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ー
は
じ
め
に

《
北
野
博
美
》
は
福
井
市
乾
上
町
出
身
、
日
本
民

俗
学
の
勃
興
期
か
ら
興
隆
期
に
か
け
て
主
に
折
口
信

夫
の
「
裏
方
の
ひ
と
」
と
し
て
活
躍
し
た
速
記
者
・

編
集
者
・
民
俗
研
究
家
で
あ
る
。
が
、
そ
の
経
歴
に

つ
い
て
は
未
詳
の
点
が
多
い
。
ま
と
ま
っ
た
伝
記
的

資
料
と
し
て
は
ほ
と
ん
ど
唯
て
折
口
信
夫
の
高
弟

で
《
北
野
》
と
も
親
し
か
っ
た
国
文
学
者
・
高
崎
正

秀
に
よ
る
「
北
野
博
美
年
譜
そ
の
他
」
(
以
下
「
高

崎
年
譜
」
と
略
称
)
が
あ
る
く
ら
い
で
あ
る
。
(
註

1
)
し
か
し
、
「
高
崎
年
譜
」
の
叙
述
は
(
た
ぶ
ん

内
海

北
野
博
美
の
大
正
時
代

隆

に
意
図
的
と
恩
わ
れ
る
)
伝
記
的
空
白
(
省
略
?
)

や
(
極
め
て
主
観
的
な
)
修
辞
的
表
現
、
明
ら
か
な

誤
記
な
ど
を
含
み
込
み
、
全
体
と
し
て
さ
ま
ざ
ま
な

解
釈
の
可
能
性
を
内
包
し
た
重
層
構
造
の
テ
ク
ス
ト

を
形
成
し
て
い
る
。
筆
者
の
意
図
は
こ
の
客
観
性
や

テ
ク
ス
ト

精
確
さ
を
欠
い
た
「
年
譜
」
の
言
説
を
能
う
限
り
読

み
解
き
、
裏
付
け
を
と
る
こ
と
で
謎
に
満
ち
た
《
北

野
博
美
》
の
伝
記
を
少
し
で
も
明
ら
か
な
も
の
に
す

る
こ
と
に
あ
る
。
ま
た
、
彼
の
人
の
足
跡
を
細
や
か

に
辿
る
こ
と
で
、
折
口
信
夫
の
伝
記
的
資
料
の
充
実

と
折
口
学
成
立
過
程
の
理
解
を
図
る
こ
と
(
延
い
て

は
日
本
民
俗
学
史
の
初
期
を
照
射
す
る
こ
と
)
を
遥

か
な
目
標
と
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
尚
、
本
稿
は

既
に
発
表
さ
れ
た
拙
稿
(
「
裏
方
の
ひ
と
|
北
野
博

美
と
折
口
信
夫
」
『
芸
術
至
上
主
義
文
芸
』
第
幻
号

(
伺
・
ロ
)
、
「
裏
方
の
ひ
と
北
野
博
美
伝
①

l
③
」
『
若
越
郷
土
研
究
』
第
必
巻
第

2
1
4
号

(町・

3
1
7
)
)
の
後
を
承
け
る
内
容
の
も
の
で
あ

る
。
ま
た
こ
の
稿
の
続
編
と
し
て
は
「
北
野
博
美
と

折
口
信
夫
|
昭
和
初
期
の
動
向
を
中
心
と
し
て
」

『
攻
玉
社
中
学
・
高
等
学
校
研
究
紀
要
』
第

3
号

(肝・

4
)

「
北
野
博
美
の
晩
年
|
折
口
信
夫
と
の
わ

か
れ
」
『
芸
術
至
上
主
義
文
芸
』
第
お
号
(
町
・
ロ
)

