
三
一

は
じ
め
に
―
拡
散
す
る
ナ
ン
バ

　

こ
こ
数
年
、
ナ
ン
バ
が
注
目
さ
れ
て
い
る
。
出
版
が
続
く
ナ
ン
バ
に

関
す
る
本
は
、
ス
ポ
ー
ツ
や
武
術
（
道
）、
骨
体
操
や
整
体
医
学
な
ど
の

保
健
・
健
康
な
ど
の
分
野
に
わ
た
っ
て
い
る�
 

。
こ
れ
ら
は
、
ナ
ン
バ
を

応
用
し
た
一
種
の
実
践
的
な
技
術
で
あ
る
。
ナ
ン
バ
は
無
駄
な
エ
ネ
ル

ギ
ー
を
使
わ
な
い
身
体
運
用
技
術
と
し
て
脚
光
を
浴
び
て
い
る
が
、
そ

の
直
接
の
き
っ
か
け
は
古
武
術
家
で
あ
る
甲
野
善
紀
の
理
論
と
実
技�
 

が

ひ
ろ
く
受
け
入
れ
ら
れ
た
こ
と
に
よ
る
。
ナ
ン
バ
は
甲
野
の
提
唱
す
る

「
捻
ら
ず
」「
う
ね
ら
ず
」「
踏
ん
張
ら
ず
」
の
基
本
動
作
を
応
用
し
た
ス

ポ
ー
ツ
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
理
論
の
背
景
と
な
っ
た
。
ナ
ン
バ
に
関
す
る
議

論
は
多
様
に
展
開
し
て
い
る
が
、
ナ
ン
バ
の
共
通
理
解
と
し
て
以
下
が

あ
げ
ら
れ
よ
う�
 

。

　

１　

同
側
の
手
足
が
ほ
ぼ
同
時
に
前
に
出
る
。

　

２　

左
右
の 
半  
身 
を
繰
り
返
す
。

は
ん 
み

　

３　

上
体
（
体
幹
）
を
ね
じ
ら
な
い
。

　

こ
の
三
点
を
前
提
に
し
て
、
そ
の
様
々
な
応
用
が
話
題
と
な
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。
半
身
と
は
「
相
手
に
対
し
て
身
体
を
斜
め
に
構
え
る
こ

と
」（『
広
辞
苑
』
岩
波
書
店
）
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
そ
も
そ
も
ナ
ン
バ
は
歌
舞
伎
・
文
楽
・
日
本
舞
踊
な
ど
伝

統
芸
能
世
界
の
用
語
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、『
日
本
国
語
大
辞
典
』（
小

学
館
）
第
二
版
で
は
、「
南
蛮
」
の
項
目
の
一
つ
と
し
て
採
用
さ
れ
て
い

る
。「
歌
舞
伎
・
文
楽
や
日
本
舞
踊
の
演
技
で
、
普
通
の
動
作
と
は
逆
に
、

右
足
を
前
に
出
す
時
に
右
手
を
出
す
よ
う
な
動
き
方
を
い
う
。
上
方
で

は
『
な
ん
ば
』
と
も
い
う
」
と
あ
り
、
歩
行
を
主
体
と
し
た
所
作
、
身

振
り
、
舞
踊
の
振
り
、
身
体
表
現
と
さ
れ
る
。
同
辞
典
に
は
そ
の
語
源

に
つ
い
て
、
前
田
勇
著
『
上
方
語
源
辞
典
』
の
「
南
蛮
人
す
な
わ
ち
外

国
人
の
歩
き
ぶ
り
が
日
本
人
と
違
う
と
い
う
誤
解
か
ら
」
と
い
う
説
が

掲
載
さ
れ
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
戦
前
・
戦
中
ま
で
の
関
西
で
は
上
記
の
意
味
の
ナ
ン
バ

は
「
い
つ
も
使
う
こ
と
ば
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
使
う
こ
と
ば
で
し
た

ね
。
特
殊
な
こ
と
ば
で
は
な
か
っ
た
で
す
よ
ね
。」（
富
岡
多
恵
子
談
） 

　
�

 
 

と

い
う
認
識
が
あ
り
、
プ
ロ
の
芸
能
の
世
界
に
だ
け
限
定
さ
れ
た
用
語
で

は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

本
稿
は
身
体
論
と
し
て
諸
方
面
に
展
開
し
て
い
る
「
ナ
ン
バ
の
現

在
」
の
是
非
を
問
う
も
の
で
は
な
く
、
ナ
ン
バ
の
原
点
に
立
ち
戻
っ
て
、

ナ
ン
バ
が
演
技
の
一
技
術
と
な
っ
た
経
緯
を
確
認
す
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
演
技
や
所
作
の
ナ
ン
バ
と
、
現
在
繰
り
広
げ
ら

れ
る
様
々
な
ナ
ン
バ
理
解
の
間
に
は
、
大
き
な
距
離
が
あ
る
よ
う
に
思

宗
教
芸
能
研
究
会
�
宗
教
と
芸
能
の
あ
い
だ

ナ
ン
バ
の
民
俗
学
―
湿
田
農
耕
の
芸
能
化

福
原
敏
男　
特
別
研
究
員
・
日
本
女
子
大
学
教
授
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わ
れ
る
。
そ
こ
で
先
ず
、
現
在
の
ナ
ン
バ
論
へ
の
導
火
線
に
な
っ
た
武

智
鉄
二
に
よ
る
ナ
ン
バ
論
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

二　

武
智
鉄
二
説

　

半
世
紀
前
の
一
九
五
五
年
、
戦
中
・
戦
後
の
混
乱
期
に
忘
却
の
彼
方

に
あ
っ
た
ナ
ン
バ
を
蘇
生
さ
せ
た
の
は
武
智
鉄
二
に
よ
る
ナ
ン
バ
論�
 

で

あ
っ
た
。
そ
の
イ
ン
パ
ク
ト
は
誠
に
大
き
く
、
先
の
甲
野
も
そ
の
著
作

に
よ
っ
て
影
響
を
受
け
て
い
る
。
武
智
が
ナ
ン
バ
に
注
目
し
た
の
は
四

三
歳
の
時
、
停
車
中
の
車
窓
か
ら
無
聊
を
慰
め
て
い
た
折
、
鉄
道
工
夫

の
集
団
が
つ
る
は
し
を
振
る
う
姿
が
ナ
ン
バ
再
発
見
の
啓
示
と
な
っ
た

の
で
あ
る�
 

。「
ナ
ン
バ
の
な
か
に
い
な
が
ら
ね
、
ナ
ン
バ
と
い
う
も
の
を

取
り
出
し
て
考
え
て
み
よ
う
と
思
っ
た
の
は
、
そ
の
と
き
は
じ
め
て
で

す
。（
中
略
）
自
分
で
狂
言
や
っ
た
り
し
て
て
も
歌
舞
伎
の
な
か
で
は
、

ナ
ン
バ
は
い
け
な
い
ん
で
す
ね
。
不
道
徳
な
、
徳
目
と
し
て
は
い
け
な

い
ほ
う
へ
は
い
っ
て
ん
で
す�
 

。」
と
発
言
し
て
い
る
。
こ
の
富
岡
多
恵
子

と
の
対
談
は
死
去
数
カ
月
前
の
一
九
八
七
年
の
暮
れ
に
行
な
わ
れ
て
い

る
。
そ
れ
以
前
の
武
智
の
ナ
ン
バ
に
関
す
る
著
作
に
は
こ
の
よ
う
な
ネ

ガ
テ
ィ
ブ
な
認
識
は
見
当
た
ら
ず
、
武
智
に
と
っ
て
ナ
ン
バ
と
い
う
も

の
に
対
す
る
意
識
は
晩
年
ま
で
複
雑
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
武
智
は
約
半
世
紀
前
に
、
そ
れ
以
前
の
伝
統
芸
能

の
世
界
か
ら
ナ
ン
バ
を
解
き
放
ち
、
武
智
独
特
の
意
味
を
付
与
し
た
の

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ナ
ン
バ
を
日
本
人
の
身
体
表
現
の
特
徴
と
し
て
、

日
本
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
探
る
こ
と
に
よ
り
、
氏
独
自
の
民

族
論
、
文
明
論
に
ま
で
昇
華
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
以
降
、
高
取
正
男�
 

、

三
浦
雅
士�
 

、
野
村
雅
一�
 

諸
氏
等
に
よ
る
武
智
ナ
ン
バ
論
へ
の
高
い
評
価

は
続
き
、
最
近
で
は
兵
藤
裕
己�
 

に
よ
る
論
評
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
こ
で

兵
藤
裕
己
に
よ
る
武
智
論
解
釈
の
概
観
を
あ
げ
て
お
こ
う�
 

。

　

