
導
層
へ
の
役
割
と
自
覚
の
促
し
、
貴
族
や
法
官
に
よ
る
君
主
の
心
構
え
の
体
得
、
人
間
本
性
の
見
直

し
に
よ
る
人
間
と
し
て
の
自
覚
な
ど
へ
の
訴
え
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
う
し
た
試
み
を
実
現
す
る
も
の
と
し
て
、
彼
の
戦
争
平
和
論
は
戦
争

予
防
の
具
体
的
方
策
を
提
案
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
領
土
画
定
、
君
主
の
子
孫
の
権
限
が
及
ぶ
範
囲
の
限
定
と
政
略
結
婚

に
よ
る
他
国
民
と
の
結
婚
の
回
避
、
血
縁
関
係
の
最
も
近
い
者
か
人
民
投
票
に
よ
る
王
位
継
承
、
君
主
の
長
期
間
の
旅
行
の
回
避
、
戦
争

の
検
討
の
際
に
若
者
を
斥
け
て
年
配
の
意
見
を
聞
く
こ
と
、
市
民
の
合
意
、
金
銭
的
解
決
、
法
律
の
存
在
、
学
者
や
修
道
院
長
や
司
教
に

よ
る
仲
裁
、
聖
職
者
の
戦
争
不
参
加
な
ど
で
あ
）
38
（
る
。
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一
方
で
、
防
衛
戦
争
の
問
題
に
つ
い
て
も
エ
ラ
ス
ム
ス
は
取
り
上
げ
て
い
る
。
戦
争
を
攻
撃
戦
争
と
防
衛
戦
争
と
に
最
初
に
区
別
し
て

用
い
た
の
は
ビ
ト
リ
ア
（Francisco de V

itoria, c. 1483 / 1486 -1546

）
の
『
イ
ン
デ
ィ
オ
に
つ
い
て
の
、
ま
た
は
野
蛮
人
に
対
す
る
イ
ス

パ
ニ
ア
人
の
戦
争
の
法
に
つ
い
て
の
第
二
の
特
別
講
義
』（Relectio Posterior de indis, sive de jure belli hispanorum

 in barbarous, 

1539

）
だ
と
す
る
見
解
が
あ
る
）
39
（
が
、
エ
ラ
ス
ム
ス
は
一
五
一
〇
年
代
半
ば
の
戦
争
平
和
論
に
お
い
て
す
で
に
両
者
を
区
別
し
て
い
た
。
そ

し
て
、
彼
は
侵
略
者
に
対
す
る
防
衛
戦
争
は
や
む
を
え
な
い
も
の
と
し
て
容
認
し
て
い
）
40
（

た
。
そ
れ
ゆ
え
、
彼
は
い
っ
さ
い
の
戦
争
を
否
定

す
る
絶
対
平
和
主
義
者
で
は
な
）
41
（
い
。
た
だ
し
、
こ
う
し
た
防
衛
戦
争
の
場
合
に
も
、
あ
く
ま
で
福
音
に
ふ
さ
わ
し
い
「
寛
恕
」
に
基
づ
い

た
態
度
こ
そ
重
要
だ
と
彼
は
考
え
て
い
）
42
（

る
。

　
他
方
で
、
正
戦
の
問
題
も
エ
ラ
ス
ム
ス
は
扱
っ
て
い
る
。
彼
が
正
義
の
戦
争
と
い
う
考
え
方
自
体
に
反
対
し
て
お
り
、
正
戦
と
い
う
見

方
に
懐
疑
的
で
伝
統
的
な
正
戦
の
観
念
を
否
定
し
た
と
す
る
見
解
が
あ
る
）
43
（

が
、
エ
ラ
ス
ム
ス
は
、「
正
し
い
戦
争
と
い
う
も
の
が
仮
に
有

り
う
る
と
し
て
も
、
世
界
の
現
状
を
考
え
れ
ば
、
そ
う
い
う
戦
争
が
ひ
と
つ
で
も
見
つ
か
る
か
ど
う
か
疑
わ
し
い
…
…
ど
れ
だ
け
正
し
い

戦
争
で
あ
っ
て
も
、
戦
争
は
す
べ
て
疑
っ
て
か
か
る
必
要
が
あ
）
44
（

る
」
と
述
べ
る
一
方
、「
戦
争
に
も
正
し
い
戦
争
が
あ
る
と
認
め
て

よ
）
45
（
い
」
と
慎
重
に
述
べ
て
い
）
46
（
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
彼
は
た
し
か
に
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
（Aurelius Augustinus, 354 -430

）
や
ベ
ル
ナ
ル

ド
ゥ
ス
（Bernardus Claravallensis 1090 -1153

）
に
対
し
て
、
キ
リ
ス
ト
自
身
や
ペ
ト
ロ
と
パ
ウ
ロ
な
ど
の
使
徒
の
絶
対
平
和
論
を
対
置

す
る
こ
と
で
伝
統
的
な
正
戦
論
に
対
す
る
疑
義
を
示
し
て
い
る
）
47
（
が
、
正
戦
自
体
を
否
定
し
て
い
た
と
結
論
す
る
こ
と
は
で
き
な
）
48
（
い
。

　
さ
て
、
彼
は
、『
戦
争
は
体
験
せ
ぬ
者
に
こ
そ
快
し
』
に
お
い
て
、
法
律
に
よ
る
悪
の
処
罰
と
戦
争
に
よ
る
悪
の
処
罰
の
あ
い
だ
に
は

差
異
が
あ
る
と
論
じ
）
49
（

る
。

は
た
し
て
ひ
と
り
や
も
う
ひ
と
り
の
不
確
か
な
罰
を
我
々
が
要
求
し
、
ひ
と
し
く
我
々
や
近
し
い
人
や
無
辜
の
敵
を
、
こ
の
よ
う
に
た
し
か
に
我
々
は

呼
ぶ
の
だ
が
、
あ
る
難
局
に
陥
ら
せ
る
よ
り
も
、
少
数
を
罰
し
な
い
ま
ま
捨
て
お
く
の
を
許
す
ほ
う
が
ま
さ
っ
て
い
る
。
望
ま
し
い
の
は
、
全
身
に
重
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大
な
破
滅
な
し
に
治
療
で
き
な
い
傷
（vulnus, cui sine gravi totius corpopris pernicie

）
を
捨
て
お
く
こ
と
で
あ
）
50
（
る
。

こ
の
よ
う
に
、
エ
ラ
ス
ム
ス
は
、
悪
を
罰
す
る
た
め
の
戦
争
と
法
律
に
よ
る
刑
罰
の
違
い
を
示
し
、
戦
争
の
も
た
ら
す
被
害
の
甚
大
さ
に

よ
る
比
較
衡
量
か
ら
、「
寛
恕
」
に
よ
っ
て
少
数
の
悪
行
を
放
置
す
る
ほ
う
が
効
果
の
不
確
か
な
戦
争
に
訴
え
て
敵
味
方
双
方
を
災
難
に

巻
き
込
む
よ
り
も
望
ま
し
い
と
い
う
認
識
を
示
し
て
い
た
。
そ
れ
で
は
、
国
際
関
係
に
お
け
る
こ
う
し
た
「
寛
恕
」
と
戦
争
を
め
ぐ
る
エ

ラ
ス
ム
ス
の
時
間
性
の
契
機
を
重
視
す
る
視
座
を
踏
ま
え
、
次
節
で
は
彼
が
「
ト
ル
コ
の
脅
威
」
と
い
う
現
実
的
脅
威
に
ど
の
よ
う
に
対

処
し
よ
う
と
し
た
の
か
確
認
し
た
い
。

㈡
　『
対
ト
ル
コ
戦
争
論
』

　
前
節
で
見
た
よ
う
に
、
エ
ラ
ス
ム
ス
に
お
い
て
は
、
一
五
一
〇
年
代
半
ば
の
戦
争
論
に
お
い
て
法
律
に
よ
る
刑
罰
と
戦
争
の
差
異
を
強

調
し
、「
寛
恕
」
に
傾
い
て
戦
争
を
回
避
す
る
傾
向
が
よ
り
強
か
っ
た
。
両
者
の
関
係
の
捉
え
方
に
お
い
て
新
た
な
展
開
を
示
し
て
い
る

の
が
『
対
ト
ル
コ
戦
争
論
』
で
あ
る
。
彼
が
そ
の
戦
争
論
に
お
い
て
新
た
な
側
面
を
示
す
こ
と
に
な
る
一
五
一
〇
年
代
半
ば
か
ら
一
五
三

〇
年
の
あ
い
だ
に
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
を
揺
る
が
す
二
つ
の
大
き
な
出
来
事
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
ル
タ
ー
（M

artin Luther, 

1483 -1546

）「
九
五
カ
条
の
論
題
」（
一
五
一
七
年
）
に
は
じ
ま
る
宗
教
改
革
や
そ
れ
に
伴
う
ド
イ
ツ
農
民
戦
）
51
（

争
と
、
一
五
二
〇
年
代
に
顕

著
に
な
る
一
連
の
「
ト
ル
コ
の
脅
威
」
で
あ
）
52
（
る
。

　
こ
う
し
た
国
際
社
会
の
変
動
過
程
に
お
い
て
、
ル
タ
ー
は
ト
ル
コ
人
が
侵
略
し
て
も
そ
れ
は
神
の
摂
理
た
る
「
神
の
鞭
」
で
あ
り
、
ト

ル
コ
人
に
対
し
て
戦
争
を
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
主
張
し
て
い
）
53
（
た
。
こ
の
よ
う
な
ル
タ
ー
の
主
張
に
対
し
て
、
エ
ラ
ス
ム
ス
は
『
対

ト
ル
コ
戦
争
論
』
に
お
い
て
、「
戦
争
を
す
る
権
利
（bellandi ius

）
は
キ
リ
ス
ト
者
に
は
全
面
的
に
否
定
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
人
々
」
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の
議
論
を
危
険
視
し
て
い
）
54
（
る
。
た
だ
し
、
彼
は
ル
タ
ー
派
の
意
見
だ
け
を
批
判
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
彼
は
十
字
軍

の
唱
道
者
と
ル
タ
ー
に
代
表
さ
れ
る
立
場
の
双
方
へ
の
両
面
批
判
を
展
開
し
て
い
る
か
ら
で
あ
）
55
（

る
。

　
そ
の
際
に
、
法
律
に
よ
る
刑
罰
と
戦
争
の
関
係
は
、
裁
判
官
の
刑
罰
権
と
君
主
の
戦
争
の
権
利
の
関
係
と
し
て
類
比
的
に
考
え
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。

も
し
あ
る
ひ
と
が
キ
リ
ス
ト
者
の
戦
争
の
権
利
（ius belli

）
を
ま
っ
た
く
取
り
除
く
な
ら
、
同
様
に
裁
判
官
に
よ
る
侵
害
者
を
罰
す
る
権
利
（ius 

puniendi nocentes
）
を
取
り
除
く
の
が
当
然
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
も
し
犯
罪
が
他
の
手
段
で
も
矯
正
で
き
な
い
な
ら
、
戦
争
は
多
数
者
に
よ
る

多
数
者
の
罰
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
…
…
そ
れ
で
も
裁
判
官
の
法
的
権
利
を
取
り
除
く
と
こ
ろ
は
ど
こ
に
も
な
い
。
さ
ら
に
、
パ
ウ
ロ
は
悪
人
を
罰
し
、

善
人
を
称
讃
す
る
よ
う
も
た
ら
さ
れ
る
剣
を
認
め
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
）
56
（
る
。
…
…
キ
リ
ス
ト
者
の
あ
い
だ
に
は
国
の
静
穏
を
維
持
す
る
方
法
が
他
に