が
あ
る
。
本
稿
で
は
《
北
野
》
の
生
涯
の
う
ち
、
故

セ
ク
ソ
ロ
ジ
ス
ト

郷
福
井
を
出
奔
し
た
の
ち
東
京
で
性
研
究
者
と
し
て

活
躍
し
た
大
正
期
を
中
心
に
そ
の
足
跡
を
追
っ
て
行

こ
う
と
思
、
7
。

《
北
野
》
の
足
跡
、
特
に
前
半
生
の
そ
れ
を
辿
る

こ
と
の
難
し
さ
は
前
述
し
た
如
く
で
あ
る
。
(
註

2
)
第
一
の
問
題
も
ま
だ
片
付
い
て
い
な
い
の
に
次

な
る
問
題
に
手
を
染
め
る
こ
と
は
、
い
た
ず
ら
に
火

種
を
撤
き
散
ら
し
て
・
全
体
を
混
乱
さ
せ
る
原
因
と

な
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
筆
者
は
立
ち
止
ま
る

こ
と
よ
り
も
、
と
り
あ
え
ず
歩
を
進
め
る
方
を
選
ぶ
。

な
ぜ
な
ら
こ
の
先
、
な
ん
ら
か
の
き
っ
か
け
で
活
路

を
見
い
だ
せ
る
か
も
し
れ
な
い
か
ら
だ
。
先
学
諸
賢

よ
り
の
ご
教
示
を
切
に
願
う
次
第
で
あ
る
。

2

謎
多
き
「
旅
役
者
」
時
代
【
j
大
正
六
年
】

「
高
崎
年
譜
」
よ
り
明
治
の
末
か
ら
大
正
時
代
に

か
け
て
の
記
事
と
思
わ
れ
る
第
三

i
五
項
を
再
掲
す

ヲ
匂
。て

従
兄
滝
沢
豊
(
朝
日
新
聞
福
井
支
局
長
)
に
よ

り
、
一
四
、
五
歳
よ
り
新
聞
記
者
生
活
に
入
り
、

一五々
。
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若
越
郷
土
研
究

四
十
三
巻
四
号
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一
、
の
ち
し
ば
ら
く
旅
役
者
の
群
に
投
じ
、
ど
さ
廻

