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五
〇

一
五
一
七
年
、
ル
タ
ー
の
『
九
五
箇
条
の
論
題
』
に
始
ま
っ
た
贖
宥
論
争
は
、
そ

の
後
の
経
過
に
お
い
て
公
会
議
問
題
が
重
要
な
意
味
を
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
。
翌
年

テ
ッ
ツ
ェ
ル
は
、
贖
宥
問
題
に
つ
い
て
公
会
議
や
全
教
会
よ
り
も
教
皇
の
判
定
権
が

上
位
に
あ
る
と
論
じq

、
ル
タ
ー
は
、
聖
書
か
ら
教
示
が
え
ら
れ
な
い
問
題
に
つ
い
て

は
普
遍
公
会
議ein

em
allgem

ein
en

K
on

zil
に
決
定
権
が
あ
る
と
反
論
し
たw

。
一

五
一
九
年
の
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
討
論
で
は
、
教
皇
の
至
上
権
と
フ
ス
の
教
説
と
が
争
点

と
な
っ
た
が
、
コ
ン
ス
タ
ン
ツ
公
会
議
が
フ
ス
を
断
罪
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
ル
タ

ー
が
フ
ス
の
教
説
に
も
正
当
性
を
認
め
、
公
会
議
も
誤
り
う
る
と
そ
の
権
威
を
否
定

し
た
た
め
、
彼
は
異
端
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
一
五
二
一
年
、
ヴ
ォ
ル

ム
ス
帝
国
議
会
に
ル
タ
ー
が
召
喚
さ
れ
た
際
、「
人
々
は
口
を
そ
ろ
え
て
、
公
会
議

を
、
公
会
議
を
、
と
叫
ん
で
い
る
」
と
教
皇
特
使
ア
レ
ア
ン
ダ
ー
は
報
告
し
たe

。

教
皇
よ
り
も
公
会
議
の
権
威
の
方
が
上
位
を
占
め
る
と
す
る
公
会
議
主
義
は
、
バ

ー
ゼ
ル
公
会
議
の
分
裂
解
散
に
よ
っ
て
終
息
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
官
僚
や
神
学
者
、

法
曹
家
の
間
に
生
き
続
け
て
い
たr

。
公
会
議
主
義
は
、
国
家
や
国
民
の
個
別
利
害
の

擁
護
に
、
あ
る
い
は
教
皇
庁
へ
の
外
交
圧
力
の
手
段
と
し
て
主
張
さ
れ
たt

。
と
く
に

ア
レ
ク
サ
ン
デ
ル
四
世
、
シ
ク
ス
ト
ゥ
ス
六
世
時
代
に
教
皇
庁
の
世
俗
化
が
批
判
さ

れ
、「
教
会
の
頭
と
四
肢
」
の
改
革
が
問
題
と
な
る
と
、
公
会
議
の
理
念
が
新
た
に

活
性
化
し
た
。
パ
リ
大
学
は
公
会
議
主
義
の
牙
城
と
な
り
、
そ
の
主
張
者
を
保
護
し

たy

。
一
般
の
人
び
と
の
間
に
も
信
仰
問
題
の
統
一
・
教
会
改
革
に
は
公
会
議
が
有
効

と
い
う
意
見
が
行
き
わ
た
っ
て
い
たu

。
そ
の
た
め
、
一
五
二
二
年
に
開
か
れ
た
ニ
ュ

ー
ル
ン
ベ
ル
ク
帝
国
議
会
で
は
、
宗
教
改
革
派
と
カ
ト
リ
ッ
ク
派
と
を
問
わ
ず
、
参

加
者
が
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
自
由
か
つ
キ
リ
ス
ト
教
の
公
会
議ein

frey

ch
ristlich

con
ciliu

m

」
の
開
催
を
要
求
し
、
皇
帝
の
名
で
帝
国
統
治
院
令
が
出
さ

れ
る
に
至
っ
たi

。
信
仰
問
題
を
公
会
議
ま
た
は
そ
れ
に
代
わ
る
会
議
で
解
決
し
よ
う

と
い
う
主
張
は
、
そ
の
後
も
帝
国
議
会
で
協
議
さ
れ
、
さ
ら
に
ト
レ
ン
ト
公
会
議
以

後
も
交
渉
が
続
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
宗
教
改
革
期
を
通
じ
て
公
会
議
は
、
大
き
な
論
題
の
一
つ
で
あ
り
続

け
た
が
、
ル
タ
ー
自
身
の
公
会
議
に
対
す
る
立
場
は
、
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
討
論
で
の
よ

う
に
否
定
的
な
面
も
あ
っ
た
。
ル
タ
ー
は
公
会
議
を
め
ぐ
る
議
論
に
ど
の
よ
う
な
影

響
を
お
よ
ぼ
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

一
　
ル
タ
ー
の
公
会
議
論
に
つ
い
て
の
評
価

ル
タ
ー
と
公
会
議
主
義
と
の
関
係
は
、
主
に
神
学
研
究
に
お
い
て
論
議
さ
れ
て
き

た
。
ル
タ
ー
が
公
会
議
主
義
の
信
奉
者
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
公
会
議
主
義
と

は
距
離
を
お
い
た
宗
教
改
革
の
精
神
に
則
っ
た
公
会
議
論
を
も
っ
て
い
た
の
か
、
が

論
じ
ら
れ
、
と
く
に
一
五
一
八
、
二
〇
年
に
ル
タ
ー
が
自
説
の
正
当
性
を
公
会
議
に

控
訴
し
た
こ
と
は
、
教
会
罰
を
回
避
す
る
時
間
稼
ぎ
の
方
便
だ
っ
た
の
か
否
か
が
争

点
と
な
っ
て
き
たo

。

同
時
代
人
、
と
く
に
教
皇
庁
側
の
カ
エ
タ
ン!0

、
エ
ッ
ク!1

ら
は
、
ル
タ
ー
を
公
会
議

ル
タ
ー
の
公
会
議
論
と
そ
の
影
響
に
つ
い
て

渡
　
邊
　
　
　
伸
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五
一

ル
タ
ー
の
公
会
議
論
と
そ
の
影
響
に
つ
い
て

主
義
者
の
一
人
と
見
た
。
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
史
家
の
イ
ェ
デ
ィ
ン
は
、
ル
タ
ー
は
教

会
罰
を
う
け
る
こ
と
に
な
っ
て
か
ら
新
し
い
教
会
概
念
を
発
展
さ
せ
た
と
す
る
。
ル

タ
ー
は
一
五
一
八
年
夏
ま
で
公
会
議
を
信
仰
問
題
の
最
高
・
不
可
欠
の
機
関
と
認
め

て
い
た
。
そ
の
夏
に
教
会
罰
に
関
す
る
説
教
を
行
っ
て
か
ら
、
旧
来
の
よ
う
な
公
会

議
は
彼
の
新
し
い
教
会
の
考
え
に
入
る
余
地
が
な
く
な
っ
た
。
公
会
議
の
決
定
は
聖

書
に
か
な
う
限
り
認
め
ら
れ
る
が
、
絶
対
的
な
権
限
は
否
定
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、

