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①
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9
目
夏
凶
畠
ρ
9
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鼠
畠
Φ
q
b
貯
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冨
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ギ
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聲
一
〇
Q
。
ρ
骸
＋
一
置
b
マ

ブ
ラ
イ
ア
ン
・
テ
ィ
ア
ニ
ー
著

『
宗
教
、
法
、
そ
し
て
立
憲
思
想
の
発
展
・

　
　
一
一
五
〇
年
－
一
六
五
〇
年
』

　
著
者
の
ブ
ラ
イ
ア
ソ
・
テ
ィ
ア
ニ
！
は
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ヂ
大
学
で
ウ
ル
マ

ソ
の
弟
子
で
あ
り
、
現
在
は
米
国
の
コ
ー
ネ
ル
大
学
の
歴
史
学
部
の
教
授

で
あ
る
．
専
門
は
中
世
ロ
ー
マ
法
史
、
教
会
法
史
で
あ
る
が
、
今
や
欧
米

に
お
け
る
中
世
研
究
の
第
一
人
者
で
あ
る
．
本
書
は
、
著
者
の
該
博
な
知

識
を
基
に
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
の
成
果
を
ヨ
ー
ロ
ヅ
パ
立
憲
思
想
の
展
開

に
焦
点
を
定
め
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
．
そ
の
視
野
は
広
大
で
あ
り
、
見

通
し
て
い
る
所
は
深
い
．
読
む
者
を
し
て
新
た
な
研
究
意
欲
を
か
き
立
て

る
も
の
で
あ
る
。

　
本
書
に
お
い
て
著
者
・
テ
ィ
ア
ニ
ー
が
基
本
的
に
意
図
し
て
い
る
こ
と

は
次
の
二
点
の
よ
う
で
あ
る
。
e
西
欧
に
お
け
る
立
憲
思
想
の
発
展
を
正

確
に
理
解
す
る
た
め
に
は
、
教
会
論
（
殊
に
中
世
教
会
法
学
者
の
展
開
し
た
教

会
法
的
理
論
）
と
政
治
理
論
の
両
方
、
教
会
に
関
す
る
諸
理
念
と
国
家
に

関
す
る
諸
理
念
の
両
方
を
研
究
し
、
か
つ
ま
た
、
両
方
が
相
互
に
影
響
し

合
っ
た
事
実
を
研
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．
⇔
一
一
五
〇
年
か
ら
一
六

五
〇
年
は
、
西
欧
立
憲
思
想
が
連
続
的
に
発
展
し
た
と
い
う
意
味
で
、
断

絶
な
き
一
つ
の
ま
と
ま
っ
た
時
代
で
あ
る
．

　
本
書
を
読
む
に
際
し
、
異
和
感
を
抱
か
ぬ
た
め
に
、
8
霧
寓
葺
ぎ
P

8
畠
§
隻
。
冨
房
ヨ
と
い
う
用
語
に
注
意
を
払
う
必
要
が
あ
る
。
著
者
は
、

．
、
夢
Φ
8
塗
該
9
謡
8
0
鴨
甚
Φ
O
ゲ
弩
畠
．
．
．
、
．
爵
0
8
霧
菖
ひ
暮
一
〇
⇒
9
の
冨
胃
富
．
．

と
い
う
表
現
を
用
い
て
い
る
．
勿
論
、
こ
の
言
葉
は
国
家
の
憲
法
を
指
す

際
に
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。
結
論
と
し
て
、
8
塁
馨
暮
一
目
は
「
基
本
組

織
」
と
で
も
訳
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
著
者
に
と
っ
て
は
（
欧
米
の

人
問
に
と
っ
て
は
）
、
国
家
の
基
本
組
織
と
教
会
の
基
本
組
織
を
同
じ
言
葉

で
表
現
す
る
こ
と
に
、
不
都
合
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
国
家
も
教
会
も
人

間
が
構
成
す
る
団
体
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
同
じ
で
あ
り
、
そ
の

