
運
動
の
よ
う
に
多
様
な
政
治
勢
力
、
社
舎
勢
力
が
参
加
し
た
複
雑
な
運
動
に
つ

い
て
は
、
そ
の
貧
態
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
肝
心
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
性
急

な
債
値
剣
断
を
く
だ
す
こ
と
は
避
け
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
ど
う
で
あ

ろ
う
か
。

四
、
お
わ
り
に

私
は
い
わ
ゆ
る
五
四
運
動
の
研
究
者
で
は
な
い
。
そ
の
私
に
書
評
依
頼
を
す

る
編
集
部
の
一
意
闘
は
、
何
ら
か
の
批
判
を
嗣
期
待
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ

の
意
図
に
答
え
た
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
民
園
史
研
究
者
と
し
て
疑
問

に
感
じ
た
貼
に
つ
い
て
指
摘
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
も
と
も
と
五
四
運
動
は
中

園
革
命
史
、
中
園
共
産
篤
史
の
脈
絡
の
な
か
で
議
論
さ
れ
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど

で
あ
る
。
し
か
し
革
命
思
想
、
革
命
運
動
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
も
っ
と

幅
廉
い
大
衆
運
動
と
し
て
五
四
運
動
を
捉
え
る
視
貼
も
必
要
で
あ
る
と
感
じ
て

い
る
。
そ
う
し
た
観
貼
か
ら
の
批
判
で
あ
っ
た
。
も
と
よ
り
、
こ
の
研
究
の
意

義
は
冒
頭
に
指
摘
し
た
ご
と
く
、
劃
期
的
で
あ
る
。
そ
し
て
現
在
の
中
園
を
理

解
す
る
上
に
も
刺
激
的
な
内
容
を
も
っ
て
い
る
。
こ
の
事
貨
は
疑
う
こ
と
が
で

き
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
改
め
て
強
調
し
て
お
き
た
い
。

一
九
八
七
年

-
O月
京

都

同

朋

合

国
戸
七

O
頁

八

八

O
O園
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山
田
信
夫
著

北
ア
ジ
ア
遊
牧
民
族
史
研
究

林

俊

雄

言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
が
、
歴
史
皐
は
、
個
々
の
事
象
を
寅
詮
的
に
解
明

す
る
と
同
時
に
、
そ
れ
ら
を
総
合
的
に
研
究
し
て
鐙
系
化
し
て
い
く
こ
と
が
要

求
さ
れ
る
皐
問
で
あ
る
。
と
も
す
る
と
我
々
研
究
者
は
個
別
具
鐙
的
な
研
究
に

埋
浅
し
て
、
陸
系
化
の
作
業
を
怠
り
が
ち
に
な
る
が
、
こ
こ
に
そ
の
努
力
を
惜

し
ま
な
い
一
人
の
研
究
者
が
い
た
。
山
田
信
夫
氏
で
あ
る
。

氏
は
一
九
八
七
年
四
月
に
、
六
十
七
歳
と
い
う
、
ま
だ
ま
だ
こ
れ
か
ら
と
い

う
年
齢
で
亡
く
な
ら
れ
た
。
氏
の
業
績
は
、
大
き
く
分
け
る
と
北
ア
ジ
ア
遊
牧

民
族
の
歴
史
研
究
と
、
東
ト
ル
キ
ス
タ
ン
の
ウ
イ
グ
ル
俗
文
書
の
研
究
と
い

う
、
二
つ
の
分
野
に
ま
た
が
っ
て
い
る
。
し
か
し
時
期
に
よ
っ
て
、
よ
り
前
者

に
関
心
の
深
い
と
き
と
、
後
者
に
と
く
に
傾
注
さ
れ
て
い
た
と
き
と
が
あ
っ
た

よ
う
だ
。

昨
年
ユ
ネ
ス
コ
東
ア
ジ
ア
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
か
ら
刊
行
さ
れ
た
『
日
本
に

お
け
る
中
央
ア
ジ
ア
関
係
研
究
文
献
目
録

H-八
七
九
年
|
一
九
八
七
年
三

月
』
に
よ
れ
ば
、
氏
の
ウ
イ
グ
ル
文
書
に
閥
す
る
研
究
論
文
は
主
と
し
て
-
九

五
八
年
か
ら
{
九
七
八
年
に
か
け
て
愛
表
さ
れ
て
い
る
の
に
封
し
、
北
ア
ジ
ア

関
係
は
一
九
五
一
|
五
七
年
と
一
九
七
九
|
八
七
年
に
集
中
し
て
い
一
匁
つ
ま

り
、
山
田
氏
の
研
究
活
動
は
北
ア
ジ
ア
に
は
じ
ま
り
、
ウ
イ
グ
ル
の
西
遷
と
と

も
に
東
ト
ル
キ
ス
タ
ン
・
オ
ア
シ
ス
定
住
地
常
に
移
っ
た
が
、
晩
年
に
ふ
た
た
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び
遊
牧
草
原
地
神
に
も
ど
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

ま
さ
に
遊
牧
民
族

史
察
は
氏
の
研
究
の
原
貼
で
あ
り
、
同
時
に
ま
た
終
着
貼
で
も
あ
っ
た
の
で
あ

る。
そ
の
よ
う
な
山
田
氏
の
北
ア
ジ
ア
関
係
の
論
文

J

ば
か
り
を
ま
と
め
た
論
文
集

が
刊
行
さ
れ
た
。
そ
の
巻
末
の

「解
説
」
に
よ
る
と
、
本
書
の
刊
行
の
準
備
は

す
で
に
氏
の
生
前
か
ら
は
じ
ま
っ
て
い
た
が
、
諸
般
の
事
情
で
中
断
さ
れ
て
い

た
も
の
を
、
氏
の
淡
後
、
門
下
生
た
ち
が
中
心
と
な
り
、
氏
の
遺
士
山
を
継
い
で

ま
と
め
あ
げ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。

刊
行
に
あ
た
っ
て
は
、
か
な
づ
か
い
や
用
語
の
統

一
を
は
か
る
だ
け
で
は
な

く
、
表
記
や
参
考
文
献
の
表
示
法
な
ど
は
『
園
立
民
族
皐
博
物
館
研
究
報
告
』

の
「
執
筆
要
項
」
に
準
接
し
て
改
め
、
索
引
を
附
け
て
い
る
。
ま
た
氏
が
生
前

に
別
刷
に
修
正
・
加
筆
し
て
あ
っ
た
字
句
は
{
]
で
く
く
っ
て
補
い
(
た
だ

し
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
い
〉
、
明
ら
か
な
誤
り
は
編
者
が
濁
自
の
剣
断
で
訂
正