一
五
一
八
年
と
二
〇
年
に
彼
が
行
っ
た
公
会
議
へ
の
控
訴
は
、
明
確
に
公
会
議
主
義

の
モ
デ
ル
を
利
用
し
た
も
の
だ
が
、
巧
妙
な
法
廷
戦
術
で
し
か
な
か
っ
た
と
す
る
。

と
く
に
ル
タ
ー
が
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
討
論
で
公
会
議
の
権
威
を
否
定
し
た
後
、
再
び
二

〇
年
に
公
会
議
に
控
訴
し
た
こ
と
は
、
多
く
の
帝
国
諸
身
分
が
も
つ
公
会
議
主
義
の

感
情
に
訴
え
る
戦
術
以
外
の
何
も
の
で
も
な
か
っ
た
と
し
て
い
る!2

。

ル
タ
ー
を
公
会
議
主
義
者
、
擁
護
者
と
す
る
見
方
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
側
に
も

あ
る
。
ザ
イ
ル
ス
の
見
解
は
、
ル
タ
ー
は
公
会
議
主
義
か
ら
出
発
し
、
影
響
を
受
け

て
い
た
と
み
る
。
彼
の
公
会
議
主
義
は
当
時
の
国
民
主
義
お
よ
び
人
文
主
義
的
な
理

念
と
結
び
つ
き
、
最
終
的
に
「
ド
イ
ツ
の
国
で
の
自
由
か
つ
キ
リ
ス
ト
教
の
公
会
議

招
集
」
を
求
め
る
に
至
っ
た
。
他
方
、
ル
タ
ー
の
聖
書
主
義
に
よ
る
新
し
い
教
会
観

は
、
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
討
論
で
公
会
議
の
権
威
を
否
定
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
し
て
お

り!3

、
イ
ェ
デ
ィ
ン
と
共
通
し
て
い
る
。

エ
ー
ゼ
ス
も
、
ル
タ
ー
の
公
会
議
控
訴
を
戦
術
的
な
手
段
と
み
て
い
る
。
彼
は
、

ル
タ
ー
が
一
五
二
一
年
の
ヴ
ォ
ル
ム
ス
帝
国
議
会
当
時
、
ま
だ
第
五
ラ
テ
ラ
ノ
公
会

議
（
一
五
一
七
年
閉
会
）
や
そ
れ
以
前
の
公
会
議
の
形
式
に
反
対
し
て
お
ら
ず
、
カ

ト
リ
ッ
ク
教
会
と
の
決
裂
が
決
定
的
と
な
っ
て
公
会
議
に
対
し
否
定
的
見
解
を
と
っ

た
と
す
る
。
根
拠
は
一
五
一
六
年
一
二
月
の
教
皇
が
全
公
会
議
よ
り
も
上
位
を
占
め

る
こ
と
を
確
認
し
た
教
令
に
つ
い
て
、
一
五
一
八
年
の
控
訴
文
が
全
く
反
論
し
て
い

な
い
こ
と
で
あ
る!4

。

こ
れ
に
対
し
、
マ
イ
ン
ホ
ル
ト
は
、
ル
タ
ー
は
公
会
議
主
義
を
知
っ
て
お
り
、
当

初
は
公
会
議
に
よ
る
改
善
に
期
待
し
た
が
、
彼
の
基
本
理
念
は
公
会
議
主
義
と
は
か

け
離
れ
て
い
た
と
す
る!5

。
ま
た
、
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ペ
リ
ヒ
の
見
方
も
同
様
で
あ
る
。
ル

タ
ー
の
公
会
議
観
は
一
五
一
七
年
時
点
で
す
で
に
公
会
議
主
義
者
と
は
相
違
し
て
い

た
。
し
か
し
、
新
し
い
公
会
議
像
を
ま
だ
確
立
し
て
お
ら
ず
、
伝
統
的
公
会
議
理
解

に
し
た
が
っ
て
公
会
議
を
教
会
全
体
を
代
表
す
る
も
の
と
見
て
い
た
。
そ
し
て
公
会

議
に
信
仰
問
題
の
決
定
権
が
あ
る
と
考
え
て
い
た
が
、
一
方
で
ル
タ
ー
は
公
会
議
の

判
断
を
不
確
実
な
も
の
と
し
、
公
会
議
の
絶
対
的
権
限
は
否
定
し
て
い
る!6

。
ラ
イ
プ

ツ
ィ
ヒ
討
論
で
の
発
言
は
、
こ
の
見
解
を
劇
的
に
公
に
し
た
に
過
ぎ
な
い
。
ル
タ
ー

は
す
で
に
公
会
議
と
は
「
自
由
か
つ
キ
リ
ス
ト
教
の
公
会
議
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
考
え
て
い
た
。
そ
れ
は
聖
書
の
み
を
自
ら
の
規
範
と
し
、
信
者
の
共
同
体
に
対

応
す
る
も
の
で
あ
っ
た!7

。
こ
の
よ
う
に
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ペ
リ
ヒ
は
、
ル
タ
ー
の
公
会
議

論
は
次
第
に
明
確
化
し
た
だ
け
で
、
基
本
に
変
化
は
な
か
っ
た
と
み
る
。
た
だ
し
、

控
訴
と
い
う
法
手
段
は
ヴ
ィ
ッ
テ
ン
ベ
ル
ク
の
法
曹
家
の
提
言
で
あ
っ
た
と
す
る!8

。

ル
タ
ー
の
公
会
議
論
を
詳
細
に
検
討
し
た
テ
ク
レ
ン
ブ
ル
ク
＝
ヨ
ー
ン
ス
は
、
ル

タ
ー
は
中
世
の
公
会
議
主
義
と
は
全
く
異
な
る
基
礎
か
ら
出
発
し
て
お
り
、
彼
の
公

会
議
論
は
新
し
く
急
進
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る
。
ル
タ
ー
は
当
初
よ
り
独
自
の

公
会
議
理
念
を
も
っ
て
お
り
、
一
五
一
八
年
も
二
〇
年
も
自
ら
の
新
た
な
公
会
議
を

念
頭
に
控
訴
し
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
主
張
と
行
為
に
は
何
の
矛
盾
も
な
か
っ

た
。
ル
タ
ー
自
身
、
二
回
目
の
控
訴
に
お
い
て
「
正
当
で
自
由
な
公
会
議ein

rech
tes

freies
K

on
zil

」
を
信
頼
し
て
い
る
と
述
べ
、
方
便
と
す
る
非
難
・
告
発

を
退
け
て
い
る
と
指
摘
す
る!9

。

ま
た
、
ル
タ
ー
の
研
究
動
向
を
ま
と
め
た
ロ
ー
ゼ
も
、
一
五
一
八
年
当
時
、
ル
タ

ー
は
公
会
議
も
聖
書
の
権
威
の
下
に
あ
る
と
考
え
て
い
た
と
述
べ
、
ル
タ
ー
の
独
自

性
を
強
調
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
論
拠
を
明
示
し
て
お
ら
ず
、
他
方
で
一
五
一