右
足
と
右
上
半
身
、
左
足
と
左
上
半
身
が
連
動
す
る
半
身
の
構

え
の
所
作
が
ナ
ン
バ
で
あ
る
。

　

ナ
ン
バ
の
身
体
所
作
は
、
盆
踊
り
の
ほ
か
、
地
方
の
民
族
舞
踊

を
ふ
く
め
た
日
本
舞
踊
で
ふ
つ
う
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た

能
・
狂
言
の
す
り
足
の
歩
行
、
文
楽
の
人
形
の
動
き
な
ど
も
、
よ

く
み
て
い
る
と
ナ
ン
バ
で
あ
る
。
ナ
ン
バ
の
身
体
を
演
劇
的
に
強

調
し
た
も
の
と
し
て
、
歌
舞
伎
で
見
得
を
切
る
と
き
の
所
作
や
、

六
方
を
ふ
む
と
き
の
所
作
が
あ
る
。
さ
ら
に
剣
道
や
柔
道
な
ど
の

武
道
、
相
撲
な
ど
の
格
闘
技
の
身
体
の
動
き
も
、
す
り
足
で
前
進
、

後
退
す
る
と
き
は
、
右
足
と
と
も
に
右
上
半
身
、
左
足
と
と
も
に

左
上
半
身
が
動
く
と
い
う
ナ
ン
バ
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
ナ
ン
バ
の
動
作
は
、
日
本
的
な
四
拍
子
、
そ
の
変
形

の
二
拍
子
リ
ズ
ム
が
生
み
出
す
身
体
所
作
で
あ
る
。
そ
れ
は
田
を

耕
し
た
り
、
天
秤
棒
を
か
つ
ぐ
と
き
の
労
働
の
所
作
で
あ
り
、
ま

た
速
足
で
歩
く
（
走
る
）
と
き
の
動
作
で
も
あ
っ
た
。（
中
略
）
日
常

の
歩
行
も
、
か
ら
だ
を
ひ
ね
っ
て
腕
で
反
動
を
つ
け
る
よ
う
な
こ

と
は
せ
ず
、
右
足
を
出
す
と
き
は
右
肩
を
前
に
つ
き
出
し
、
左
足

を
出
す
と
き
は
左
肩
を
前
に
つ
き
出
す
よ
う
に
し
て
歩
い
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
中
略
）

　

日
本
的
な
四
拍
子
、
そ
の
変
形
の
二
拍
子
リ
ズ
ム
が
生
み
だ
す

ナ
ン
バ
の
身
体
は
、
統
制
の
と
れ
た
行
軍
が
で
き
な
い
な
ど
、
近

代
的
な
軍
隊
に
は
向
か
な
い
も
の
だ
っ
た
。（
中
略
）

　

さ
ら
に
ナ
ン
バ
の
身
体
が
近
代
国
家
に
と
っ
て
致
命
的
で
あ
る

の
は
、
そ
れ
が
軍
隊
に
向
か
な
い
だ
け
で
な
く
、
近
代
の
産
業
社

会
に
も
向
か
な
い
身
体
だ
っ
た
こ
と
だ
。（
中
略
）

　

在
来
土
着
の
リ
ズ
ム
感
と
、
そ
れ
が
生
み
出
す
ナ
ン
バ
の
身
体

三
二
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三
三

は
、
矯
正
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

学
校
と
軍
隊
と
い
う
近
代
国
民
教
育
機
関
が
、
強
制
的
に
手
を
振
ら

せ
て
行
進
す
る
兵
式
体
操
を
導
入
す
る
こ
と
で
ナ
ン
バ
を
矯
正
し
、
日

本
人
は
ナ
ン
バ
の
身
体
を
喪
失
し
た
と
い
う
論
で
あ
る
。
兵
藤
の
論
は
、

武
智
に
よ
る
ナ
ン
バ
の
解
釈
を
前
提
と
し
て
お
り
、
そ
れ
は
以
下
の
理

解
に
典
型
的
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
武
智
ナ
ン
バ
論
の
特
徴
は
、
ナ
ン

バ
を
手
足
の
動
作
だ
け
で
は
な
く
、「
半
身
」
あ
る
い
は
「
一
重
身
」
と

い
う
姿
勢
に
ま
で
拡
大
し
た
点
に
あ
ろ
う�
 

。

右
足
が
前
に
出
る
時
は
、
右
手
が
前
に
出
る
と
い
う
言
い
方
は
、

ナ
ン
バ
の
説
明
に
よ
く
用
い
ら
れ
る
方
法
だ
が
、
正
し
く
は
右
半

身
が
前
に
出
る
と
い
っ
た
ほ
う
が
よ
い
。
つ
ま
り
農
耕
生
産
に
お

け
る
半
身
の
姿
勢
が
そ
の
ま
ま
歩
行
の
体
様
に
移
し
か
え
ら
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
右
足
が
前
に
出
た
時
は
、
右
肩
、
あ

る
い
は
右
半
身
も
、
前
に
出
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
。

　

こ
の
よ
う
に
、
ナ
ン
バ
を
伝
統
的
身
体
（
運
動
・
姿
勢
）
の
基
本
型
と

し
て
位
置
づ
け
、
そ
の
起
源
は
田
畑
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
注
ぎ
込
む
農
耕

生
産
に
あ
り
、
手
を
振
ら
な
い
姿
勢
が
農
耕
民
族
日
本
人
の
身
体
的
な

特
徴
で
あ
る
と
し
た
。
武
智
は
ま
た
、
生
産
生
活
形
態
の
変
容
か
ら
ナ

ン
バ
は
近
代
を
待
た
ず
し
て
消
失
し
始
め
た
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
ナ
ン
バ
は
国
民
国
家
成
立
の
た
め
の
身
体
の
創
出
以
前
、
す
で

に
近
世
中
・
後
期
の
都
市
に
お
け
る
消
費
生
活
の
進
行
に
よ
っ
て
次
第

に
消
失
し
て
い
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
ナ
ン
バ
は
、
手
を
振
ら
ず
右
足
が
前
に
出
る
と
き

に
右
肩
が
出
、
左
足
が
前
に
出
る
と
き
に
左
肩
が
前
に
出
る
、
と
い
う

よ
う
に
右
半
身
と
左
半
身
を
繰
り
返
す
姿
勢
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
武

智
に
よ
り
定
義
さ
れ
た
こ
と
が
現
在
の
ナ
ン
バ
論
に
決
定
的
な
影
響
を

与
え
た
。
武
智
は
、
日
本
人
の
伝
統
的
な
生
産
労
働
生
活
に
お
け
る
身

体
使
用
（
高
取
正
男
の
い
う
「
小
さ
い
と
き
か
ら
見
よ
う
見
ま
ね
で
お
ぼ
え

こ
み
、
身
に
つ
け
て
き
た
運
動
の
型
と
コ
ツ 
　
�

 

」）
の
総
体
を
ナ
ン
バ
と
概
念

化
し
た
の
で
あ
る
。

　

高
取
正
男
も
「
力
を
こ
め
た
動
作
に
お
い
て
は
、
人
は
自
然
に
ナ
ン

バ
の
体
勢
に
な
っ
て
い
る
。
あ
る
い
は
ク
ワ
で
も
ツ
ル
ハ
シ
で
も
い
い
。

道
具
を
使
っ
て
力
い
っ
ぱ
い
土
を
掘
り
起
こ
す
よ
う
な
こ
の
体
勢
も
、

ナ
ン
バ
で
あ
る
。
大
地
に
向
か
う
労
働
の
多
く
が
、
じ
つ
は
ナ
ン
バ
の

体
勢
を
要
す
る
と
い
っ
て
も
い
い
ほ
ど
な
の
だ
。」、「
ク
ワ
で
田
畑
を

耕
す
と
き
も
、
田
植
え
を
す
る
と
き
も
、
稲
刈
り
す
る
と
き
も
、
右
利

き
で
あ
れ
ば
右
足
を
一
歩
ふ
み
だ
し
、
右
手
を
前
に
し
て
仕
事
を
つ
づ

け
る
。
こ
の
身
が
ま
え
は
、
日
本
人
の
伝
統
的
な
す
べ
て
の
動
作
の
基

本�
 

」
と
「
武
智
の
ナ
ン
バ
」
を
踏
襲
し
て
い
る
。
以
上
の
ナ
ン
バ
身
体

論
は
半
世
紀
と
い
う
時
間
を
超
え
、
特
に
「
民
族
」
論
が
活
発
で
あ
る

近
年�
 

、
益
々
貴
重
な
論
点
を
提
供
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
「
武
智
の
ナ
ン
バ
」
と
狭
義
の
伝
統
芸
能
の
ナ
ン
バ

