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恩
恵
と
自
由
意
志
　
エ
ラ
ス
ム
ス
と
ル
タ
ー
の
自
由
意
志
論
争

柳
沼
正
広

は
じ
め
に

　

二
十
五
年
前
の
一
九
九
三
年
、
当
研
究
所
の
創
立
者
池
田
大

作
先
生
は
、
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
に
お
い
て
「
21
世
紀
文
明
と
大

乗
仏
教
」
と
題
し
て
講
演
さ
れ
ま
し
た
。
そ
こ
で
は
、
二
十
一

世
紀
の
最
重
要
課
題
と
し
て
生
と
死
の
問
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
、

大
乗
仏
教
が
二
十
一
世
紀
以
降
の
文
明
に
貢
献
し
う
る
点
と
と

も
に
、
宗
教
の
あ
る
べ
き
姿
が
三
つ
の
視
点
か
ら
論
じ
ら
れ
ま

し
た
。
第
一
の
視
点
は
「
平
和
の
創
出
」、
第
二
は
「
人
間
の
復

権
」、
第
三
は
「
万
物
の
共
生
」
と
い
う
も
の
で
し
た
。

　

こ
の
う
ち
第
二
点
目
の
人
間
の
復
権
で
は
、
人
間
に
と
っ
て

宗
教
を
も
つ
こ
と
の
意
義
が
問
わ
れ
、
仏
教
で
い
う
他
力
と
自

力
、
キ
リ
ス
ト
教
で
い
う
恩
恵
と
自
由
意
志
の
バ
ラ
ン
ス
の
在

り
方
が
問
題
と
さ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
「
自
力
は
そ
れ
の
み
で

自
ら
の
能
力
を
ま
っ
と
う
で
き
な
い
。
他
力
す
な
わ
ち
有
限
な

自
己
を
超
え
た
永
遠
な
る
も
の
へ
の
祈
り
と
融
合
に
よ
っ
て
初

め
て
、
自
力
も
十
全
に
は
た
ら
く
。
し
か
し
、
そ
の
十
全
な
る

力
は
本
来
、
自
身
の
中
に
あ
っ
た
も
の
で
あ
るあ」
と
述
べ
ら
れ

て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、
本
発

表
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
で
も
名
高
い
エ
ラ
ス
ム
ス
と
ル
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タ
ー
の
恩
恵
と
自
由
意
志
に
つ
い
て
の
論
争
を
取
り
上
げ
た
い

と
思
い
ま
す
。

ル
タ
ー
の
登
場
と
『
主
張
』

　

十
六
世
紀
の
宗
教
改
革
は
、
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ル
タ
ー
が
、
教

会
に
よ
る
贖
宥
状
の
販
売
を
問
題
に
し
た
こ
と
か
ら
始
ま
り
ま

し
た
。
い
わ
ゆ
る
「
九
十
五
カ
条
」
の
論
題
を
掲
げ
て
ル
タ
ー

が
贖
宥
状
に
つ
い
て
討
論
を
呼
び
か
け
た
の
は
一
五
一
七
年
の

十
月
で
あ
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
罪
の
許
し
は
悔

い
改
め
を
通
し
て
神
に
よ
っ
て
の
み
与
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、

教
皇
か
ら
金
銭
に
よ
っ
て
買
え
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
と
訴

え
た
の
で
し
た
。
こ
こ
に
は
、
人
間
は
自
分
の
意
志
や
行
い
に

よ
っ
て
救
い
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
問
い
が
あ
り

ま
す
。
そ
の
翌
年
、
ル
タ
ー
は
、
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
で
開
か
れ

た
仲
間
の
修
道
会
の
総
会
に
お
い
て
、
人
間
は
自
分
の
行
い
に

よ
っ
て
救
い
を
得
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
、
人
間
の
自
由
意

志
も
悪
へ
と
向
か
う
能
力
し
か
持
た
な
い
こ
と
を
論
じ
ま
し
た
。

今
か
ら
五
百
年
前
の
一
五
一
八
年
四
月
の
こ
と
で
す
。

　

そ
の
後
ル
タ
ー
は
、
自
説
を
撤
回
す
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
ま

し
た
が
拒
否
し
た
た
め
、
一
五
二
〇
年
に
は
、
教
皇
が
破
門
警

告
の
大
勅
書
を
出
し
ま
す
。
そ
の
大
勅
書
で
は
、
そ
れ
ま
で
の

ル
タ
ー
の
説
が
四
十
一
項
目
に
わ
た
っ
て
異
端
的
誤
り
と
し
て

挙
げ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
ル
タ
ー
は
す
べ
て
の
項
目
に
つ
い
て

回
答
す
る
『
主
張
』（Assertio

）
を
書
き
ま
す
が
、
こ
の
『
主
張
』

で
は
教
皇
、
公
会
議
、
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
な
ど
の
他
の
制
度
的
な

問
題
の
中
に
あ
っ
て
、
自
由
意
志
と
恩
恵
の
問
題
が
と
く
に
重

点
的
に
論
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
『
主
張
』
の
第
三
六
項い
で
は
、
ま
ず
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
で
論
じ