り
。
た
ま
た
ま
一
夜
甲
府
市
に
一
座
奥
行
、
市
の
富

家
の
令
嬢
と
相
愛
す
。
長
女
巴
児
・
長
男
晃
・
二
女

照
日
の
三
児
を
あ
げ
て
の
ち
別
居
。
云
々
。

一
、
大
正
一
一
年
九
月
、
国
学
院
大
学
に
折
口
信
夫

の
万
葉
集
講
座
開
講
さ
れ
、
翌
年
一

O
月
、
源
氏
物

語
全
講
会
開
催
さ
れ
る
や
、
常
に
夫
人
同
伴
聴
講
。

折
口
学
に
傾
倒
し
、
終
生
違
わ
ず
。

ま
ず
問
題
点
の
第
一
は
、
第
四
項
の
一
連
の
出
来

事
が
新
聞
記
者
生
活
を
ど
れ
く
ら
い
続
け
た
「
の

ち
」
の
出
来
事
な
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た

ど
う
い
う
き
っ
か
け
で
「
旅
役
者
の
群
に
投
じ
」
る

よ
う
な
こ
と
に
な
っ
た
の
か
も
考
え
て
見
る
必
要
が

あ
ろ
う
。
第
五
項
が
「
大
正
一
一
年
九
月
」
よ
り
の

こ
と
な
の
で
「
旅
役
者
」
と
し
て
の
履
歴
は
そ
れ
以

前
の
こ
と
(
《
北
野
博
美
》
却
歳
以
前
の
こ
と
)
で

あ
る
と
類
推
で
き
る
。
新
聞
記
者
生
活
の
ス
タ
ー
ト

が
M
l
日
歳
の
こ
と
だ
か
ら
、
十
四
、
五
年
の
ブ
ラ

ン
ク
が
あ
る
。
あ
ま
り
に
聞
が
あ
き
す
ぎ
て
い
る
。

《
北
野
》
は
「
旅
役
者
」
と
し
て
の
キ
ャ
リ
ア
に
終

止
符
を
打
っ
た
後
す
ぐ
に
国
学
院
の
折
口
の
教
室
に

出
向
い
た
の
か
。
そ
れ
も
な
ん
だ
か
怪
し
い
気
が
す

ヲ
令
。

「
高
崎
年
譜
」
に
は
い
く
つ
か
時
期
の
不
明
な
記

載
事
項
が
あ
る
の
だ
が
、
そ
の
中
の
一
つ
に
雑
誌

「
性
の
研
究
」
刊
行
が
あ
る
。
東
京
大
学
明
治
新
聞

雑
誌
文
庫
に
は
「
性
之
研
究
」
(
大
正
8
・
ロ
・
日

創
刊
号

j
m
-
U
-
m
第
3
巻
7
号
)
が
収
め
ら

れ
て
い
る
。
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
こ
と

に
な
る
が
、
少
な
く
と
も
こ
こ
で
明
ら
か
に
し
て
お

き
た
い
こ
と
は
《
北
野
》
が
大
正
8
年
(
却
歳
)
の

時
点
で
既
に
東
京
で
雑
誌
編
集
の
仕
事
に
拘
わ
っ
て

い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
「
性
之
研
究
」
の

《
雑
誌
編
輯
兼
務
行
人
》
で
あ
る
北
野
千
加
な
る
人

物
は
《
北
野
博
美
》
の
妻
で
あ
っ
た
人
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
ま
た
「
性
之
研
究
」
(
第

1
巻
第
4
号

大
正

9
・
6
)