八
年
の
控
訴
は
カ
ト
リ
ッ
ク
と
の
対
立
が
避
け
ら
れ
な
く
な
っ
た
場
合
に
の
み
公
開

す
る
こ
と
を
考
え
て
い
た
こ
と
、
そ
の
転
機
と
し
て
同
年
末
、
反
キ
リ
ス
ト
が
ロ
ー
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五
二

マ
の
教
会
を
牛
耳
っ
て
い
る
と
記
し
た
書
簡
を
あ
げ
て
い
る@0

。

ブ
ロ
ッ
ク
マ
ン
は
、
ル
タ
ー
の
公
会
議
論
の
変
化
に
つ
い
て
判
断
を
留
保
し
て
い

る
が
、
ル
タ
ー
が
一
五
一
八
〜
九
年
の
一
連
の
文
書
に
お
い
て
公
会
議
主
義
の
議
論

を
も
っ
て
教
皇
の
権
威
に
対
抗
し
、
世
論
喚
起
の
武
器
と
し
た
こ
と
に
争
う
余
地
は

な
い
と
し
て
い
る@1

。
ル
タ
ー
の
控
訴
は
戦
術
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

二
　
ル
タ
ー
の
公
会
議
へ
の
控
訴

ル
タ
ー
の
公
会
議
論
に
つ
い
て
、
ま
ず
、
こ
の
控
訴
の
問
題
か
ら
み
て
い
こ
う
。

ル
タ
ー
は
教
皇
使
節
カ
エ
タ
ン
と
の
討
論
の
後
、
ニ
ュ
ー
ル
ン
ベ
ル
ク
で
カ
エ
タ
ン

に
与
え
ら
れ
た
一
五
一
八
年
八
月
二
三
日
付
け
の
小
勅
書
を
手
に
し
た
。
こ
れ
に
よ

っ
て
有
罪
と
さ
れ
る
と
知
っ
た
ル
タ
ー
は
、
ヴ
ィ
ッ
テ
ン
ベ
ル
ク
に
戻
る
と
、「
将

来
開
催
さ
れ
る
は
ず
の
公
会
議
に
控
訴
す
る
こ
と@2

」
を
シ
ュ
パ
ラ
デ
ィ
ン
と
検
討
し
、

一
一
月
二
八
日
に
公
証
人
の
立
ち
会
い
の
下
、
控
訴
の
文
書
を
完
成
し
た
。
こ
れ
が

掲
示
さ
れ
た
か
ど
う
か
は
判
明
し
て
い
な
い
。
こ
の
文
書
は
一
二
月
一
〇
日
ま
で
に

印
刷
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
編
者
に
よ
れ
ば
、
当
時
の
評
価
は
、
こ
の
控
訴

を
高
慢
と
み
な
す
も
の
が
多
か
っ
た
と
い
う@3

。

こ
の
控
訴
は
、
抑
圧
さ
れ
た
者
の
正
当
な
控
訴
権
に
も
と
づ
き
「
聖
カ
ト
リ
ッ
ク

教
会
を
体
現
す
るsan

ctam
ecclesiam

cath
olicam

repraesen
tan

s

公
会
議
」

に
控
訴
す
る
と
い
う
も
の
で
、
公
会
議
の
権
威
が
教
皇
よ
り
も
上
位
に
あ
る
こ
と
を

前
提
と
し
て
い
る
。
贖
宥
説
教
を
め
ぐ
る
カ
エ
タ
ン
と
の
討
議
の
経
過
を
述
べ
、
自

説
を
証
す
機
会
を
教
皇
レ
オ
一
〇
世
に
求
め
て
拒
否
さ
れ
た
が
、「
教
皇
の
権
限
は

聖
書
の
上
に
あ
る
も
の
で
も
反
す
る
も
の
で
も
な
く
、
そ
の
権
力
は
誤
ち
に
あ
る
教

師
を
断
罪
す
る
の
で
は
な
く
、
真
実
へ
戻
す
も
の
」
ゆ
え
に
拒
否
を
不
当
と
し
て
公

会
議
に
控
訴
す
る
と
い
う
内
容
で
あ
る@4

。
こ
の
文
面
は
、
パ
リ
大
学
の
文
書
を
書
式

と
し
て
利
用
し
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る@5

。
一
五
一
八
年
三
月
に
締
結
さ
れ

た
フ
ラ
ン
ス
の
政
教
条
約
に
パ
リ
大
学
が
反
対
し
て
、
公
会
議
に
控
訴
し
た
文
書
で

あ
る@6

。
エ
ー
ゼ
ス
は
、
第
五
ラ
テ
ラ
ノ
公
会
議
で
こ
の
主
張
を
否
定
し
た
ロ
ー
マ
側

の
立
場
に
、
ル
タ
ー
は
知
ら
ず
し
て
対
立
し
た
と
す
る@7

。
し
か
し
、
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ペ

リ
ヒ
は
、
ル
タ
ー
は
文
中
で
教
皇
に
よ
る
公
会
議
へ
の
控
訴
禁
止
を
古
代
教
会
を
典

拠
に
不
当
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
ル
タ
ー
が
知
ら
な
か
っ
た
は
ず
は
な

い
、
と
エ
ー
ゼ
ス
の
論
を
退
け
て
い
る@8

。

一
五
二
〇
年
の
二
回
目
の
控
訴
は
、
一
五
二
〇
年
六
月
一
五
日
付
け
の
勅
書
に
よ

っ
て
反
論
の
機
会
な
く
教
会
罰
を
科
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
へ
の
対
抗
措
置

で
あ
る@9

。
ル
タ
ー
は
一
五
二
〇
年
一
一
月
一
七
日
、
一
回
目
の
文
面
に
補
足
を
つ
け

た
控
訴
文
を
公
表
し
た
。
新
た
に
付
け
加
え
ら
れ
た
の
は
、
教
皇
レ
オ
が
反
キ
リ
ス

ト
の
邪
悪
に
凝
り
固
ま
っ
て
い
る
と
い
う
非
難
と
、
控
訴
を
通
じ
て
聖
書
の
前
に
証

を
た
て
て
教
皇
の
不
当
性
を
示
す
と
い
う
内
容
で
あ
り
、
皇
帝
カ
ー
ル
五
世
、
ド
イ

ツ
国
民
の
諸
侯
、
貴
族
、
都
市
の
諸
身
分
・
公
権
に
自
ら
へ
の
支
持
を
求
め
て
い
る#0

。

彼
は
こ
れ
を
ラ
テ
ン
語
だ
け
で
な
く
、
新
た
に
ド
イ
ツ
語
で
も
公
表
し
、
印
刷
さ
せ
た#1

。

ド
イ
ツ
語
版
は
、
ラ
テ
ン
語
版
の
よ
う
に
法
に
則
っ
た
形
式
を
と
る
こ
と
な
く
、

自
ら
の
行
動
を
都
市
や
ゲ
マ
イ
ン
デ
（
共
同
体
）、
つ
ま
り
学
識
の
と
く
に
な
い
民
に

も
知
ら
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
題
目
に
「
自
由
か
つ
キ
リ
ス
ト
教
の
公