ら
れ
た
命
題
「
堕
罪
後
の
自
由
意
志
は
、
単
な
る
名
前
だ
け
の

も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
『
自
分
自
身
の
な
か
に
あ
る
こ
と
を

行
う
』
か
ぎ
り
は
、
死
に
至
る
罪
を
犯
し
て
い
る
の
で
あ
るう」

が
取
り
上
げ
ら
れ
ま
す
。
こ
こ
で
「
自
分
自
身
の
中
に
あ
る
こ

と
を
行
う
」
と
は
自
分
の
生
来
の
能
力
を
発
揮
す
る
と
い
う
こ

と
で
す
。
つ
ま
り
自
分
自
身
の
力
に
よ
っ
て
恩
恵
を
得
よ
う
と

す
る
こ
と
の
否
定
で
す
。
ル
タ
ー
は
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
言

葉
「
自
由
意
志
は
罪
を
犯
す
こ
と
だ
け
に
し
か
役
立
た
な
いえ」

を
引
用
し
、
さ
ら
に
「
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
」［
一
五
：
五
─

六
］
を
引
用
し
ま
す
。「
わ
た
し
を
離
れ
て
は
、
あ
な
た
が
た
は
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何
も
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
私
に
つ
な
が
っ
て
い
な
い
人
が

い
れ
ば
、
枝
の
よ
う
に
外
に
投
げ
捨
て
ら
れ
て
枯
れ
る
。
そ
し

て
、
集
め
ら
れ
、
火
に
投
げ
入
れ
ら
れ
て
焼
か
れ
て
し
ま
う
お」。

こ
の
よ
う
に
キ
リ
ス
ト
が
「
何
も
で
き
な
い
」
と
言
っ
て
い
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
由
意
志
が
恩
恵
に
向
か
う
こ
と
が
で
き

る
と
主
張
す
る
教
皇
は
、
自
ら
の
主
に
逆
ら
う
者
だ
と
ル
タ
ー

は
批
判
し
ま
し
た
。

エ
ラ
ス
ム
ス
の
『
自
由
意
志
論
』

　

エ
ラ
ス
ム
ス
は
、
こ
の
ル
タ
ー
の
『
主
張
』
を
読
ん
で
『
自

由
意
志
論
』
を
書
い
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
正
式
名
称

は
『
自
由
意
志
に
つ
い
て
の
審
議
あ
る
い
は
比
較
検
討か』
と
い

う
も
の
で
、
ル
タ
ー
の
『
主
張
』
と
は
、
か
な
り
性
格
が
異
な

る
も
の
で
す
。
断
固
た
る
ル
タ
ー
の
『
主
張
』
に
対
し
て
、
比

較
検
討
に
基
づ
く
審
議
を
呼
び
か
け
る
姿
勢
に
は
、
こ
の
よ
う

な
問
題
を
扱
う
に
際
し
て
、
一
方
的
に
判
定
を
下
し
た
り
、
他

の
見
解
を
全
否
定
す
る
よ
う
な
強
硬
な
態
度
は
、
キ
リ
ス
ト
教

徒
の
一
致
を
損
な
う
も
の
だ
と
の
批
判
が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

『
自
由
意
志
論
』
で
は
実
際
、
聖
書
の
中
で
人
間
の
自
由
意
志
を

肯
定
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
個
所
と
、
自
由
意
志
を
全
く
排
除

し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
個
所
を
そ
れ
ぞ
れ
検
討
し
て
い
く
ス
タ

イ
ル
を
と
っ
て
い
ま
す
。

　

エ
ラ
ス
ム
ス
は
、
自
由
意
志
の
肯
定
と
否
定
が
併
存
し
て
い

る
個
所
が
、
新
約
聖
書
の
中
で
も
神
の
恩
恵
を
特
に
強
調
す
る

パ
ウ
ロ
に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
の
例
と
し

て
、「
フ
ィ
リ
ピ
の
信
徒
へ
の
手
紙
」［
二
：
一
二
─
一
三
］
を

挙
げ
ま
す
。
そ
こ
で
パ
ウ
ロ
は
「
恐
れ
お
の
の
き
つ
つ
自
分
の

救
い
を
達
成
す
る
よ
う
に
努
め
な
さ
い
」
と
説
き
な
が
ら
、
続

け
て
「
あ
な
た
が
た
の
内
に
働
い
て
、
御
心
の
ま
ま
に
望
ま
せ
、

行
わ
せ
て
お
ら
れ
る
の
は
神
で
あ
る
か
ら
で
す
」
と
も
言
っ
て

い
ま
す
。

　