は
、
区
別
し
て
考
え
た
方
が
よ
い
で
あ
ろ
う
。
次
節
で
検
討
す
る
大
矢

芳
弘
も
「
半
身
の
『
姿
勢
』
に
ま
で
そ
の
対
象
を
広
げ
て
し
ま
う
と
、

ナ
ン
バ
と
い
う
言
葉
が
本
来
指
し
示
し
て
い
た
『
動
作
』
を
見
失
う
こ

と
に
な
る
」
と
主
張
す
る�
 

が
、
私
も
同
感
で
あ
る
。
狭
義
の
伝
統
芸
能

の
ナ
ン
バ
に
限
定
し
て
考
え
る
と
、
日
常
生
活
（
労
働
や
歩
行
）
に
お
け

る
身
体
使
用
の
延
長
線
上
に
ナ
ン
バ
を
捉
え
る
武
智
論
は
一
考
の
余
地

が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

や
は
り
武
智
の
壮
大
で
独
自
な
ナ
ン
バ
身
体
論
、
文
化
論
は
武
智
以

前
の
狭
義
の
ナ
ン
バ
と
は
乖
離
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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３　

大
矢
芳
弘
説

　

伝
統
芸
能
の
ナ
ン
バ
を
再
考
し
た
論
文
と
し
て
最
も
注
目
さ
れ
る
論

考
は
、
先
述
し
た
大
矢
芳
弘
の
「『
ナ
ン
バ
』
源
流
考�
 

」
で
あ
る
。
同
論

文
の
末
尾
は
こ
の
よ
う
な
文
章
で
結
ば
れ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
「
ナ
ン
バ
」
と
い
う
不
思
議
な
キ
ー
ワ

ー
ド
は
、〈
傾
き
＝
カ
ブ
キ
＝
歌
舞
伎
〉
と
い
う
名
称
と
同
じ
よ
う

に
、
そ
の
語
感
に
は
ど
こ
ま
で
も
「
珍
奇
で
異
風
な
」
と
い
う
ニ

ュ
ア
ン
ス
が
漂
っ
て
お
り
、
日
本
的
だ
と
人
々
が
信
じ
て
疑
わ
な

い
歌
舞
伎
の
中
に
こ
そ
、
実
は
エ
キ
ゾ
チ
ッ
ク
な
要
素
が
満
ち
て

い
る
と
い
う
こ
と
を
象
徴
的
に
示
し
て
く
れ
て
い
る
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。

　

大
矢
論
文
は
ナ
ン
バ
の
原
義
が
武
智
の
い
う
よ
う
な
農
耕
の
基
本
姿

勢
で
は
な
く
、「
珍
奇
で
異
風
な
」
動
作
で
あ
る
こ
と
を
立
論
し
て
い
る

の
で
あ
る
が
、
私
も
結
論
に
お
い
て
は
全
面
的
に
賛
成
で
あ
る
。
大
矢

論
文
は
ナ
ン
バ
語
源
論
で
も
あ
る
が
、
言
語
学
的
な
言
及
に
つ
い
て
は

コ
メ
ン
ト
で
き
な
い
。
し
か
し
、
ナ
ン
バ
が
舞
台
演
技
の
一
技
法
と
な

っ
た
経
緯
は
、
そ
も
そ
も
ナ
ン
バ
と
は
何
に
由
来
す
る
の
か
と
い
う
こ

と
と
密
接
な
つ
な
が
り
が
あ
る
。

　

以
下
、
大
矢
論
文
の
要
点
を
整
理
し
て
お
こ
う
。

１　

か
ん
じ
き
を
ナ
ン
バ
と
呼
ぶ
地
方
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
か
ん
じ
き

を
履
い
て
重
々
し
そ
う
に
歩
く
姿
を
〈
か
ん
じ
き
＝
な
ん
ば
↓
ナ
ン

バ
〉
と
呼
ん
だ
。

２　

か
ん
じ
き
を
履
く
と
、
足
を
そ
っ
と
垂
直
に
引
き
上
げ
る
力
も
必

要
に
な
り
、
文
字
通
り
「
抜
き
足
、
差
し
足
」
と
い
う
ぎ
こ
ち
な
い

歩
き
方
に
な
る
。
そ
の
引
き
上
げ
る
力
を
少
し
で
も
楽
に
す
る
為
に
、

か
ん
じ
き
の
鼻
緒
に
長
い
紐
を
つ
け
て
手
で
引
っ
張
る
よ
う
に
工
夫

さ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
を
履
い
て
歩
行
す
る
場
合
、
ま
る

で
竹
馬
に
乗
る
か
の
よ
う
に
、
ナ
ン
バ
の
動
作
を
生
じ
る
。

３　

先
に
農
耕
具
と
し
て
の
ナ
ン
バ
の
名
称
が
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、

動
作
の
ナ
ン
バ
か
ら
農
耕
具
が
ナ
ン
バ
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

と
も
考
え
ら
れ
る
。
少
な
く
と
も
、
農
耕
具
の
ナ
ン
バ
と
動
作
の
ナ

ン
バ
と
の
間
に
は
強
い
関
連
性
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
う
。

４　

ナ
ン
バ
の
語
源
＝
か
ん
じ
き
説
は
武
智
が
唱
え
始
め
た
の
で
あ
る

が
、
最
終
的
に
は
武
智
が
滑
車
説
に
傾
い
た
の
も 
半  
身 
と
い
う
拡
大

は
ん 
み

定
義
に
よ
る
。

５　

語
源
と
動
作
の
強
い
関
連
性
は
も
と
よ
り
、
用
例
が
古
い
も
の
か

ら
新
し
い
も
の
へ
、
地
域
が
広
い
も
の
か
ら
狭
い
も
の
へ
、
と
い
う

流
れ
に
従
っ
て
考
え
る
と
以
下
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
南
蛮
か
ら

渡
来
し
た
農
耕
具
の
ナ
ン
バ
を
履
い
て
歩
く
よ
う
な
動
作
と
い
う
よ

う
に
、
農
耕
具
を
媒
介
に
し
て
「
南
蛮
」
が
動
作
を
意
味
す
る
用
語

に
変
換
さ
れ
た
、
と
考
え
る
の
が
今
の
と
こ
ろ
最
も
順
当
で
あ
る
。

６　

田
遊
び
や
田
楽
な
ど
歌
舞
伎
の
先
行
芸
能
に
、
ナ
ン
バ
を
履
い
て

田
畑
を
歩
く
よ
う
な
表
現
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
を
演
じ

る
場
所
が
田
畑
か
ら
離
れ
て
い
く
第
一
段
階
で
、
農
耕
具
そ
の
も
の

を
省
略
し
て
手
足
を
ナ
ン
バ
農
耕
風
に
動
か
す
だ
け
で
田
畑
の
風
景

を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
、
そ
の
振
り
を
農
耕
具
の
名
称
そ
の
ま
ま
に
ナ
ン

バ
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。

７　

６
の
舞
踊
が
、
地
方
の
農
民
が
参
加
す
る
も
の
か
ら
都
市
の
住
民

が
見
物
す
る
も
の
へ
と
変
化
し
て
い
く
第
二
段
階
で
、
ナ
ン
バ
の
本

質
が
農
耕
作
業
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
す
っ
か
り
忘
れ
ら
れ
て
し
ま

っ
た
。

三
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三
五

８　

舞
踊
の
極
限
の
原
理
は
カ
ミ
へ
の
変
身
に
あ
り
、
か
ぶ
き
の
見
得

が
神
仏
の
像
に
な
る
と
き
の
ポ
ー
ズ
で
あ
る
（
郡
司
正
勝
に
よ
る
）。

ナ
ン
バ
は
そ
の
変
身
の
過
程
動
作
で
あ
る
。
激
し
く
踊
り
狂
い
な
が

ら
人
間
が
日
常
性
を
逸
脱
し
て
い
く
ス
テ
ッ
プ
と
し
て
ナ
ン
バ
を
位

置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
発
展
さ
せ
れ
ば
、
ナ
ン
バ
は
日

本
的
と
い
う
よ
り
も
、
ア
ジ
ア
的
で
あ
り
、
世
界
的
で
あ
り
、
人
類

に
共
通
す
る
原
始
的
な
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
通
じ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

９　

人
は
極
度
に
緊
張
す
る
と
体
が
硬
直
し
て
四
肢
が
ち
く
は
ぐ
に
な

る
。
本
当
に
意
識
を
喪
失
す
る
の
で
は
な
く
手
足
を
ナ
ン
バ
に
動
か

す
だ
け
で
神
が
か
り
の
状
態
を
模
擬
的
に
提
示
し
、
そ
の
振
が
農
耕

具
の
ナ
ン
バ
を
履
い
た
動
作
に
似
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
ナ
ン
バ
と
呼

ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。

　
　