し
て
い
る
。

波
後
わ
ず
か
二
年
足
ら
ず
に
し
て
こ
れ
だ
け
の
作
業
を
こ
な
し
、
刊
行
に
ま

で
こ
ぎ
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
ひ
と
え
に
編
集
委
員
諸
氏
の
献
身
的
な

努
力
が
あ
っ
た
か
ら
に
ち
が
い
な
い
。
山
田
氏
の
論
文
を

一
一
加
に
ま
と
め
、
し

か
も
積
み
や
す
い
形
で
提
供
し
て
く
れ
た
こ
と
に
射
し
、
読
者
の
一
人
と
し
て

ま
ず
編
集
に
搬
わ
っ
た
方
々
に
感
謝
の
一
意
一
を
表
し
た
い
。

以
下
に
本
盟
国
の
内
容
を
紹
介
し
て
い
こ
う
。

一一

木
蓄
の
構
成
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
ま
ず
「
序
」
の
中
で
、
西
嶋
定

生
氏
が
山
田
氏
の
業
績
を
簡
潔
に
総
括
し
、
つ
い
で
本
文
が
は
じ
ま
る
〈
各
論

文
名
の
あ
と
に
初
出
年
を
捕
っ
て
お
く
)
。

1 

テ
ュ
ル
ク
・
モ

ン
ゴ
ル
系
古
代
遊
牧
民
の
園
家
形
成
||
何
奴
の
場
合

(
一
九
八
七
年
)

伺
奴
の
「
二
十
四
長
」
(
一
九
八
二
年
)

古
代
テ
ュ
ル
ク
史
究
書
(
一
九
七
九
年
)

テ
ュ
ル
ク
の
聖
地
ウ
ト
ュ
ケ
ン
山
|
|
ウ
ト
ュ
ケ
ン
山
に
関
す
る
究
書

-

(
一
九
五
一
年
)

テ
ュ
ル
グ
部
族
愛
展
史
究
書

(
一
九
八
七
年
)

突
阪
に
関
す
る
2
章
|
|
風
覚
書
二
九
七
九
年
〉

「
ウ
イ
グ
ル
の
始
租
説
話
」
に
つ
い
て
(
-
九
五
五
年
)

九
姓
回
鵠
可
汗
の
系
譜
|
|
漠
北
時
代
ウ
イ
グ
ル
史
鹿
児
書

1
2
九
五

一
年〉

遊
牧
ウ
イ
グ
ル
園
の
滅
亡
(
一
九
六
五
年
〉

9
世
紀
ウ
イ
グ
ル
亡
命
移
住
者
集
闘
の
崩
壊
三
九
八
六
年
〉

ト
ル
キ
ス
タ
ン
の
成
立
三
九
七
一
年
)

遊
牧
闘
家
論
批
剣
|
|
内
陸
ア
ジ
ア
史
序
説
に
関
し
て

1
2
九
五
七

年
)

ユ
ー
ラ
シ
ア
遊
牧
民
族
の
世
界
〈
一
九
五
五
年
〉

遊
牧
封
建
祉
舎
論
三
九
八
五
年
)

中
央
ア
ジ
ア
史
概
論
||
総
説

・
枇
舎
と
経
済
(
一
九
五
五

・
五
二

年〉

司

O『
日
巳
目
。
ロ

O同

5
0
E
2
E
M
m
ロロ

Z
O
B
2
r
n
ω
g
g
(
{
九八一一一

年
)

〉ロ
n-o口件、
H
，
E
E
n・ζ
。ロ
m
o
F
5
2。ョ
ω
全口

ω
o
n
-
o
q
l吋
}
ロ

E
m
r

。E5
2
z
z
g
ユg
-
m
o
n
o『
含
(
一
九
八
三
年
)

吋

v
o
O
ユm
E丘
吋

E
r阿
佐
目
。
自
己
陶
ロ
ι

(

{

九
八
五
年
〉
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そ
の
あ
と
に
「
参
考
文
献
」
、