エ
ラ
ス
ム
ス
は
、
こ
の
よ
う
な
、
人
間
に
努
力
す
る
よ
う
に

求
め
な
が
ら
神
が
す
べ
て
を
行
っ
て
い
る
と
説
く
矛
盾
と
思
わ

れ
る
多
く
の
個
所
を
説
明
す
る
に
は
「
意
志
の
努
力
を
神
の
恩

恵
の
助
け
に
結
び
つ
け
さ
え
す
れ
ばき」
よ
い
と
言
い
ま
す
。
先

ほ
ど
の
パ
ウ
ロ
の
言
葉
に
つ
い
て
も
、
神
と
協
力
し
て
努
力
し

よ
う
と
す
る
私
た
ち
の
意
志
や
願
い
を
も
、
神
が
私
た
ち
の
う

ち
に
働
き
か
け
た
の
だ
と
結
論
で
き
る
と
述
べ
て
い
ま
すく。
こ



66

の
恩
恵
と
自
由
意
志
の
関
係
は
次
の
よ
う
に
も
説
明
さ
れ
ま
す
。

長
く
な
り
ま
す
が
引
用
し
ま
す
。

正
統
的
な
教
会
教
父
の
う
ち
の
若
干
の
人
が
、
人
間
の
働

き
に
三
つ
の
段
階
を
区
別
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
第
一
が
考
え
つ
く
こ
と
、
第
二
が
や
ろ
う
と
欲
す

る
こ
と
、
第
三
が
や
り
と
げ
る
こ
と
、
の
三
つ
で
あ
る
。

彼
ら
は
第
一
と
第
三
の
段
階
に
は
「
自
由
意
志
」
が
働
く

い
か
な
る
余
地
も
残
し
て
い
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
私
た
ち

の
精
神
は
た
だ
恩
恵
に
よ
っ
て
の
み
善
を
考
え
つ
く
よ
う

に
い
ざ
な
わ
れ
、
ま
た
恩
恵
に
よ
っ
て
の
み
考
え
た
こ
と

を
や
り
と
げ
る
よ
う
に
促
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
。
し
か

も
な
お
、
中
間
段
階
、
す
な
わ
ち
、
や
ろ
う
と
同
意
す
る

段
階
で
は
、
恩
恵
と
人
間
の
意
志
と
は
同
時
に
働
い
て
い

る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
場
合
に
も
、
恩
恵
が
主
原
因

と
し
て
働
き
、
私
た
ち
の
意
志
は
主
原
因
よ
り
は
弱
い
原

因
と
し
て
働
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
事
が

ら
の
全
体
は
、
す
べ
て
が
完
遂
さ
れ
る
よ
う
に
事
を
運
ば

れ
た
か
た
に
帰
せ
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
人
間
が
善
き
わ

ざ
の
う
ち
か
ら
そ
の
あ
る
部
分
を
自
分
の
も
の
だ
と
主
張

す
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
あ
り
う
べ
き
こ
と
で
は
な
い
の

で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
同
意
し
て
神
の
恩
恵
と
協
力
す
る

と
い
う
こ
と
も
神
の
贈
物
だ
か
ら
で
あ
るけ。

　

こ
れ
で
自
由
意
志
が
弁
護
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
と
も
思

わ
れ
ま
す
が
、
エ
ラ
ス
ム
ス
の
意
図
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
も

本
来
は
自
由
意
志
の
役
割
を
ほ
と
ん
ど
認
め
て
い
な
い
こ
と
を

示
す
こ
と
に
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

そ
の
う
え
で
エ
ラ
ス
ム
ス
は
、
結
論
部
分
で
、「
ロ
ー
マ
の
信

徒
へ
の
手
紙
」［
八
：
二
六
］
の
「
同
様
に
、＂
霊
＂
も
弱
い
わ

た
し
た
ち
を
助
け
て
く
だ
さ
い
ま
す
」
と
の
言
葉
を
引
い
て
、

弱
い
と
は
何
も
で
き
な
い
こ
と
で
は
な
く
、
や
ろ
う
と
努
力
し

て
完
遂
す
る
力
の
な
い
こ
と
で
あ
り
、
助
け
る
と
い
う
こ
と
も
、

何
か
を
し
て
い
る
者
を
助
け
て
い
る
は
ず
だ
、と
聖
書
に
「
助
け
」

と
い
う
言
葉
が
あ
る
以
上
、
自
由
意
志
が
働
く
余
地
が
ほ
ん
の

わ
ず
か
で
あ
る
が
残
さ
れ
て
い
る
と
強
調
し
ま
す
。
そ
し
て
次

の
よ
う
に
述
べ
ま
す
。
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し
た
が
っ
て
、「
人
間
は
神
の
恩
恵
の
助
け
に
よ
る
の
で

な
け
れ
ば
何
一
つ
な
し
え
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
人
間
の

わ
ざ
は
一
つ
と
し
て
善
で
は
な
い
」
と
結
論
す
る
人
々
に

対
し
て
、
む
し
ろ
私
の
考
え
で
は
こ
の
方
が
あ
り
そ
う
だ

と
考
え
ら
れ
る
次
の
結
論
、
す
な
わ
ち
「
人
間
に
は
神
の

恩
恵
の
助
け
に
よ
っ
て
で
き
な
い
と
い
う
も
の
は
何
一
つ

な
い
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
人
間
の
あ
ら
ゆ
る
わ
ざ
は
善
で
あ

り
う
る
」
を
、
私
た
ち
は
提
出
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
聖

書
の
う
ち
に
︽
恩
恵
の
︾
助
け
に
言
及
し
て
い
る
個
所
が

あ
れ
ば
あ
る
だ
け
、
そ
れ
だ
け
「
自
由
意
志
」
が
確
立
し

て
い
る
個
所
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な

個
所
は
数
え
き
れ
な
い
、
だ
か
ら
証
拠
の
数
か
ら
事
が
評

価
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
勝
利
は
私
の
も
の
で
あ
る
だ
ろ
うこ。