ナ
ン
バ
の
発
生
は
語
源
か
ら
い
う
と
「
労
働
起
源
」
で
あ
り
、
動

10
作
の
深
層
か
ら
追
究
す
る
と
「
信
仰
起
源
」
で
あ
る
。
農
耕
と
信
仰

が
重
な
り
合
う
と
こ
ろ
か
ら
ナ
ン
バ
が
発
生
し
た
。

　

他
に
も
重
要
な
論
点
は
い
く
つ
も
あ
ろ
う
が
、
本
稿
に
関
連
す
る
の

は
以
上
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
大
矢
説
と
従
来
の
歌
舞
伎
研
究
者
と
の
見

解
の
相
違
を
明
確
に
す
る
た
め
に
、
今
尾
哲
也
と
服
部
幸
雄
の
二
者
の

説
に
触
れ
て
お
き
た
い
。
今
尾
は
「
六
方
の
動
き
も
見
得
の
形
も
、
す

べ
て
な
ん
ば
に
基
づ
く
。（
中
略
）
歌
舞
伎
の
動
作
も
、
当
初
か
ら
な
ん

ば
を
基
本
と
し
て
き
た
が
、
江
戸
中
期
よ
り
次
第
に
用
い
ら
れ
な
く
な

っ
�た
 

」
と
定
義
す
る
。
服
部
は
「
元
禄
ご
ろ
の
歌
舞
伎
で
、「
振
っ
て
振

り
出
す
」
と
か
「
振
り
に
振
っ
た
る
伊
達
男
、
六
方
姿
う
ひ
う
ひ
し
」

と
か
評
さ
れ
た
初
期
の
六
方
は
、
異
装
の
伊
達
男
（
か
ぶ
き
者
、
侠
客
、

町
奴
、
旗
本
奴
）
た
ち
が
、
両
手
両
足
を
大
き
く
振
っ
て
、
ナ
ン
バ
と
呼

ば
れ
る
歩
き
方
（
中
略
）
で
橋
が
か
り
を
練
り
出
す
演
技
を
指
し
て
い

た
。
初
代
市
川
団
十
郎
が
、
こ
の
形
で
歩
い
て
い
る
図
に
、「
丹
前
開

山　

市
川
団
十
郎
」
と
記
し
て
あ
る
（『
役
者
絵
尽
し
』）
の
が
こ
れ
で
あ

る�
 

」（
図
１
）
と
述
べ
る
。
つ
ま
り
、
両
者
に
は
、
ナ
ン
バ
が
六
方
な
ど

の
演
出
の
基
本
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
共
通
認
識
が
指
摘
で
き
る
。
こ

れ
に
対
し
て
、
大
矢
は
「
現
行
の
舞
踏
の
ナ
ン
バ
の
用
法
に
よ
る
と
、

六
法
や
丹
前
な
ど
に
較
べ
る
と
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
滑
稽
な
と
い
う

微
妙
な
違
い
が
感
じ
ら
れ
る
。
六
法
や
丹
前
の
よ
う
に
前
に
進
む
の
で

は
な
く
、
そ
の
場
に
と
ど
ま
っ
て
足
踏
み
す
る
の
が
ナ
ン
バ
の
特
徴
」

と
す
る
。
そ
し
て
、
初
代
西
川
鯉
三
郎
に
よ
る
嘉
永
七
年
（
一
八
五
四
）

の
『
妓
楽
踏
舞
譜�
 

』
の
ナ
ン
バ
の
記
事
「
此
振
ハ
、
手
足
一
ツ 
ニ
フ
ル 

（
振
）

也
。
ス
ベ
テ
謀
反
人
ガ
見
顕
ニ
成
テ
後
、
用
ヒ
テ
ヨ
シ
。
コ
レ
ヲ
位
六

法
ト
云
」
に
注
目
す
る
。
そ
こ
で
『
関
の
扉
』
に
例
示
さ
れ
た
関
兵
衛

か
ら
黒
主
へ
の
見
顕
わ
し
は
「
人
格
が
変
化
し
て
大
仰
に
威
儀
を
正
す

よ
う
な
表
現
」
で
あ
り
、
そ
の
演
出
方
法
と
し
て
ナ
ン
バ
を
用
い
る
と

推
測
す
る
。

　

以
下
は
大
矢
論
文
の
先
述
し
た
要
点
に
つ
い
て
の
私
見
で
あ
る
。

１　

た
だ
重
々
し
そ
う
に
歩
く
姿
で
は
大
矢
説
の
滑
稽
な
ス
テ
ッ
プ
パ

フ
ォ
ー
マ
ン
ス
と
は
異
な
る
。

２　

非
常
に
洞
察
力
に
優
れ
た
視
点
で
あ
る
。

図１　服部幸雄『歌舞伎のキーワ
ード』（岩波新書）より
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３
〜
５
の
語
源
論
に
関
し
て
は
立
論
は
難
し
い
。

６　

可
能
性
は
あ
る
が
、
具
体
的
な
実
証
は
今
後
の
研
究
に
よ
る
。

７　

ナ
ン
バ
が
い
つ
の
時
代
に
舞
台
に
上
が
っ
た
も
の
か
は
今
後
の
研

究
に
よ
る
が
、
７
の
指
摘
は
大
矢
説
の
通
り
で
あ
ろ
う
。
舞
台
に
あ

が
っ
た
当
時
の
ナ
ン
バ
は
「
湿
田
農
耕
の
芸
能
化
で
あ
る
」
と
同
時

代
の
観
客
は
知
っ
て
受
け
入
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

８
〜　

の
問
題
は
想
像
力
の
飛
翔
に
よ
る
も
の
で
、
賛
否
は
表
明
で
き

10
な
い
。
た
だ
、
大
矢
は
ナ
ン
バ
を
伝
統
芸
能
用
語
に
限
定
す
る
前
提

か
ら
出
発
し
て
い
る
の
で
、
こ
こ
ま
で
遡
及
す
る
の
は
い
か
が
な
も

の
で
あ
ろ
う
か
。

四　

湿
田
農
耕
具

　

本
稿
の
目
的
は
大
矢
説
と
同
様
に
、
狭
義
の
ナ
ン
バ
の
動
き
は
湿
田

に
お
い
て
農
耕
具
を
履
い
て
作
業
す
る
動
作
に
由
来
す
る
こ
と
を
考
察

す
る
こ
と
に
あ
る
。
ナ
ン
バ
の
動
き
が
湿
田
農
耕
に
由
来
す
る
と
し
て

も
、
湿
田
農
耕
具
の
名
称
で
あ
る
ナ
ン
バ
の
語
源
は
不
明
な
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
、
農
耕
具
の
名
称
が
所
作
の
名
称
と
な
っ
た
も
の
と
短
絡
的
に

結
び
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
大
矢
の
い
う
よ
う
に
両
者
に
は
強

い
関
連
性
が
あ
る
こ
と
は
指
摘
で
き
よ
う
。

　

史
料
上
、
ナ
ン
バ
の
用
例
は
一
七
世
紀
以
降
認
め
ら
れ
、
地
域
的
に

も
以
下
の
よ
う
に
畿
内
、
東
北
、
関
東
、
北
陸
、
中
部
、
東
海
地
方
の

近
畿
以
東
に
分
布
し
て
い
る�
 

。

か
ん
じ
き
（
雪
上
歩
行
具
）

：

新
潟
県
佐
渡
島

冬
季
用
の
わ
ら
ぐ
つ

：

新
潟
県
佐
渡
島
、
滋
賀
県
蒲
生
郡

田
下
駄

：
畿
内
一
円
、
山
形
県
東
田
川
郡
、
茨
木
県
、
福
井
県
、
静

岡
県
、
愛
知
県
、
滋
賀
県

な
ん
ば
板

：

山
形
県
西
田
川
郡

な
ん
ば
下
駄

：

山
形
県
東
田
川
郡

稲
刈
田
下
駄

：

茨
城
県
真
壁
町
、
静
岡
県
登
呂
遺
跡
周
辺
の
明
治
・

大
正
の
記
録

雪
踏
み
道
具

：

新
潟
県

　

ま
た
、『
改
訂
綜
合
日
本
民
俗
語
彙�
 

』
に
は
以
下
の
よ
う
に
あ
る
。

静
岡
県
の
ナ
ン
バ
は
大
足
よ
り
も
ず
っ
と
幅
広
く
ご
く
深
い
所
で

履
く
の
を
三
尺
ナ
ン
バ
、
浅
い
田
に
履
く
も
の
を
草
履
ナ
ン
バ
と

い
う
。
主
と
し
て
稲
刈
用
。
愛
知
県
宝
飯
郡
の
ナ
ン
バ
も
一
尺
平

方
の
板
で
主
に
沼
田
の
稲
刈
に
用
い
て
い
る
。
難
場
の
用
具
だ
か

ら
と
い
う
穿
っ
た
説
も
あ
る
が
（
駿
河
志
料
）、
名
の
起
り
は
南
蛮

で
や
は
り
近
世
の
珍
し
い
発
明
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た

事
実
ナ
ン
バ
に
は 
 
 　
 