が
つ
づ
く
。

右
記
の
タ
イ
ト
ル
だ
け
を
見
て
も
わ
か
る
よ
う
に
、
論
文
は
ま
ず
伺
奴
か
ら

始
ま
り
(
1
、

2
)
、
次
い
で
突
阪

〈
3
1
6
〉
、
ウ
イ
グ
ル
〈
7
1
日
)
と
進

み
、
最
後
に
理
論
的
あ
る
い
は
総
論
的
文
章
が
配
さ
れ
て
い
る
(
ロ
J
U
Y

英
文
も
含
め
る
と
全
部
で
十
八
編
も
あ
る
の
だ
か
ら
、
全
践
を
た
と
え
ば
「
第

一
部
旬
奴
」
、
「
第
二

部

突

蕨
」
、
「
第
一
一
一
部
ウ
イ
グ
ル
」
、
「
第
四
部

遊
牧
園
家
論
」
、
「
附
録
英
文
論
文
」
な
ど
と
い
う
よ
う
に
、
い
く
つ
か
に

区
分
け
し
て
あ
れ
ば
、
一
見
し
た
だ
け
で
本
書
の
内
容
が
す
っ
と
わ
か
っ
て
よ

か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

な
お
英
文
論
文
は
す
べ
て
日
本
文
か
ら
の
翻
誇
で
あ
る
ハ
日
は
1
の
第
三
節

「
何
奴
の
園
家
形
成
」
に
、
ロ
は
1
の
第
二
節
「
古
代
テ
ュ
ル
ク
・
モ
ン
ゴ
ル

系
遊
牧
民
の
社
曾
」
に
、
日
は
6
の
第

一
節
「
突
阪
の
始
祖
設
話
」
と
3
の
第

二
節
「
テ
ュ
ル
ク
の
起
源
と
根
接
地
」
と
を
合
わ
せ
た
も
の
に
相
嘗
〉。

「
解
説
」

(
森
川
哲
雄
氏
執
筆
〉
、

「
宗
引
」

583 

一一一

第
1
論
文
で
は
、
ま
ず
第
一
節
「
こ
れ
ま
で
の
遊
牧
園
家
論
」
で
、

遊
牧
園

家
の
成
立
・
構
造
・
滅
亡
に
関
す
る
従
来
の
「
共
通
の
認
識
」
(
い
わ
ゆ
る

「
征
服
王
朝
論
」
も
含
む
〉
が
「
非
歴
史
的
」
で
あ
る
と
し
て
批
剣
し
て
い

る
。
そ
の
欽
陥
の
原
因
は
、
遊
牧
民
自
身
が
残
し
て
く
れ
た
文
献
記
録
が
(
と

く
に
時
代
を
さ
か
の
ぼ
る
ほ
ど
)
き
わ
め
て
少
な
く
、
中
園
な
ど
の
郷
接
定
住

民
族
の
記
録
を
利
用
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
と
の
史
料
上

の
制
約
を
補
う
た
も
に
は
、
考
古
泉
や
人
類聞
宇
の
成
果
を
臨応
用
す
る
こ
と
も
一

つ
の
方
法
で
あ
る
。

そ
し
て
第
二
節
「
古
代
テ
ュ
ル
ク
・
モ

ン
ゴ
ル
系
遊
牧
民
の
社
曾
」
で
は
、

基
本
的
社
舎
集
固
と
し
て
の
「
部
」
と
そ
の
「
大
人
」
と
に
注
目
し
、
そ
れ
に

闘
す
る
中
園
側
の
史
料
を
位
舎
皐
・
人
類
皐
的
手
法
を
用
い
て
分
析
し
て
い

る
。
人
類
皐
的
に
と
り
あ
っ
か
う
た
め
、
時
代
差
は
あ
る
程
度
無
視
し
て
旬
奴

か
ら
遼
以
前
の
契
丹
ま
で
が
考
察
の
針
象
と
さ
れ
て
い
る
。
結
論
と
し
て
、
部

と
は
「
複
数
の
リ
ネ
l
ジ
を
包
含
し
、
人
口
一
致
も
か
な
り
増
大
し
た
、
し
か
し

地
域
的
に
ま
だ
そ
れ
ほ
ど
分
散
し
て
い
な
い
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
分
散
し
は
じ

め
よ
う
と
す
る
段
階
の
氏
族
己
目
に
類
す
る
も
の
の
姿
」
で
あ
ろ
う
と
い

う
。
こ
の
結
論
は
著
者
自
身
も
み
と
め
て
い
る
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
設
か
れ
て

い
た
こ
と
を
大
き
く
改
め
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
ふ
だ
ん
何
気
な
く
使
っ

て
し
ま
う
用
語
、
こ
こ
で
は
部
を
中
心
に
そ
れ
よ
り
下
位
の
落
、
上
位
の
種
・

類
な
ど
を
そ
の
祉
舎
内
に
位
置
づ
け
た
意
義
は
大
き
い
。

第
三
節
「
伺
奴
の
園
家
形
成
」
で
は
伺
奴
を
部
族
連
合
と
す
る
護
雅
夫
氏
ら

の
都

γ
批
判
し
、
ゼ
ン
ウ
は
園
家
の
名
に
値
す
る
政
治
機
構
の
中
の
主
権
者
で

は
な
く
、
一
部
族
の
首
長
に
過
ぎ
な
か
っ
た
と
し
、
政
治
社
曾
の
設
展
段
階
論

の
立
場
か
ら
言
え
ば
、
い
わ
ゆ
る
首
長
制
社
舎
に
近
い
と
し
て
い
る
。
そ
し

て
、
旬
奴
の
園
家
組
織
・
行
政
組
織
と
言
わ
れ
た
も
の
は
軍
事
組
織
で
あ
り
、

し
か
も
そ
の
部
族
の
構
成
員
を
中
核
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。

第
1
論
文
は
こ
の
よ
う
に
、
前
半
の
第
一
・
二
節
が
人
類
皐
的
ア
プ
ロ
ー
チ

で
庚
く
遊
牧
園
家
論
を
考
察
し
た
も
の
で
、
後
半
の
第
三
節
が
同
じ
手
法
で
旬

奴
に
つ
い
て
く
わ
し
く
論
じ
る
と
い
う
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
前
半
は
、

前
述
の
私
の
匡
分
に
従
え
ば
、
「
第
四
部
遊
牧
園
家
論
」
に
入
れ
る
べ
き
も

の
で
あ
る
が
、
見
方
を
郷伝
え
れ
ば
本
書
全
鎧
の
導
入
部
と
み
な
す
こ
と
も
で
き

V
4
久
ノ
。

第
2
論
文
は
、

第
1
論
文
第
三
節
で
あ
つ
か
っ
た
同
じ
テ
l
マ
を
歴
史
記
録

に
基
い
て
さ
ら
に
く
わ
し
く
論
じ
て
い
る
。
結
論
は
や
は
り
同
じ
で
、
旬
奴
の
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584 

開
館
時
と
言
わ
れ
る
前
二
世
紀
に
、
ゼ
ン
ウ
は
と
と
の
っ
た
軍
事
組
織
を
も
っ
ゼ

ン
ウ
部
族
の
首
長
で
は
あ
っ
た
が
、
統
治
者
と
し
て
の
権
限
は
一
部
族
の
範
間

内
に
と
ど
ま
り、

烏
桓
な
ど
他
の
部
族
を
も
全
面
的
に
支
配
し
て
い
た
わ
け
で

は
な
く
、
新
し
い
政
治
機
構
を
つ
く
り
出
し
は
し
な
か
っ
た
と
し
て
い
る
。

四

第
3
論
文
第
一
節
「
テ
ュ
ル
グ
の
賃
値
」
は
、
八
世
紀
に
入
っ
て
も
な
お
テ

ユ
ル
タ
(
突
阪
〉
と
は
本
来
部
族
名
、
-
つ
の
部
族
的
集
闘
の
稽
呼
で
あ
っ
た

こ
と
を
、
突
廠
碑
文
に
基
い
て
確
認
し
て
い
る
。
次
い
で
第
二
節
「
テ
ュ
ル
ク

の
起
源
と
根
綾
地
」
で
は
、
第
一
節
の
結
論
、
す
な
わ
ち
テ
ュ
ル
ク
が
本
来
一

つ
の
地
域
共
同
般
的
な
部
族
集
闘
で
あ
っ
た
と
す
る
前
提
に
基
い
て
、
そ
の
本

接
地
は
か
な
り
限
定
す
べ
き
で
あ
る
と
し
、
具
健
的
に
は
東
部
ア
ル
タ
イ
山
系

と
考
え
て
い
る
。

第
4
論
文
は
、
ま
ず
ウ
ト
ュ
ケ
ン
山
が
一
つ
の
山
峯
で
は
な
く
本
来
ハ
ソ
ガ

イ
山
脈
東
南
部
諸
連
峯
の
線
稀
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
が
さ
ら
に
披
張
し
て
用
い