会
議
」
に
控
訴
す
る
こ
と
が
示
さ
れ
、
本
文
中
に
も
「
キ
リ
ス
ト
に
か
な
う
一
般
の

公
会
議eyn

C
h

ristlich
gem

eyn
C

on
ciliu

m

」
は
と
り
わ
け
信
仰
に
関
す
る
事

柄
に
つ
い
て
教
皇
よ
り
も
上
に
位
置
す
る
、
と
主
張
し
て
い
る
。
そ
し
て
ザ
ク
セ
ン

で
な
さ
れ
た
贖
宥
の
説
教
に
対
し
、
自
ら
は
聖
書
に
基
づ
い
て
「
自
由
で
公
け
の
討

論eyn
frey

offen
lich

e
dispu

tation

」
で
反
論
し
た
、
と
述
べ
る#2

。
ラ
テ
ン
語
版

で
は
、
法
の
形
式
に
従
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
表
現
は
取
っ
て
い

な
い
。
ま
た
、
最
初
の
控
訴
と
重
複
す
る
前
半
部
の
終
わ
り
で
は
「
将
来
の
自
由
か

つ
確
か
な
公
会
議eyn

zu
ku

n
fftig

frey,sich
er

C
on

ciliu
m

」
に
訴
え
る
と
記
し

て
い
る
。
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五
三

ル
タ
ー
の
公
会
議
論
と
そ
の
影
響
に
つ
い
て

二
つ
の
控
訴
で
注
目
す
べ
き
点
は
、
ま
ず
、
二
回
目
の
控
訴
は
一
回
目
の
控
訴
の

文
章
を
全
面
的
に
再
録
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
彼
が
文
面
を
改
め
る
必

要
を
認
め
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
一
五
一
八
年
の
時
点
で
の
公
会
議
観
と

二
〇
年
の
時
点
で
の
そ
れ
と
の
間
に
基
本
的
な
相
違
が
な
か
っ
た
と
と
ら
え
ら
れ

る
。
つ
ぎ
に
、
二
回
目
で
は
主
張
を
よ
り
整
理
し
た
ド
イ
ツ
語
版
を
作
成
し
、
自
ら

の
主
張
を
広
く
訴
え
る
方
策
を
と
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
彼
の
公
会
議
論

が
社
会
に
与
え
た
影
響
を
考
え
る
上
で
留
意
す
べ
き
点
で
あ
る
。

ル
タ
ー
が
控
訴
前
後
に
ど
の
よ
う
な
公
会
議
観
を
も
っ
て
い
た
の
か
。
こ
れ
を
、

当
時
の
公
会
議
に
関
す
る
彼
の
言
及
か
ら
み
て
み
よ
う
。
従
来
の
研
究
は
、『
ド
イ

ツ
国
民
の
キ
リ
ス
ト
教
貴
族
に
与
う
』（
一
五
二
〇
年
）
に
着
目
し
て
き
た
。
こ
の
著

作
は
各
地
で
印
刷
さ
れ
、
反
響
も
大
き
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
中
で
ル
タ
ー
は
、

貴
族
や
そ
の
他
の
世
俗
統
治
身
分
に
「
緊
急
事
態
が
そ
れ
を
要
求
し
、
教
皇
が
キ
リ

ス
ト
教
界
の
憤
慨
を
か
っ
て
い
る
よ
う
な
際
に
は
、
だ
れ
よ
り
も
ま
ず
、
身
体
全
体

の
分
肢
と
し
て
、
そ
れ
を
な
し
う
る
者
が
、
真
に
自
由
な
公
会
議
が
開
か
れ
る
よ
う

力
を
致
す
べ
き
で
す
が
、
こ
の
こ
と
を
も
っ
と
も
よ
く
な
し
う
る
者
は
世
俗
の
権
力

者
を
お
い
て
他
に
あ
り
ま
せ
ん
」
と
、
必
要
と
あ
れ
ば
彼
ら
自
身
の
手
で
公
会
議
を

開
い
て
教
会
の
改
革
を
遂
行
す
る
べ
き
だ
と
主
張
し
た#3

。

イ
ェ
デ
ィ
ン
は
こ
の
著
作
に
ル
タ
ー
の
公
会
議
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
見
い
だ
し
、
そ
れ

は
旧
来
の
公
会
議
主
義
の
原
則
に
加
え
て
、
緊
急
時
の
公
会
議
に
関
す
る
説
か
ら
な

る
も
の
と
と
ら
え
て
い
る#4

。
他
方
、
マ
イ
ン
ホ
ル
ト
は
、
こ
こ
で
ル
タ
ー
は
、
公
会

議
は
神
の
法
で
は
な
く
人
間
の
法
の
制
度
で
あ
る
と
言
明
し
て
い
る
点
、
ま
た
公
会

議
の
決
定
は
決
し
て
聖
書
の
上
に
で
は
な
く
下
に
あ
る
と
し
て
い
る
点
で
、
既
に
中

世
後
期
の
公
会
議
主
義
と
は
相
違
し
て
い
た
と
す
る#5

。

一
五
二
〇
年
の
二
回
目
の
控
訴
に
至
る
ま
で
の
時
期
、
ル
タ
ー
が
公
会
議
主
義
の

原
則
に
従
っ
て
い
た
の
か
、
そ
れ
と
も
既
に
独
自
の
公
会
議
観
を
も
っ
て
い
た
の
か
、

研
究
者
の
見
解
は
対
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
筆
者
は
、
ル
タ
ー
は
控
訴
に
あ
た

っ
て
既
に
彼
な
り
の
公
会
議
像
を
あ
る
程
度
持
っ
て
い
た
と
考
え
る
。

こ
の
立
場
を
と
る
テ
ク
レ
ン
ブ
ル
ク
＝
ヨ
ー
ン
ス
は
取
り
上
げ
て
い
な
い
が
、
一

五
一
八
年
六
月
の
『
贖
宥
の
効
力
に
つ
い
て
の
討
論
の
解
説
』
の
中
で
、
ル
タ
ー
は

一
文
で
あ
る
が
公
会
議
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
学
問
と
敬
虔
な
熱

心
と
が
な
し
え
た
こ
と
を
、
か
の
最
も
博
学
な
最
も
聖
な
る
人
び
と
の
不
幸
な
出
来

事
が
十
分
に
証
明
し
た
か
ら
で
あ
る
。
彼
ら
は
ユ
リ
ウ
ス
二
世
の
も
と
で
教
会
を
改

革
し
よ
う
と
努
力
し
、
こ
の
た
め
に
公
会
議
を
開
い
た#6

」
と
、
第
五
ラ
テ
ラ
ノ
公
会

議
に
つ
い
て
否
定
的
見
解
を
述
べ
て
い
る
。
控
訴
の
前
に
こ
の
よ
う
な
見
方
を
と
っ

て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
ル
タ
ー
は
自
ら
の
教
説
の
是
非
を
教
皇
が
招
集
す
る
公
会