「
編
輯
後
記
」
に
「
こ
れ
ま
で
は
い

つ
で
も
此
の
期
間
だ
け
は
何
も
し
な
い
で
ゐ
た
の
だ

が
、
昨
年
か
ら
そ
れ
が
許
き
れ
な
く
な
っ
た
。
昨
年

は
「
饗
態
心
理
』
の
編
輯
で
、
今
年
は
此
の
雑
誌
と

雨
方
で
。
」
と
い
う
言
葉
よ
り
《
北
野
》
が
こ
の
雑

誌
と
並
行
し
て
一
時
期
「
愛
態
心
理
」
な
る
雑
誌
編

集
に
も
携
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
伺
え
る
。

そ
こ
で
慶
応
義
塾
大
学
メ
デ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
で
雑

誌
「
嬰
態
心
理
」
を
閲
覧
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

《
北
野
》
が
こ
の
「
愛
態
心
理
」
な
る
雑
誌
の
編
集

者
と
な
っ
た
の
は
大
正
8
年
1
月
か
ら
で
あ
り
、
更

に
湖
る
こ
と
大
正

7
年
4
月
(
《
北
野
》
お
歳
の
こ

ろ
)
「
第
一
回
愛
態
心
理
由
学
講
習
舎
全
科
目
出
席

者
」
と
し
て
「
市
内
小
石
川
匡
雑
司
ケ
谷
五
二
早

稲
田
文
皐
士
北
野
博
美
氏
」
の
名
前
を
(
「
捷
態

心
理
』

2
1
7
)
に
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、

大
正

7
年
5
月
《
北
野
》
お
歳
の
段
階
で
「
旅
役

者
」
と
し
て
の
履
歴
は
既
に
終
わ
っ
て
い
た
と
考
え

て
よ
い
だ
ろ
う
。
ま
た
「
愛
態
心
理
」
第
4
巻
第
却

号
に
注
目
す
べ
き
記
事
を
発
見
し
た
。
そ
れ
は
「
人

間
的
証
券
」
と
い
う
欄
に
掲
載
さ
れ
た
《
き
た
の
・

ひ
ろ
み
》
作
「
旅
役
者
の
手
記
」
と
い
う
《
創
作
》

で
あ
る
。
作
品
と
し
て
の
出
来
不
出
来
は
こ
の
際
問

題
で
は
な
い
。
多
少
虚
構
化
さ
れ
て
い
る
部
分
も
あ

ろ
う
し
、
ま
た
作
品
の
叙
述
を
そ
の
ま
ま
伝
記
的
事

実
と
し
て
鵜
呑
み
に
し
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
が
、

こ
こ
か
ら
《
北
野
》
自
身
の
声
と
思
わ
れ
る
部
分
を

一
応
抽
出
し
て
み
る
必
要
は
あ
ろ
う
と
思
う
。
、
ざ
っ

と
あ
ら
す
じ
を
紹
介
す
る
。

あ
る
夏
の
目
。
作
中
の
語
り
手
兼
主
人
公
で
あ
る

「
私
」
は
旅
役
者
に
な
っ
て
半
年
以
上
に
な
る
が
、

そ
の
日
初
め
て
「
旅
役
者
」
と
い
う
一
言
葉
の
響
き
に
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「
何
ん
て
悲
し
い
も
の
哀
れ
な
」
も
の
を
感
じ
る
。
目
、
役
者
同
士
の
恋
の
も
つ
れ
を
告
げ
ら
れ
た
が
上
京
に
必
要
な
金
策
に
困
っ
て
い
た
「
私
」
を
救

ま
た
「
親
爺
や
友
達
が
聞
い
た
ら
何
と
い
ふ
だ
ら
「
俺
」
は
問
題
の
解
決
よ
り
も
、
途
方
に
暮
れ
て
っ
た
の
は
案
外
こ
う
し
た
「
富
家
の
令
嬢
」
で
あ
っ

う
。
」
と
も
思
う
。
「
生
れ
な
が
ら
に
し
て
旅
役
者
「
あ
¥
俺
に
も
早
く
ほ
ん
と
に
別
れ
る
日
が
来
れ
た
か
も
し
れ
ぬ
。
事
実
は
小
説
よ
り
奇
な
り
と
い
う

た
る
べ
く
運
命
づ
け
ら
れ
て
ゐ
た
か
の
や
う
な
顔
を
ば
い
:
:
」
と
考
え
る
の
で
あ
っ
た
。
で
は
な
い
か
。

し
て
ゐ
」
る
人
達
が
「
連
中
」
に
は
多
く
、
「
私
」
小
説
は
こ
こ
で
完
結
す
る
が
、
こ
の
後
「
高
崎
年
閑
話
休
題
。
は
た
し
て
《
北
野
》
自
身
が
こ
の
小

は
そ
の
中
で
常
々
違
和
感
を
感
じ
て
い
る
。
「
私
」
譜
」
に
あ
っ
た
よ
う
な
劇
的
な
出
会
い
が
あ
り
、
二
説
の
中
の
登
場
人
物
「
私
」
と
全
く
同
じ
境
涯
に
あ

に
は
「
残
し
て
来
た
故
郷
」
が
あ
り
、
現
状
を
「
私
人
は
手
に
手
を
と
っ
て
上
京
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
っ
た
か
ど
う
か
は
確
か
め
る
す
べ
も
な
い
が
、
一
応

は
今
旅
に
あ
る
の
だ
」
「
家
を
捨
て
、
友
を
捨
て
、
こ
こ
か
ら
先
に
述
べ
る
こ
と
は
下
種
の
勘
ぐ
り
に
過
こ
の
小
説
を
参
考
資
料
と
し
て
考
え
て
み
る
必
要
は

職
業
を
捨
て
も
」
「
白
紙
の
夢
」
の
中
に
あ
る
の
だ
ぎ
な
い
こ
と
を
最
初
か
ら
断
っ
て
お
く
が
、
も
し
も
あ
ろ
う
か
と
思
う
。
中
で
も
注
目
す
べ
き
は
「
私
」

と
思
い
込
も
う
と
す
る
。
「
早
く
東
京
へ
行
き
た
そ
ん
な
落
ち
を
こ
の
小
説
に
つ
け
て
し
ま
っ
た
ら
そ
に
設
定
さ
れ
た
年
齢
で
あ
る
。
あ
る
日
、
「
静
回
」

い
」
「
す
ぐ
東
京
へ
立
ち
た
い
と
思
」
い
「
S
」
か
れ
こ
そ
「
出
来
過
ぎ
た
お
話
」
に
な
っ
て
し
ま
い
白
と
い
う
座
長
の
知
り
合
い
で
ジ
ゴ
ロ
の
よ
う
な
男
と