基
本
組
織
が
間
題
と
な
る
時
、
8
塗
菖
言
ぎ
づ
と
い
う
言
葉
が
使
用
さ
れ

る
わ
け
で
あ
る
．
次
に
．
こ
の
団
体
の
あ
り
方
．
あ
る
べ
き
形
態
を
問
題

と
す
る
時
、
「
基
本
組
織
」
を
重
視
し
て
常
に
こ
こ
に
帰
着
し
て
間
題
解

決
を
画
ろ
う
と
す
る
考
え
方
・
精
神
的
姿
勢
が
、
8
塁
葺
昌
。
墨
凝
ヨ
で

あ
る
。
こ
れ
を
「
基
本
組
織
主
義
」
と
訳
す
の
は
・
現
在
の
日
本
語
文
化

で
は
い
さ
さ
か
抵
抗
の
あ
る
と
こ
ろ
故
、
慣
例
に
従
っ
て
「
立
憲
主
義
」
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と
す
る
な
ら
ば
、
立
憲
主
義
は
国
家
理
論
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
、
教
会

理
論
に
お
い
て
も
使
用
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
本
書
で
考
察
さ
れ
る

立
憲
主
義
は
、
世
俗
政
治
制
度
と
し
て
の
議
会
制
度
を
め
ぐ
っ
て
発
展
し

て
き
た
狭
義
の
立
憲
思
想
・
理
論
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
を
背
後
か
ら

支
え
て
き
た
．
法
的
思
想
あ
る
い
は
法
的
思
考
を
生
み
出
す
思
想
的
枠
組

み
を
指
す
の
で
あ
る
。
著
者
に
よ
れ
ぽ
、
そ
の
源
泉
の
一
部
は
中
世
に
受

容
さ
れ
た
ロ
ー
マ
法
お
よ
び
教
会
法
の
中
に
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
著
者
は
本
書
を
、
フ
ィ
ッ
ギ
ス
の
名
著
「
政
治
思
想
研
究
・
ジ
ェ
ル
ソ

ン
か
ら
グ
ロ
チ
ウ
ス
・
一
四
一
四
年
i
一
六
二
五
年
」
（
硫
ミ
§
。
。
旦

㌻
§
§
畑
§
。
ε
ミ
》
§
Q
ミ
G
・
。
ミ
。
孚
＆
舞
置
冒
！
冨
鱒
㎝
）
の
後
に
続
く

も
の
と
し
て
秘
か
に
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
意
図
は
成
功
し
て

い
る
．
「
コ
ソ
ス
タ
ソ
ツ
か
ら
一
六
八
八
年
へ
の
道
は
一
直
線
で
あ
る
」

と
は
ラ
ス
キ
の
名
言
で
あ
る
が
、
著
者
は
コ
ン
ス
タ
ソ
ツ
公
会
議
の
理
論

は
中
世
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
、
最
終
的
に
は
近
代
の
連
邦
制

理
論
へ
と
ど
の
よ
う
に
発
展
し
て
い
っ
た
か
を
明
確
に
し
た
い
の
で
あ
る
。

　
十
二
世
紀
か
ら
十
七
世
紀
に
か
け
て
教
会
統
治
の
理
論
と
世
俗
統
治
の

理
論
は
相
互
に
影
響
を
与
え
そ
し
て
採
る
べ
き
も
の
を
自
か
ら
の
中
に
組

み
入
れ
て
ぎ
た
。
古
代
か
ら
再
生
し
た
諸
理
念
ー
ロ
ー
マ
法
、
ア
リ
ス

ト
テ
レ
ス
政
治
哲
学
、
古
代
キ
リ
ス
ト
教
教
父
の
教
説
1
が
中
世
社
会

の
現
実
と
交
錯
し
て
、
教
会
と
国
家
の
そ
れ
ぞ
れ
に
お
け
る
立
憲
的
統
治

と
い
う
全
く
新
し
い
教
説
を
創
造
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
精
神
史
、

思
想
史
の
研
究
者
が
出
会
う
困
難
な
問
題
が
あ
る
．
す
な
わ
ち
、
諸
理
念

を
荷
い
支
え
て
い
る
言
葉
の
一
群
は
し
ば
し
ぽ
何
百
年
も
同
じ
言
葉
と
し

て
残
存
し
て
い
る
が
、
し
か
し
全
く
異
な
る
社
会
的
・
政
治
的
脈
絡
の
中

に
適
用
さ
れ
そ
し
て
新
し
い
意
味
を
獲
得
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