議
に
仰
ぐ
こ
と
は
考
え
な
か
っ
た
と
と
ら
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
一
回
目
の
控
訴
を
発
表
し
た
後
の
、
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
討
論
の
命
題
に
関

す
る
解
説
で
は
、「
公
会
議
は
誤
り
う
る
の
で
、
コ
ン
ス
タ
ン
ツ
公
会
議
は
ニ
カ
イ

ア
や
ア
フ
リ
カ
よ
り
も
誤
っ
た
」
と
述
べ
、「
ニ
カ
イ
ア
公
会
議
は
既
に
他
の
公
会

議
の
は
る
か
以
前
に
あ
っ
て
、
聖
福
音
書
に
比
せ
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
」
と
、

初
期
公
会
議
の
正
当
性
と
の
区
別
を
行
っ
て
い
る#7

。
ま
た
、
ほ
ぼ
同
じ
頃
、
一
九
年

八
月
に
ザ
ク
セ
ン
選
定
侯
に
送
っ
た
書
簡
で
も
、
公
会
議
は
誤
り
う
る
と
説
明
し
、

後
に
も
繰
り
返
さ
れ
る
「
聖
書
を
も
つ
人
の
方
が
、
聖
書
を
も
た
な
い
教
皇
や
公
会

議
よ
り
も
信
じ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
聖
書
主
義
と
万
人
祭
司
説
に
即
し
た

言
明
が
さ
れ
て
い
る#8

。

ル
タ
ー
は
、
後
に
自
ら
の
公
会
議
論
を
一
五
三
九
年
の
『
公
会
議
な
ら
び
に
教
会

に
つ
い
て
』
で
詳
述
す
る
。
そ
こ
で
は
使
徒
と
聖
書
の
も
と
に
あ
っ
た
初
期
の
四
大

公
会
議
以
後#9

、
中
世
の
公
会
議
は
教
皇
の
も
と
で
聖
書
と
聖
霊
か
ら
逸
脱
し
た
こ
と
、

し
た
が
っ
て
公
会
議
は
聖
書
と
使
徒
、
聖
霊
の
下
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
こ

れ
に
基
づ
い
て
い
る
限
り
公
会
議
の
規
定
は
有
効
で
あ
る
が
、
聖
書
を
も
つ
個
人
が

む
し
ろ
正
当
で
あ
る
、
と
い
う
一
連
の
主
張
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
す
で
に

そ
の
原
型
を
こ
れ
ら
の
言
及
の
中
に
み
て
と
る
こ
と
が
で
き
る$0

。
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五
四

ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
討
論
以
降
、
ル
タ
ー
が
自
ら
の
公
会
議
観
を
よ
り
明
確
な
形
へ
と

具
体
化
し
て
い
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
、
一
五
一
九
年
頃
に
は
す
で
に
後
の
公

会
議
論
の
原
型
を
示
し
た
ル
タ
ー
が
、
二
〇
年
の
控
訴
に
あ
た
っ
て
一
回
目
の
控
訴

文
を
再
録
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
一
回
目
の
文
面
に
独
自
の
公
会
議
観
と
の
矛
盾
を

認
め
な
か
っ
た
と
と
ら
え
ら
れ
る
。
一
八
年
に
教
皇
の
下
に
あ
る
公
会
議
を
批
判
的

に
と
ら
え
て
い
た
こ
と
と
併
せ
て
み
る
な
ら
ば
、
ル
タ
ー
が
す
で
に
一
回
目
の
控
訴

に
あ
た
っ
て
独
自
の
公
会
議
を
念
頭
に
置
い
て
い
た
と
考
え
る
方
が
、
理
に
か
な
っ

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

三
　
ル
タ
ー
の
公
会
議
論
の
経
過

そ
の
後
の
ル
タ
ー
の
公
会
議
論
を
み
て
お
こ
う
。
エ
ー
プ
ネ
タ
ー
は
、
ル
タ
ー
は

公
会
議
を
否
定
的
に
と
ら
え
、
神
学
上
ほ
と
ん
ど
言
及
す
る
こ
と
が
無
か
っ
た
と
述

べ
、
一
五
三
九
年
に
な
っ
て
そ
の
見
解
を
明
確
に
し
た
と
い
う
。
一
五
二
〇
年
代
の

ル
タ
ー
の
否
定
的
な
言
説
の
例
と
し
て
、
公
会
議
の
決
定
に
は
聖
書
に
基
づ
く
規
定

や
使
徒
の
下
に
あ
る
ニ
ケ
ー
ア
公
会
議
の
決
定
が
あ
る
一
方
で
、
人
間
が
設
け
た
も

の
が
は
る
か
に
多
く
あ
る
と
い
う
一
五
二
一
年
の
『
告
解
に
つ
い
て
』、
何
が
信
じ

ら
れ
る
べ
き
か
決
定
す
る
権
限
は
教
皇
に
も
公
会
議
に
も
な
い
と
す
る
一
五
二
二
年

八
月
の
説
教
録
、
同
様
に
信
仰
に
関
す
る
権
限
は
公
会
議
に
は
な
く
、
信
者
の
共
同

体
に
あ
る
と
い
う
一
五
二
三
年
の
論
考
、「
公
会
議
の
名
は
わ
た
し
に
と
っ
て
自
由

意
志
と
い
う
言
葉
と
同
じ
く
ら
い
お
ぞ
ま
し
い
」
と
記
し
た
一
五
二
四
年
一
一
月
の

書
簡
、
教
皇
や
公
会
議
は
信
仰
を
も
っ
て
い
る
最
も
小
さ
な
信
者
に
も
従
わ
ね
ば
な

ら
な
い
と
す
る
一
五
二
五
年
の
書
簡
を
あ
げ
て
い
る$1

。

シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ペ
リ
ヒ
も
、
ル
タ
ー
は
一
五
二
〇
年
代
し
ば
し
ば
公
会
議
問
題
に
つ

い
て
言
及
し
て
い
る
が
、
公
会
議
を
人
間
の
法
に
よ
る
制
度
と
す
る
彼
の
否
定
的
見

解
に
変
化
は
見
ら
れ
な
い
と
述
べ
る
。
ル
タ
ー
は
、
聖
書
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
は