ら
の
送
金
の
お
か
げ
で
「
明
日
は
い
よ
/
¥
此
の
生
け
る
の
は
必
至
だ
。
そ
こ
で
事
実
は
そ
う
で
あ
っ
て
意
気
投
合
し
、
一
晩
語
り
明
か
し
「
二
人
は
す
っ
か

活
か
ら
脱
が
れ
ら
れ
る
と
喜
ん
だ
」
の
も
つ
か
の
間
、
も
小
説
と
し
て
の
面
白
み
を
優
先
し
て
「
明
日
を
も
り
十
年
の
知
己
の
や
う
に
な
っ
て
し
ま
」
う
。
そ
の

「
連
中
」
に
た
か
ら
れ
散
財
し
て
し
ま
う
。
「
あ
¥
知
れ
ぬ
」
不
安
な
状
況
の
ま
ま
で
幕
を
閉
じ
た
の
か
「
静
田
」
の
年
齢
が
「
二
十
三
」
で
「
俺
よ
り
一
つ

あ
、
ま
た
こ
ん
な
生
活
が
い
つ
ま
で
績
く
の
だ
ら
も
知
れ
ぬ
。
ま
た
、
上
京
を
切
望
し
な
が
ら
も
人
の
上
だ
」
と
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
「
私
」
の
年
齢

、7
」
と
落
胆
す
る
。
ど
き
廻
り
の
旅
は
続
く
中
、
よ
さ
に
つ
け
こ
ま
れ
て
「
私
」
は
何
度
か
資
金
を
奪
が
二
十
二
歳
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か

「
私
は
此
の
頃
だ
ん
/
¥
日
記
を
つ
け
な
く
な
っ
た
。
わ
れ
て
し
ま
う
。
こ
の
後
も
そ
う
し
た
こ
と
が
続
か
る
。
こ
れ
を
一
応
の
目
安
と
し
て
考
え
れ
ば
、
《
北

そ
れ
だ
け
此
の
生
活
に
馴
れ
て
来
た
の
だ
ら
う
な
か
っ
た
と
は
断
言
で
き
な
い
。
「
高
崎
年
譜
」
の
野
》
が
「
家
を
捨
て
、
友
を
捨
て
、
職
業
を
捨

か
。
」
と
思
っ
て
み
た
り
も
す
る
。
ま
た
「
俺
は
い
ミ
ソ
は
の
ち
に
《
北
野
》
の
夫
人
と
な
る
人
が
「
富
て
〉
」
上
京
し
よ
う
と
行
動
に
出
た
の
は
少
な
く
と

つ
に
な
っ
た
ら
東
京
へ
出
ら
れ
る
の
だ
。
」
と
焦
燥
家
の
令
嬢
」
で
あ
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
も
二
十
代
前
半
以
前
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

感
に
か
ら
れ
た
り
も
す
る
。
初
冬
の
日
「
親
爺
」
か
あ
る
。
単
に
「
開
き
手
」
(
高
崎
)
を
退
屈
さ
せ
な
《
北
野
》
は
本
当
に
「
旅
役
者
」
を
し
て
い
た
の

ら
為
替
が
送
ら
れ
て
く
る
が
ま
ん
ま
と
編
さ
れ
て
い
た
め
の
「
語
り
手
」
《
北
野
》
の
作
り
話
(
逆
シ
だ
ろ
う
か
。

「
連
中
」
の
ひ
と
り

F
に
遣
わ
れ
て
し
ま
う
。
あ
る
ン
デ
レ
ラ
ス
ト
ー
リ
ー
)
と
と
れ
な
い
こ
と
も
な
い
《
北
野
》
か
ら
民
俗
学
の
指
導
を
受
け
た
新
井
恒
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若
越
郷
土
研
究