な
い
の
で
、
も
し
法
や
習
慣
（legibus ac m
onitis

）
に
誰
も
従
わ
な
い
な
ら
、
罰
の
恐
れ
に
よ
っ
て
罪
深
い
人
々
を
抑
制
す
る
必
要
が
世
俗
の
裁
判

官
に
は
あ
る
と
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
し
我
々
が
裁
判
官
に
力
（potestatem

）
を
引
き
渡
す
な
ら
、
我
々
は
同
様
に
君
主
に
戦
争
の
権
利
を
引

き
渡
す
の
が
当
然
で
あ
）
57
（

る
。

こ
の
よ
う
に
、
エ
ラ
ス
ム
ス
は
侵
害
者
に
対
す
る
罰
則
に
よ
る
抑
止
効
果
と
し
て
の
裁
判
権
と
の
類
比
に
お
い
て
、
君
主
の
戦
争
の
権
利

を
認
め
て
い
る
。
し
か
し
、
彼
は
こ
う
し
た
戦
争
の
権
利
を
全
面
的
に
認
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
条
件
に
よ
っ
て
限
定

し
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
私
は
ま
た
キ
リ
ス
ト
者
の
あ
い
だ
で
勃
発
し
て
い
る
戦
争
よ
り
重
要
な
す
べ
て
が
試
み
ら
れ
る
の
が
当
然
だ
と
全
面
的
に
確
信
し
、

そ
し
て
ま
た
、
も
し
す
べ
て
の
治
療
法
（om

nibus rem
ediis

）
が
虚
し
く
尽
き
て
避
け
ら
れ
な
い
も
の
で
な
い
な
ら
、
た
と
え
原
因
が
あ
っ
て
、
い

か
に
深
刻
で
正
当
で
あ
っ
て
も
、
絶
対
に
戦
争
は
着
手
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
、
も
し
支
配
欲
や
、
野
心
や
、
私
憤
や
、
復
讐
欲
が
戦
争
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を
促
す
な
ら
、
戦
争
（bellum

）
で
は
な
く
、
略
奪
（latrocinium

）
な
の
は
明
白
だ
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
戦
争
を
遂
行
す
る
こ
と
は
キ
リ
ス
ト

者
の
君
主
の
特
別
な
役
目
で
あ
る
が
、
し
か
し
彼
ら
は
自
分
た
ち
の
市
民
や
祖
国
の
合
意
な
く
し
て
、
す
べ
て
の
な
か
で
最
も
危
険
な
こ
の
手
段
に
着

手
す
べ
き
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
も
し
不
可
避
の
必
要
が
、
全
面
的
に
戦
争
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
促
す
な
ら
、
す
べ
て
の
人
の
努
力
に
よ
っ
て
、
で
き

る
だ
け
最
小
限
の
人
が
赴
く
よ
う
に
、
で
き
る
だ
け
最
小
の
流
血
で
、
で
き
る
だ
け
速
や
か
に
戦
争
が
終
え
ら
れ
る
の
が
キ
リ
ス
ト
者
の
寛
恕
で
あ
）
58
（

る
。

エ
ラ
ス
ム
ス
は
、
他
の
可
能
な
治
療
法
が
試
み
ら
れ
た
う
え
で
の
、
最
終
手
段
と
し
て
戦
争
を
捉
え
て
お
り
、
国
内
統
治
に
お
け
る
最
終

手
段
と
し
て
の
死
刑
適
用
の
条
件
と
同
様
に
考
え
て
い
る
。
の
み
な
ら
ず
、
戦
争
に
は
市
民
や
祖
国
の
合
意
が
必
要
で
あ
り
、
最
小
の
流

血
で
、
で
き
る
限
り
速
や
か
に
そ
れ
を
終
え
る
あ
ら
ゆ
る
努
力
に
よ
っ
て
戦
争
を
遂
行
す
る
の
が
君
主
の
特
別
な
役
目
だ
と
見
て
い
る
。

具
体
例
と
し
て
、
彼
は
、
イ
タ
リ
ア
へ
の
蛮
族
の
侵
入
を
皇
帝
テ
オ
ド
シ
ウ
ス
（Theodosius I, 347 -95

）
が
撃
退
し
た
際
の
ア
ン
ブ
ロ

シ
ウ
ス
（Am

brosius, 339 -97

）
の
戦
争
）
59
（
論
を
と
り
あ
げ
、「
国
の
静
穏
以
外
の
目
的
な
し
で
、
も
し
戦
争
が
敬
虔
な
精
神
に
お
い
て
戦
わ

れ
な
い
な
ら
、
い
か
に
必
要
で
正
当
で
も
、
戦
争
を
認
め
な
）
60
（

い
」
と
断
じ
て
い
る
。

　
そ
れ
で
は
、
武
器
を
持
た
な
い
キ
リ
ス
ト
者
は
ど
の
よ
う
に
保
護
さ
れ
る
と
エ
ラ
ス
ム
ス
は
捉
え
て
い
た
の
か
。

一
種
の
我
々
の
質
問
、
す
な
わ
ち
、
も
し
法
や
武
器
（legibus et arm

is

）
で
保
護
す
る
人
が
誰
も
い
な
け
れ
ば
、
い
か
に
キ
リ
ス
ト
教
国
が
持
ち
こ

た
え
う
る
か
に
、
相
互
の
質
問
で
答
え
る
習
慣
が
あ
る
人
が
い
て
、
世
俗
の
裁
判
官
（m

agistratus prophanos

）
も
、
武
器
（arm

a

）
も
、
火
砲

（torm
enta

）
も
な
い
と
き
に
、
い
か
に
し
て
キ
リ
ス
ト
教
国
は
存
在
し
て
、
成
長
す
る
の
か
。
と
こ
ろ
で
、
教
会
が
か
よ
う
な
始
め
で
出
現
し
た
の

は
好
都
合
で
あ
っ
た
が
、
た
え
ず
物
事
が
同
じ
状
態
で
あ
る
必
要
は
な
い
。
そ
れ
は
奇
跡
で
成
長
し
た
が
、
そ
れ
は
い
ま
や
必
要
と
さ
れ
な
い
。
そ
れ

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
と
き
教
会
の
静
穏
は
異
教
徒
の
裁
判
官
に
従
っ
て
守
ら
れ
て
い
た
、
と
い
う
の
も
、
そ
の
と
き
キ
リ
ス
ト
者
を
殺
す
の
を
許

さ
れ
て
い
た
人
は
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
）
61
（
る
。
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こ
の
よ
う
に
、
エ
ラ
ス
ム
ス
は
、
物
事
は
時
に
応
じ
て
変
化
が
伴
う
も
の
だ
と
い
う
相
対
的
な
見
方
を
示
し
、
初
期
教
会
に
お
い
て
も

教
会
の
静
穏
は
異
教
徒
の
裁
判
官
に
よ
っ
て
あ
る
程
度
は
守
ら
れ
た
と
考
え
て
い
る
。
ま
た
、
侵
害
者
に
対
し
て
市
民
生
活
と
財
産
を
守

る
た
め
の
世
俗
君
主
の
戦
争
権
や
裁
判
官
の
処
罰
は
必
要
で
は
あ
る
が
、
敬
虔
さ
を
旨
と
す
る
教
会
は
そ
う
し
た
戦
争
や
処
刑
か
ら
後
退

す
べ
き
だ
と
彼
は
考
え
て
い
）
62
（
る
。

　
結
局
、
彼
が
説
い
て
い
る
の
は
、
世
俗
統
治
者
と
聖
職
者
の
役
割
分
担
で
あ
っ
て
、
権
力
行
使
を
伴
う
俗
事
へ
の
聖
職
者
の
介
入
を
彼

は
否
定
す
る
。
と
い
う
の
も
、「
彼
ら
﹇
聖
職
者
﹈
の
戦
い
は
神
の
た
め
で
あ
り
、
彼
ら
は
俗
事
に
従
事
す
る
よ
う
に
な
っ
て
は
な
ら
な

い
。
戦
争
は
か
よ
う
に
無
情
な
も
の
な
の
で
ほ
と
ん
ど
異
教
的
と
呼
ば
れ
う
る
。
も
し
聖
職
者
に
と
っ
て
戦
争
を
す
る
こ
と
が
正
し
い
な

ら
、
彼
ら
に
と
っ
て
処
刑
人
（carnificem

）
に
な
る
こ
と
も
同
様
に
正
し
い
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
）
63
（
う
」
と
彼
は
述
べ
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
と
り
わ
け
、
エ
ラ
ス
ム
ス
は
教
皇
に
関
し
て
舌
鋒
鋭
く
批
判
し
て
い
）
64
（

る
。

　
さ
ら
に
注
目
す
べ
き
は
、
教
皇
、
皇
帝
、
ト
ル
コ
の
三
者
が
結
託
し
て
キ
リ
ス
ト
教
世
界
を
裏
切
る
と
い
う
巷
間
の
噂
を
彼
が
認
識
し

て
お
り
、
ト
ル
コ
戦
争
と
い
う
口
実
の
も
と
で
君
主
が
中
央
集
権
化
を
推
進
し
て
絶
対
主
義
国
家
へ
と
向
か
う
同
時
代
の
政
治
過
程
を
把

握
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

い
ま
や
君
主
た
ち
が
こ
こ
で
は
婉
曲
的
手
段
で
振
舞
う
と
疑
わ
な
い
人
は
い
な
い
。
す
な
わ
ち
、
ト
ル
コ
戦
争
の
口
実
で
、
都
市
、
田
舎
、
人
々
を
略

奪
し
、
法
（legibus

）
を
圧
迫
し
、
国
の
自
由
（rerum

 publicarum
 libertate

）
を
消
滅
さ
せ
、
議
会
の
権
威
を
追
い
払
い
、
教
会
の
位
階
の
尊
厳

を
蹂
躙
し
、
少
数
の
気
ま
ぐ
れ
で
管
理
さ
れ
、
ト
ル
コ
の
管
理
下
で
す
る
よ
う
に
、
す
べ
て
は
名
誉
あ
る
方
法
よ
り
も
武
器
の
力
（arm

is veri

）
で

振
舞
わ
れ
）
65
（

る
。

た
だ
し
、
彼
は
教
皇
の
俗
事
へ
の
介
入
を
全
否
定
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
エ
ラ
ス
ム
ス
は
、
ロ
ー
マ
教
皇
も
た
だ
の
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人
間
だ
と
し
て
そ
の
可
謬
性
を
認
め
な
が
ら
）
66
（
も
、
上
位
権
力
者
の
い
な
い
君
主
同
士
を
教
皇
が
調
停
す
べ
き
だ
と
考
え
て
い
た
か
ら
で
あ

る
。

も
し
そ
の
習
性
か
ら
民
衆
が
暴
動
を
起
こ
す
な
ら
君
主
に
よ
っ
て
抑
制
さ
れ
る
が
、
彼
ら
は
国
に
お
い
て
こ
う
す
る
の
が
当
然
で
あ
り
、
体
に
お
い
て

眼
、
魂
に
お
い
て
理
性
（ratio

）
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
も
し
君
主
が
暴
動
を
起
こ
す
な
ら
、
も
ち
ろ
ん
教
皇
が
そ
の
賢
慮
（prudentia

）
と
、
そ
の

権
威
（auctoritate
）
で
騒
動
の
事
柄
を
鎮
静
す
べ
き
で
あ
）
67
（

る
。

こ
う
し
た
役
割
は
教
皇
の
み
な
ら
ず
他
の
聖
職
者
に
も
期
待
さ
れ
て
い
た
が
、
同
時
代
の
サ
ラ
マ
ン
カ
学
派
の
ビ
ト
リ
ア
や
の
ち
の
ス
ア