公
会
議
が
何
ら
決
定
す
る
に
は
及
ば
な
い
、
と
公
会
議
の
役
割
に
つ
ね
に
明
確
な
制

限
を
示
し
て
お
り
、
ま
た
一
五
三
六
年
ル
タ
ー
が
フ
ス
の
書
簡
三
通
に
序
文
を
つ
け

て
刊
行
し
た
の
は
、
同
年
六
月
二
日
、
教
皇
パ
ウ
ル
ス
三
世
が
翌
年
五
月
マ
ン
ト
ゥ

ア
に
公
会
議
を
招
集
す
る
と
決
定
し
た
こ
と
に
対
し
て
、
コ
ン
ス
タ
ン
ツ
公
会
議
の

過
誤
を
想
起
さ
せ
る
た
め
の
行
動
で
あ
っ
た
と
解
釈
し
て
い
る$2

。

他
方
、
エ
ー
プ
ネ
タ
ー
は
、
ル
タ
ー
は
教
会
政
治
上
は
公
会
議
に
つ
ね
に
期
待
を

寄
せ
て
い
た
と
し
て$3

、
そ
の
公
会
議
論
を
次
第
に
整
合
さ
れ
た
も
の
と
み
る
。
ル
タ

ー
が
当
初
よ
り
独
自
の
公
会
議
論
を
も
っ
て
い
た
と
す
る
テ
ク
レ
ン
ベ
ル
ク
＝
ヨ
ー

ン
ス
も
、
先
の
『
公
会
議
な
ら
び
に
教
会
に
つ
い
て
』
を
念
頭
に
、
ル
タ
ー
は
最
後

の
十
年
に
公
会
議
に
関
す
る
研
究
を
本
格
化
し
た
と
い
う$4

。
ル
タ
ー
が
公
会
議
論
を

精
緻
化
し
て
い
っ
た
と
す
る
見
解
に
対
し
、
マ
イ
ン
ホ
ル
ト
は
彼
の
公
会
議
論
が
一

貫
し
て
い
た
こ
と
を
強
調
し
、
ま
た
『
キ
リ
ス
ト
教
貴
族
に
与
う
』
で
は
公
会
議
に

積
極
的
役
割
を
与
え
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る$5

。

実
際
、
ル
タ
ー
は
、
公
会
議
に
つ
い
て
積
極
的
役
割
を
ま
っ
た
く
述
べ
て
い
な
い

わ
け
で
は
な
い
。
筆
者
が
偶
目
し
え
た
例
と
し
て
、
一
五
二
〇
年
の
『
テ
ッ
ツ
ェ
ル

に
与
う
』
で
は
、
聖
餐
の
あ
り
方
を
公
会
議ein

g
em

ey
n

C
h

ristlich

C
on

ciliu
m

の
決
定
に
委
ね
て
お
り
、「
公
会
議
の
規
定
に
つ
い
て
そ
の
叡
智
に
よ

る
教
え
を
喜
ん
で
受
け
入
れ
る
用
意
が
あ
る
」
と
も
述
べ
て
い
る$6

。
一
五
二
一
年
の

『
弁
明
と
そ
の
根
拠
』
は
「
教
会
が
（
信
者
）
一
般
の
公
会
議
に
お
い
てyn

n
ein

em

gem
ein

en
C

on
cilio

俗
人
に
（
聖
餐
の
）
秘
蹟
の
両
方
の
形
態
を
与
え
る
こ
と
を
指

令
す
る
の
は
よ
い
で
あ
ろ
う$7

」
と
記
し
て
、
公
会
議
に
信
仰
の
あ
り
方
を
指
示
す
る

権
限
を
認
め
て
い
る
。
た
だ
し
、
公
会
議
の
み
な
ら
ず
司
教
が
そ
の
司
教
区
で
二
種

陪
餐
を
命
ず
る
こ
と
も
ふ
さ
わ
し
い
と
し
て
い
る$8

。
こ
れ
は
「
教
皇
が
煉
獄
に
持
っ

て
い
る
の
と
同
じ
権
限
を
ど
の
司
教
も
主
任
司
祭
も
も
っ
て
い
る
」
と
す
る
『
九
五

箇
条
の
論
題
』
の
第
二
五
命
題
と
の
関
連
が
認
め
ら
れ
よ
う
。
ま
た
、
一
五
二
七
年

に
は
、
改
革
派
が
迫
害
を
受
け
た
こ
と
に
た
い
し
、「
彼
の
代
理
人
は
危
急
を
た
だ
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五
五

ル
タ
ー
の
公
会
議
論
と
そ
の
影
響
に
つ
い
て

し
、
抗
議
し
、
そ
し
て
自
由
な
公
会
議
に
控
訴
す
る
」
と
記
し
て
い
る$9

。

公
会
議
の
開
催
が
具
体
的
な
問
題
と
な
っ
て
き
た
一
五
三
〇
年
代
に
は
、
ル
タ
ー

の
公
会
議
に
関
す
る
言
及
も
多
く
な
っ
た
。
そ
の
中
に
も
公
会
議
に
対
し
て
、
限
定

付
き
で
あ
れ
、
積
極
的
な
役
割
を
認
め
た
記
述
が
あ
る
。
一
五
三
三
年
六
月
ザ
ク
セ

ン
選
定
侯
に
宛
て
た
書
簡
は
、
皇
帝
カ
ー
ル
五
世
が
公
会
議
を
開
催
し
よ
う
と
し
て

い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
今
一
度
「
真
の
キ
リ
ス
ト
教
の
公
会
議ein

rech
t

C
h

ristlich
C

on
ciliu

m
を
み
る
」
用
意
が
あ
る
と
し
て
い
る%0

。
一
五
三
五
年
の
論

文
で
は
、
教
皇
ク
レ
メ
ン
ス
の
聖
職
売
買
と
誤
っ
た
教
え
と
が
人
び
と
に
多
大
な
害

を
な
し
て
い
る
た
め
、
聖
俗
の
人
び
と
、
と
く
に
カ
ー
ル
五
世
が
公
会
議
を
招
集
し
、

分
裂
や
セ
ク
ト
を
取
り
除
き
、
悪
し
き
教
え
な
ど
を
頭
と
四
肢
の
双
方
に
て
終
わ
り

を
も
た
ら
そ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
彼
は
悪
魔
の
子
で
あ
り
、
改
革
を
妨
げ
よ

う
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
父
と
子
と
聖
天
使
と
と
も
に
「（
信
者
）
一
般
の

自
由
か
つ
キ
リ
ス
ト
教
の
公
会
議ein

gem
ein

frey
C

h
ristlich

C
on

ciliu
m

」
を

招
集
し
て
、
信
仰
の
問
題
を
扱
い
、
先
行
の
皇
帝
に
よ
る
公
会
議
に
終
焉
を
も
た
ら

し
た
い
と
し
て
い
る%1

。
さ
ら
に
、
ザ
ク
セ
ン
選
定
侯
の
依
頼
に
よ
り
公
会
議
に
提
示

す
る
シ
ュ
マ
ル
カ
ル
デ
ン
条
項
を
作
成
し
た
後%2

、
一
五
三
七
年
二
月
の
書
簡
で
は
、

ル
タ
ー
は
新
た
な
公
会
議
が
カ
ト
リ
ッ
ク
の
見
解
の
確
認
と
改
革
派
の
攻
撃
に
利
用

さ
れ
る
こ
と
を
危
惧
し
つ
つ
、
参
加
を
拒
否
す
る
の
で
な
く
、
神
の
英
知
を
学
ぶ
よ

う
勧
告
し
て
い
る%3

。

ル
タ
ー
が
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
論
じ
た
公
会
議
論
に
つ
い
て
、
シ
ュ
ト
ゥ
ッ