　

こ
の
よ
う
に
書
い
た
後
、
エ
ラ
ス
ム
ス
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教

会
と
改
革
者
た
ち
の
争
い
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、
贖
宥
状
に

よ
っ
て
人
々
の
良
心
を
罠
に
か
け
る
よ
う
な
や
り
方
も
、
人
間

は
原
罪
に
よ
っ
て
そ
の
能
力
を
完
全
に
破
壊
さ
れ
て
い
る
と
主

張
す
る
こ
と
も
、
キ
リ
ス
ト
教
に
つ
い
て
の
極
端
な
誇
張
で
あ

り
、
こ
の
誇
張
同
士
の
対
立
が
世
界
を
騒
然
と
さ
せ
て
い
る
と

述
べ
ま
す
。
さ
ら
に
自
分
の
見
解
が
受
け
入
れ
ら
れ
て
も
人
間

は
自
ら
の
意
志
や
行
い
を
信
頼
す
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
ル

タ
ー
の
主
張
は
損
な
わ
れ
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
よ
う
に

望
む
と
述
べ
て
い
ま
す
。

ル
タ
ー
の
『
奴
隷
意
志
論
』

　
『
自
由
意
志
論
』
が
出
版
さ
れ
た
翌
年
の
一
五
二
五
年
の
十
二

月
に
ル
タ
ー
の
『
奴
隷
意
志
論
』
が
出
ま
す
。
こ
の
中
で
ル
タ
ー

は
エ
ラ
ス
ム
ス
を
手
厳
し
く
批
判
し
て
い
ま
す
。『
自
由
意
志
論
』

は
対
立
す
る
見
解
の
比
較
検
討
で
あ
る
と
先
ほ
ど
申
し
上
げ
ま

し
た
が
、
ル
タ
ー
は
こ
の
点
に
つ
い
て
、
エ
ラ
ス
ム
ス
は
聖
書

の
権
威
を
重
ん
じ
な
が
ら
結
局
教
会
の
諸
教
令
に
従
い
、
自
ら

の
考
え
を
主
張
し
な
い
態
度
を
と
っ
て
い
る
と
批
判
し
て
「
主

張
を
好
ま
な
い
と
い
う
の
は
キ
リ
ス
ト
者
の
精
神
で
は
な
い
。

む
し
ろ
、
主
張
を
好
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ

う
で
な
け
れ
ば
キ
リ
ス
ト
者
で
は
な
いさ」
と
述
べ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
エ
ラ
ス
ム
ス
が
、
自
由
意
志
を
擁
護
し
て
恩
恵
と
共
に

何
事
も
な
す
こ
と
が
で
き
る
と
し
た
結
論
に
つ
い
て
も
、
恩
恵
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な
し
に
は
自
由
意
志
は
何
も
で
き
な
い
こ
と
を
認
め
て
い
る
も

の
と
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

君
は
、「
自
由
意
志
」
の
力
を
、
微
弱
な
、
神
の
恩
恵
な
し

で
は
、
全
く
効
力
の
な
い
も
の
と
し
て
い
る
。
君
も
こ
れ

は
認
め
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
私
は
お
尋
ね
す
る
、
そ
し

て
答
え
て
も
ら
い
た
い
。
も
し
神
の
恩
恵
が
か
け
て
い
る

か
、
あ
る
い
は
、
こ
の
微
弱
な
力
か
ら
取
り
去
ら
れ
て
い

る
か
し
た
ら
、
こ
の
力
自
身
は
い
っ
た
い
な
に
を
な
し
う

る
の
か
。（
君
の
言
う
と
こ
ろ
で
は
）、︿
そ
れ
は
効
力
が
な

く
、
な
ん
ら
善
い
こ
と
を
な
さ
な
い
﹀。
実
際
、
私
た
ち
は

恩
恵
が
そ
れ
か
ら
引
き
離
さ
れ
て
い
る
と
し
た
の
だ
か
ら
、

そ
れ
は
神
あ
る
い
は
神
の
恩
恵
が
欲
す
る
こ
と
を
な
し
え

な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
神
の
恩
恵
が
な
さ
な
い
こ
と

は
、
善
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
神
の
恩
恵
抜
き
の
「
自

由
意
志
」
は
、
全
く
自
由
で
は
な
く
、
む
し
ろ
単
独
で
は

自
己
を
善
に
向
け
え
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、︽
自
ら
を
︾
か

え
え
な
い
よ
う
に
と
ら
わ
れ
た
悪
の
奴
隷
で
あ
る
、
と
い

う
こ
と
に
な
るし。

二
人
の
相
違

　

エ
ラ
ス
ム
ス
と
ル
タ
ー
の
対
立
点
は
、
人
間
の
救
い
は
全
く

神
の
恩
恵
に
よ
る
か
、
あ
る
い
は
、
そ
こ
に
人
間
の
自
由
意
志

の
関
与
が
あ
る
の
か
に
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
の
根

本
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ
り
、
五
世
紀
に
も
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
派
と