レ
ス
（Francisco Suarez, 1548 -1617
）
な
ど
が
正
戦
論
を
め
ぐ
っ
て
自
然
法
、
神
法
、
万
民
法
、
国
法
と
い
う
ス
コ
ラ
的
伝
統
の
区
分

を
用
い
る
こ
と
で
、
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
（H
ugo G

rotius, 1583 -1645

）『
戦
争
と
平
和
の
法
』（D

e iure belli ac pacis, 1625

）
に
代
表
さ
れ
る

主
権
国
家
を
前
提
と
す
る
国
際
法
へ
と
架
橋
す
る
議
論
を
展
）
68
（

開
し
て
理
論
的
整
備
を
行
う
以
前
に
、
エ
ラ
ス
ム
ス
は
、
君
主
同
士
の
争
い

の
仲
裁
手
段
と
し
て
法
の
み
な
ら
ず
教
皇
を
は
じ
め
と
し
た
聖
職
者
や
学
識
者
の
役
割
を
構
想
し
て
い
た
。
た
だ
し
、
ジ
ャ
ン
・
ボ
ダ
ン

（Jean Bodin, 1530 -96

）
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
る
主
権
概
念
が
そ
の
対
外
的
独
立
性
の
契
機
に
よ
っ
て
ロ
ー
マ
教
皇
の
介
入
を
排
除
す
る

の
に
対
）
69
（
し
、
そ
う
し
た
主
権
概
念
成
立
以
前
の
時
期
だ
っ
た
か
ら
こ
そ
彼
は
調
停
者
と
し
て
の
教
皇
の
役
割
を
構
想
し
え
た
と
見
る
こ
と

も
で
き
よ
う
。

　
ま
と
め
る
と
、
エ
ラ
ス
ム
ス
は
、
戦
争
を
国
際
関
係
に
お
い
て
万
策
尽
き
た
う
え
で
の
最
終
手
段
と
し
て
捉
え
る
こ
と
自
体
に
変
化
は

な
か
っ
た
が
、
一
五
一
〇
年
代
の
半
ば
の
戦
争
平
和
論
に
お
い
て
は
、
死
刑
と
戦
争
の
違
い
を
強
調
し
て
い
た
の
に
対
し
、『
対
ト
ル
コ

戦
争
論
』
に
至
っ
て
、
裁
判
官
の
刑
罰
権
と
君
主
の
戦
争
権
を
類
比
的
に
見
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、「
寛
恕
」
論
と
の
関
係
で

は
、
死
刑
と
戦
争
の
違
い
を
強
調
し
て
い
た
時
期
に
は
、
エ
ラ
ス
ム
ス
は
対
外
関
係
に
お
け
る
「
寛
恕
」
を
重
視
し
て
よ
り
戦
争
を
回
避
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し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
強
か
っ
た
の
に
対
し
、
一
五
二
〇
年
代
に
お
け
る
ド
イ
ツ
農
民
戦
争
や
ト
ル
コ
の
脅
威
と
い
っ
た
現
実
的
脅
威
を

目
の
当
た
り
に
す
る
な
か
で
、
様
々
な
限
定
を
付
し
な
が
ら
も
、
抑
止
効
果
と
し
て
の
為
政
者
の
実
力
行
使
を
積
極
的
に
認
め
る
よ
う
に

な
っ
）
70
（
た
。

　
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
興
味
深
い
の
は
、『
対
ト
ル
コ
戦
争
論
』
と
同
時
期
の
一
五
三
〇
年
八
月
一
八
日
カ
ン
ペ
ッ
ジ
ョ
宛
書
簡
で

は
、「
寛
恕
」
に
よ
る
時
間
的
猶
予
の
な
か
で
の
治
療
可
能
性
が
国
内
統
治
の
み
な
ら
ず
国
際
関
係
に
お
け
る
戦
争
と
い
う
問
題
に
お
い

て
も
あ
て
は
ま
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
エ
ラ
ス
ム
ス
は
、「
時
間
（tem

pus

）
と
い
う
も
の
は
癒
し
が

た
い
病
さ
え
も
治
療
す
る
の
で
す
（affert rem

edium
 im
m
edicabilibus m

alis

）。
あ
る
状
況
の
も
と
で
（
た
と
え
ば
ボ
ヘ
ミ
ア
派
の
よ
う
に
）

分
派
を
許
容
す
る
こ
と
が
け
っ
し
て
望
ま
し
く
は
な
い
こ
と
を
わ
た
し
は
認
め
ま
す
。
し
か
し
そ
れ
さ
え
も
決
し
て
戦
争
ほ
ど
に
は
い
け

な
い
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
に
し
て
も
、
何
と
い
う
戦
乱
で
あ
り
ま
し
ょ
う
）
71
（
か
」
と
述
べ
て
、「
寛
恕
」
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ

る
時
間
が
戦
争
に
お
け
る
混
乱
を
回
避
し
て
そ
れ
を
治
療
す
る
可
能
性
を
孕
ん
で
い
る
こ
と
を
含
意
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、

次
章
で
は
、
国
内
統
治
、
国
際
関
係
に
お
け
る
時
間
的
猶
予
に
お
け
る
改
善
可
能
性
と
い
う
エ
ラ
ス
ム
ス
「
寛
恕
」
論
の
特
徴
を
踏
ま
え
、

そ
の
射
程
が
現
世
統
治
に
留
ま
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

四
　
エ
ラ
ス
ム
ス
神
学
に
お
け
る
「
寛
恕
」
と
最
後
の
審
判

㈠
　
エ
ラ
ス
ム
ス
に
お
け
る
宗
教
的
異
端
へ
の
寛
容

　
本
章
で
は
、
前
二
章
で
の
検
討
を
踏
ま
え
、
世
俗
に
お
け
る
宗
教
的
異
端
と
神
学
的
救
済
論
を
扱
う
こ
と
で
、
エ
ラ
ス
ム
ス
「
寛
恕
」

論
に
お
け
る
世
俗
と
彼
岸
の
連
続
性
を
明
ら
か
に
す
る
。
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エ
ラ
ス
ム
ス
は
、
宗
教
改
革
の
進
展
に
つ
れ
て
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
み
な
ら
ず
カ
ト
リ
ッ
ク
保
守
的
神
学
者
か
ら
の
攻
撃
に
も
晒
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。
彼
の
聖
書
解
釈
は
、
パ
リ
大
学
神
学
部
評
議
員
の
ノ
エ
ル
・
ベ
ダ
（N

oël Béda, c. 1470 -15

）
72
（37

）
が
神
学
部
の
承
認

を
得
て
発
表
し
た
『
覚
書
』（A

nnotationes N
atalis Bedae doctoris theologi Parisiensis in Jacobum

 Fabrum
 Stapulensem

 et in D
esiderium

 

Erasm
um
 Roterodam

um
, 1526

）
に
お
い
て
異
端
的
と
さ
れ
た
。
こ
れ
は
ま
た
、
イ
ス
パ
ニ
ア
に
お
い
て
も
多
く
の
修
道
士
・
神
学
者
に

よ
っ
て
問
題
視
さ
れ
、
バ
リ
ャ
ド
リ
ド
会
談
（
一
五
二
七
）
に
お
い
て
議
論
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
批
判
に
対
し
て
、
エ
ラ

ス
ム
ス
は
、『
ノ
エ
ル
・
ベ
ダ
の
誣
告
払
い
』（Supputatio calum

niarum
 N
atalis Bedae, 1526

）、『
イ
ス
パ
ニ
ア
の
修
道
士
に
対
す
る
弁

明
』（A

pologia adversus m
onachos H

ispanos, 

執
筆:1527, 

出
版:1528

）、『
パ
リ
大
学
神
学
部
検
閲
に
対
す
る
言
明
』（D

eclarationes ad 

censuras Lutetiae vulgatas sub nom
ine facultatis theologiae Parisiensis, 1532

）
な
ど
で
反
駁
を
試
み
）
73
（

た
。

　
エ
ラ
ス
ム
ス
は
、
宗
教
的
異
端
の
問
題
を
扱
う
こ
う
し
た
著
作
に
お
い
て
も
、
死
刑
や
戦
争
に
お
け
る
世
俗
権
力
の
行
使
を
限
定
し
て

い
た
。
と
い
う
の
も
、
彼
は
異
端
の
処
遇
に
つ
い
て
、「
キ
リ
ス
ト
者
の
君
主
た
る
も
の
は
、
そ
れ
が
こ
の
う
え
な
く
必
要
な
場
合
に
も

な
お
か
つ
、
他
の
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
試
み
る
こ
と
な
し
に
は
剣
を
抜
く
べ
き
で
は
な
い
、
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
試
み
尽
し
た
と
き
に
の
み
は

じ
め
て
剣
を
抜
く
べ
き
で
あ
り
、
し
か
も
戦
争
（bellum

）
で
あ
れ
人
を
死
刑
に
処
す
る
場
合
（capite puniendos

）
で
あ
れ
、
大
い
な
る

恐
れ
を
も
っ
て
抜
く
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
を
、
銘
記
せ
ね
ば
な
ら
な
）
74
（
い
」
と
述
べ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、
エ
ラ
ス
ム
ス
は
、

異
端
の
存
在
を
認
め
て
い
る
。
し
か
も
こ
の
と
き
彼
ら
は
、「
自
己
の
利
益
の
た
め
に
邪
悪
な
ド
グ
マ
で
教
会
の
平
和
を
乱
す
）
75
（
者
」
だ
と

定
義
さ
れ
る
。
け
れ
ど
も
、
思
想
上
の
異
端
が
反
乱
や
動
乱
に
結
び
つ
い
た
場
合
、
異
端
と
い
う
理
由
で
は
な
く
、
万
人
の
服
従
す
べ
き

世
俗
の
法
の
侵
犯
と
し
て
処
罰
さ
れ
る
べ
き
だ
と
彼
は
考
え
て
い
）
76
（
た
。
だ
か
ら
彼
は
、
ル
タ
ー
派
に
対
す
る
実
力
行
使
に
反
対
す
る
一
）
77
（
方
、

ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
に
お
け
る
再
洗
礼
派
の
過
激
な
逸
脱
行
為
に
対
し
て
は
反
感
を
抱
く
の
で
あ
）
78
（

る
。
そ
れ
ゆ
え
、
彼
は
世
俗
権
力
の
介
入
を

無
条
件
で
否
認
し
て
い
る
わ
け
で
も
、
異
端
の
無
制
限
の
自
由
を
主
張
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。

　
一
方
、
教
会
が
自
ら
異
端
の
死
刑
を
主
張
す
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
エ
ラ
ス
ム
ス
は
考
え
て
い
）
79
（

た
。
教
会
に
は
異
端
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撲
滅
の
た
め
に
強
制
力
を
用
い
る
権
利
は
な
い
と
彼
が
説
い
た
の
が
、「
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
」
に
お
け
る
〈
毒
麦
の
譬
）
80
（
え
〉
に
関
す

る
釈
義
で
あ
る
。
当
該
〈
毒
麦
の
譬
え
〉
は
、
こ
れ
を
い
か
に
解
釈
す
る
か
に
よ
っ
て
異
端
に
関
す
る
寛
容
・
不
寛
容
二
つ
の
態
度
に
分

か
れ
る
キ
ー
・
ア
ナ
ロ
ジ
）
81
（
ー
と
し
て
、
す
で
に
古
代
教
父
の
時
代
か
ら
問
題
に
な
っ
て
い
た
。
こ
の
譬
え
全
体
に
新
し
い
解
釈
を
与
え
た

の
が
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
で
あ
り
、
毒
麦
と
良
い
麦
と
が
明
白
に
区
別
で
き
る
場
合
に
は
、
す
な
わ
ち
「
罪
が
明
白
で
、
誰
も
弁
護
者
が