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
た
う
え
で
、
本
来
の
山
が
そ
の

地
域
の
象
徴
と
し
て
神
聖
観
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
そ
し

て
『
周
書
』
「
突
阪
惇
」
に
「
ウ
ト
ュ
ケ
ン
の
西
五
百
塁
」
に
あ
る
と
さ
れ
る

高
山
「
勃
登
凝
察
」
に
着
目
し
、
こ
れ
を
ウ
ト
ュ
ケ
ン
山
漣
峯
に
含
め
て
考

え
、
こ
の
峯
が
図
民
的
崇
奔
の
針
象
の
一
つ
の
地
一仰
と
関
係
が
あ
っ
た
こ
と
を

論
設
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
「
勃
」
を
現
在
の

o
r
o
と
一音
聾
上
近
い
と
し
て

い
る
貼
も
興
味
深
い
。

第
5
論
文
は
、
内
容
的
に
も
ま
た
あ
つ
か
う
時
代
か
ら
見
て
も
、
第
3
論
文

に
直
接
つ
づ
く
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
テ
L

ル
ク
部
族
が
そ
の
本
嬢
地
か
ら
東

西
に
設
展
し
て
い
っ
た
が
、
そ
の
う
ち
東
方
遠
征
は
木
粁
カ
ガ
ン
に
よ
っ
て
、

西
方
選
征
は
察
貼
街
(
デ
ィ
ザ
プ
ロ
ス
〉
の
手
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
た
こ
と
を

強
調
し
て
い
る
。

こ
の

室
貼
密
に
つ
い
て
、
松
田
詩
男
氏
や
内
田
吟
風
氏
は

「
大
可
汗
」
で
あ
る
木
粁
カ
ガ
ン

に
射
す
る
「
小
可
汗
」
で
あ
っ
た
と
や
や
低

く
許
債
す
る
が
、
こ
れ
に
射
し
護
雅
夫
氏
は
、
「
大
可
汗
」
「
小
可
汗
」
と
い

う
の
は
ま
っ
た
く
形
式
的
の
こ
と
で
、
資
質
的
に
は
「
大
」
「
小
」
の
区
別
す

ら
存
在
し
な
か
っ
た
と
論
じ
て
い
る
。
山
田
氏
は
こ
の
護
氏
の
考
え
を
さ
ら
に

お
し
す
す
め
、
沙
鉢
略
以
前
に
は
貧
質
的
に
は
も
ち
ろ
ん
形
式
的
に
も
大
可

汗
・
小
可
汗
と
い
う
表
現
は
用
い
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て

い
る
。
そ
し
て
複
数
の
カ
ガ
ン
が
存
在
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
園
家
の
行
政

組
織
・
軍
事
組
織
と
絡
め
て
考
え
る
よ
り
以
前
の
問
題
で
あ
っ
て
、
部
族
制
社

舎
の
問
題
と
し
て
考
え
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

第
6
論
文
の
第
{
節
「
突
販
の
始
租
設
話
」
で
は
、
中
園
史
書
に
見
ら
れ
る

突
販
の
始
租
説
話
を
、
ま
ず
歴
史
的
事
寅
を
俸
え
る
も
の
と
神
話
傍
承
の
読
話

と
に
分
類
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
簡
単
な
検
討
を
試
み
て
い
る
。
前
者
に
つ

い
て
は
、
第
三
論
文
第
-
節
に
あ
る
程
度
く
わ
し
い
考
察
が
あ
る
の
で
一
際
満

足
さ
せ
ら
れ
る
が
、
後
者
に
つ
い
て
は
、
民
族
皐
に
も
造
詣
の
深
い
山
田
氏
に

も
っ
と
深
く
追
及
し
て
も
ら
い
た
か
っ
た
と
惜
し
ま
れ
て
な
ら
な
い
。
第
二
節

「
テ
ュ
ル
ク
の
貧
健
」
は
、
第
3
論
文
第
一
節
の
要
約
で
あ
る
。
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第
7
論
文
は
、
ブ
ク
ハ
ン
侍
設
が
、
遊
牧
民
的
上
天
思
想
を
機
軸
と
し
な
が

ら
、
献
祖
の
形
を
と
ら
な
い
で
樹
木
を
母
胎
と
し
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
、
さ

ら
に
ア
l
リ
ア
系
宗
教
文
化
に
樹
木
崇
奔
が
い
ち
じ
る
し
い
こ
と
を
考
慮
す
れ

ば
、
こ
の
説
話
は
草
原
時
代
の
遊
牧
ウ
イ
グ
ル
園
の
開
園
君
主
に
関
す
る
設
話

で
は
な
く
、
遊
牧
民
支
配
者
の
古
来
の
上
天
思
想
が
、
ア
l
リ
ア
系
定
住
民
被
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支
配
者
層
の
あ
い
だ
に
存
綴
し
て
い
た
樹
木
崇
奔
思
想
と
結
合
し
て
う
ま
れ
た

も
の
と
結
論
づ
け
て
い
る
。
こ
の
論
旨
と
直
接
関
係
は
な
い
が
、
山
田
氏
は
そ

れ
以
前
の
定
設
に
従
っ
て
、
プ
ク
ハ
ン
を
遊
牧
ウ
イ
グ
ル
圏
三
代
目
の
カ
ガ

ン
回
o
m
E
と
結
び
つ
け
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
設
は
、
そ
の
後
安
部
健
夫
氏
に