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
よ
る
論
争
が
あ
り
ま
し
た
。
ペ
ラ
ギ
ウ

ス
は
、
神
の
被
造
物
で
あ
る
人
間
の
本
性
は
善
で
あ
り
、
自
由

意
志
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ま
し
た
。
た
と
え
原
罪

に
よ
っ
て
弱
く
な
っ
た
と
し
て
も
人
間
の
本
性
は
信
頼
に
足
る

も
の
で
あ
り
、
人
間
は
自
ら
の
力
で
善
を
意
志
す
る
こ
と
が
で

き
る
、
ま
た
悪
を
意
志
す
れ
ば
罰
せ
ら
れ
る
と
信
じ
ま
し
た
。

し
か
し
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
、
原
罪
に
よ
る
罰
の
影
響
を
強

調
し
、
キ
リ
ス
ト
の
贖
罪
の
後
で
も
人
間
は
悪
を
意
志
す
る
こ

と
は
あ
っ
て
も
、
善
を
意
志
す
る
力
を
も
た
な
い
と
考
え
ま
し

た
。
つ
ま
り
信
仰
を
意
志
す
る
こ
と
も
ま
っ
た
く
神
の
恩
恵
に

よ
る
の
で
あ
っ
て
人
間
の
意
志
が
働
く
余
地
は
な
く
、
救
済
さ

れ
る
か
ど
う
か
は
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
い
わ

ゆ
る
予
定
説
を
説
き
ま
し
たす。
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人
間
は
原
罪
に
よ
っ
て
堕
落
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
悪
に

し
か
傾
く
こ
と
が
な
い
と
い
う
か
な
り
悲
観
的
な
人
間
観
を
、

ル
タ
ー
は
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
と
共
有
し
て
い
ま
す
。
し
か
し

エ
ラ
ス
ム
ス
の
人
間
観
は
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
と
し
て
、
ル
ネ

サ
ン
ス
の
ピ
ー
コ
・
デ
ラ
・
ミ
ラ
ン
ド
ラ
の
『
人
間
の
尊
厳
に

つ
い
て
』
に
表
現
さ
れ
る
よ
う
な
、
神
と
獣
の
間
に
あ
っ
て
、

ど
ち
ら
に
な
る
こ
と
も
自
由
に
選
ぶ
こ
と
が
で
き
る
と
い
っ
た

人
間
像
に
近
い
も
の
で
し
た
。
初
期
の
著
作
『
キ
リ
ス
ト
教
兵

士
提
要
』
に
は
古
代
教
父
オ
リ
ゲ
ネ
ス
の
影
響
を
強
く
受
け
た

霊
・
魂
・
肉
の
三
つ
の
区
分
が
見
ら
れ
ま
すせ。
つ
ま
り
人
間
の

魂
は
、「
老
獪
な
蛇
に
罪
の
法
則
を
書
き
込
ま
れ
た
」
肉
と
、「
最

善
の
創
造
者
が
自
身
の
精
神
の
原
形
か
ら
、
永
遠
の
徳
の
法
を
、

聖
霊
に
よ
っ
て
書
き
込
ん
だ
」
霊
の
間
に
あ
る
中
間
的
な
存
在

で
あ
り
、
霊
が
求
め
る
も
の
と
肉
が
誘
惑
す
る
も
の
の
間
で
自

由
に
選
択
を
行
い
な
が
ら
自
己
形
成
を
し
て
い
く
と
い
う
も
の

で
す
。
さ
ら
に
エ
ラ
ス
ム
ス
が
重
ん
じ
て
い
た
の
は
、
キ
リ
ス

ト
に
倣
う
生
き
方
で
す
。
つ
ま
り
、
キ
リ
ス
ト
の
教
え
と
生
涯

を
模
範
と
し
て
、
漸
進
的
に
、
そ
の
原
型
に
自
己
を
近
づ
け
よ

う
と
努
力
す
る
生
き
方
で
す
。

　

こ
れ
に
対
し
ル
タ
ー
は
、
中
間
的
な
も
の
を
全
く
認
め
ま
せ

ん
。『
奴
隷
意
志
論
』
で
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

　

キ
リ
ス
ト
が
道
で
あ
り
真
理
で
あ
り
命
で
あ
る
と
い
わ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
し
た
が
っ
て
、
対
照
法
に
よ

っ
て
、
キ
リ
ス
ト
で
な
い
も
の
は
す
べ
て
、
道
で
な
く
誤

謬
で
あ
り
、
真
理
で
な
く
虚
偽
で
あ
り
、
命
で
な
く
死
で

あ
る
と
さ
れ
る
か
ら
、
必
然
的
に
「
自
由
意
志
」
は
キ
リ

ス
ト
で
も
な
け
れ
ば
、
キ
リ
ス
ト
の
う
ち
に
あ
る
も
の
で

も
な
く
、
誤
謬
や
虚
偽
や
死
に
縛
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
るそ。

　

こ
の
あ
と
の
文
に
も
キ
リ
ス
ト
と
サ
タ
ン
、
恩
恵
と
怒
り
、

真
実
と
虚
偽
、
命
と
死
と
い
っ
た
よ
う
に
対
照
性
を
際
立
た
せ

る
表
現
が
続
き
ま
す
。
ル
タ
ー
の
人
間
観
は
、「
罪
人
に
し
て
同

時
に
義
人
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
さ
れ
ま
す
。
人
間
は
、
罪
に