の
改
良
利
用
品
が
多
い
。

か
ん
じ
き

　

以
上
の
よ
う
に
ナ
ン
バ
は
湿
田
（
と
い
う
よ
り
も
強
湿
田
）
に
お
け
る

農
耕
具
と
雪
上
歩
行
具
に
分
類
で
き
よ
う
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
バ

ラ
ン
ス
を
取
り
な
が
ら
ド
ロ
田
・
深
田
や
雪
か
ら
、
片
足
ず
つ
交
互
に

引
き
抜
く
動
作
を
伴
う
。
ナ
ン
バ
と
同
様
の
民
具
の
な
か
で
、
よ
り
普

遍
的
な
名
称
は
田
下
駄
で
あ
る
。『
日
本
民
俗
大
辞
典
』
の
「
田
下
駄�
 

」

の
項
（
潮
田
鉄
雄
執
筆
）
に
は
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

深
田
の
代
掻
き
や
稲
刈
り
、
湿
地
・
川
原
・
沼
地
で
行
な
う 

刈

り
や
蓮
根
掘
り
な
ど
に
際
し
て
用
い
る
履
物
。
弥
生
時
代
中
・
後

期
の
静
岡
県
の
（
中
略
）
遺
跡
よ
り
、
ナ
ン
バ
（
板
型
田
下
駄
）（
中

略
）
な
ど
が
出
土
し
て
い
る
。（
中
略
）
ナ
ン
バ
は
秋
の
湿
田
で
稲

の
穂
刈
り
に
埋
没
を
防
ぐ
た
め
に
は
か
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
中
略
）
関
東
地
方
に
広
く
稲
刈
り
に
使
わ
れ
た
輪 

型
、
枠
小
型

三
六

――― 265



三
七

の
田
下
駄
は
カ
ン
ジ
キ
と
い
う
。
雪
の
多
い
新
潟
県
や
福
島
県
で

は
雪
中
の
カ
ン
ジ
キ
を
稲
刈
り
に
も
は
く
こ
と
か
ら
、
カ
ン
ジ
キ

は
雪
中
や
深
田
に
埋
ま
ら
な
い
履
物
の
意
で
あ
ろ
う
。
板
型
の
ナ

ン
バ
は
四
孔
を
あ
け
て
縄
緒
で
足
を
結
束
す
る
田
下
駄
で
、
ほ
か

の
田
下
駄
が
鼻
緒
式
で
あ
る
こ
と
と
異
に
し
て
い
る
。
田
下
駄
と

思
わ
れ
る
下
駄
型
無
歯
が
中
国
長
江
（
揚
子
江
）
の
南
の 
慈  
湖 
遺

ジ 
フ
ー

跡
か
ら
（ 
寧  
波 
市
、
紀
元
前
三
〇
〇
〇
年
）
か
ら
出
土
し
て
お
り
、
ほ

ニ
ン 
ポ
ー

か
に
出
土
を
聞
か
な
い
の
で
、
江
南
か
ら
稲
作
が
田
下
駄
と
と
も

に
伝
わ
っ
た
。
田
下
駄
は
一
九
六
五
年
（
昭
和
四
十
）
ご
ろ
ま
で
一

般
に
使
用
。

　

民
具
の
地
方
名
は
多
様
で
あ
る
の
で
上
記
の
よ
う
に
整
然
と
分
類
す

る
の
は
難
し
い
の
で
あ
ろ
う
が
、
田
下
駄
研
究
の
第
一
人
者
で
あ
る
潮

田
は
、
枠
大
型
・
箱
型
・
下
駄
型
・
す
だ
れ
編
み
型
・
台
型
な
ど
多
様

な
田
下
駄
（
図
２
）
の
内
、
ナ
ン
バ
（
板
型
田
下
駄
）
の
み
鼻
緒
式
で
は

な
い
と
す
る
。
例
え
ば
左
図
の
静
岡
県
富
士
市
の
板
型
で
は
縄
が
足
の

甲
部
分
で
交
差
接
触
す
る
の
で
、
他
の
鼻
緒
式
田
下
駄
の
よ
う
に
足
の

親
指
の
間
で
踏
ん
張
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
能
登
国
で
使
用

さ
れ
た
、
足
甲
で
交
差
し
な
い
事
例
と
し
て
『
工
農
業
事
見
聞
録
』
三

を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
同
書
に
よ
る
と
、「 
奈  
奴  
婆 　

な
ん
ば
ハ
摂

ナ 

ヌ 

バ

州
等
に
て
深
泥
田
に
足
に
は
き
て
田
ニ
入
の
農
具
な
り
。
如
図
形

 
ニ
に
し 
て
板
ニ
拵
た
る
物
也
。
足
両
脇
の
さ
ん
ハ
、
爪
先
の
方
の
端
ハ

（
マ
マ
）

高
五
、
六
分
、 
踵 
の
方
ハ
二
寸
計
有
。
踵
〈
キ
ビ
ス
〉
よ
り
後
者
な
し
、

ク
ビ
ス

踵
切
也
。
踵
の
方
ハ
高
く
、
爪
先
ハ
段
々
卑
き
な
り
。
板
両
ふ
ち 
上  
下 
面 

背

共
に
さ
ん
う
ち
て
有
。」
と
あ
り
、
図
（
図
３
）
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
こ

れ
は
潮
田
が
い
う
よ
う
に
足
甲
部
分
に
縄
を
か
け
て
支
え
る
構
造
で
あ

る
。
ま
た
大
蔵
永
常
の

『
広
益
国
産
考
』
三
に

は
「 
畿  
内 
辺
に
て
ハ
な

か
み 
が
た

ん
ば
と
号
し
、
板
に
て

造
り
た
る
も
の
を
下
駄

の
ご
と
く
は
き
、
深
田

に
入
て
自
由
に
働
く
な

り
。
九
州
に
て
は
右
の

ご
と
く
竹
を
ふ
ま
へ
て

耕
せ
り
。
何
れ
と
も
利

方
の
よ
き
を
用
べ
し
。」

と
記
し
、「
な
ん
ば
を

は
き
深
田
を
行
く
」
図

（
図
４
）
が
掲
載
さ
れ

図２　田下駄（潮田鉄雄）（『日本民俗大辞典』より）
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て
い
る
。
こ
れ
も
足
元
を
み
る
と
足
の
甲
に
縄
が
か
か
っ
て
い
る
。
こ

の
よ
う
に
、
ナ
ン
バ
を
履
い
て
の
作
業
は
他
の
鼻
緒
式
の
田
下
駄
類
よ

り
も
不
安
定
な
状
態
に
置
か
れ
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
大
矢
は
雪
上
歩
行
具
を
指
す
こ
と
が
多
い
か
ん
じ
き
も

ナ
ン
バ
と
呼
ば
れ
る
事
例
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
ナ
ン
バ
の
動
作
は
湿
田

農
耕
と
同
じ
く
、
雪
上
の
不
安
定
な
歩
行
に
も
由
来
す
る
と
説
い
て
い

る
。
先
述
し
た
潮
田
は
「
千
葉
・
埼
玉
・
東
京
に
は
カ
ン
ジ
キ
と
い
う

輪 

型
・
枠
小
型
の
田
下
駄
が
あ
り
、
新
潟
や
福
島
で
は
雪
の
カ
ン
ジ

キ
を
深
田
の
稲
刈
り
に
埋
ま
ら
な
い
た
め
は
い
た�
 

」
と
記
述
す
る
。
つ

ま
り
、
関
東
で
は
形
態
・
機
能
的
に
は
田
下
駄
で
あ
る
履
物
が
カ
ン
ジ

キ
と
呼
ば
れ
、
新
潟
・
福
島
で
は
雪
上
歩
行
具
カ
ン
ジ
キ
が
湿
田
農
耕

に
転
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
あ
く
ま
で
主
た
る
機
能
は
湿
田
農
耕