よ
っ
マ
鋭
く
批
判
さ
れ
、
七
代
目
の
懐
信
カ
ガ
ン
と
す
る
説
が
有
力
と
な
り
つ

つ
あ
る
。
編
者
の
御
苦
労
を
思
い
つ
つ
も
、
編
者
註
と
い
う
形
で
安
部
批
判
に

綱
れ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
こ
こ
で
は
ド
I
ソ
ン
が
し

ば
し
ば
引
用
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
さ
い
戦
前
の
田
中
華
一
郎
謬
が
あ
げ
ら
れ

て
い
る
。
こ
れ
は
最
近
の
佐
口
誇
(
註
日
参
照
〉
を
あ
げ
て
ほ
し
か
っ
た
。

第
8
論
文
は
山
田
氏
の
』
魔
女
作
で
(
愛
表
は
一
九
五
一
年
だ
が
、
脱
稿
は
{

九
四
七
年
)
、
氏
の
そ
の
後
の
北
ア
ジ
ア
研
究
の
原
黙
で
あ
る
と
同
時
に
、
日

本
の
北
ア
ジ
ア
研
究
に
時
代
区
分
の
重
要
性
を
認
識
さ
せ
る
き
っ
か
け
と
も
な

っ
た
劃
期
的
な
論
文
で
あ
る
。
氏
は
こ
こ
で
ウ
イ
グ
ル
園
可
汗
の
系
譜
を
丹
念

に
迫
い
、
第
八
代
可
汗
に
関
す
る
従
来
の
誤
解
を
改
め
て
全
部
で
十
二
代
を
数

え
る
こ
と
、
そ
し
て
七
代
目
に
血
統
が
努
わ
り
、
他
部
族
に
つ
な
が
る
も
の
が

現
わ
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
と
く
に
後
者
の
指
摘
が
、
そ
の
後
の
氏
の

歴
史
解
穫
に
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
く
る
。

第
9
論
文
は
、
遊
牧
ウ
イ
グ
ル
園
滅
亡
の
事
情
を
く
わ
し
く
記
し
、
そ
こ
に

従
来
の
い
わ
ゆ
る
遊
牧
園
家
の
滅
亡
と
は
い
さ
さ
か
異
な
る
駐
が
見
ら
れ
る
こ

と
、
つ
ま
り
ウ
イ
グ
ル
園
人
が
定
着
文
明
地
帯
に
移
住
し
な
が
ら
も
同
化
さ
れ

る
こ
と
な
く
、
支
配
者
と
し
て
新
し
い
文
化
を
形
成
し
、
草
原
の
奮
佳
域
に
た

い
し
何
ら
の
関
心
も
一万
さ
な
か
っ
た
と
い
う
貼
を
重
視
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ

の
よ
う
な
新
し
い
傾
向
は
す
で
に
彼
ら
が
草
原
地
帯
に
い
た
頃
か
ら
見
ら
れ
る

と
し
て
、
第
8
論
文
で
指
摘
し
た
血
統
の
愛
化
や
そ
の
他
官
僚
制
度
、
官
稽
鋭

な
ど
に
着
目
す
る
。
そ
の
結
果
、
部
族
的
結
合
は
も
は
や
鼠
れ
、
「
ウ
イ
グ
ル

圏
内
に
お
い
て
は
中
央
政
府
的
な
も
の
が
確
立
さ
れ
」
、
「
乏
し
一
て
、
一
族
長
と

し
て
で
な
い
、
一
園
の
君
主
と
し
て
の
カ
ガ
ン
の
権
力
が
確
立
さ
れ
た
と
で
も

い
い
た
い
夙
で
あ
っ
た
」
と
、
き
わ
め
て
慎
重
な
言
い
ま
わ
し
で
は
あ
る
が
、

注
目
す
べ
き
結
論
を
下
し
て
い
る
。
ま
た
唐
と
ソ
グ
ド
の
文
物
の
流
入
、
成
市

の
建
設
、
盟
系
的
宗
教
た
る
マ
ニ
激
の
停
来
な
ど
を
、
「
文
明
化
」
と
い
う
表

現
で
よ
ん
で
い
る
貼
も
注
目
さ
れ
る
。

第

ω論
文
は
、
遊
牧
ウ
イ
グ
ル
園
滅
亡
後
の
い
わ
ゆ
る
南
下
汲
ウ
イ
グ
ル
人

の
動
静
を
、
『
李
衡
公
品
目
回
国
-
品
集
』
と
い
う
唐
側
の
史
料
に
依
り
つ
つ
も
、

で
き
る
だ
け
ウ
イ
グ
ル
人
た
ち
の
側
に
立
っ
て
跡
づ
け
た
も
の
で
あ
る
。

第
口
論
文
は
、
ま
ず
遊
牧
ウ
イ
グ
ル
園
の
滅
亡
か
ら
設
き
お
こ
し
(
第
9
論

文
の
要
約
〉
、
河
西
ウ
イ
グ
ル
玉
圏
、
天
山
ウ
イ
グ
ル
王
園
、
カ
ル
ル
ク
園
と

カ
ラ
ハ
ン
園
の
興
亡
を
叙
述
し
、
九
世
紀
か
ら
は
じ
ま
っ
た
ト
ル
コ
系
民
族
を

中
心
と
す
る
民
族
移
動
の
結
果
、
十
一
世
紀
に
は
「
ト
ル
コ
人
の
土
地
」
と
い

う
意
味
で
の
ト
ル
キ
ス
タ
ン
が
完
全
に
成
立
し
た
と
説
く
。
天
山
ウ
イ
グ
ル
王

園
の
項
で
は
、
こ
の
王
園
を
と
く
に
慶
大
な
版
闘
を
持
つ
園
と
考
え
る
安
部
設

を
批
判
し
て
い
る
。

-165ー
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第
四
論
文
で
は
、
北
ア
ジ
ア
史
研
究
の
重
要
な
二
つ
の
テ
1
7
と
し
て
「
遊

牧
民
の
園
家
の
形
成
・
構
造
に
関
す
る
こ
と
」
と
「
こ
の
歴
史
世
界
の
歴
史
的

設
展
に
関
す
る
こ
と
」
と
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
氏
は
、
こ
の
問
題