よ
っ
て
自
分
自
身
で
は
自
分
を
救
う
こ
と
が
で
き
な
い
存
在
で

あ
る
が
、
神
か
ら
の
一
方
的
な
恩
恵
に
よ
っ
て
正
し
い
者
と
さ

れ
る
。
こ
れ
が
彼
が
強
調
し
た
義
認
で
す
。
そ
し
て
人
間
は
、

神
の
恩
恵
に
支
え
ら
れ
た
自
由
に
よ
っ
て
、
神
と
隣
人
に
奉
仕



70

す
る
僕
と
な
る
と
い
う
も
の
で
す
。
罪
人
と
義
人
、
自
由
と
奉

仕
、
こ
の
よ
う
な
対
照
性
を
際
立
た
せ
る
と
い
う
の
が
ル
タ
ー

の
特
徴
の
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　

エ
ラ
ス
ム
ス
は
人
間
を
中
間
的
存
在
と
見
て
い
た
の
に
対
し

て
、
ル
タ
ー
は
人
間
に
お
い
て
相
反
す
る
も
の
を
常
に
重
ね
て

見
て
い
た
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

　

エ
ラ
ス
ム
ス
は
、
早
く
に
両
親
を
亡
く
し
修
道
院
に
入
り
ま

す
が
、
そ
こ
で
は
人
間
が
生
み
出
し
た
文
学
を
愛
し
、
自
分
で

も
作
品
を
書
い
た
り
し
て
い
ま
し
た
。
ル
タ
ー
は
比
較
的
恵
ま

れ
た
家
庭
に
育
ち
ま
す
が
、
修
道
院
に
入
っ
て
か
ら
は
、
ど
ん

な
に
熱
心
に
修
道
士
の
務
め
に
励
ん
で
も
神
に
愛
さ
れ
る
と
思

え
ま
せ
ん
で
し
た
。
人
間
性
へ
の
信
頼
と
い
う
点
で
、
対
照
的

な
二
人
の
違
い
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
気
質
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き

い
と
も
思
わ
れ
ま
す
。
本
日
の
ゲ
ス
ト
の
金
博
士
の
ご
専
門
で

あ
る
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
に
言
わ
せ
れ
ば
、
柔
ら
か
い

精
神
の
持
ち
主
と
堅
い
精
神
の
持
ち
主た
と
い
う
こ
と
に
な
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

二
人
の
共
通
点
に
も
目
を
向
け
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

ル
タ
ー
は
人
間
が
自
分
の
行
い
に
よ
っ
て
神
の
救
済
を
得
る
こ

と
を
否
定
し
、
贖
宥
状
を
批
判
し
ま
し
た
が
、
エ
ラ
ス
ム
ス
も

内
面
的
な
信
仰
を
重
ん
じ
て
、
巡
礼
や
聖
遺
物
礼
拝
を
批
判
し
、

聖
職
者
の
堕
落
を
攻
撃
し
ま
し
た
。
教
会
の
刷
新
と
信
仰
の
回

復
と
い
う
面
で
は
一
致
し
て
い
た
二
人
で
し
た
。
た
だ
キ
リ
ス

ト
教
徒
の
一
致
を
守
ろ
う
と
し
た
エ
ラ
ス
ム
ス
の
願
い
も
む
な

し
く
、
ル
タ
ー
の
行
動
は
、
教
会
を
分
裂
さ
せ
る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。む

す
び
に
か
え
て

─

『
義
認
の
教
理
に
関
す
る
共
同
宣
言
』

　

自
由
意
志
と
恩
恵
の
問
題
は
、
エ
ラ
ス
ム
ス
と
ル
タ
ー
以
後

も
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
に
現
れ
て
き
ま
し

た
が
、
近
年
、
一
つ
の
大
き
な
出
来
事
が
あ
り
ま
し
た
。
一
九

九
九
年
十
月
三
十
一
日
、
ル
ー
テ
ル
世
界
連
盟
と
ロ
ー
マ
・
カ

ト
リ
ッ
ク
教
会
が
『
義
認
の
教
理
に
関
す
る
共
同
宣
言
』
に
共

に
署
名
し
た
の
で
す
。
こ
れ
は
、
二
十
世
紀
の
エ
キ
ュ
メ
ニ
ズ

ム
（
教
会
一
致
）
運
動
の
最
大
の
成
果
と
言
わ
れ
て
い
る
も
の
で

す
。
紆
余
曲
折
を
経
な
が
ら
も
対
話
を
積
み
重
ね
、
ま
だ
多
く

の
課
題
が
残
っ
て
い
る
こ
と
を
お
互
い
に
認
め
な
が
ら
義
認
の
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教
理
に
つ
い
て
基
本
的
な
合
意
に
達
し
た
の
で
し
た
。
こ
の
『
共