古
代
ロ
ー
マ
法
か
ら
中
世
教
会
法
へ
そ
し
て
近
代
国
家
の
法
理
念
へ
と
同

一
言
語
、
同
一
理
念
が
移
転
し
て
き
た
の
を
、
著
者
は
「
基
本
組
織
」
の

命
題
に
即
し
て
究
明
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
企
図
は
成
功
し
て
い
る
。

　
十
二
世
紀
以
来
の
立
憲
思
想
の
発
展
を
研
究
す
る
こ
と
は
、
権
力
（
国

家
の
中
、
教
会
の
中
を
問
わ
ず
）
は
正
当
化
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
さ
れ

得
る
し
、
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
正
当
化
の
方
法
・
手
段
を
研

究
す
る
こ
と
、
そ
し
て
ひ
と
た
び
正
当
化
さ
れ
た
権
力
は
そ
の
正
当
性
を

維
持
す
べ
く
定
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
維
持
の
方
法
・
手
段

を
研
究
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
西
欧
文
化
の
中
で
、
右
の
ご
と
き
方
法
・

手
段
を
形
成
す
る
た
め
に
執
る
こ
と
の
可
能
な
選
択
肢
は
限
ら
れ
て
い
た
。

換
言
す
れ
ぽ
、
西
欧
世
界
の
中
の
諸
々
の
共
同
体
が
受
容
す
る
こ
と
可
能

な
制
度
的
構
造
を
決
定
す
る
理
念
は
限
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
．

　
立
憲
思
想
の
発
展
に
と
っ
て
決
定
的
な
影
響
を
与
え
た
西
欧
中
世
社
会

の
構
造
的
特
徴
は
、
社
会
が
教
会
と
世
俗
支
配
組
織
の
双
方
に
お
い
て
団

体
（
8
暮
β
彗
ぎ
邑
奮
）
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
で

あ
る
。
こ
の
団
体
を
め
ぐ
っ
て
法
理
論
は
構
築
さ
れ
、
団
体
支
配
の
正
当

性
が
論
ぜ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
団
体
支
配
の
権
力
は
、
殊
に
教
会
統
治
に

お
い
て
は
、
当
時
の
名
称
と
し
て
は
ロ
ー
マ
法
の
概
念
を
借
用
し
て
「
裁

治
権
」
（
』
鼠
塗
＆
。
）
と
云
わ
れ
た
。
こ
の
裁
治
権
の
起
原
と
考
え
ら
れ

た
も
の
は
、
団
体
構
成
員
に
よ
る
同
意
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
起
原
が

明
確
に
証
明
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
正
当
化
が
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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と
こ
ろ
で
統
治
権
力
の
起
原
を
問
題
に
す
る
こ
と
は
、
古
典
古
代
の
政

治
哲
学
者
に
と
っ
て
は
無
縁
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
彼
ら
の
主
た
る
関
心
は
、

支
配
者
が
よ
り
良
き
統
治
を
行
う
た
め
に
は
如
何
に
行
動
す
べ
き
か
、
国

の
基
本
組
織
は
人
々
を
よ
り
良
き
生
活
へ
導
く
た
め
に
は
如
何
に
機
能
す

べ
き
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
れ
ば
統
治
は

共
通
善
を
追
求
し
て
い
る
時
に
正
当
化
さ
れ
、
ヴ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
に
よ
れ

ぽ
そ
れ
が
普
遍
的
な
平
和
と
秩
序
を
維
持
し
て
い
る
時
に
正
当
化
さ
れ
る

の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
十
四
世
紀
初
期
か
ら
ロ
ッ
ク
、
ル
ソ
ー
に
至

る
ま
で
、
政
治
理
論
と
い
う
も
の
は
政
治
的
正
当
性
の
基
礎
を
説
明
す
る

た
め
に
、
統
治
の
起
原
、
公
的
権
威
の
起
原
に
関
す
る
仮
説
を
熱
心
に
展

開
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
そ
れ
な
ら
ば
何
故
に
中
世
お
よ
び
そ
れ
以
後
の
人
々
に
と
っ
て
、
個
々

人
を
政
治
的
団
体
に
最
初
に
組
織
化
し
・
結
合
せ
し
め
た
こ
と
が
重
要
だ

と
思
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
？
　
そ
の
答
え
は
著
者
に
よ
れ
ば
、
前
述
の