を
論
じ
る
場
合
、
ま
ず
純
粋
の
草
原
遊
牧
園
家
型
と
半
農
学
牧
地
帯
に
設
生
す

る
征
服
園
家
型
と
を
区
別
す
る
必
要
が
あ
る
と
し
た
う
え
で
、
こ
こ
で
は
遊
牧

園
家
型
を
封
象
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
遊
牧
園
家
の
興
亡
を
単
な
る
「
く
り
か

え
し
」
的
政
治
現
象
と
す
る
見
方
を
批
剣
し
、
ま
た
ラ
テ
ィ
モ
ア
の
誘
く
「
ら
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せ
ん
型
」
護
展
設
に
も
限
界
が
あ
る
と
し
て
い
る
。

第
日
論
文
は
、
歴
史
的
援
展
を
念
頭
に
お
い
て
、
ユ

ー
ラ
シ
ア
草
原
地
州
市
遊

牧
民
の
歴
史
世
界
を
、
先
史
時
代
か
ら
近
代
に
い
た
る
ま
で
叙
述
し
た
、
一
種

の
通
史
で
あ
る
。
ス
キ
タ
イ
を
最
初
の
部
族
連
合
園
家
と
し
、
テ
ュ

ル
ク
(
突

蕨
)
に
い
た
っ
て
民
族
的
統

一
の
端
絡
が
見
ら
れ
、
次
い
で
、
東
の
ウ
イ
グ
ル

と
西
の
ハ
ザ
l
ル
と
い
う
「
文
明
化
し
た
遊
牧
園
家
」
が
現
わ
れ
る
。
い
っ
た

ん
文
明
化
し
、
氏
族
・
部
族
の
成
員
か
ら
離
れ
た
階
級
は
、
政
治
的
受
動
を
う

け
る
と
南
下
定
着
化
し
て
ゆ
き
、
ト
ル
キ
ス
タ
ン
の
成
立
へ
と
い
た
る
。
一

方
、
ウ
イ
グ
ル
園
滅
亡
後
、
分
裂
欣
態
に
あ
っ
た
そ
ン
ゴ
リ
ア
を
統
一
し
た
モ

ン
ゴ
ル
園
家
は
、
氏
族
・
部
族
的
償
制
を
す
て
、
牧
民
千
戸
を
行
政
上
の
基
礎

単
位
と
す
る
ミ
ン
ガ
ン
制
を
導
入
し
、
そ
の
頂
鮎
に
立
つ
チ
ン
ギ
ス
・
ハ
ン
は

専
制
的
君
主
権
の
確
立
を
め
ざ
し
た
。
こ
の
モ
ン
ゴ
ル
図
家
の
中
で
徐
々
に
封

建
祉
舎
的
構
造
が
成
熟
し
て
ゆ
き
、
つ
い
に
は
封
建
戦
争
の
あ
げ
く
、
清
と

ロ

シ
ア
と
い
う
商
業
資
本
主
義
、
つ
づ
い
て
帯
園
主
義
的
勢
力
が
進
出
し
て
き

で
、
こ
の
歴
史
世
界
も
庚
い
世
界
史
の
中
へ
解
消
し
て
し
ま
う
。
以
上
の
よ
う

に
、
庚
い
視
野
に
立
っ
た
歴
史
的
展
望
で
あ
る
。

第
M
論
文
は
、
第
日
論
文
で
す
こ
し
綱
れ
た
モ
ン
ゴ
ル
図
家
以
後
の
遊
牧
封

建
位
舎
に
関
し
て
、
さ
ら
に
く
わ
し
く
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
ウ
ラ

ジ
l
ミ
ル
ツ
オ
フ
を
は
じ
め
と
す
る
ソ
速
の
遊
牧
封
建
制
論
争
を
く
わ
し
く
整

理
・
紹
介
し
、
遊
牧
民
に
と
っ
て
基
本
的
生
産
手
段
は
土
地
か
そ
れ
と
も
家
畜

か
と
い
う
問
題
に
関
連
し
て
、
土
地
利
用
と
家
畜
管
理
の
問
題
、
氏
族
的
共
同

程
の
歴
史
的
努
遷
の
問
題
、
騎
馬
民
と
し
て
の
性
格
の
重
視
、
利
用
さ
れ
る
記

録
が
消
・
ロ
シ
ア
支
配
下
の
十
九
世
紀
の
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
こ
と
な

ど
、
い
く
つ
か
の
問
題
貼
を
指
摘
し
て
い
る
。

第
日
論
文
は
、
卒
凡
社
の
『
世
界
歴
史
事
典
』
の
た
め
に
執
筆
さ
れ
た
二
つ

の
項
目
を
ま
と
め
た
も
の
で
、
第
一
節
「
線
設
」
は
中
央
ア
ジ
ア
に
闘
す
る
基

本
的
史
料
の
紹
介
、
第
二
節
「
中
央
ア
ジ
ア
の
経
済
と
社
禽
」
は
第
U
論
文
の

要
約
で
あ
る
。

第
M
J
M
論
文
は
、
既
述
の
よ
う
に
、
日
本
語
論
文
か
ら
の
英
謬
で
あ
る
。

七

本
書
は
、
愛
表
さ
れ
た
年
代
も
そ
の
あ
っ
か
う
テ
l
マ
も
様
々
な
論
文
を
ま

と
め
た
も
の
で
あ
る
が
、
最
初
か
ら
通
し
て
讃
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
山
田
氏
の

歴
史
観
が
非
常
に
よ
く
わ
か
る
よ
う
に
構
成
さ
れ
て
い
る
。

氏
の
テ
1
7
は
-
貫
し
て
、
北
ア
ジ
ア
草
原
遊
牧
民
の
世
界
を
歴
史
的
妥
展

の
中
で
鐙
系
的
に
把
混
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
氏
の
大
き
な
功
績
の

-
つ
は
、
遊
牧
ウ
イ
グ
ル
園
の
も
つ
歴
史
的
役
割
を
評
債
し
、
北
ア
ジ
ア
史
上

の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し
て
位
置
付
け
た
こ
と
に
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
遊
牧
ウ
イ
グ
ル
園
以
後
の
北
ア
ジ
ア
史
は
、
ど
の
よ
う
な
歴
史