に
あ
り
、
雪
上
歩
行
は
そ
の
転
用
な
の
で
あ
る
。
ナ
ン
バ
を
履
い
た
動

き
と
は
、
単
な
る
雪
上
歩
行
の
姿
で
は
な
く
、
や
は
り
湿
田
農
耕
に
由

来
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

さ
て
、
ナ
ン
バ
が
史
料
上
出
現
し
た
一
七
世
紀
と
い
う
時
代
は
新
田

開
発
の
時
代
で
あ
っ
た
。
新
田
開
発
を
行
な
う
と
、
治
水
後
も
表
土
の

耕
耘
が
必
要
で
あ
っ
た
。
近
世
農
書
『
反
新
田
出
情
仕
様
書
』
に
よ
れ

ば
、
深
く
起
耕
す
る
こ
と
が
新
田
の
地
味
を
よ
く
す
る
条
件
で
あ
っ
た

と
い
う�
 

。
ま
た
、
台
地
・
丘
陵
地
の
谷
や
そ
の
縁
辺
の
湿
田
で
も
、
摘

み
田
農
法
を
は
じ
め
と
す
る
水
稲
の
直
播
き
栽
培
が
行
な
わ
れ
、
田
下

駄
や
か
ん
じ
き
な
ど
の
湿
田
農
耕
具
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
。
潟
湖
沼
の

周
辺
、
山
の
際
や
山
間
の
湧
水
地
、
谷
地
、
三
角
州
な
ど
を
開
発
し
た

田
は
用
水
管
理
が
十
分
に
で
き
な
い
た
め
、
農
閑
期
で
も
水
が
充
分
に

排
出
さ
れ
な
い
。
上
記
の
湿
田
の
排
水
が
悪
い
要
因
の
一
つ
に
地
下
水

面
の
浅
さ
が
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
土
地
は
生
産
性
が
低
く
、
小
規
模

で
立
地
条
件
が
悪
い
の
で
、
私
的
な
単
位
に
お
い
て
埋
め
立
て
ら
れ
水

三
八

図３　『工農業事見聞録』三　係農家之業部（『日本農書全
集』第48巻、農山漁村文化協会）

図４　『広益国産考』三（『日本農書全集』第14巻
農山漁村文化協会
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三
九

田
化
さ
れ
て
き
た�
 

。

　

そ
の
よ
う
な
低
湿
地
農
業
に
お
い
て
欠
か
せ
な
い
の
が
ナ
ン
バ
を
始

め
と
す
る
田
下
駄
で
あ
っ
た
。
こ
の
写
真
（
図
５
）
は
福
島
県
会
津
若
松

市
湊
町
赤
井
で
実
演
（
復
元
）
さ
れ
た
ナ
ン
バ
踏
み
で
あ
る�
 

。
ナ
ン
バ
を

は
い
た
作
業
の
名
称
が
ナ
ン
バ
踏
み
で
あ
る
。
こ
れ
は
潮
田
鉄
雄
の
い

う
板
型
田
下
駄
で
は
な
く
、
鼻
緒
式
の
横
板
で
あ
る
。
同
所
で
は
横
に

履
く
の
が
ナ
ン
バ
で
、
縦
に
履
く
の
が
大
足
と
は
っ
き
り
呼
び
名
を
区

別
し
て
い
る
。
こ
の
猪
苗
代
湖
周
辺
は
泥
炭
地
帯
の
田
で
、
ナ
ン
バ
は

主
と
し
て
田
植
え
前
の
代
踏
み
に
使
用
さ
れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
刈
敷

（
緑
肥
）
を
踏
み
込
む
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
作
業
名
は
「
ナ
ン
バ
踏
み
」

な
の
で
あ
る
。
大
き
い
ナ
ン
バ
を
は
く
と
不
安
定
に
な
る
の
で
、
体
の

バ
ラ
ン
ス
を
と
る
た
め
に
杖
を
使
う
。
ま
ず
、
ナ
ン
バ
の
片
足
を
横
空

間
に
は
ず
し
な
が
ら
前
に
出
し
、
ど
っ
ち
ど
っ
ち
と
二
回
ず
つ
体
重
を

か
け
、
堅
い
く
れ
（
土
塊
）
を
踏
み
砕
く
。
次
に
、
他
の
足
を
同
様
に

し
て
前
に
出
し
、
同
じ
よ
う
に
二
度
ず
つ
踏
み
、
前
進
す
る
。
ち
ょ
う

ど
相
撲
と
り
が
シ
コ
を
踏
む
と
き
の
格
好
で
、
た
い
へ
ん
な
重
労
働
で

あ
る
。
両
手
は
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
た
め
に
踏
み
込
ん
だ
方
向
に
杖
を
つ

い
た
り
、
縄
を
持
っ
た
り
す
る
。
踏
み
込
ん
だ
足
方
向
に
、
姿
勢
を
杖

で
支
え
る
手
が
伸
び
て
、
左
足
左
手
が
同
時
に
出
る
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
俗
に
、「
ナ
ン
バ
八
人
」
と
い
わ
れ
、
ナ
ン
バ
を
は
い
た
ま
ま
転
倒

す
る
と
、
八
人
か
か
っ
て
も
起
せ
な
い
と
い
う
。
ナ
ン
バ
は
深
田
に
脚

を
沈
め
な
い
た
め
だ
け
で
な
く
、
肥
料
を
踏
み
込
み
、
土
塊
を
踏
み
砕

く
重
要
な
機
能
が
あ
っ
た
。
こ
の
地
の
ナ
ン
バ
は
整
地
用
具
で
、
田
の

泥
を
踏
み 
均 
す
た
め
の
横
長
の
板
で
あ
り
、
ひ
も
が
つ
い
て
お
り
、
そ

な
ら

れ
で
足
を
固
定
し
て
踏
む
。

　

さ
ら
に
、
佐
々
木
長
生
に
よ
る
ナ
ン
バ
の
解
説
を
掲
載
し
て
お
く�
 

。

猪
苗
代
湖
周
辺
の
ヒ
ド
ロ
田
（
強
湿
田
）
で
は
、
ナ
ン
バ
と
呼
ば
れ

る
横
長
型
の
代
踏
み
用
田
下
駄
が
、
昭
和
三
十
年
代
ま
で
使
用
さ

れ
て
い
た
。
ナ
ン
バ
と
同
型
の
横
長
型
田
下
駄
は
、
弥
生
時
代
の

 
登  
呂 
や
山
木
遺
跡
（
静
岡
県
）
か
ら
も
出
土
し
て
お
り
、（
中
略
）
猪

と 

ろ

苗
代
湖
周
辺
の
ナ
ン
バ
と
同
型
の
田
下
駄
が
、
静
岡
県
沼
津
市 
浮 うき

 
島 
地
方
で
、
昭
和
二
十
年
ご
ろ
ま
で
使
用
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は

し
ま三

尺
ナ
ン
バ
と
呼
ば
れ
る
田
下
駄
で
、
深
田
の
作
業
の
際
は
ま
り

図５　ナンバ踏み（会津若松市湊町赤井　佐々木長生氏提供）
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こ
ま
な
い
よ
う
に
履
く
が
、
猪
苗
代
湖
周
辺
の
ナ
ン
バ
は
代
踏
み

用
に
使
用
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
点
が
注
目
さ
れ
る
。（
中
略
）

風
俗
帳
に
描
か
れ
た
ナ
ン
バ
は
、
猪
苗
代
湖
北
か
ら
湖
南
に
か
け

て
用
い
ら
れ
た
も
の
で
、
足
を
の
せ
る
部
分
だ
け
板
を
Ｕ
字
型
に

 
刳 
り
残
し
て
作
っ
た
。
一
木
の 
刳  
抜 
き
型
で
あ
る
。
材
質
は 
朴 
・

く 

く
り 
ぬ 

ほ
お

杉
の
木
が
多
く
、
割
取
り
の
板
目
に
造
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し

て
、
猪
苗
代
湖
西
の
も
の
は
、
杉
の
平
板
に
足
を
結
え
る
緒
を
通

す
た
め
、 
鼻  
緒 
・
横
緒
の
ほ
か
、
か
か
と
に
も
二
つ
の
穴
を
あ
け

は
な 
お

た
、 
草
鞋 
緒
式
の
も
の
で
あ
る
。

わ

ら

じ

　

三
尺
ナ
ン
バ
は
危
険
防
止
用
で
あ
る
が
、
写
真
は
稲
作
開
始
の
代
踏

み
用
の
整
地
用
具
な
の
で
あ
る
。
次
に
、
ナ
ン
バ
に
関
す
る
近
世
農
書

を
検
討
し
て
い
こ
う
。

　

会
津
地
方
に
お
け
る
ナ
ン
バ
の
記
録
は
、
貞
享
元
年
（
一
六
八
四
）
成

立
の
『
会
津
農
書
』
が
古
く
、
以
下
に
寛
政
元
年
（
一
七
八
九
）
書
写

本
の
関
係
箇
所
を
記
す�
 

。

 

板 

 　
　
 　