ご
と
く
、
中
世
社
会
の
団
体
的
特
質
で
あ
っ
た
．
一
人
の
人
は
自
分
が
生

き
る
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
様
々
な
団
体
に
属
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
．
教
会
、
ギ
ル
ド
等
々
で
あ
る
。
生
活
形
態
は
数
多
の
団
体
的
側

面
か
ら
成
っ
て
お
り
．
そ
し
て
同
時
に
教
会
法
と
世
俗
法
は
団
体
的
構
造

の
中
に
お
け
る
人
々
の
個
々
の
権
利
を
強
調
し
た
の
で
あ
る
．
こ
の
こ
と

は
、
人
々
が
自
分
自
か
ら
宗
教
的
共
同
体
あ
る
い
は
商
業
的
共
同
体
の
中

へ
参
入
す
る
と
い
う
、
構
成
員
の
自
主
的
同
意
が
当
然
視
さ
れ
・
重
視
さ

れ
た
こ
と
を
意
味
し
た
。
か
く
し
て
、
団
体
的
構
造
の
上
に
基
礎
つ
け
ら

れ
た
統
治
は
、
団
体
の
構
成
員
た
ち
の
同
意
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
た
の

で
あ
る
．
王
は
課
税
に
対
す
る
臣
下
の
同
意
を
得
る
た
め
に
議
会
を
召
集

し
た
．
司
教
は
当
該
司
教
区
の
宗
教
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
教
区
会
議

を
開
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
現
実
の
慣
習
を
合
理
化
し
、

強
化
し
、
人
々
に
納
得
さ
せ
る
た
め
に
、
様
々
な
理
論
が
展
開
さ
れ
た
。

例
え
ば
、
全
て
の
人
々
に
関
わ
る
事
は
全
て
の
人
々
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ

な
け
れ
ぽ
な
ら
ぬ
（
い
わ
ゆ
る
、
．
曾
a
§
器
ω
言
夷
凶
マ
…
、
、
魯
9
昔
。
）
、
全

て
の
人
々
を
支
配
す
る
者
は
全
て
の
人
々
に
よ
っ
て
選
ば
れ
な
け
れ
ぽ
な

ら
ぬ
、
ロ
ー
マ
人
民
は
彼
ら
自
身
の
権
威
を
皇
帝
に
授
与
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
皇
帝
を
創
設
し
た
、
権
力
は
神
か
ら
人
民
を
通
し
て
与
え
ら
れ
た
、

と
い
う
命
題
が
様
々
な
ヴ
ァ
リ
ニ
イ
シ
ョ
ン
を
伴
っ
て
論
ぜ
ら
れ
、
同
意

を
理
論
化
し
た
の
で
あ
る
．
こ
こ
に
見
ら
れ
る
通
り
、
教
会
論
的
・
神
学

的
論
拠
と
ロ
！
マ
法
的
・
世
俗
法
的
論
拠
が
交
互
に
ゆ
き
か
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。

　
右
の
理
論
形
成
に
お
い
て
、
神
学
者
の
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
、
ジ
ャ

ソ
・
ド
ゥ
・
パ
リ
、
教
会
法
学
者
の
グ
ラ
テ
ィ
ア
ヌ
ス
、
ロ
ー
マ
法
学
者

の
ア
ゾ
、
自
然
学
者
の
マ
ル
シ
リ
ウ
ス
・
パ
ド
ー
ヴ
ァ
、
哲
学
者
の
ウ
ィ

リ
ア
ム
・
オ
ッ
カ
ム
が
貢
献
し
た
。
如
何
よ
う
に
問
題
が
扱
か
わ
れ
た

に
せ
よ
、
次
の
命
題
が
確
定
し
た
。
す
な
わ
ち
、
共
同
体
（
教
会
全
体
あ
る

い
は
市
民
の
団
体
）
は
厳
密
な
意
味
で
の
統
治
す
る
権
利
は
所
有
し
な
い
も

の
の
、
統
治
体
系
を
創
設
す
る
不
可
譲
の
権
利
そ
し
て
共
同
体
そ
れ
自
身

を
破
壊
・
解
体
す
る
こ
と
な
く
、
受
容
さ
れ
て
き
た
統
治
形
態
を
変
更
す

る
不
可
譲
の
権
利
を
所
有
し
て
い
る
と
い
う
命
題
で
あ
る
．
こ
れ
こ
そ
、

後
代
の
立
憲
思
想
に
と
っ
て
重
大
な
結
果
を
も
た
ら
し
た
も
の
で
あ
る
。
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紹介と批評