ペ
リ
ヒ
は
、
ル
タ
ー
が
こ
の
時
期
に
も
基
本
的
立
場
を
変
え
て
い
な
い
こ
と
を
、
一

五
三
六
年
一
〇
月
ル
タ
ー
が
一
般
の
公
会
議ein

es
gem

ein
en

C
on

cilii

の
法
と
権

限
に
つ
い
て
示
し
た
考
え
を
も
と
に
主
張
す
る%4

。
彼
は
こ
の
書
の
ド
イ
ツ
語
版
が
当

時
版
を
重
ね
、
影
響
力
を
も
っ
た
と
す
る
。
ル
タ
ー
は
そ
の
第
三
〇
条
項
の
中
で
、

信
仰
の
最
終
的
な
拠
り
所
を
聖
書
と
使
徒
に
求
め
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
使
徒
の
言
葉

か
ら
の
み
権
威
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
こ
と
、
公
会
議
に
座
を
占
め
る
司
教
た
ち
と

他
の
信
者
と
の
間
に
何
の
違
い
も
な
く
、
彼
ら
司
教
た
ち
も
誤
り
う
る
と
し
て
い
る
。

公
会
議
は
教
会
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
表
出
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の

教
令
は
使
徒
の
書
と
一
致
す
る
と
き
の
み
拘
束
力
を
も
ち
う
る
、
と
彼
は
論
じ
て
い
る%5

。

そ
の
後
、
ル
タ
ー
は
一
五
三
九
年
三
月
に
公
会
議
論
の
総
決
算
と
い
う
べ
き
『
公

会
議
と
教
会
に
つ
い
て
』
を
完
成
し
た
。
こ
の
書
で
は
、
な
ぜ
公
会
議
や
そ
の
教
父

た
ち
に
よ
っ
て
改
革
は
で
き
な
い
か
を
説
き
、
そ
れ
は
聖
書
を
も
た
な
い
会
議
は
対

立
し
論
議
に
終
わ
り
が
な
い
か
ら
だ
と
す
る
。
そ
し
て
ニ
カ
イ
ア
な
ど
正
当
な
初
期

の
公
会
議
に
対
し
、
そ
の
後
の
公
会
議
の
誤
り
と
公
会
議
の
あ
る
べ
き
権
限
が
論
じ

ら
れ
、
最
終
的
に
は
聖
書
と
内
心
に
依
拠
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る%6

。

晩
年
、
ル
タ
ー
は
、
一
五
四
五
年
三
月
末
に
『
悪
魔
に
立
て
ら
れ
し
ロ
ー
マ
の
教

皇
庁
に
背
き
て
』
を
著
し
た
が
、
公
会
議
に
つ
い
て
も
、
教
皇
パ
ウ
ル
ス
は
自
ら
の

権
力
を
強
め
る
こ
と
し
か
し
て
い
な
い
と
論
じ
て
い
る
。
二
四
年
来
、「
自
由
か
つ

キ
リ
ス
ト
教
の
公
会
議
を
ド
イ
ツ
の
国
で
」
と
叫
ば
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
教
皇
は

コ
ン
ス
タ
ン
ツ
公
会
議
以
来
、
公
会
議
が
教
皇
よ
り
も
上
位
を
占
め
る
と
す
る
考
え

方
を
怖
れ
て
い
る
た
め
に
公
会
議
を
は
ば
か
っ
て
い
る
。
ド
イ
ツ
で
は
「
自
由
」
と

い
う
言
葉
は
規
範
が
聖
書
で
あ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
聖
書
に
し
た
が
っ
て
全
て
の

こ
と
が
正
さ
れ
、
判
断
さ
れ
る
べ
き
こ
と
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
公
会
議
が
自
由
と

は
、
聖
書
す
な
わ
ち
聖
霊
が
自
由
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
教
皇
は
、
自
ら
が
独

り
で
決
め
る
自
由
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
公
会
議
が
自
由
で
あ
る
と
呼
ん
で
い
る
。

ま
た
「
キ
リ
ス
ト
教
の
」
と
い
う
言
葉
も
ロ
ー
マ
で
は
「
教
皇
の
」
と
い
う
意
味
で

し
か
理
解
し
て
は
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
。
こ
れ
が
お
決
ま
り
の
小
唄
で
あ
る
、
と

批
判
す
る%7

。

こ
の
よ
う
に
ル
タ
ー
は
、
公
会
議
を
必
ず
し
も
否
定
的
に
と
ら
え
ず
、
聖
書
主
義

と
万
人
祭
司
説
に
基
づ
い
て
、
公
会
議
を
人
の
行
う
会
議
と
し
て
権
限
を
限
定
し
、

聖
書
と
聖
霊
に
し
た
が
う
べ
き
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
。
こ
の
基
本
は
少
な

く
と
も
『
キ
リ
ス
ト
教
貴
族
に
与
う
』
以
降
ほ
と
ん
ど
変
化
し
て
い
な
い
と
い
え
よ
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五
六

う
。
ル
タ
ー
は
比
較
的
早
期
に
あ
る
程
度
独
自
の
公
会
議
観
を
持
っ
て
お
り
、
そ
の

後
の
公
会
議
論
の
発
展
は
そ
の
具
体
的
な
肉
付
け
が
行
わ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

四
　
ル
タ
ー
の
公
会
議
論
の
影
響
に
つ
い
て

冒
頭
に
も
紹
介
し
た
よ
う
に
、
一
五
二
一
年
の
ヴ
ォ
ル
ム
ス
国
会
に
お
い
て
、
人

び
と
が
公
会
議
、
公
会
議
と
叫
び
求
め
た
こ
と
は
、
ア
レ
ア
ン
ダ
ー
の
み
な
ら
ず
、

ル
タ
ー
も
同
様
に
記
述
し
て
い
る%8

。
こ
れ
は
ル
タ
ー
の
公
会
議
へ
の
控
訴
、
と
く
に

一
五
二
〇
年
の
控
訴
の
ド
イ
ツ
語
版
が
、
帝
国
を
構
成
す
る
諸
身
分
の
呼
応
を
引
き

起
こ
し
た
の
だ
と
推
測
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
ル
タ
ー
は
、
過
誤
を
犯
し
て
き
た
が

故
に
、
教
皇
も
公
会
議
も
信
じ
な
い
と
帝
国
議
会
で
弁
明
し
た%9

。
さ
ら
に
皇
帝
に
も

同
様
の
書
簡
を
し
た
た
め
て
お
り^0

、
公
会
議
に
否
定
的
な
発
言
も
多
か
っ
た
。
他
方
、

公
会
議
を
も
と
め
る
動
き
は
そ
の
後
活
発
に
継
続
し
、
カ
ト
リ
ッ
ク
側
も
公
会
議
を

求
め
て
い
た
。
ル
タ
ー
の
公
会
議
論
は
、
こ
の
よ
う
な
公
会
議
開
催
を
め
ぐ
る
動
き

に
い
か
な
る
影
響
を
与
え
た
の
だ
ろ
う
か
。

ル
タ
ー
の
公
会
議
論
の
影
響
に
つ
い
て
、
当
時
の
公
会
議
関
連
文
書
を
網
羅
的
に

蒐
集
・
検
討
し
た
ブ
ロ
ッ
ク
マ
ン
は
、
ル
タ
ー
に
倣
っ
た
「
自
由
か
つ
キ
リ
ス
ト
教

の
公
会
議
」
に
よ
る
改
革
を
記
し
た
文
書
の
例
を
五
点
あ
げ
て
い
る
。「
一
般
の
公

会
議dem

gem
eyn

en
C

on
cilio

」
に
よ
る
以
外
に
教
会
の
改
革
は
で
き
な
い
と
す

る
フ
ッ
テ
ン
の
文
書
（
一
五
二
一
）
以
下
、「
自
由
か
つ
キ
リ
ス
ト
教
の
公
会
議
」
が

必
要
と
論
ず
る
無
記
名
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
（
一
五
二
一
）
と
ギ
ュ
ッ
テ
ル
の
対
話
編