馬
足
不� �

及
深
旱
泥
田
植
る
時
泥
を
ふ
み
な
ら
す
具
。
板

ナ
ン
バ
ン

を
以
長
サ
弐
尺
八
寸
横
八
寸
に
作
る
。
人
に
寄
て
少
し
は
大
小
有
。

是
ハ
模
（
横
）
板
に
用
。

 
大  
足 　

馬
足
不� �

叶
深

ヲ
ホ 
ア
シ

 
旱
泥 

ヒ

ト

ロ

田
植
る
時
泥
を
ふ
み 
均  
具 
。
板
を
以

ナ
ラ 
シ
グ

長
サ
弐
尺
横
壱
尺
に
作
る
。
人
に
寄
て
少
シ
ハ
大
小
有
。
是
ハ 
立 タテ

板
を
用
ル
。

 
平  
駕 　

平
板
の
類
。
馬
足
不� �

立
深 
泥 
田
の
稲
刈
時
人
の
足
に

ヒ
ラ 
カ 

ヒ
ト
ロ

帚
（
履
）
く
。
板
を
以
作
ル
。
亦
ハ
谷
地
平
駕
ト
モ
云
。

　

ナ
ン
バ
は
田
植
え
用
で
横
板
、
大
足
は
田
植
え
用
で
縦
板
、
平
駕
は

稲
刈
用
と
い
う
違
い
が
注
目
さ
れ
る
。
伝
承
と
し
て
は
、
大
足
は
ナ
ン

バ
と
違
い
板
が
広
く
長
い
の
で
、
両
側
に
縄
を
つ
け
、
そ
れ
を
手
に
も

っ
て
踏
む
違
い
が
あ
る
。
ま
た
、
同
書
に
は
竹
製
の
杷
（
コ
マ
サ
ラ
イ
）

の
記
述
が
あ
る
。
こ
れ
は
湿
田
を
掻
廻
す
農
具
で
、
南
蛮
と
き
、
な
ん

ば
ん
杖
に
も
用
い
る
と
い
う
。

　

寛
政
元
年
（
一
七
八
九
）
成
立
の
猪
苗
代
地
方
の
農
業
を
記
し
た
『
農

民
之
勤
耕
作
次
第
覚
書
』
に
よ
る
と
、
ナ
ン
バ
踏
み
は
「
幅
六
寸
余
、

長
サ
三
尺
三
寸
板
、
是
ハ
深
田
ニ
テ
馬
足
不
立
所
是
ヲ
ハ
キ
、
長
サ
七

尺
余
ノ
杖
ヲ
ツ
キ
、
フ
ミ
細
ニ
ス
ル�
 

」
と
あ
り
、
七
尺
余
（
二
メ
ー
ト

ル
以
上
）
の
杖
を
つ
く
と
い
う
深
田
で
の
難
し
い
作
業
な
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
佐
瀬
与
次
右
衛
門
の
『
会
津
歌
農
書
』
宝
永
元
年
（
一
七
〇

四
）
に
は
こ
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る�
 

。

馬
あ
し
の
立
ぬ
ひ
と
ろ
や
深
谷
地
田　

し
ろ
か 
く
計
な 
ん
は
踏
也

（
は
か
り
）

植
代
に
馬
の
な
ら
さ
る
深
き
田
ハ　

所
に
よ
り
て
大
あ
し
も
ふ
む

植
る
田
の
泥
ふ
ミ
な
ら
す
横
板
を　
　

な
ん
ば
と
こ
そ
ハ
名
付
置

ぬ
れ

 
あ
し  
な
り 
に
は
き
て
泥
ふ
む 
縦 
板
を　

元
よ
り
是
は
大
足
と
い
ふ

足 

形 

た
て

稲
刈
が
深
田
に
は
け
る 
平 
板
を　
　
　

い
つ
れ
の
さ
と
も 
平  
駕 
と

ひ
ら 

し
ら 
か

そ
い
ふ

五　

お
わ
り
に

　

先
に
引
用
し
た
武
智
鉄
二
と
富
岡
多
恵
子
の
対
談
は
こ
と
の
ほ
か
興

味
深
い
。
戦
後
の
芸
術
家
と
し
て
は
土
方
巽
に
よ
る
「
暗
黒
舞
踏
」
芸

術
が
ナ
ン
バ
を
意
識
し
て
い
る
と
い
う
文
脈
の
な
か
で
、
こ
の
よ
う
な

対
談
が
行
な
わ
れ
て
い
る�
 

。

四
〇
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四
一

武
智　

ナ
ン
バ
文
化
の
な
か
で
ね
、
さ
っ
き
の
話
の
「
腰
を
入
れ

る
」
と
い
う
、
ひ
と
つ
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
。
あ
れ
は
歩
行
の
た
め
の

テ
ク
ニ
ッ
ク
で
す
、
本
来
は
。
腰
が
入
ら
な
い
と
、
上
体
が
左
、

左
足
が
出
た
と
き
、
左
の
か
ら
だ
全
体
が
前
へ
出
る
。
ま
た
右
が

出
た
と
き
、
右
が
出
る
と
い
う
ん
だ
と
ね
、
歩
行
で
き
な
い
か
ら
。

そ
れ
で
大
和
文
化
の
民
族
は
、「
腰
を
入
れ
る
」
と
い
う
ふ
う
に
な

っ
て
る
わ
け
で
す
ね
。
そ
う
す
る
と
、
こ
ん
ど
は
土
方
が
そ
れ
を

取
り
入
れ
て
、
あ
れ
こ
そ
日
本
的
な
ナ
ン
バ
だ
と
い
う
ふ
う
に
思

わ
れ
て
る
け
ど
も
、
あ
れ
は
東
北
的
な
折
衷
主
義
で
ね
。「
腰
を
入

れ
る
」
ん
じ
ゃ
な
く
て
、「
腰
を
落
と
し
て
」
い
る
ん
で
す
よ
ね
。

（
中
略
）

富
岡　

あ
の
人
、
秋
田
の
人
で
す
か
ら
、 
深  
田 
の
な
か
か
ら
出
て

ふ
け 
た

き
た
人
な
ん
で
す
ね
。

武
智　

だ
け
ど
、
そ
の
ド
ロ
の
感
触
が
ど
う
と
か
、
足
を
抜
く
と

き
と
か
い
う
、
そ
の
体
験
は
あ
る
け
れ
ど
も
、（
中
略
）
騎
馬
の
形
、

乗
馬
の
、
鞍
馬
の
形
な
ん
で
す
よ
。（
中
略
）

富
岡　

わ
た
し
は
、
土
方
さ
ん
は
、
相
当
ナ
ン
バ
を
意
識
し
て
い

る
と
思
っ
て
い
た
ん
で
す
け
ど
。

武
智　

だ
か
ら
あ
れ
は
、
大
和
ナ
ン
バ
的
文
化
の
摂
取
で
あ
っ
て

ね
、
そ
れ
が
東
北
的
に
理
解
さ
れ
る
と
、「
腰
を
落
す
」
こ
と
に
な

る
。（
中
略
）

富
岡　

で
も
、
土
方
さ
ん
か
ら
話
聞
い
た
と
き
は
、
腰
の
話
は
し

な
か
っ
た
で
す
け
ど
ね
。
疲
れ
き
っ
た
足
を
、
田
ん
ぼ
か
ら
抜
き

出
し
て
普
通
の
と
こ
ろ
へ
置
い
た
と
き
に
、
関
節
が
完
全
に
疲
労

し
き
っ
て
動
か
な
い
と
。
だ
か
ら
も
う
、
足
も
手
も
棒
に
な
っ
て

い
る
か
ら
棒
の
ま
ま
歩
く
、
と
い
う
話
を
聞
き
ま
し
た
け
ど
ね
。

（
中
略
）

富
岡　

ま
っ
す
ぐ
、
棒
に
な
っ
た
ま
ま
曲
が
ら
な
い
。
そ
の
ま
ま
、

ト
ッ
ト
ッ
ト
ッ
ト
ッ
歩
く
っ
て
い
う
ふ
う
な
こ
と
を
聞
き
ま
し
た
。

（
暗
黒
舞
踏
に
は
）
手
も
、
棒
の
よ
う
に
な
っ
た
ま
ま
の
よ
う
な
踊

り
が
あ
り
ま
し
た
よ
ね
。

武
智　

や
っ
ぱ
り
反
動
的
な
要
素
が
、
少
し
は
い
っ
て
い
る
ん
で

す
ね
。

富
岡　

あ
あ
そ
う
で
す
か
、
あ
れ
完
全
な
ナ
ン
バ
じ
ゃ
な
い
ん
で

す
か
。

武
智　

完
全
な
ナ
ン
バ
じ
ゃ
な
い
。
先
祖
が
騎
馬
的
な
民
族
で
あ

っ
て
、
そ
れ
が
、
水
田
稲
作
農
耕
と
出
会
っ
て
、
そ
れ
を
消
化
し

な
き
ゃ
い
け
な
い
と
あ
あ
な
る
ん
で
し
ょ
う
ね
。
関
西
に
は
、
あ

ま
り
深
田
っ
て
い
う
の
は
な
い
で
す
よ
ね
。
そ
れ
で
、
こ
ち
ら

（
東
日
本
）
へ
く
る
ほ
ど
本
来
水
田
稲
作
農
耕
に
適
し
て
い
な
い
土

地
を
水
田
化
し
て
い
く
ん
で
、
ど
う
し
て
も
ド
ロ
田
に
な
っ
て
、

そ
の
な
か
で
直
立
す
る
た
め
に
は
腰
を
落
す
し
か
な
い
っ
て
い
う

こ
と
に
な
る
。

　