同
宣
言
』
に
は
、
十
六
世
紀
に
双
方
か
ら
行
わ
れ
た
教
理
的
な

断
罪
は
無
効
に
な
る
と
書
い
て
あ
り
ま
すち。
ま
た
、
義
認
に
つ

い
て
は
双
方
が
共
に
「
義
認
は
た
だ
神
の
恵
み
に
よ
っ
て
の
み

も
た
ら
さ
れ
る
」
と
告
白
す
る
と
し
て
い
ま
すつ。
そ
し
て
こ
の

点
に
つ
い
て
の
カ
ト
リ
ッ
ク
の
見
解
が
次
の
よ
う
に
書
い
て
あ

り
ま
す
。

カ
ト
リ
ッ
ク
側
が
、
人
間
は
、
人
を
義
と
す
る
神
の
行
為

に
同
意
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
義
認
へ
の
準
備
と
受
容
に

お
い
て
神
の
義
認
の
業
に
「
協
働
す
る
」
と
言
う
と
き
、

彼
ら
は
そ
の
よ
う
な
人
格
的
な
同
意
そ
の
も
の
に
、
恵
み

の
働
き
を
見
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
人
間
が
自
分

の
能
力
に
よ
っ
て
行
う
行
為
だ
と
見
て
い
る
の
で
は
な
いて。

　

こ
れ
は
、
本
稿
で
も
見
た
エ
ラ
ス
ム
ス
が
正
統
な
教
会
の
も

の
と
し
て
紹
介
し
て
い
た
考
え
方
と
同
じ
こ
と
を
言
っ
て
い
る

よ
う
に
思
い
ま
す
。
ル
ー
テ
ル
側
の
見
解
は
次
の
よ
う
に
あ
り

ま
す
。

　

ル
ー
テ
ル
側
は
、
人
間
が
恵
み
の
働
き
を
拒
絶
し
う
る

こ
と
を
否
定
す
る
の
で
は
な
い
。
彼
ら
が
、
人
間
は
義
認

を
た
だ
受
動
的
に
の
み
（m

ere passive

）
受
け
取
る
こ
と
が

で
き
る
と
強
調
す
る
と
き
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
分
自
身
の

義
認
へ
の
貢
献
の
可
能
性
を
除
外
す
る
。
し
か
し
、
神
の

言
葉
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
信
仰
に
お
い

て
、
完
全
な
人
格
的
な
参
与
が
あ
る
こ
と
を
否
定
す
る
も

の
で
は
な
いと。

　

ル
ー
テ
ル
側
が
「
信
仰
の
み
」
と
強
調
す
る
の
を
聞
い
て
、

そ
れ
は
ど
ん
な
に
受
動
的
で
あ
っ
て
も
人
間
側
か
ら
の
働
き
で

は
な
い
か
と
思
う
の
は
誤
解
で
あ
り
、
そ
の
信
仰
は
人
間
の
外

か
ら
や
っ
て
く
る
神
の
言
葉
に
よ
っ
て
造
り
出
さ
れ
る
も
の
と

さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
カ
ト
リ
ッ
ク
側
が
い
う
神
へ
の
同
意
も

ル
ー
テ
ル
側
が
い
う
信
仰
も
神
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
と

い
う
点
で
変
わ
り
あ
り
ま
せ
ん
。

　

こ
の
よ
う
な
『
共
同
宣
言
』
の
合
意
点
は
、
エ
ラ
ス
ム
ス
と

ル
タ
ー
の
論
争
で
い
え
ば
、
か
ぎ
り
な
く
ル
タ
ー
の
立
場
の
近
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く
に
あ
る
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
救
い
に
お
け
る
自
由
意
志
の

役
割
を
か
す
か
な
が
ら
残
そ
う
と
し
た
エ
ラ
ス
ム
ス
は
、
こ
の

義
認
の
教
理
に
つ
い
て
の
合
意
に
懸
念
を
も
つ
か
も
知
れ
ま
せ

ん
。
そ
れ
は
人
間
の
責
任
と
い
っ
た
も
の
で
あ
り
、『
共
同
宣
言
』

に
残
さ
れ
た
課
題
の
一
つ
で
も
あ
る
「
罪
」
の
問
題
と
も
深
く

関
わ
る
も
の
で
し
ょ
うな。
た
だ
、
両
陣
営
か
ら
責
め
ら
れ
な
が

ら
教
会
の
分
裂
を
何
と
し
て
も
回
避
す
る
べ
き
だ
と
考
え
て
い

た
エ
ラ
ス
ム
ス
に
と
っ
て
、
ル
ー
テ
ル
世
界
連
盟
と
カ
ト
リ
ッ

ク
教
会
の
歩
み
寄
り
は
た
い
へ
ん
喜
ば
し
い
こ
と
の
は
ず
で
す
。

こ
の
歩
み
寄
り
ま
で
の
お
よ
そ
五
百
年
近
く
の
歴
史
を
思
う
と

き
、
恩
恵
と
自
由
意
志
に
対
す
る
考
え
方
の
微
妙
な
差
異
が
多

く
の
人
々
の
対
立
と
分
裂
へ
と
い
た
る
と
い
う
宗
教
の
恐
ろ
し

い
面
に
も
目
を
向
け
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

　

ご
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

注（
１
）	

池
田
大
作
『
21
世
紀
文
明
と
大
乗
仏
教

─
海
外
諸
大
学
講
演

集

─
』
聖
教
新
聞
社
、
一
九
九
六
年
、
二
七
頁
。

（
２
）	 D

. M
artin Luthers W

erke, W
eim

arer A
usgabe, B

d. 7, SS. 