（
一
五
二
二
）、
ク
ロ
ン
ベ
ル
ク
の
文
書
（
一
五
二
二
）、
ま
た
皇
帝
の
イ
ニ
シ
ァ
テ
ィ

ヴ
に
よ
り
招
集
さ
れ
る
全
体
公
会
議
に
よ
る
教
会
改
革
を
求
め
た
一
五
二
五
年
の
パ

ン
フ
レ
ッ
ト
で
あ
る
。
公
会
議
へ
の
控
訴
を
扱
っ
た
文
書
も
、
一
五
二
〇
年
の
カ
ー

ル
シ
ュ
タ
ッ
ト
、
シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
な
ど
四
点
が
あ
る
。
さ
ら
に
一
五
二
三
年
以
降

に
な
る
と
、
聖
書
が
あ
れ
ば
公
会
議
は
不
要
と
す
る
、
ル
タ
ー
の
見
解
に
沿
っ
た
論

も
登
場
し
て
い
る^1

。
こ
れ
ら
は
、
あ
き
ら
か
に
ル
タ
ー
の
公
会
議
控
訴
の
文
書
な
ら

び
に
『
キ
リ
ス
ト
教
貴
族
に
与
う
』
そ
の
他
の
公
会
議
論
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と

と
ら
え
ら
れ
る
。

ブ
ロ
ッ
ク
マ
ン
は
、
該
当
時
期
の
公
会
議
を
論
じ
た
、
な
い
し
公
会
議
に
論
及
し

た
文
書
の
出
版
タ
イ
ト
ル
数
を
あ
げ
て
い
る
。
一
五
一
八
〜
九
年
に
公
会
議
を
論
じ

た
印
刷
文
書
は
ラ
テ
ン
語
の
み
で
、
公
会
議
に
論
及
し
た
文
書
も
ラ
テ
ン
語
が
一
六
、

ド
イ
ツ
語
著
作
は
ル
タ
ー
が
一
点
、
そ
の
他
が
三
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
五
二
〇
年

の
ル
タ
ー
二
回
目
の
控
訴
後
に
は
、
一
五
三
二
年
ま
で
の
間
で
公
会
議
を
論
じ
た
文

書
が
三
二
、
そ
の
内
訳
は
ラ
テ
ン
語
一
一
、
ド
イ
ツ
語
文
書
が
二
一
で
、
後
者
の
中

に
は
ル
タ
ー
の
も
の
が
三
で
あ
る
。
宗
派
別
で
は
カ
ト
リ
ッ
ク
に
よ
る
も
の
八
点
、

新
旧
両
派
の
見
解
が
入
っ
た
も
の
が
六
、
残
り
一
八
点
が
宗
教
改
革
派
と
分
類
さ
れ

て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
公
会
議
に
論
及
し
た
文
書
数
は
、
こ
れ
よ
り
は
る
か
に
多
い^2

。

さ
ら
に
ブ
ロ
ッ
ク
マ
ン
の
統
計
グ
ラ
フ
か
ら
、
年
ご
と
の
刊
行
タ
イ
ト
ル
数
を
読
み

取
る
と
、
一
九
年
ま
で
は
平
均
一
〇
前
後
、
二
〇
年
か
ら
二
六
年
ま
で
は
平
均
二
〇

を
越
え
、
二
四
年
の
三
八
点
が
最
高
で
あ
る
。
そ
の
後
、
三
六
年
ま
で
は
平
均
一
〇

弱
で
推
移
し
、
三
七
、
三
八
年
が
そ
れ
ぞ
れ
二
五
、
一
九
点
と
再
び
突
出
す
る
。
ち

な
み
に
三
七
年
は
公
会
議
の
専
論
が
一
八
点
と
、
こ
の
統
計
に
お
け
る
最
高
点
数
を

示
し
て
い
る
。
こ
の
後
で
は
四
八
年
、
五
一
年
の
点
数
が
高
く
な
っ
て
い
る^3

。
ち
な

み
に
ク
リ
ス
マ
ン
が
一
四
八
〇
年
か
ら
一
五
九
九
年
ま
で
の
シ
ュ
ト
ラ
ー
ス
ブ
ル
ク

市
の
出
版
物
を
網
羅
的
に
検
討
し
た
研
究
に
よ
れ
ば
、
こ
の
町
で
の
総
刊
本
数
は
一

五
一
九
〜
二
五
年
期
で
約
一
二
〇
〜
一
六
〇
点
で^4

、
単
純
に
比
較
す
れ
ば
、
公
会
議

関
係
の
出
版
物
は
全
出
版
物
中
、
最
盛
期
の
二
四
年
に
は
三
分
の
一
近
く
を
占
め
た

こ
と
に
な
る
。
ド
イ
ツ
語
圏
で
十
指
に
入
る
出
版
地
と
は
い
え
、
一
都
市
で
の
発
行

点
数
の
動
向
で
あ
り
、
単
な
る
目
安
に
す
ぎ
な
い
が
、
公
会
議
が
当
時
の
出
版
物
の

中
で
も
重
要
な
論
題
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
伺
う
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
、
ブ
ロ

ッ
ク
マ
ン
の
統
計
か
ら
は
、
一
五
二
〇
年
か
ら
改
革
派
に
よ
る
公
会
議
関
係
の
文
書
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五
七

ル
タ
ー
の
公
会
議
論
と
そ
の
影
響
に
つ
い
て

が
急
増
し
た
こ
と
が
読
み
取
れ
、
ル
タ
ー
の
公
会
議
論
の
影
響
を
認
め
る
こ
と
が
で

き
る
。

た
だ
し
、
そ
の
後
の
出
版
点
数
の
推
移
か
ら
は
、
少
な
く
と
も
二
〇
年
代
後
半
以

後
、
発
行
点
数
の
増
減
は
、
ル
タ
ー
の
文
書
よ
り
も
公
会
議
開
催
の
動
向
が
如
実
に

反
映
し
た
結
果
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
さ
ら
に
詳
細
な
検
討
が
必
要
で
あ

る
が
、
印
刷
点
数
と
の
関
係
か
ら
見
る
限
り
、
ル
タ
ー
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を
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あ
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。
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ら
れ
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