的
設
展
過
程
を
た
ど
っ
た
の
か
。
氏
の
関
心
は
ウ
イ
グ
ル
と
と
も
に
西
方
に
移

り
、
ト
ル
キ
ス
タ
ン
の
成
立
と
い
う
テ
1
7
に
向
っ
て
し
ま
う
。
そ
し
て
チ
ン

ギ
ス
・
ハ
ン
に
よ
る
統
一
が
な
さ
れ
る
と
、
ふ
た
た
び
モ
ン
ゴ
リ
ア
に
も
ど
っ

て
く
る
の
で
あ
る
。

そ
の
聞
の
北
ア
ジ
ア
史
に
関
す
る
氏
の
言
及
は
、
き
わ
め
て
少
な
い
。
そ
の

理
由
は
、
第
ロ
論
文
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ひ
と
く
ち
に
遊
牧
民
の
園

家
と
い
っ
て
も
自
然
僚
件
・
地
域
性
に
も
と

e

つ
い
て
遊
牧
園
家
型
と
征
服
園
家

型
と
に
大
別
で
き
、
雨
者
は
混
同
す
べ
き
で
は
な
い
と
し
て
、
氏
は
も
っ
ぱ
ら

前
者
に
焦
黙
を
あ
て
、
契
丹
H
遼
な
ど
は
考
察
の
封
象
外
に
お
い
て
い
る
か
ら

に
ほ
か
な
ら
な
い
。

し
か
し
雨
者
は
そ
れ
ほ
ど
に
峻
別
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
護
雅
夫
氏
は
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遼
の
徒
民
政
策
を
ウ
イ
グ
ル
の
農
耕
民
・
職
人
爽
落
の
建
設
と
結
び
つ
け
、
ウ

イ
グ
ル
か
ら
遼
へ
の
愛
展
の
一
つ
の
側
面
を
示
す
も
の
と
考
え
て
い
る
。
護
氏

は
こ
れ
を
牧
島
民
的
性
格
と
よ
ん
で
い
る
が
、
私
自
身
は
遊
牧
園
家
に
お
け
る
こ

の
よ
う
な
性
格
は
す
で
に
旬
奴
時
代
か
ら
見
ら
れ
、
さ
ら
に
鮮
卑
・
柔
然
・
突

阪
へ
と
受
け
継
が
れ
て
い
き
、
ウ
イ
グ
ル
そ
し
て
遼
に
お
い
て
一
態
の
完
成
を

見
た
と
考
え
て
い
る
。
二
つ
に
分
け
る
の
も
結
構
だ
が
、
そ
の
場
合
遊
牧
園
家

型
だ
け
で
な
く
、
征
服
園
家
型
の
社
曾
の
歴
史
的
援
展
に
つ
い
て
も
言
及
し
て

ほ
し
か
っ
た
。
は
た
し
て
山
田
氏
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て

い
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
そ
の
答
は
も
う
聞
く
こ
と
が
で
き
な
い
。

氏
の
関
心
が
西
方
に
移
っ
た
の
に
は
、
も
う
一
つ
理
由
が
あ
る
よ
う
に
思

う
。
氏
は
論
文
の
題
名
に
し
ば
し
ば
「
血
覚
書
」
と
い
う
言
葉
を
添
え
て
い
る
。

そ
の
ご
く
第
3
論
文
の
官
頭
に
は
、

「
あ
ま
り

に
も
断
片
的
な
史
料
が
多

く
、
今
回
は
い
ろ
い
ろ
の
制
約
か
ら
不
十
分
で
あ
っ
て
、
意
に
満
た
ぬ
貼
が
残

さ
れ
て
い
る
。
究
書
と
題
し
た
ゆ
え
ん
で
あ
る
」
と
、
こ
と
わ
り
が
き
が
記
さ

れ
て
い
る
。
ほ
か
の
場
所
で
も
し
ば
し
ば
氏
は
、
遊
牧
民
自
身
が
残
し
た
史
料

が
き
わ
め
て
少
な
い
こ
と
を
歎
い
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
-
次
史
料
に
針
す
る

強
い
希
求
が
、
氏
を
し
て
ト
ル
キ
ス
タ
ン
の
ウ
イ
グ
ル
文
書
研
究
に
走
ら
せ
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
費
際
に
、
十
数
編
に
の

J

ぼ
る
氏
の
ウ
イ
グ
ル
文
書
関

係
の
論
文
に
は
、
-
つ
と
し
て
「
究
室
雷
」
と
い
う
言
葉
は
附
け
ら
れ
て
い
な
い

の
で
あ
る
。
し
か
し
氏
は
北
ア
ジ
ア
に
も
ど
っ
て
き
た
。
そ
れ
だ
け
遊
牧
民
族

史
に
封
す
る
思
い
入
れ
が
強
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
「
究
書
」
の
つ
づ
き
を
讃

む
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
残
念
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
本
書
は
通
讃
し
て
面
白
く
か
っ
刺
激
的
な
部
分
も
多

く
、
北
ア
ジ
ア
遊
牧
民
族
の
歴
史
(
前
近
代
で
あ
る
と
近
代
で
あ
る
と
を
問
わ

ず
〉
の
研
究
を
志
す
、
と
く
に
若
い
皐
徒
に
、
ぜ
ひ
二
讃
を
す
す
め
た
い
。

最
後
に
、
表
記
法
に
つ
い
て
一
言
し
て
お
き
た
い
。
最
初
に
も
燭
れ
た
よ
う

に
、
本
書
の
表
記
法
は
山
田
氏
の
遺
志
に
よ
り
民
博
の
『
研
究
報
告
』
の
「
執

筆
要
項
」
に
準
接
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
様
組
み
、
脚
註
形
式
で
、
引
用
文
献

は
著
者
名
と
刊
年
だ
け
で
示
し
、
巻
末
に
「
参
考
文
献
」
と
し
て
一
括
す
る
方

式
で
あ
る
。
こ
の
方
式
は
、
註
や
引
用
文
献
の
た
び
ご
と
に
後
ろ
を
め
く
る
わ

ず
ら
わ
し
さ
が
な
く
、
設
者
思
い
で
便
利
で
あ
る
。

A
A
研
の
ヨ
一
一
日
語
文
化
研

究
』
な
ど
も
同
じ
方
式
を
と
っ
て
お
り
、
今
後
普
及
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る