142-49, trans., C
larence H

. M
iller, An Assertion of All The 

Articles of M
artin Luther W

hich W
ere Q

uite Recently C
on-

dem
ned by A Bull of Leo X, Article 36, C

ollected W
orks of 

Erasm
us (C

W
E), vol. 76 (Toronto: U

niversity of Toronto 
Press, 1999), 301-10.	

（
３
）	「
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
に
お
け
る
討
論
」（
一
五
一
八
年
）『
ル
タ
ー

著
作
選
集
』
久
米
芳
也
・
徳
善
義
和
訳
、
ル
タ
ー
研
究
所
編
、

教
文
館
、
二
〇
〇
五
年
、
二
九
頁
。

（
４
）	

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
「
霊
と
文
字
」『
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
著

作
集
９
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
派
駁
論
集
⑴
』
金
子
晴
勇
訳
、
教
文
館
、

一
九
七
九
年
、
一
七
頁
。

（
５
）	

共
同
訳
聖
書
実
行
委
員
会
『
聖
書	

新
共
同
訳
─
旧
約
聖
書
続
編

つ
き
』
日
本
聖
書
協
会
、
二
〇
一
四
年
［
一
九
八
八
年
］。
以
下
、

聖
書
か
ら
の
引
用
は
す
べ
て
こ
の
新
共
同
訳
に
よ
る
。

（
６
）	 D

e libero arbitrio διατριβή sive collatio.	

な
お
ル
タ
ー
の	

『
主
張
』
の
正
式
タ
イ
ト
ル
は
『
レ
オ
十
世
の
最
新
の
大
勅
書

に
よ
っ
て
断
罪
さ
れ
た
、
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ル
タ
ー
の
全
箇
条
の

主
張
』（Assertio om

nium
 articulorum

 M
artini Lutheri per 

bullam
 Leonis X. novissim

am
 dam

natorum

）	

（
７
）	『
評
論
・
自
由
意
志
に
つ
い
て
』、『
ル
タ
ー
著
作
集
第
一
集
』

７
、
山
内
宣
訳
、
聖
文
舎
、
一
九
六
六
年
、
六
八
頁
。

（
８
）	

同
前
、
七
九
頁
。

（
９
）	

同
前
、
七
七
─
七
八
頁
。

（
10
）	
同
前
、
八
五
頁
。

（
11
）	
同
前
、
一
一
〇
─
一
一
一
頁
。
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（
12
）	『
奴
隷
的
意
志
に
つ
い
て
』、『
ル
タ
ー
著
作
集
第
一
集
』
７
、

山
内
宣
訳
、
聖
文
舎
、
一
九
六
六
年
、
一
六
八
頁
。

（
13
）	
中
川
純
男
・
松
崎
一
平
「
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
」『
哲
学
の
歴

史
３	
神
と
の
対
話
』
中
川
純
男
編
、
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
〇

八
年
、
一
七
〇
─
一
九
〇
頁
。

（
14
）	「
エ
ン
キ
リ
デ
ィ
オ
ン
」『
宗
教
改
革
著
作
集
』
第
二
巻
、
金
子

晴
勇
訳
、
教
文
館
、
一
九
八
九
年
、
五
三
頁
。

（
15
）	

前
掲
、『
奴
隷
的
意
志
に
つ
い
て
』
四
七
一
頁
。

（
16
）	 ‘The Present D

ilem
m

a in Philosophy’, in John J. M
cD

er-
m

ott, ed., The W
ritings of W

illiam
 Jam

es: A C
om

prehensive 
Edition (C

hicago: The U
niversity of C

hicago Press, 1977), 
365.

［
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
『
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
』

桝
田
啓
三
郎
訳
、
岩
波
文
庫
、
二
〇
一
〇
年
、
一
九
─
二
一
頁
］

（
17
）	

ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
／
ル
ー
テ
ル
世
界
連
盟
『
義
認
の

教
理
に
関
す
る
共
同
宣
言
』
ル
ー
テ
ル
／
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ

ク
共
同
委
員
会
訳
、
教
文
館
、
二
〇
〇
四
年
、
三
一
頁
。

（
18
）	

同
前
、
三
四
頁
。

（
19
）	

同
前
、
三
五
頁
。

（
20
）	

同
前
、
三
五
頁
。

（
21
）	

江
口
再
起
「
義
認
論
の
諸
問
題
─
「
ル
ー
テ
ル
・
カ
ト
リ
ッ
ク

義
認
の
教
理
の
共
同
宣
言
」
を
め
ぐ
っ
て
」『
ル
タ
ー
研
究
』
７
、

ル
ー
テ
ル
学
院
大
学
、
二
〇
〇
一
年
、
一
八
二
─
一
八
六
頁
。

（
や
ぎ
ぬ
ま　

ま
さ
ひ
ろ
／
東
洋
哲
学
研
究
所
研
究
員
）