や
は
り
、
武
智
は
深
田
に
お
け
る
農
耕
作
業
の
姿
勢
を
「
完
全
な
ナ

ン
バ
じ
ゃ
な
い
」
と
考
え
て
い
る
。
ナ
ン
バ
を
は
い
て
作
業
す
る
湿
田

農
耕
の
現
場
で
は
「
腰
を
入
れ
る
」
の
で
は
な
く
「
立
っ
て
踏
み
込
む
」

姿
勢
と
な
り
、
土
方
は
そ
の
疲
労
感
と
不
安
定
さ
を
舞
踏
に
採
り
込
も

う
と
し
た
の
で
あ
る
。
低
湿
地
農
耕
な
ど
見
た
こ
と
も
な
い
と
い
う
武

智
と
の
見
解
の
相
違
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

最
後
に
ナ
ン
バ
に
関
す
る
私
見
を
ま
と
め
て
お
こ
う
。

�　

伝
統
芸
能
の
ナ
ン
バ
の
所
作
は
、
湿
田
（
と
い
う
よ
り
も
強
湿
田
）

農
耕
具
で
あ
る
ナ
ン
バ
を
は
い
て
の
作
業
に
由
来
す
る
が
、
こ
れ
は

語
源
に
結
び
つ
く
も
の
で
は
な
い
。

260 ―――



�　

都
市
に
お
け
る
舞
台
芸
能
の
観
客
に
と
っ
て
、
ナ
ン
バ
の
抜
き
足
、

差
し
足
の
ぎ
こ
ち
な
い
不
自
然
さ
が
滑
稽
な
可
笑
し
味
を
誘
っ
た
も

の
で
あ
ろ
う
。
南
蛮
人
の
歩
き
ぶ
り
と
の
連
想
を
生
じ
た
所
以
で
あ

る
。
足
元
が
覚
束
な
い
湿
田
農
耕
に
お
け
る
危
う
い
動
き
は
、「
武
智

ナ
ン
バ
論
」
の
腰
を
入
れ
る
姿
勢
と
正
反
対
と
も
い
う
べ
き
姿
勢
で

あ
る
。

�　

湿
田
農
耕
で
は
ま
さ
に
バ
ラ
ン
ス
を
保
つ
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。

ナ
ン
バ
を
履
い
た
ま
ま
倒
れ
る
こ
と
は
作
業
上
の
能
率
の
大
幅
ダ
ウ

ン
に
な
る
ば
か
り
で
な
く
、
深
田
で
は
危
険
を
伴
う
。
倒
れ
な
い
よ

う
に
手
足
に
力
を
込
め
る
、
そ
の
真
剣
な
緊
張
し
た
姿
が
舞
台
に
取

り
入
れ
ら
れ
、
場
の
雰
囲
気
を
変
え
る
（
謀
反
人
が
見
顕
し
に
な
る
緊

張
の
場
面
）
異
化
作
用
を
も
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
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光
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。
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註
�　

例
え
ば
、
矢
野
龍
彦
・
金
田
伸
夫
・
織
田
淳
太
郎
『
ナ
ン
バ
走
り
』
光
文
社
新
書
、
二

〇
〇
三
年
、
矢
野
龍
彦
・
金
田
伸
夫
・
長
谷
川
智
・
古
谷
一
郎
『
ナ
ン
バ
身
体
論
』
光
文

社
新
書
、
二
〇
〇
四
年
な
ど

�　

甲
野
善
紀
『
古
武
術
に
学
ぶ
身
体
操
法
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
三
年
、
同
氏
「
ナ
ン
バ

を
語
る
」『「
ナ
ン
バ
あ
る
き
」
で
驚
異
の
カ
ラ
ダ
革
命
』
立
風
書
房
、
二
〇
〇
四
年
な
ど

�　

�
を
参
照

�　

武
智
鉄
二
・
富
岡
多
恵
子
対
談
集
『
伝
統
芸
術
と
は
何
な
の
か
―
批
評
と
創
造
の
た
め

の
対
話
』
学
芸
書
林
、
一
九
八
八
年

�　
『
定
本
・
武
智
歌
舞
伎
』
第
一
巻
（
歌
舞
伎
Ⅰ
）
三
一
書
房
、
一
九
七
八
年
、『
定
本
・

武
智
歌
舞
伎
』
第
三
巻
（
文
楽
舞
踊
）
三
一
書
房
、
一
九
七
九
年
、『
定
本
武
智
歌
舞
伎
』
第

五
巻
「
伝
統
論
攷
」
三
一
書
房
、
一
九
八
〇
年
な
ど

�　

�
を
参
照

�　

同
右

�　

高
取
正
男
『
日
本
的
思
考
の
原
型
』
講
談
社
現
代
新
書
、
一
九
七
五
年

�　

三
浦
雅
士
『
身
体
の
零
度
』
講
談
社
メ
チ
エ
、
一
九
九
四
年

�　

野
村
雅
一
『
身
ぶ
り
と
し
ぐ
さ
の
人
類
学
』
中
公
新
書
、
一
九
九
六
年

�　

兵
藤
裕
己
「〈
読
む
〉
こ
と
の
身
体
」『
環
』
一
四
号
、
藤
原
書
店
、
二
〇
〇
三
年
夏
号
、

「
演
劇
的
身
体
の
『
近
代
』」『
語
文
』
一
一
六
号
、
日
本
大
学
国
文
学
会
、
二
〇
〇
三
年

�　

兵
藤
裕
己
「〈
読
む
〉
こ
と
の
身
体
」

�　

武
智
鉄
二
『
伝
統
と
断
絶
』
風
濤
社
、
一
九
六
九
年

�　

�
を
参
照

�　

同
右

�　

例
え
ば
、
姜
尚
中
・
森
巣
博
『
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
克
服
』
集
英
社
新
書
、
二
〇
〇
二
年
、

松
本
健
一
『
民
族
と
国
家
』
Ｐ
Ｈ
Ｐ
新
書
、
二
〇
〇
二
年
な
ど

�　

大
矢
芳
弘
「『
ナ
ン
バ
』
源
流
考
」『
歌
舞
伎　

研
究
と
批
評
』
二
六
、
歌
舞
伎
学
会
、

二
〇
〇
〇
年

�　

同
右

�　

今
尾
哲
也
「
な
ん
ば
（
な
ん
ば
ん
）」『
歌
舞
伎
辞
典
』
平
凡
社
、
一
九
八
三
年

�　

服
部
幸
雄
『
歌
舞
伎
の
キ
ー
ワ
ー
ド
』
岩
波
新
書
、
一
九
八
九
年

�　

丸
茂
祐
佳
『
お
ど
り
の
譜

：

妓
楽
踏
舞
譜
』
私
家
版
、
一
九
八
四
年
、
同
『
お
ど
り
の

譜

：

日
本
舞
踊
古
典
技
法
の
復
活
』
国
書
刊
行
会
、
二
〇
〇
二
年

�　
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
第
二
版
（
小
学
館
）、
佐
々
木
長
生
『
農
具
が
語
る　

稲
と
く
ら

し
』
歴
史
春
秋
社
、
二
〇
〇
一
年
を
参
照

�　

民
俗
学
研
究
所
編
、
平
凡
社
、
一
九
七
〇
年

�　

潮
田
鉄
雄
「
田
下
駄
」『
日
本
民
俗
大
辞
典
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
〇
年

�　

潮
田
鉄
雄
「
か
ん
じ
き
」『
日
本
民
俗
大
辞
典
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
九
年

�　

中
山
正
典
「
開
墾
」『
日
本
民
俗
大
辞
典
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
九
年

�　

安
室
知
「
低
湿
地
」「
湿
田
」
前
掲
『
日
本
民
俗
大
辞
典
』

�　

前
掲
佐
々
木
長
生
『
農
具
が
語
る　

稲
と
く
ら
し
』

�　

前
掲
『
農
具
が
語
る　

稲
と
く
ら
し
』
第
四
部
「
会
津
の
農
具
覚
書
」

�　

�
を
参
照

�　

�
を
参
照

�　
『
日
本
農
書
全
書
』
第
二
〇
巻
、
農
山
漁
村
文
化
協
会

�　

�
を
参
照
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