　
右
の
ご
と
き
同
意
理
論
が
立
憲
的
統
治
の
理
論
に
と
っ
て
本
質
的
な
も

の
で
あ
る
と
同
時
に
、
こ
れ
は
ま
た
絶
対
主
義
理
論
に
も
役
立
つ
可
能
性

を
有
し
、
歴
史
的
に
も
そ
の
よ
う
に
機
能
し
た
側
面
を
有
す
る
．
こ
こ
か

ら
．
支
配
的
権
力
に
対
す
る
制
約
に
関
し
て
様
々
な
理
論
が
展
開
さ
れ
た
。

こ
の
こ
と
は
本
書
の
第
四
章
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
表
題
で
意
昧

す
る
と
こ
ろ
は
明
ら
か
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
人
民
主
権
、
連
邦
制
、

そ
し
て
根
本
法
．
ア
ゾ
か
ら
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
」
で
あ
る
。

　
十
三
世
紀
に
お
い
て
、
不
可
譲
の
人
民
主
権
に
関
す
る
理
論
を
最
も
明

確
に
法
形
式
と
し
て
完
成
さ
せ
た
の
は
、
一
群
の
ロ
ー
マ
法
学
者
こ
と
に

ア
ゾ
で
あ
っ
た
。
彼
に
よ
れ
ば
、
ロ
τ
マ
人
民
は
皇
帝
制
を
創
設
す
る
際

に
，
自
か
ら
の
権
力
を
授
与
し
は
し
た
も
の
の
、
彼
ら
は
権
力
を
譲
渡
す

る
と
い
う
意
味
で
移
転
さ
せ
た
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
皇
帝

は
人
民
と
い
う
団
体
よ
り
は
権
威
を
有
さ
ず
、
団
体
を
構
成
す
る
個
々
の

人
間
よ
り
は
上
位
に
あ
る
の
で
あ
る
．
ア
ゾ
の
こ
の
見
解
は
十
四
世
紀
末

の
教
会
大
分
裂
の
時
に
教
会
論
の
一
原
理
と
し
て
新
し
い
形
を
と
っ
て
復

活
す
る
。
教
会
と
い
う
神
秘
的
団
体
は
、
そ
の
首
で
あ
る
教
皇
に
ど
の
よ

う
な
変
転
が
あ
ろ
う
と
も
自
か
ら
に
固
有
の
変
ら
ざ
る
団
体
的
生
命
を
維

持
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
た
。
十
四
世
紀
に
は
、
キ
リ
ス
ト
教
世
界
臼

の
各
地
の
代
表
た
ち
が
参
集
し
て
形
成
す
る
公
会
議
は
ロ
ー
マ
教
会
を
代

表
す
る
と
し
て
最
高
の
権
威
を
有
す
る
と
主
張
し
始
め
た
の
で
あ
る
。
王

が
王
国
人
民
よ
り
も
権
力
に
お
い
て
優
越
し
な
い
と
同
じ
く
、
教
皇
も
ま

た
個
々
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
よ
り
は
優
越
し
つ
つ
も
公
会
議
の
下
位
に
あ
る

と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
十
七
世
紀
の
政
治
思
想
家
た
ち
は
議
会
制
を
擁
護

す
る
た
め
に
右
の
如
き
公
会
議
主
義
者
の
理
論
を
引
用
し
た
の
で
あ
る
。

前
述
の
ラ
ス
キ
の
名
言
は
、
誤
解
を
恐
れ
ず
端
的
に
云
う
と
す
れ
ば
、
こ

の
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
人
民
主
権
論
に
つ
い
で
．
公
会
議
理
論
が
生
み
出
し
、
後
代
で
採
り
上