い
な
い
ほ
ど
万
人
の
目
に
憎
む
べ
き
も
の
と
思
わ
れ
る
」
場
合
に
は
、「
峻
厳
な
規
律
は
眠
っ
て
い
る
べ
き
で
は
な
い
」
と
し
て
、
教
会

か
ら
の
除
名
を
正
当
化
し
）
82
（
た
。
こ
の
解
釈
を
引
き
継
い
で
、「
異
端
は
、
た
と
え
他
の
信
者
を
腐
敗
さ
せ
ぬ
場
合
に
お
い
て
も
、
世
俗
の

権
威
に
よ
っ
て
正
当
に
死
刑
に
処
さ
れ
う
る
。
な
ん
と
な
れ
ば
、
そ
れ
は
偽
り
の
信
仰
に
従
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
神
に
対
す
る
瀆
聖
者
と

な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
」
と
明
言
し
て
こ
れ
を
異
端
の
死
刑
に
ま
で
拡
大
し
た
の
が
、
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
で
あ
っ
）
83
（
た
。
こ
れ
ら
の

解
釈
は
、
中
世
・
ル
ネ
サ
ン
ス
を
通
じ
て
不
寛
容
の
根
拠
と
し
て
利
用
さ
れ
、
宗
教
改
革
の
際
に
正
統
教
会
を
形
成
し
た
改
革
派
も
例
外

で
は
な
か
っ
た
。

　
こ
う
し
た
解
釈
に
対
し
て
、
エ
ラ
ス
ム
ス
は
『
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
釈
義
』（Paraphrasis in M

atthaeum
, 1520

）
に
お
い
て
以
下
の

よ
う
に
述
べ
る
。

時
宜
を
え
ず
毒
麦
を
集
め
よ
う
と
望
む
召
使
は
、「
偽
の
使
徒
」
や
「
異
端
の
首
領
」
を
剣
と
死
（gladiis ac m

ortibus

）
で
殺
す
べ
き
だ
と
評
価
す

る
者
で
、
適
度
の
忍
耐
で
、
家
父
長
は
彼
ら
を
消
し
去
る
こ
と
を
望
む
の
で
は
な
く
、
も
し
ひ
ょ
っ
と
し
て
彼
ら
が
悔
い
改
め
て
（resipicant

）、
毒

麦
か
ら
小
麦
に
向
け
換
え
ら
れ
る
な
ら
、
忍
耐
す
る
だ
ろ
う
（tolerari
）。
も
し
彼
ら
が
悔
い
改
め
な
い
な
ら
、「
審
判
者
」（Judici

）
に
よ
っ
て
服

従
さ
せ
ら
れ
る
だ
ろ
う
が
、
そ
の
審
判
者
は
い
つ
の
日
か
罰
を
与
え
る
だ
ろ
）
84
（

う
。

こ
の
よ
う
に
、
エ
ラ
ス
ム
ス
は
毒
麦
か
ら
小
麦
へ
の
変
化
、
す
な
わ
ち
時
間
的
猶
予
の
な
か
で
の
人
間
の
悔
い
改
め
に
よ
る
改
善
可
能
性
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を
重
視
し
、「
寛
恕
」
に
基
づ
い
た
対
処
と
審
判
に
よ
る
最
終
的
な
罰
に
委
ね
る
べ
き
だ
と
考
え
て
い
た
。
そ
れ
で
は
、
次
節
で
は
宗
教

的
異
端
に
対
す
る
こ
う
し
た
彼
の
見
解
を
踏
ま
え
、
神
学
的
救
済
論
と
の
関
係
か
ら
、
エ
ラ
ス
ム
ス
「
寛
恕
」
論
が
世
俗
の
問
題
に
留
ま

る
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

㈡
　『
ヒ
ペ
ラ
ス
ピ
ス
テ
ス
』
に
お
け
る
悔
い
改
め

　
前
節
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
エ
ラ
ス
ム
ス
は
、
人
間
の
改
善
可
能
性
に
基
づ
く
悔
い
改
め
と
「
寛
恕
」
の
限
界
の
関
係
か
ら
最
終
的
な

審
判
に
言
及
し
た
が
、
こ
う
し
た
議
論
は
彼
の
神
学
思
想
、
と
り
わ
け
救
済
論
に
お
い
て
も
救
済
と
地
獄
行
き
を
分
か
つ
メ
ル
ク
マ
ー
ル

で
も
あ
っ
た
。

神
は
悔
い
改
め
の
た
め
の
時
間
（spatientiae poenitentiae

）
を
与
え
て
駆
り
立
て
る
。
し
た
が
っ
て
、
神
は
善
き
者
や
治
療
可
能
な
者
（bonos ac 

sanabiles

）
を
悩
ま
せ
て
憐
れ
み
、
治
療
不
能
な
者
や
背
を
向
け
た
人
々
（insanabiles &

 aversos

）
を
悩
ま
せ
て
頑
な
に
す
）
85
（
る
。

神
は
時
間
的
猶
予
の
あ
い
だ
に
脅
し
や
勧
告
に
よ
っ
て
人
間
が
道
徳
的
に
改
善
し
て
悔
い
改
め
る
こ
と
で
自
分
の
怒
り
を
免
れ
る
こ
と
を

期
待
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
人
間
を
滅
ぼ
す
こ
と
を
望
ん
で
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
エ
ラ
ス
ム
ス
は
捉
え
て
い
）
86
（
る
。
時
間
的
猶
予
の
な

か
で
の
人
間
の
道
徳
的
改
善
を
重
視
す
る
彼
は
、
そ
こ
に
自
由
意
志
の
余
地
を
見
出
す
一
）
87
（

方
、
悔
い
改
め
る
の
に
十
分
な
時
間
的
猶
予
が

あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
神
の
「
寛
恕
」
や
脅
し
に
よ
っ
て
も
道
徳
的
改
善
が
見
ら
れ
な
い
と
き
に
、
そ
の
人
々
が
手
に
負
え
な
い
罪
人

と
し
て
滅
ば
さ
れ
る
に
値
し
た
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
す
）
88
（
る
。

　
そ
れ
ゆ
え
、
エ
ラ
ス
ム
ス
に
と
っ
て
、
神
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
人
々
が
そ
れ
を
望
も
う
と
望
む
ま
い
と
救
済
を
達
成
す
る
と
い
う
こ
と

や
、
神
の
選
ば
な
か
っ
た
人
々
が
ま
っ
た
く
の
必
然
性
に
よ
っ
て
地
獄
に
行
く
と
い
う
の
は
完
全
に
不
適
切
で
あ
）
89
（
る
。
彼
は
道
徳
へ
の
努
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力
や
美
徳
の
種
も
神
の
恩
寵
の
助
け
に
帰
し
て
お
）
90
（
り
、
救
済
は
人
間
の
功
績
に
帰
さ
れ
る
の
で
は
な
く
む
し
ろ
全
面
的
に
恩
寵
に
負
っ
て

い
る
と
述
べ
）
91
（

て
、
非
難
さ
れ
る
人
々
に
関
し
て
も
し
選
択
の
自
由
が
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
こ
と
が
ま
っ
た
く
の
必
然
性
に
よ
っ
て
起
き
る
な

ら
、
彼
ら
の
没
落
は
誰
に
帰
さ
れ
る
の
か
と
問
）
92
（
う
。

　
彼
は
、
神
に
知
ら
れ
ず
（ignorante D

eo

）
救
わ
れ
る
か
地
獄
に
落
と
さ
れ
る
か
と
い
う
問
題
に
対
し
て
、
神
の
選
び
は
人
間
の
自
由

意
志
を
邪
魔
し
な
い
と
述
べ
、
神
は
た
ん
な
る
「
幸
運
」
の
偶
像
で
は
な
い
と
考
え
て
い
）
93
（

る
。

し
か
し
永
遠
か
ら
そ
の
恩
寵
や
永
遠
の
命
へ
と
運
命
づ
け
る
神
は
そ
の
理
由
で
そ
う
し
た
、
と
い
う
の
も
、
彼
ら
に
お
い
て
そ
の
恩
寵
が
不
毛
で
は
な

い
と
予
知
し
た
か
ら
で
あ
る
。
他
方
、
地
獄
（gehennæ

）
へ
と
運
命
づ
け
た
神
は
、
そ
の
理
由
で
そ
う
し
た
、
と
い
う
の
も
、
神
は
永
遠
か
ら
ど
ん

な
種
類
の
行
為
も
予
知
し
た
（præscivit

）
か
ら
で
あ
）
94
（

る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
神
は
永
遠
の
命
や
地
獄
へ
の
運
命
づ
け
を
永
遠
か
ら
予
知
す
る
と
エ
ラ
ス
ム
ス
は
考
え
る
。
し
か
し
、「
神
は
悪
し
き

者
を
悔
い
改
め
へ
と
招
い
て
、
悔
い
改
め
る
人
々
を
神
は
彼
自
身
の
功
績
ゆ
え
に
そ
の
恩
寵
へ
と
受
け
取
る
」
と
述
べ
て
、
神
は
悔
い
改

め
へ
と
招
く
も
の
の
、
悔
い
改
め
そ
れ
自
体
は
そ
の
人
自
身
の
功
績
で
あ
り
、
悪
し
き
者
の
悔
い
改
め
を
受
け
入
れ
る
こ
と
は
「
寛
恕
」

（clem
entiæ

）
に
帰
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
正
義
で
は
な
い
と
彼
は
考
え
て
い
）
95
（
る
。
そ
し
て
、
彼
は
、
道
徳
の
次
元
に
お
い
て
、
罪
人
が

悔
い
改
め
る
な
ら
神
は
「
寛
恕
」
に
よ
っ
て
自
分
の
慰
め
の
恩
寵
を
注
ぐ
と
捉
え
て
い
）
96
（

た
。
そ
れ
ゆ
え
、
エ
ラ
ス
ム
ス
に
と
っ
て
、
神
の

赦
し
、「
寛
恕
」
の
対
象
と
は
、
あ
く
ま
で
人
間
の
こ
の
世
の
生
に
お
け
る
時
間
的
猶
予
の
な
か
で
悔
い
改
め
を
行
う
者
（pœnitenti-

bus

）
で
あ
っ
）
97
（

た
。
た
だ
し
、
彼
は
そ
の
救
済
論
に
お
い
て
、
神
の
「
寛
恕
」
に
も
限
界
が
あ
る
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。「
神
は
罪
人
の
死

（m
ortem

 peccatoris

）
を
意
志
す
る
こ
と
は
な
い
）
98
（
が
、
そ
れ
で
も
あ
る
罪
人
が
す
べ
て
の
手
段
を
嘲
っ
て
悔
い
改
め
（resipiscere

）
よ
う

と
し
な
い
と
き
、
神
は
自
分
が
生
き
る
よ
う
意
志
し
た
人
を
滅
ぼ
さ
ざ
る
を
え
な
）
99
（

い
」。



エラスムスにおける「寛恕」と限界

79

　
エ
ラ
ス
ム
ス
に
と
っ
て
「
寛
恕
」
の
具
体
的
な
対
象
と
は
、
犯
罪
人
、（
ト
ル
コ
を
含
む
）
外
国
、
宗
教
的
異
端
で
あ
り
、
こ
れ
を
救
済

論
の
文
脈
で
言
い
直
せ
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
み
な
ら
ず
ユ
ダ
ヤ
人
や
異
教
徒
を
含
む
人
間
全
般
で
あ
）
100
（

る
。
し
か
し
、
彼
は
『
教
会
和
合

論
』
の
最
後
で
、
た
と
え
君
主
や
神
が
「
寛
恕
」
を
も
た
ら
す
存
在
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
に
期
待
す
る
こ
と
を
戒
め
て
い
る
。