が
、
た
だ
参
考
文
献
の
中
で
欧
文
・
日
文
・
中
文
な
ど
を
す
べ
て
い
っ
し
ょ
く

た
に
し
て
列
壁
す
る
の
は
見
に
く
い
よ
う
に
思
う
が
、
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。

註(
1
〉
山
田
氏
の
詳
細
な
業
績
目
録
は
、
『
人
と
人
|
|
山
田
信
夫
先
生
迫

悼
文
集
』
〈
山
田
信
夫
教
授
追
悼
紀
念
事
業
倉
一
九
八
九
年
四
月
刊
)

に
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
同
書
は
非
貰
口
聞
の
た
め
、
検
索
し
や
す
い
ユ

ネ
ス
コ
版
を
引
用
し
た
。

(
2
)

な
お
本
書
巻
末
の
「
解
説
」
に
よ
れ
ば
、
ウ
イ
グ
ル
俗
文
書
に
関
す

る
成
果
は
、
本
書
と
は
別
に
刊
行
さ
れ
る
べ
く
準
備
が
な
さ
れ
て
い
る

と
の
こ
と
で
あ
る
。

〈
3
)

第
一
節
の
冒
頭
(
本
書
二
頁
)
で
〔
山
田
区
間
印
『
〕
と
い
う
引
用
が

あ
る
が
、
こ
れ
は
〔
山
田
忌
印
斗
〕
の
開
違
い
。

(

4

)

こ
の
第
-
節
は
、
第
ロ
論
文
の
第
一
節
と
ほ
ぼ
同
じ
。

(
5
〉
「
大
人
」
の
性
格
を
箇
候
書
き
に
ま
と
め
た
部
分
(
本
書
一

O
J
一

-
一
良
)
で
、
第
4
項
は
わ
ず
か
に
三
行
だ
け
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ

に
つ
づ
く
{
段
落
七
行
分
も
、
内
容
か
ら
み
て
こ
の
第
4
項
の
中
に
含

め
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
第
二
節
の
英
平
静
で
あ
る
第
口
論
文
で
は
、
こ
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の
段
落
は
正
し
く
第
4
項
の
中
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
(
本
書
三

O
八

頁〉。

(
6
〉
護
雅
夫
「
『
旬
奴
』
の
園
家
l
ー
そ
の
激
備
的
考
察
」
(
『
史
皐
穀

誌』

五
九
|
五
、
一
九
五

O
年
〉
。
謹
雅
夫
「
北
ア
ジ
ア
・
古
代
遊
牧

園
家
の
構
造
」
(
『
岩
波
諮
座

・
世
界
歴
史
』
六
、
岩
波
書
庖
、
一
九

七
-
年
、
所
牧
〉
。

(

7

)

「
西
突
廠
王
庭
考
」
(
『
古
代
天
山
の
歴
史
地
理
皐
的
研
究
増
補

版
』
、
早
稲
田
大
拳
出
版
部
、
一
九
七

O
年
、
所
牧
)
。

ハ
8
)

「
西
突
蕨
初
世
史
の
研
究
」
(
『
北
ア
ジ
ア
史
研
究
鮮
卑
柔
然
突
阪

情
胴
』
、
同
朋
合
、
一
九
七
五
年
、
所
枚
)
。

(

9

)

「
突
阪
第
て
帝
園
に
お
け
る
官
ヨ
ロ
鋭
の
研
究
」
(
『
古
代
ト
ル
コ

民
族
史
研
究

I
』
、
山
川
出
版
社
、

-
九
六
七
年
、
所
牧
)
。

(
M
W

〉
安
部
健
夫
『
西
ウ
イ
グ
ル
園
史
の
研
究
』
、
奨
文
堂
書
底
、
一
九
五

五
年
、
二
ハ
九
J
一
九
九
頁
。

(
口
)
ド
l
ソ
ン
若
佐
口
透
謬
注
『
モ
ン
ゴ
ル
帯
図
史
1
』
、
卒
凡
社
、

東
洋
文
庫
一

-o、
一
九
六
八
年
、
九
八
頁。

(
ロ
)
た
だ
し
配
列
に
若
干
異
議
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
本
文
中
に
も
指

摘
し
た
よ
う
に
、
第
5
論
文
は
第
3
論
文
に
つ
づ
け
た
方
が
諌
み
や
す

い
。
ま
た
第
7
論
文
は
「
ウ
イ
グ
ル
の
始
祖
説
話
」
と
は
い
っ
て
も
、

そ
れ
は
遊
牧
ウ
イ
グ
ル
園
の
開
園
君
主
に
関
す
る
設
話
で
は
な
く
、
ウ

イ
グ
ル
人
が
定
住
農
耕
地
帯
に
移
住
し
て
か
ら
形
成
さ
れ
た
設
話
で
あ

る
か
ら
、
第
叩
論
文
の
後
に
つ
な
げ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

(
日
〉
「
内
陸
ア
ジ
ア
世
界
の
展
開
l
|
|
線
設
」
(
『
岩
波
講
座
・
世
界
歴

史
』
九
、
岩
波
書
庖
、
一
九
七

O
年
、
所
収
)
、
二
ハ
頁
。

(

M

)

「
旬
奴
に
お
け
る
農
耕
と
定
着
集
落
」
(
護
雅
夫
編
『
内
陸
ア
ジ
ア
・

西
ア
ジ
ア
の
祉
舎
と
文
化
』
、
山
川
出
版
社
、
一
九
八
三
年
、
所
枚
三

「
鮮
卑
・
柔
然
に
お
け
る
農
耕
と
減
塞
」
(
『
古
代
オ
リ
エ
ン
ト
博
物
館

紀
要
』
五
、
一
九
八
三
年
〉
。
「
〉
町
立

2
-
Z『

0
2
ι
ω
2己
2
M
g
z

E
同

Z
E
E
-ロ
mh
ロ
ロ
」
(
『
古
代
オ
リ

エ
ン
ト
惇
物
館
紀
要
』
六
、
一

九
八
四
年
)
。
「
掠
奪
・
農
耕
・
交
易
か
ら
観
た
遊
牧
園
家
の
設
展
ーー
ー

突
販
の
場
合
」
(
『
東
洋
史
研
究
』
四
四
|
て
一
九
八
五
年
)
。

一
九
八
九
年
東
京
東
京
大
皐
出
版
曾

A
4
剣

三

七

四

頁

一

O
、
0
00
園
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