げ
ら
れ
て
歴
史
的
機
能
を
果
し
た
も
の
に
、
著
者
云
う
と
こ
ろ
の
多
元
主

義
（
三
琶
当
弩
）
が
あ
る
。
著
者
は
こ
の
多
元
主
義
を
近
代
初
期
の
連
邦

制
理
論
の
中
の
本
質
的
要
素
と
み
な
す
．
連
邦
制
に
お
い
て
は
、
同
一
地

域
の
中
で
中
央
政
府
と
地
方
政
府
が
そ
れ
ぞ
れ
の
水
準
に
お
い
て
存
立
し
、

同
一
の
権
威
か
ら
自
己
の
裁
治
権
を
引
き
出
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
地

方
政
府
は
自
己
の
存
立
基
盤
を
中
央
政
府
の
権
威
に
依
拠
す
る
の
で
は
な

い
。
著
者
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
こ
の
法
的
形
式
は
中
世
教
会
論
・
教
会
法

に
お
い
て
確
立
し
、
十
四
・
十
五
世
紀
の
公
会
議
運
動
（
こ
と
に
ニ
コ
ラ
ゥ

ス
・
ク
ザ
ー
ヌ
ス
）
に
引
き
つ
が
れ
、
最
終
的
に
は
ア
ル
ト
ジ
ゥ
ス
に
よ
っ

て
完
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
．
十
三
世
紀
の
半
ば
、
教
会
の
正
し
い
秩
序
づ

け
を
め
ぐ
っ
て
教
皇
主
義
者
（
冨
覧
馨
）
と
司
教
権
主
義
者
（
⑦
冨
8
琶
蓉
）

の
間
で
論
争
が
行
な
わ
れ
た
。
中
世
初
期
か
ら
盛
期
に
か
け
て
徐
々
に
ロ

1
マ
教
皇
権
は
教
会
内
に
お
い
て
中
央
集
権
化
さ
れ
、
こ
れ
に
反
比
例
し

て
各
地
の
司
教
の
権
利
と
権
力
は
削
減
さ
れ
て
い
っ
た
．
教
皇
は
自
己
の

権
力
と
主
権
的
権
威
を
用
い
て
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
と
ド
、
・
・
ニ
コ
会
の
設
立

を
許
可
し
、
そ
し
て
会
士
が
直
接
に
民
衆
に
説
教
し
た
り
、
牧
会
活
動
を

す
る
の
を
承
認
し
た
の
で
あ
る
．
こ
れ
は
、
既
存
の
司
教
の
権
限
を
侵
犯

す
る
も
の
で
あ
っ
た
．
論
争
の
末
に
、
司
教
権
主
義
者
た
ち
は
教
皇
の
主

権
を
認
め
る
に
い
た
っ
た
が
、
し
か
し
同
時
に
彼
ら
は
自
分
た
ち
に
固
有
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な
裁
治
権
の
源
泉
が
教
皇
に
あ
る
こ
と
を
拒
否
し
た
。
彼
ら
の
主
張
に
よ

れ
ぽ
、
教
皇
の
首
長
た
る
こ
と
（
主
権
を
所
有
す
る
こ
と
）
は
神
的
に
確
立

さ
れ
た
教
会
の
根
本
法
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
根
本
法
は

司
教
に
も
そ
の
司
教
区
内
で
の
自
立
的
権
威
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

」
の
主
張
は
、
聖
書
に
よ
っ
て
も
論
証
さ
れ
た
．
か
く
し
て
、
教
皇
は
教

会
の
「
基
本
組
織
」
が
キ
リ
ス
ト
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
故

に
変
更
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
．
教
皇
は
初
め
は
自

己
の
身
分
的
地
位
（
・
算
①
）
を
維
持
す
る
存
在
と
み
な
さ
れ
て
い
た
が
、

次
に
は
独
立
し
た
統
治
機
構
を
維
持
す
る
義
務
を
有
す
る
存
在
と
み
な
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
．
教
皇
と
い
う
言
葉
を
支
配
者
と
い
う
言
葉
と
交
換

す
れ
ば
、
右
の
事
柄
は
世
俗
国
家
の
段
階
的
発
展
と
相
応
す
る
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
る
。

　
人
民
が
根
本
に
お
い
て
有
す
る
権
利
は
、
支
配
権
力
と
い
う
よ
り
も
憲

法
制
定
権
力
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
統
治
す
る
権
力
で
は
な
く
む
し
ろ
政
府