も
し
主
の
穏
や
か
さ
（D

om
ini lenitas

）
が
、
悔
い
改
め
（poenitentiam

）
へ
と
招
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
が
、
放
縦
（licentiam

）
へ
と

我
々
を
駆
り
立
て
る
な
ら
、「
怒
り
が
し
ば
し
ば
忍
耐
（patientia

）
を
傷
つ
け
」
な
い
よ
う
に
、
そ
し
て
、
ユ
ダ
ヤ
人
に
つ
い
て
パ
ウ
ロ
が
書
い
た

よ
う
に
、「
神
の
怒
り
（ira D

ei

）
が
最
後
に
我
々
に
達
す
る
」
こ
と
が
な
い
よ
う
に
畏
怖
す
べ
き
で
あ
る
。
諸
王
の
寛
恕
で
さ
え
濫
用
す
る
こ
と
は

賢
明
で
は
な
い
。
彼
ら
は
自
分
た
ち
の
軍
隊
に
無
知
で
は
な
い
が
、
自
分
た
ち
の
寛
恕
（clem

entia

）
ゆ
え
、
も
し
可
能
な
ら
、
こ
の
病
気
に
焼
灼

や
切
除
よ
り
も
む
し
ろ
穏
や
か
な
治
療
法
（m
ollioribus rem

ediis

）
で
治
療
す
る
の
を
よ
り
好
）
101
（

む
。

こ
の
よ
う
な
漸
次
的
治
療
法
こ
そ
が
望
ま
し
い
と
考
え
て
い
た
エ
ラ
ス
ム
ス
は
、
最
晩
年
の
著
作
『
説
教
の
技
術
に
つ
い
て
』

（Eclesiastes sive de ratione concionandi, 1535
）
に
お
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
力
に
よ
っ
て
強
制
す
る
こ
と
（vi cogere

）
は
、

言
葉
に
よ
っ
て
説
得
す
る
（oratione persuadere

）
よ
り
も
は
る
か
に
容
易
で
あ
り
、
肉
体
を
滅
ぼ
す
こ
と
（interficere corpus

）
は
魂

を
よ
き
美
徳
へ
変
え
さ
せ
る
（anim

um
 ad bonam

 frugem
 conuertere

）
よ
り
も
、
は
る
か
に
単
純
で
あ
）
102
（
る
」。
権
力
的
作
用
た
る
力
に
よ

る
強
制
よ
り
も
困
難
で
複
雑
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
エ
ラ
ス
ム
ス
が
は
る
か
に
重
視
し
た
も
の
と
は
、「
寛
恕
」
に
よ
る
時
間
的
猶
予

の
な
か
で
、
言
葉
に
よ
っ
て
説
得
し
、
魂
を
よ
き
美
徳
へ
と
変
え
さ
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
時
間
的
猶
予
で
の
言
葉
に
よ
る
説

得
は
、
叡
智
と
結
び
つ
い
た
雄
弁
を
推
進
す
る
教
育
的
運
動
た
る
ル
ネ
サ
ン
ス
人
文
主
義
の
人
間
形
成
的
側
面
を
示
す
の
み
な
ら
ず
、
そ

う
し
た
人
文
主
義
の
代
表
者
た
る
エ
ラ
ス
ム
ス
が
「
魂
の
向
け
換
え
」
と
い
う
プ
ラ
ト
ン
主
義
の
思
想
的
伝
統
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と

を
も
示
し
て
お
り
、
初
期
近
代
に
お
け
る
人
文
主
義
と
い
う
思
想
と
政
治
の
緊
張
対
立
関
係
の
実
態
が
、
ま
さ
に
彼
の
「
寛
恕
」
論
の
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「
臨
界
点
」
に
お
い
て
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

五
　
お
わ
り
に

　
エ
ラ
ス
ム
ス
は
「
寛
恕
」
を
擁
護
す
る
な
か
で
、「
寛
恕
」
が
そ
の
対
象
を
誤
導
し
堕
落
さ
せ
る
危
険
性
を
孕
ん
で
い
る
こ
と
を
自
覚

し
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
そ
の
限
界
に
お
い
て
は
一
見
キ
リ
ス
ト
教
教
義
と
は
矛
盾
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
死
刑
や
戦
争
と
い
っ

た
手
段
を
最
終
手
段
と
し
て
容
認
す
る
と
い
う
現
実
的
側
面
を
彼
は
有
し
て
い
た
。
し
か
し
、
マ
ン
ス
フ
ィ
ー
ル
ド
が
愛
と
権
力
の
デ
ィ

レ
ン
マ
の
問
題
に
お
い
て
指
摘
し
て
い
た
よ
う
）
103
（
に
、
キ
リ
ス
ト
教
教
義
と
政
治
権
力
の
当
該
緊
張
対
立
関
係
は
、
彼
の
思
想
に
お
け
る
矛

盾
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
キ
リ
ス
ト
教
教
義
に
内
在
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

　
一
方
、
キ
リ
ス
ト
教
教
義
の
問
題
で
あ
る
救
済
論
に
お
い
て
、
エ
ラ
ス
ム
ス
は
救
済
と
地
獄
行
き
を
分
か
つ
神
の
審
判
の
メ
ル
ク
マ
ー

ル
を
、
悔
い
改
め
に
よ
る
道
徳
的
改
善
可
能
性
に
見
出
し
て
お
り
、
神
の
「
寛
恕
」
の
限
界
を
世
俗
君
主
の
「
寛
恕
」
の
限
界
と
類
比
的

に
捉
え
て
い
た
。
と
す
れ
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
教
義
と
政
治
の
緊
張
対
立
関
係
を
孕
む
「
寛
恕
」
の
問
題
で
、
政
治
の
論
理
が
キ
リ
ス
ト
教

教
義
を
凌
駕
す
る
と
き
こ
そ
、
エ
ラ
ス
ム
ス
に
お
け
る
「
政
治
」
が
現
出
す
る
と
き
で
あ
り
、
こ
の
臨
界
点
に
達
す
る
ま
で
の
彼
の
思
想

世
界
を
、
時
間
的
猶
予
の
な
か
で
の
悔
い
改
め
に
よ
る
道
徳
的
改
善
可
能
性
を
前
提
と
す
る
人
間
論
を
軸
と
し
て
、
そ
の
教
育
思
想
、
政

治
思
想
、
神
学
思
想
を
統
一
的
に
解
釈
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
人
間
形
成
的
側
面
を
重
視
し
た
人
間
論
を
、
従
来
の
研
究
史
に
お
い
て
言
わ
れ
て
き
た
よ
う
に
理
想
主
義
的

な
オ
プ
テ
ィ
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
人
間
観
と
し
て
批
判
す
る
こ
と
は
た
や
す
い
。
ま
た
人
間
の
道
徳
性
の
強
調
ゆ
え
に
、
エ
ラ
ス
ム
ス
は
政

治
的
で
は
な
く
法
的
制
度
的
側
面
が
弱
い
と
捉
え
ら
れ
て
き
た
側
面
も
あ
ろ
）
104
（

う
。
と
い
う
の
も
、
主
権
と
セ
ッ
ト
で
寛
容
を
論
じ
る
ボ
ダ

ン
の
よ
う
な
通
常
の
寛
容
論
は
法
的
制
度
的
側
面
を
重
視
す
る
ゆ
え
に
、
エ
ラ
ス
ム
ス
が
重
視
す
る
悔
い
改
め
に
よ
る
改
善
可
能
性
と
結
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び
つ
い
た
時
間
性
が
抜
け
落
ち
る
の
に
対
し
、
逆
に
彼
の
「
寛
恕
」
論
に
お
い
て
は
時
間
性
が
重
視
さ
れ
る
ゆ
え
に
、
法
的
制
度
的
側
面

が
相
対
的
に
重
要
性
を
失
う
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
時
間
性
を
重
視
す
る
エ
ラ
ス
ム
ス
の
「
寛
恕
」
論
は
、
人
間
を
教
育
可
能
な
も
の

可
塑
的
な
も
の
と
考
え
る
教
育
学
者
や
、
善
悪
の
選
択
の
自
由
を
前
提
に
す
る
道
徳
神
学
者
の
人
間
論
を
出
発
点
と
す
る
も
の
で
あ
り
、

カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
政
治
的
な
帰
結
を
捨
て
去
っ
て
し
ま
う
と
し
て
批
判
し
た
ま
さ
に
そ
の
人
間
学
的
「
楽
観
論
」
で
あ
）
105
（
る
。

　
し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
エ
ラ
ス
ム
ス
は
人
間
の
可
謬
性
に
誰
よ
り
も
自
覚
的
で
あ
っ
た
。
彼
の
時
間
的
猶
予
を
前
提
と
す

る
「
寛
恕
」
論
は
、
そ
も
そ
も
人
間
が
情
念
に
と
ら
わ
れ
や
す
く
理
性
を
誤
用
す
る
こ
と
も
あ
り
う
る
と
い
う
可
謬
的
人
間
観
に
基
づ
い

た
も
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
人
間
の
誤
謬
も
、「
寛
恕
」
の
臨
界
点
に
達
す
る
ま
で
人
間
自
身
の
悔
い
改
め
に
よ
っ
て
道
徳
的
に
改
善
し

て
い
く
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
潜
在
的
希
望
を
秘
め
た
思
想
で
あ
っ
）
106
（
た
。
エ
ラ
ス
ム
ス
「
寛
恕
」
論
は
、
政
策
的
に
宗
教
と
政
治
を

分
離
す
る
政
治
的
寛
容
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
可
謬
的
人
間
観
に
基
づ
い
て
「
寛
恕
」、
寛
容
を
唱
え
た
点
で
は
共
通
し
て
お

り
、
彼
が
同
時
代
に
お
い
て
卓
抜
な
開
明
的
視
野
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
疑
い
え
な
い
。
そ
の
人
間
形
成
的
側
面
は
、
以
降
の
近
代
政
治

学
に
お
い
て
捨
象
さ
れ
る
要
素
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
が
、
そ
こ
に
こ
そ
同
時
代
の
ル
タ
ー
な
ど
と
は
異
な
る
人
文
主
義
に
立
つ
エ
ラ
ス
ム

ス
固
有
の
「
寛
恕
」
論
の
意
義
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
同
時
に
、
臨
界
点
に
お
け
る
峻
厳
な
権
力
的
作
用
の
発
動
を
最
終
手
段
と
し

て
担
保
し
、
あ
く
ま
で
教
育
的
に
も
政
治
的
に
も
、
そ
し
て
予
定
説
を
唱
え
る
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
と
は
違
っ
た
意
味
で
神
学
的
に
も
重
要

な
信
賞
必
罰
と
い
う
人
間
形
成
、
秩
序
維
持
の
要
諦
を
忘
れ
る
こ
と
の
な
い
そ
の
「
寛
恕
」
論
は
、
多
文
化
の
交
差
す
る
現
代
社
会
に
お

い
て
幾
分
か
皮
相
的
に
喧
伝
さ
れ
が
ち
な
異
文
化
理
解
に
象
徴
さ
れ
る
現
代
寛
容
論
に
対
し
て
も
ひ
と
つ
の
視
座
を
提
供
し
、
そ
れ
を
問

い
返
す
重
み
と
深
み
を
与
え
る
契
機
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

※
エ
ラ
ス
ム
ス
著
作
の
引
用
部
は
、
邦
訳
が
存
在
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
そ
の
邦
訳
や
英
訳
Ｃ
Ｗ
Ｅ
を
参
照
し
た
が
、
訳
語
の
一
部
は
ラ
テ
ン
語
原
典

Ｌ
Ｂ
や
Ａ
Ｓ
Ｄ
か
ら
筆
者
が
新
た
に
訳
し
直
し
た
も
の
で
あ
る
。
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（
1
）  W

. K. Ferguson, The Attitude of Erasm
us tow

ard Toleration, in Persecution and Liberty, Essays in H
onor of G

. L. Burr, The 
Century Co., 1931, pp. 171 -181; 

Ｒ
・
Ｈ
・
ベ
イ
ン
ト
ン
『
エ
ラ
ス
ム
ス
』
出
村
彰
訳
、
オ
ン
デ
マ
ン
ド
版
、
日
本
キ
リ
ス
ト
教
団
出
版
局
、

二
〇
〇
六
年
、
三
一
二
―
六
、
三
二
六
―
七
頁
。

（
2
）  Bruce M

ansfield, Erasm
us in the Twentieth Century: Interpretations c1920 -2000, U

niversity of Toronto Press, 2003, p. 14. 
た
だ
し
、
マ
ン
ス
フ
ィ
ー
ル
ド
は
、
刑
法
の
厳
し
さ
を
非
難
す
る
エ
ラ
ス
ム
ス
の
姿
を
「
啓
蒙
的
」
だ
と
さ
え
評
す
る
。
ま
た
、
マ
ン
ス
フ
ィ
ー

ル
ド
は
、
善
悪
の
あ
い
だ
の
自
由
な
判
断
が
で
き
る
個
人
を
作
り
出
す
こ
と
を
狙
っ
た
彼
の
教
育
論
は
、
ロ
ッ
ク
（John Locke, 1632 -

1704

）
を
予
期
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
公
平
に
「
リ
ベ
ラ
ル
」
と
呼
ば
れ
う
る
と
述
べ
て
い
る
（M

ansfield, p. 25, 158

）。

（
3
）  Joseph Lecler, H

istoire de la tolérance au siècle de la Réform
e, Albin M

ichel, 1994, pp. 133 -49; M
yron P. G

ilm
ore, Les lim

-
ites de la tolérance dans l

’œuvre polem
ique d

’Erasm
e, in Colloquia Erasm

iana Turonensia 2 vols., U
niversity of Toronto Press, 

1972, pp. 713 -36; M
anfred H

offm
ann, Erasm

us and Religious Tolerantion, in Erasm
us of Rotterdam

 Society Yearbook （
以
下
、

ERSY

と
略
）, vol. 2 

（1982
）, pp. 80 -106; 

大
澤
麦
「
寛
容
」、
古
賀
敬
太
『
政
治
概
念
の
歴
史
的
展
開
　
第
一
巻
』
晃
洋
書
房
、
二
〇
〇
四

年
所
収
、
九
四
頁
。

（
4
）  Istvan Bejczy, Tolerantia: A M
edieval Concept, in Journal of the H

istory of Ideas, Vol. 58, N
o. 3 （1997

）, pp. 365 -84.

（
5
）  

小
川
正
廣
「『
寛
恕
に
つ
い
て
』
解
説
」、『
セ
ネ
カ
哲
学
全
集
』
２
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
六
年
所
収
、
五
〇
八
頁
参
照
。
権
力
者
の
裁
量
に

よ
っ
て
上
か
ら
与
え
ら
れ
る
「
寛
恕
」
は
「
下
賜
と
し
て
の
寛
容
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
う
る
（
大
澤
、
前
掲
論
文
、
八
九
頁
）。

（
6
）  

山
岡
龍
一
「
寛
容
と
迫
害
」、
川
出
良
枝
・
山
岡
龍
一
『
西
洋
政
治
思
想
史

―
視
座
と
論
点

―
』
改
訂
版
、
放
送
大
学
教
育
振
興
会
、
二

〇
〇
五
年
所
収
、
九
〇
頁
参
照
。

（
7
）  

佐
々
木
毅
『
宗
教
と
権
力
の
政
治

―
「
哲
学
と
政
治
」
講
義
Ⅱ

―
』
講
談
社
学
術
文
庫
、
二
〇
一
二
年
、
二
三
〇
頁
参
照
。

（
8
）  D

e concordia, O
pera om

nia D
esiderii Erasm

i Roterodam
i  

（
以
下
、ASD

と
略
）  V

-3, Am
sterdam

, 1969 -, p. 306, 311 / Col-
lected W

orks of Erasm
us （

以
下
、CW

E

と
略
） 65, Toronto, 1974 -, p. 205, 212.

（
9
）  

宇
羽
野
明
子
「
一
六
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の
政
治
的
寛
容
に
お
け
る
『
良
心
の
自
由
』
へ
の
視
座
」、『
大
阪
市
立
大
学
法
学
雑
誌
』
第
五
八
巻
第

三
・
四
号
、
二
〇
一
二
年
、
四
七
頁
。

（
10
）  

佐
々
木
、
前
掲
書
、
二
五
〇
頁
参
照
。

（
11
）  

森
本
あ
ん
り
「
中
世
的
寛
容
論
か
ら
見
た
ニ
ュ
ー
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
社
会
の
政
治
と
宗
教
」、『
国
際
基
督
教
大
学
学
報
Ⅵ-

Ｂ
人
文
科
学
研
究 
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キ
リ
ス
ト
教
と
文
化
』
第
四
二
号
、
二
〇
一
一
年
、
一
七
三
頁；

大
澤
、
前
掲
論
文
、
八
七
頁；

カ
メ
ン
『
寛
容
思
想
の
系
譜
』
成
瀬
治
訳
、
平

凡
社
、
一
九
七
〇
年
、
二
四
頁
。

（
12
）  Bejczy, p. 365, 366, 368.

（
13
）  
二
宮
敬
『
フ
ラ
ン
ス
・
ル
ネ
サ
ン
ス
の
世
界
』
筑
摩
書
房
、
二
〇
〇
〇
年
、
一
二
六
頁；

大
澤
、
前
掲
論
文
、
九
一
頁；

Bejczy, p. 374 

参

照
。

（
14
）  M

ario Turchetti, U
ne question m

al posée: Erasm
e et la tolérance: L

’idée de sygkatabasis, in Bibliothéque d'H
um
anism

e et 
Renaissance, Vol. 53, N

o. 2 （1991

）, pp. 379 -95, esp. p. 383; Bejczy, p. 376. 

ト
ゥ
ル
ケ
ッ
テ
ィ
は
当
該
論
文
に
お
い
て
、
エ
ラ
ス
ム
ス

が
宗
教
的
平
和
を
促
す
際
に
、
ヨ
ア
ン
ネ
ス
・
ク
リ
ュ
ソ
ス
ト
モ
ス 

（Ioannes Chrysostom
os, 340/50 -407

） 

を
は
じ
め
と
し
た
ギ
リ
シ
ア

教
父
に
よ
っ
て
用
い
ら
れ
た
教
育
学
的
含
意
を
持
つsygkatabasis

概
念
を
用
い
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

（
15
）  Klaus Schreiner, G

erhard Besier, Toleranz, in G
eschichtliche G

rundbegriffe, ed. O
tto Brunner, W

erner Conze, and Reinhart 
Koselleck 7 vols., E-Klett, 1972 -92, V

I, 445 -605, esp. 473. 

（
16
）  M

ansfield, p. 42.

（
17
）  Ciceronianus, ASD

 I -2, p. 632 / CW
E 28, p. 377.

（
18
）  Institutio principis christiani

（
以
下
、Institutio

と
略
）, ASD

 IV
-1, p. 138 / CW

E 27, p. 208.

『
キ
リ
ス
ト
者
の
君
主
の
教
育
』
片

山
英
男
訳
、『
宗
教
改
革
著
作
集
　
第
二
巻
エ
ラ
ス
ム
ス
』
教
文
館
、
一
九
八
九
年
所
収
、
二
六
八
頁
。

（
19
）  Institutio, ASD
 IV
-1, p. 183 / CW

E 27, p. 254. 

邦
訳
、
三
三
〇
頁
。

（
20
）  

佐
々
木
、
前
掲
書
、
一
六
一
―
二
一
一
頁
。
佐
々
木
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
伝
統
を
断
ち
切
っ
て
物
理
的
強
制
力
を
統
治
の
中
核
に
置
く
政
治

学
を
展
開
し
た
の
が
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
で
あ
る
（
同
書
、
一
八
一
頁
）。

（
21
）  D

e concordia, ASD
 V
-3, p. 302 / CW

E 65, p. 199.

（
22
）  D
e concordia, ASD

 V
-3, p. 304 / CW

E 65, p. 201.

（
23
）  D
e concordia, ASD

 V
-3, p. 298 / CW

E 65, p. 193.

（
24
）  D

e concordia, ASD
 V
-3, p. 312 / CW

E 65, p. 213.

（
25
）  Institutio, ASD

 IV
-1, p. 180 / CW

E 27, p. 251. 

邦
訳
、
三
二
五
頁
。
エ
ラ
ス
ム
ス
は
当
該
著
作
の
校
正
に
満
足
せ
ず
、
世
の
若
き
俊
才

に
当
該
事
業
の
継
承
を
呼
び
か
け
て
い
た
が
、
そ
の
継
承
を
自
認
し
て
『
寛
恕
に
つ
い
て
の
注
解
』（
一
五
三
二
年
）
を
生
み
出
し
た
の
が
ジ
ャ
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ン
・
カ
ル
ヴ
ァ
ン
（Jean Calvin, 1509 -64

）
で
あ
っ
た
（
田
上
雅
徳
『
初
期
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
政
治
思
想
』
新
教
出
版
社
、
一
九
九
九
年
、
一

一
〇
頁
）。

（
26
）  Institutio, ASD

 IV-1, pp. 156 -157 / CW
E 27, pp. 225 -6. 

邦
訳
、
二
九
一
頁
。

（
27
）  Institutio, ASD

 IV
-1, p. 186 / CW

E 27, p. 256. 

邦
訳
、
三
三
三
頁
。

（
28
）  Institutio, ASD

 IV
-1, p. 202 / CW

E 27, p.272. 

邦
訳
、
三
五
二
頁
。

（
29
）  Institutio, ASD

 IV
-1, p. 202 / CW

E 27, p. 272. 

邦
訳
、
三
五
二
頁
。

（
30
）  Institutio, ASD

 IV
-1, p. 202 / CW

E 27, p. 271. 

邦
訳
、
三
五
一
頁
。

（
31
）  Institutio, ASD

 IV
-1, p. 203 / CW

E 27, p. 273. 

邦
訳
、
三
五
三
―
四
頁
。

（
32
）  Institutio, ASD

 IV
-1, pp. 203 -4 / CW

E 27, p. 273. 

邦
訳
、
三
五
四
頁
。

（
33
）  Institutio, ASD

 IV
-1, pp. 196 -7 / CW

E 27, pp. 266 -7. 

邦
訳
、
三
四
五
頁
。

（
34
）  

医
学
と
政
治
は
、
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
学
問
的
世
界
に
お
い
て
は
隣
接
学
問
分
野
で
あ
り
、
政
治
思
想
は
メ
タ
フ
ァ
ー
を
介
し
て
医
学
か
ら
も

知
的
滋
養
分
を
汲
み
上
げ
て
い
た
（
将
基
面
貴
巳
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
政
治
思
想
の
誕
生
』
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
三
年
、
一
六
三
頁
参
照
）。

（
35
）  D

ulce bellum
 inexpertis

（
以
下
、D

ulce bellum

と
略
）, D

esiderii Erasm
i Roterodam

i O
pera om

nia II,  em
endatiora et auctiora, 

ad optim
as editiones, praecipue quas ipse Erasm

us postrem
o curavit, sum

m
a fide exacta, doctorum

que virorum
 notis illustrata /  

recognovit Joannes Clericus, Leiden, 1703 -6; repr; H
ildesheim

, 2001 - （
以
下
、LB

と
略
） 957C-D

 / CW
E 35, p. 412. 「

戦
争
は
体

験
し
な
い
者
に
こ
そ
快
し
」
月
村
辰
雄
訳
、
二
宮
敬
『
エ
ラ
ス
ム
ス
』
講
談
社
、
人
類
の
知
的
遺
産
23
、
一
九
八
四
年
所
収
、
三
一
〇
頁
。

（
36
）  

鈴
木
宜
則
『
近
代
初
期
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
代
表
的
政
治
思
想
の
再
解
釈
』
北
樹
出
版
、
二
〇
一
一
年
、
五
九
頁
。

（
37
）  D

ulce bellum
, LB II, 969E / CW

E 35, p. 438. 
邦
訳
、
三
四
七
頁
。

（
38
）  D

ulce bellum
, LB II, 951F-953A, 953F-954D, 959C, 961F-962F / CW

E 35, pp. 401 -3, 405 -7, 416, 421 -3. 