の
崩
壊
の
場
合
に
政
府
を
再
建
す
る
こ
と
の
可
能
な
潜
在
的
能
力
な
の
で

あ
る
。
こ
の
理
念
は
、
ロ
ッ
ク
に
よ
っ
て
古
典
的
に
定
式
化
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
が
、
ロ
ッ
ク
は
ジ
ョ
ー
ジ
・
ロ
ウ
ソ
ン
か
ら
多
く
の
影
響
を
受
け

た
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
著
者
・
テ
ィ
ア
ニ
ー
に
よ
れ
ば
、
ロ
ウ
ソ
ソ
は
百

年
を
越
え
る
歴
史
を
も
つ
教
会
論
と
政
治
理
論
の
伝
統
に
大
ぎ
く
依
拠
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
第
五
章
で
は
、
十
七
世
紀
の
内
乱
に
触
発
さ
れ
て
生

じ
た
、
議
会
の
構
造
、
議
会
と
王
の
関
係
等
々
を
説
明
す
る
理
論
が
考
察

さ
れ
る
。
そ
れ
は
十
三
世
紀
以
来
、
論
ぜ
ら
れ
た
統
治
に
関
す
る
二
つ
の

理
論
で
あ
り
、
一
つ
は
中
世
独
特
の
団
体
支
配
理
論
で
あ
り
、
他
は
混
合

統
治
と
い
う
再
生
し
た
古
代
の
理
論
で
あ
る
．

　
以
上
に
み
て
き
た
如
く
、
著
者
が
本
書
で
意
図
し
た
二
つ
の
点
の
中
、

前
述
の
第
一
の
意
図
は
成
功
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
著
者
の
ご
と
き
、

中
世
ロ
ー
マ
法
史
、
教
会
法
史
、
中
世
政
治
理
論
、
中
世
教
会
論
に
通
じ

て
い
る
者
の
み
が
達
成
可
能
な
テ
ー
マ
で
あ
る
。
し
か
し
第
二
点
に
は
、

い
さ
さ
か
の
留
保
を
伴
っ
て
賛
意
を
表
し
た
い
。
つ
ま
り
、
立
憲
思
想
に

関
す
る
限
り
中
世
と
近
代
に
連
続
性
こ
そ
あ
れ
断
絶
は
な
い
と
い
う
の
が

著
者
の
主
張
で
あ
る
．
法
形
式
に
お
い
て
は
そ
れ
が
妥
当
す
る
こ
と
は
著

者
の
論
証
の
通
り
で
あ
る
。
問
題
は
、
そ
の
中
世
の
法
形
式
が
近
代
の
法

団
体
に
適
用
さ
れ
て
い
た
と
は
い
う
も
の
の
、
中
世
の
法
団
体
と
近
代
の

法
団
体
は
実
態
が
異
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
換
言
す
れ
ば
、

同
一
の
法
形
式
が
適
用
さ
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
中
世
と
近
代
の
法
団
体

は
同
一
の
実
態
を
有
す
る
と
い
え
る
の
か
？
　
評
者
の
乏
し
い
知
識
に
基

づ
く
疑
問
は
、
中
世
の
法
理
論
・
法
理
念
の
全
て
が
近
代
に
適
用
さ
れ
た

の
で
は
な
く
、
近
代
の
法
団
体
に
も
適
用
可
能
な
も
の
の
み
が
適
用
さ
れ

た
の
で
あ
り
、
そ
し
て
適
用
の
さ
れ
方
が
異
な
る
故
に
、
同
一
の
法
理
念

・
法
形
式
は
全
く
別
の
新
し
い
意
味
を
有
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な

か
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
疑
問
を
解
く
者
は
著
者
の
如
き

豊
富
な
知
識
の
持
主
の
み
で
あ
ろ
う
。

　
本
書
は
、
中
世
政
治
思
想
研
究
を
専
門
と
す
る
者
の
み
な
ら
ず
、
近
代

政
治
思
想
の
研
究
者
に
も
是
非
と
も
読
ん
で
も
ら
い
た
い
。
殊
に
、
近
代

文
化
が
自
己
内
創
造
的
で
あ
り
自
己
完
結
的
で
あ
る
と
盲
信
し
て
い
る
者

に
と
っ
て
は
必
読
で
あ
る
。
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