邦
訳
、
二
九
三
―
六
、

二
九
九
―
三
〇
一
、
三
一
五
、
三
二
三
―
六
頁；

Q
uerela Pacis, ASD

 IV
-2, pp. 63 -4, 86 -9, 98 / CW

E 27, pp. 295 -6, 311 -3, 321. 

『
平
和
の
訴
え
』
箕
輪
三
郎
訳
、
岩
波
文
庫
、
一
九
六
一
年
、
二
〇
―
一
、
六
六
―
七
四
、
九
六
頁；

鈴
木
、
前
掲
書
、
六
二
―
五
頁
。

（
39
）  

工
藤
佳
枝
「
解
説
」、
上
智
大
学
中
世
思
想
研
究
所
・
田
口
啓
子
監
修
『
中
世
思
想
原
典
集
成
　
20：

近
世
の
ス
コ
ラ
学
』
平
凡
社
、
二
〇
〇

〇
年
所
収
、
二
七
三
頁
。

（
40
）  Q

uerela Pacis, ASD
 IV
-2, p. 90 / CW

E 27, p. 314. 

邦
訳
、
七
五
頁；

D
ulce bellum

, LB II, 968B-C / CW
E 35, p. 434. 

邦
訳
、
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三
四
二
頁
。
た
だ
し
、
キ
ケ
ロ
以
来
、
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
も
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
を
引
用
し
な
が
ら
、
民
族
や
国
に
よ
る
不
正
に
対
す
る
罰

を
正
当
原
因
と
し
て
認
め
て
お
り
、
防
衛
自
体
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
正
戦
論
史
に
お
い
て
正
当
原
因
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
。（
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ

ナ
ス
『
神
学
大
全
』
17
、
大
鹿
一
正
・
大
森
正
樹
・
小
沢
孝
訳
、
創
文
社
、
一
九
九
七
年
、
八
一
頁；

山
内
進
「
序
論
　
聖
戦
・
正
戦
・
合
法
戦

争

―
『
正
し
い
戦
争
と
は
何
か
』

―
」、
山
内
進
『「
正
し
い
戦
争
」
と
い
う
思
想
』
勁
草
書
房
、
二
〇
〇
六
年
所
収
、
一
九
―
二
二
頁
参

照；
荻
野
弘
之
「
キ
リ
ス
ト
教
の
正
戦
論

―
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
聖
書
解
釈
と
自
然
法

―
」、
山
内
進
『「
正
し
い
戦
争
」
と
い
う
思
想
』

勁
草
書
房
、
二
〇
〇
六
年
所
収
、
一
一
二
頁
）。
た
だ
し
、
ト
マ
ス
の
引
用
す
る
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
「
戦
争
」（bellum

）
が
対
外
戦
争
も
内

戦
も
意
味
し
（
荻
野
、
前
掲
論
文
、
一
三
二
頁
）、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
攻
撃
戦
争
を
正
当
と
し
た
の
に
対
し
（
松
森
奈
津
子
『
野
蛮
か
ら
秩

序
へ

―
イ
ン
デ
ィ
ア
ス
問
題
と
サ
ラ
マ
ン
カ
学
派

―
』
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
九
年
、
二
八
一
頁
）、
エ
ラ
ス
ム
ス
は
キ
リ
ス
ト
教

徒
同
士
の
戦
争
を
あ
る
種
の
内
戦
と
し
て
捉
え
る
こ
と
は
あ
る
も
の
の
、
戦
争
そ
れ
自
体
を
防
衛
戦
争
と
攻
撃
戦
争
に
区
別
し
、
攻
撃
戦
争
を
否

定
し
て
い
る
と
い
う
点
で
両
者
と
異
な
っ
て
い
る
。

（
41
）  J. A. Fernandez, Erasm

us on the Just W
ar, in Journal of the H

istory of Ideas, Vol. 34, N
o.2 

（1979

） p. 219; 

鈴
木
、
前
掲
書
、

六
五
、
七
二
頁
。

（
42
）  D

ulce bellum
, LB II, 968B-C / CW

E 35, p. 434.

（
邦
訳
、
三
四
二
頁
）；D

e Bello Turcico, ASD
 V
-3, p. 56 / CW

E 64, p. 
236; 

山
内
進
『
十
字
軍
の
思
想
』
ち
く
ま
新
書
、
二
〇
〇
三
年
、
一
四
二
―
三
頁
。

（
43
）  Q

uentin Skinner, The Foundation of M
odern Political Thought, vol.1: The Renaissance, Cam

bridge U
niversity Press, 1978, 

pp. 245 -6. 

ク
エ
ン
テ
ィ
ン
・
ス
キ
ナ
ー
『
近
代
政
治
思
想
の
基
礎

―
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
、
宗
教
改
革
の
時
代

―
』
門
間
都
喜
郎
訳
、
春
秋
社
、

二
〇
〇
九
年
、
二
六
〇
―
一
頁；

鈴
木
、
前
掲
書
、
六
七
、
七
二
頁；

山
内
、
前
掲
論
文
、
一
―
二
頁
。

（
44
）  Institutio, ASD

 IV
-1, p. 216 / CW

E 28, p. 284. 
邦
訳
、
三
七
一
頁
。
た
し
か
に
、
こ
う
し
た
エ
ラ
ス
ム
ス
の
見
方
は
、
ビ
ト
リ
ア
な
ど

サ
ラ
マ
ン
カ
学
派
と
同
様
に
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
を
引
用
し
な
が
ら
正
戦
に
正
当
な
意
図
を
要
求
し
た
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
以
来
の
カ
ト

リ
ッ
ク
正
戦
論
の
思
想
的
系
譜
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
（cf. Fernandez, p. 219, 225

）。
し
か
し
、
フ
ェ
ル
ナ
ン
デ
ス
に
よ
れ
ば
、
カ
ト
リ
ッ
ク

正
戦
論
が
抽
象
的
な
も
の
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
エ
ラ
ス
ム
ス
の
関
心
は
具
体
的
な
社
会
悪
で
あ
り
、
両
者
の
最
も
重
要
な
差
異
は
方
法
論
的
な

も
の
で
あ
っ
た
（Fernandez, p. 212

）。

（
45
）  Institutio, ASD

 IV
-1, p. 218 / CW

E 28, p. 286. 

邦
訳
、
三
七
四
頁
。

（
46
）  Fernandez, p. 216.
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（
47
）  Institutio, ASD

 IV
-1, p. 215 / CW

E 28, p. 284. 

邦
訳
、
三
七
〇
頁；

M
ansfield, p. 27.

（
48
）  

ベ
イ
ン
ト
ン
、
前
掲
訳
書
、
二
四
八
頁
。

（
49
）  D

ulce bellum
, LB II, 964E-965A / CW

E 35, pp. 427 -8. 

邦
訳
、
三
三
一
―
二
頁
。

（
50
）  D

ulce bellum
, LB II, 965A / CW

E 35, p. 428. 

邦
訳
、
三
三
一
頁
。

（
51
）  
一
五
二
四
―
二
五
年
の
ド
イ
ツ
農
民
戦
争
は
君
主
た
ち
の
失
政
よ
り
も
限
り
な
く
悪
い
「
無
秩
序
」
と
し
て
非
難
さ
れ
、
エ
ラ
ス
ム
ス
も
厳
し

い
手
段
が
「
病
を
癒
す
」
た
め
に
必
要
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
（CW

E 64, p. 213, n. 16

）。

（
52
）  

一
連
の
経
緯
を
ま
と
め
る
と
、
一
五
二
二
年
、
ロ
ー
ド
ス
陥
落
、
二
六
年
、
モ
ハ
ー
チ
の
戦
い
、
二
九
年
、
ウ
ィ
ー
ン
包
囲
、
三
〇
年
、
エ
ラ

ス
ム
ス
『
対
ト
ル
コ
戦
争
論
』
脱
稿
（Cf. A. G. W

eiler, The Turkish Argum
ent and Christian Piety in D

esiderius Erasm
us, Consul-

tatio de Bello Turcis Inferendo （1530

）, in Erasm
us of Rotterdam

: the M
an and the Scholar, eds. by J. Sperna W

eiland and W
. 

Th. M
. Frijhoff, Brill, 1988, pp. 30 -9; M

ichael J. H
eath, Erasm

us and the Infidel, in ERSY vol. 16 

（1996

） pp.19 -33; Jan van 
H
erw
aarden, Erasm

us and the N
on-Christian W

orld, in ERSY vol. 32 （2012

） pp. 69 -83

）。

（
53
）  

ル
タ
ー
『
ト
ル
コ
人
に
対
す
る
戦
争
に
つ
い
て
』
石
本
岩
根
訳
（Vom

 Kriege wider die Türken, 1529

）、『
ル
タ
ー
著
作
集
　
第
一
集
第

九
巻
』
聖
文
舎
、
一
九
七
三
年
所
収
、
一
四
―
七
九
頁；

松
森
、
前
掲
書
、
二
七
八
頁；

山
内
、『
十
字
軍
の
思
想
』、
一
四
七
―
九
頁；

ヨ
ン
パ

ル
ト
『
自
然
法
と
国
際
法

―
ホ
セ
・
ヨ
ン
パ
ル
ト
教
授
著
作
集

―
』
成
文
堂
、
二
〇
一
一
年
、
四
三
、
五
八
頁
参
照
。
た
だ
し
、
ル
タ
ー
は
、

ウ
ィ
ー
ン
包
囲
後
、「
対
ト
ル
コ
軍
隊
説
教
」
を
書
い
て
時
勢
が
変
わ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
、
ト
ル
コ
を
敵
と
し
た
防
御
線
に
立
つ
こ
と
に
反
対

し
な
か
っ
た
（
石
本
岩
根
「
解
説
」、『
ル
タ
ー
著
作
集
　
第
九
巻
』
所
収
、
一
二
頁；

山
内
、『
十
字
軍
の
思
想
』、
一
五
一
―
二
頁
）。
そ
の
意

味
で
、
ル
タ
ー
も
正
戦
論
の
伝
統
を
疑
わ
ず
、
こ
れ
を
正
当
視
し
て
い
る
と
見
る
見
解
も
あ
る
（
鈴
木
、
前
掲
書
、
六
九
頁
）。

（
54
）  D

e Bello Turcico, ASD
 V
-3, p. 54 / CW

E 64, p. 233. 

エ
ラ
ス
ム
ス
と
同
様
に
、
セ
プ
ー
ル
ベ
ダ
（Juan G

inés de Sepúlveda, 
1491 -1573

）
も
ト
ル
コ
と
の
戦
争
を
不
正
と
見
な
す
ル
タ
ー
派
に
反
論
し
、『
第
一
の
デ
モ
ク
ラ
テ
ス
』（D

e convenientia m
ilitaris doctri-

nae cum
 christiana religione dialogus qui inscribitur D

em
ocrates, 1535

）
に
よ
っ
て
軍
事
活
動
が
キ
リ
ス
ト
教
と
矛
盾
し
な
い
こ
と
を

立
証
し
よ
う
と
し
、
一
五
二
九
年
に
は
『
対
ト
ル
コ
戦
の
勧
め
』（A

d Carolum
 V. ut bellum

 suscipiat in Turcas

）
を
出
版
し
て
い
た
（
染

田
秀
藤
「
解
説
」、
セ
プ
ー
ル
ベ
ダ
『
征
服
戦
争
は
是
か
非
か
』
染
田
秀
藤
訳
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
二
年
所
収
、
二
三
八
頁；

松
森
、
前
掲
書
、

二
七
七
頁
）。

（
55
）  D

e Bello Turcico, ASD
 V
-3, p. 52 / CW

E 64, p. 232.
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（
56
）  

ロ
ー
マ
人
へ
の
手
紙13:4；

こ
の
テ
ク
ス
ト
は
、
聖
ベ
ル
ナ
ル
ド
ゥ
ス
や
教
皇
ピ
ウ
ス
二
世
（Pius II, 1405 -1464

）
を
含
む
十
字
軍
の
演

説
に
よ
っ
て
数
多
く
濫
用
さ
れ
た
。

（
57
）  D

e Bello Turcico, ASD
 V
-3, p. 56 / CW

E 64, pp. 235 -6.
（
58
）  D

e Bello Turcico, ASD
 V
-3, p. 56 / CW

E 64, pp. 235 -6; Institutio, ASD
 IV
-1, p. 214 / CW

E 27, p. 282. 

邦
訳
、
三
六
八
頁
。

（
59
）  
無
辜
の
民
を
守
る
必
要
を
根
拠
と
し
て
戦
争
を
正
当
化
す
る
論
理
は
、
従
来
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
帰
せ
ら
れ
て
き
た
が
、
そ
の
前
に
ア
ン
ブ

ロ
シ
ウ
ス
に
よ
っ
て
表
明
さ
れ
て
い
た
（
山
内
、
前
掲
論
文
、
二
〇
頁；

荻
野
、
前
掲
論
文
、
一
一
七
頁
）。

（
60
）  D

e Bello Turcico, ASD
 V
-3, p. 56 / CW

E 64, p. 236. 

ア
ン
ブ
ロ
シ
ウ
ス
『
義
務
に
つ
い
て
』1. 29

参
照
。

（
61
）  D

e Bello Turcico, ASD
 V
-3, p. 56 / CW

E 64, p. 236. 

ロ
ー
マ
の
迫
害
下
で
さ
え
、
告
発
さ
れ
た
キ
リ
ス
ト
者
た
ち
は
法
的
な
適
正
手
続

き
の
利
益
を
与
え
ら
れ
た
。

（
62
）  D

e Bello Turcico, ASD
 V
-3, p. 60 / CW

E 64, p. 239.

（
63
）  D

e Bello Turcico, ASD
 V
-3, p. 60 / CW

E 64, p. 240.

（
64
）  D

e Bello Turcico, ASD
 V
-3, pp. 78 -9 / CW

E 64, p. 261.

（
65
）  D

e Bello Turcico, ASD
 V
-3, p. 80 / CW

E 64, p. 263.

（
66
）  D

ulce bellum
, LB II, 964D

 / CW
E 35, p. 427. 

邦
訳
、
三
三
一
頁
。

（
67
）  D

ulce bellum
, LB II, 970B / CW

E 35, p. 439. 

邦
訳
、
三
四
八
頁
。

（
68
）  

太
田
義
器
『
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
の
国
際
政
治
思
想

―
主
権
国
家
秩
序
の
形
成

―
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
三
年
、
一
一
六
―
七
頁；

松

森
、
前
掲
書
、
三
二
六
頁
。

（
69
）  

佐
々
木
、
二
三
七
頁
。

（
70
）  

晩
年
の
エ
ラ
ス
ム
ス
の
語
調
の
変
化
に
議
論
の
余
地
は
な
い
が
、
ホ
イ
ジ
ン
ガ
は
こ
れ
を
保
守
反
動
と
捉
え
て
い
る
（
ベ
イ
ン
ト
ン
、
前
掲
訳

書
、
三
一
〇
頁；

ホ
イ
ジ
ン
ガ
『
エ
ラ
ス
ム
ス
』
宮
崎
信
彦
訳
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
二
〇
〇
一
年
、
二
八
四
頁
）。

（
71
）  Ep 2366, O

pvs Epistolarvm
 D
es. Erasm

i Roterodam
i 

（
以
下
、Allen

と
略
） IX, denvo recognitvm

 et avctvm
 per P. S. Allen, 

N
ew
 York, 1992, p. 15; Lecler, p. 138; 

ベ
イ
ン
ト
ン
、
前
掲
訳
書
、
三
二
二
頁
。

（
72
）  

エ
ラ
ス
ム
ス
と
ベ
ダ
の
論
争
に
つ
い
て
は
、
河
野
雄
一
「
中
世
の
継
承
者
と
し
て
の
エ
ラ
ス
ム
ス

―
一
五
二
〇
年
代
の
論
争
を
通
し
て

―
」、 

『
西
洋
中
世
研
究
』
第
四
号
、
二
〇
一
二
年
、
一
七
五
―
六
頁
参
照
。
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（
73
）  

二
宮
、
前
掲
書
、
一
六
二
―
三
頁
。

（
74
）  A

pologia adversus m
onachos, LB IX, 1059E; 

二
宮
、
前
掲
書
、
一
六
三
頁
参
照
。

（
75
）  Eclesiastes, LB V, 1081 B.

（
76
）  Supputatio, LB IX, 581D

-E; D
eclarationes ad censuras Lutetiae vulgatas, LB IX, 904F-905 A; 

二
宮
、
前
掲
書
、
一
六
三
頁
参
照
。

（
77
）  Ep 1526, Allen IV, pp. 601 -7 / CW

E 10, pp. 452 -61; 

二
宮
、
前
掲
書
、
一
六
〇
頁; 

カ
メ
ン
、
前
掲
訳
書
、
四
六
頁
参
照
。

（
78
）  D

e concordia, ASD
 V
-3, pp. 311 -2 / CW

E 65, p. 213; 

ホ
イ
ジ
ン
ガ
、
前
掲
訳
書
、
二
九
一
―
二
頁; 

ベ
イ
ン
ト
ン
、
前
掲
訳
書
、
三

一
八
頁; 
カ
メ
ン
、
前
掲
訳
書
、
五
〇
頁
。

（
79
）  Supputatio, LB IX, 582D.

（
80
）  M

att 13:24 -30, 37 -43.

（
81
）  Bejczy, pp. 377 -8. 
ベ
イ
ツ
ィ
は
当
該
比
喩
を
、
エ
ラ
ス
ム
ス
の
異
端
に
対
す
る
寛
容
の
欠
如
へ
の
重
要
な
例
外
の
ひ
と
つ
と
見
な
し
て
い

る
。

（
82
）  

二
宮
、
前
掲
書
、
一
六
一
―
二
頁
。

（
83
）  G

ary Rem
er, D

ialogue of Toleration: Erasm
us and Bodin, in The Review of Politics, Vol. 56, N

o. 2 

（1994

）, pp. 305 -36, esp. 
327; 

二
宮
、
前
掲
書
、
一
五
〇
頁
。

（
84
）  Paraphrasis in M

atthaeum
, LB V

II, 80E / CW
E 45, p. 215; 

二
宮
、
前
掲
書
、
一
六
二
頁; 

カ
メ
ン
、
前
掲
訳
書
、
四
八
頁
参

照; Lecler, p. 140; Bejczy, p. 378.

（
85
）  H

yperaspistes II, LB X, 1397B / CW
E 77, p. 458.

（
86
）  H

yperaspistes II, LB X, 1452C-D
 / CW

E 77, p. 570.

（
87
）  H

yperaspistes II, LB X, 1452F-153A / CW
E 77, pp. 570 -1.

（
88
）  H
yperaspistes II, LB X, 1455D

 / CW
E 77, p. 576.

（
89
）  H
yperaspistes II, LB X, 1436A / CW

E 77, p. 535.

（
90
）  H

yperaspistes II, LB X, 1464D
 / CW

E 77, pp. 594 -5.

（
91
）  H

yperaspistes II, LB X, 1501B-E / CW
E 77, pp. 675 -6.

（
92
）  A

 D
iscussion, LB IX, 1241F-1242C / CW

E 76 75 -6; H
yperaspistes II, LB X,1500D

-E / CW
E 77, p. 674.
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（
93
）  H

yperaspistes II, LB X, 1398D
 / CW

E 77, p. 461.

（
94
）  H

yperaspistes II, LB X, 1448C-D
 / CW

E 77, p. 561.
（
95
）  H

yperaspistes II, LB X, 1448E / CW
E 77, p. 561.

（
96
）  H

yperaspistes II, LB X, 1455D
 / CW

E 77, p. 576.
（
97
）  H

yperaspistes II, LB X, 1516B, 1528C / CW
E 77, p. 705, 732.

（
98
）  Ezek 33:11

参
照
。

（
99
）  H

yperaspistes II, LB X, 1510B / CW
E 77, p. 693.

（
100
）  

「
救
済
の
過
程
に
特
別
に
関
わ
る
か
ぎ
り
、
救
済
へ
の
道
は
ユ
ダ
ヤ
人
の
誰
に
も
閉
ざ
さ
れ
て
い
な
い
し
、
す
べ
て
の
異
教
徒
が
受
け
入
れ
ら

れ
る
の
で
も
な
く
、
信
仰
の
道
は
双
方
に
開
か
れ
て
い
る
」（H

yperaspistes II, LB X, 1429A / CW
E 77, p. 522

）。

（
101
）  D

e concordia, ASD
 V
-3, pp. 312 -3 / CW

E 65, p. 216.

（
102
）  Eclesiastes, LB V, 822 A / ASD

 V
-4, p. 172.

（
103
）  M

ansfield, p. 35.

（
104
）  

ホ
イ
ジ
ン
ガ
、
前
掲
訳
書
、
二
五
二
頁; Pierre M

esnard, L'essor de la philosophie politique au XVIe siècle, 2 ed., J. Vrin, 1951, 
pp. 137 -8; M

ansfield, p. 35.

（
105
）  

カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
『
政
治
的
な
も
の
の
概
念
』
田
中
浩
・
原
田
武
雄
訳
、
未
來
社
、
一
九
七
〇
年
、
七
八
―
八
〇
頁
。

（
106
）  

ベ
イ
ン
ト
ン
は
む
し
ろ
エ
ラ
ス
ム
ス
が
神
の
摂
理
を
待
望
し
て
い
る
よ
う
に
描
い
て
い
る
（
ベ
イ
ン
ト
ン
、
前
掲
訳
書
、
三
三
五
頁
）。

〔
付
記
〕 

本
研
究
は
、
卓
越
し
た
大
学
院
研
究
拠
点
形
成
支
援
補
助
金
「
市
民
社
会
に
お
け
る
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
研
究
教
育
拠
点
」
の
支
援
を
受
け
た
研

究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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河
野
　
雄
一
（
か
わ
の
　
ゆ
う
い
ち
）

　
所
属
・
現
職
　
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
後
期
博
士
課
程

　
最
終
学
歴
　
　
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
前
期
博
士
課
程

　
所
属
学
会
　
　
政
治
思
想
学
会
、
西
洋
中
世
学
会
、
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
協
会
、
中
世
哲
学
会

　
専
攻
領
域
　
　
政
治
思
想
史

　
主
要
著
作
　
　 「
中
世
の
継
承
者
と
し
て
の
エ
ラ
ス
ム
ス

―
一
五
二
〇
年
代
の
論
争
を
通
し 

て

―
」『
西
洋
中
世
研
究
』
第
四
号
（
二
〇
一
二
年
）