四
十
三
巻
四
号

北
野
博
美

雑
誌
「
性
之
研
究
」
が
発
刊
さ
れ
た
の
は
大
正
八

年
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
種
の
も
の
と
し
て
は
先
駆
の

方
で
あ
ろ
う
。
休
刊
し
た
の
は
大
正
十
年
頃
か
。

こ
の
雑
誌
を
創
刊
し
た
の
は
北
野
博
美
で
あ
る
。

彼
は
明
治
二
十
六
年
、
福
井
市
乾
上
町
に
生
れ
、
福

井
の
中
学
を
終
え
て
上
京
し
た
。
上
京
し
て
か
ら
の

経
歴
は
判
ら
な
い
が
、
市
井
の
噂
で
は
新
劇
の
役
者

に
加
っ
て
、
旅
か
ら
旅
の
興
行
に
従
っ
た
と
も
い
う
。

そ
の
興
行
中
に
結
ば
れ
た
ロ
マ
ン
ス
が
、
甲
府
で
知

ら
れ
た
H
家
の
令
嬢
だ
っ
た
と
の
説
で
あ
る
。
兎
に

角
大
正
五
年
に
結
婚
し
て
目
白
の
邸
宅
に
収
ま
り
、

そ
こ
で
三
人
の
子
供
を
儲
け
、
前
記
の
雑
誌
の
創
刊

と
も
な
っ
た
の
だ
が
、
「
性
」
の
横
山
流
星
も
一
時

は
其
処
の
研
究
室
に
い
た
。
「
キ
ネ
マ
旬
報
」
の
田

中
純
一
郎
君
も
そ
の
一
人
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。

(註

3
)
(以
下
傍
線
筆
者
)

易
氏
(
大
正
一
万
年
ロ
月
日
日
生
ま
れ
民
俗
芸
能
学
と
が
ぎ
ら
に
あ
る
の
だ
。
)
田
中
緑
紅
の
主
宰
す
る

会
名
誉
会
員
)
は
「
日
本
民
俗
協
会
と
芸
能
研
究
」
「
郷
土
趣
味
』
と
い
う
雑
誌
が
京
都
に
あ
り
(
管
見

(
『
民
俗
芸
能
研
究
』
第
初
号
平
成
3
年
日
月
)
に
よ
れ
ば
一
時
期
は
「
東
に
《
北
野
》
の
『
性
之
研

の
中
で
「
彼
(
筆
者
注
・
北
野
)
は
青
年
の
こ
ろ
郷
究
』
あ
れ
ば
、
西
に
田
中
の
『
郷
土
趣
味
』
あ
り
」

旦
の
福
井
か
ら
俳
優
を
志
望
し
て
上
京
し
た
と
い
う
。
と
言
っ
た
感
じ
だ
っ
た
ょ
う
だ
が
)
そ
の
大
正
十
三

俳
優
に
は
な
ら
な
か
っ
た
が
、
と
も
か
く
文
芸
界
や
年
一
月
号
の
「
編
輯
徐
録
」
に
「
斎
藤
昌
三
氏
は
北

芸
能
界
に
も
知
人
が
多
か
っ
た
。
」
と
記
し
て
い
る
。
野
博
美
氏
と
「
新
性
」
を
出
さ
れ
る
事
に
な
り
ま
し

ま
た
筆
者
の
質
問
に
対
し
て
「
北
野
が
上
京
中
に
旅
た
。
創
刊
競
は
大
嬰
評
判
が
よ
く
再
版
迄
出
た
そ
う

役
者
群
に
投
じ
た
具
体
的
な
行
動
を
、
高
崎
は
北
野
で
す
。
新
事
業
の
成
功
を
祈
り
ま
す
。
十
二
一
、
て

か
ら
直
接
聞
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
私
は
知
ら
な
い
。
十
三
緑
紅
」
な
る
記
事
を
見
つ
け
た
。
そ
こ
で
斎

(
中
略
)
北
野
夫
人
は
だ
れ
か
。
年
譜
で
は
旅
役
者
藤
昌
三
に
ア
プ
ロ
ー
チ
を
か
け
て
み
た
の
だ
が
そ
の

の
仲
間
に
入
り
、
甲
府
で
土
地
の
富
家
の
娘
と
結
婚
、
二
著
「
少
悶
受
交
遊
録
」
(
『
斎
藤
昌
三
著
作
集
』

一
男
二
女
を
生
ん
だ
と
い
う
が
、
ど
う
も
伝
説
み
た
第
五
巻
八
潮
書
底
昭
和
田
)
並
ぴ
に
『
話
人
の

い
で
、
私
は
北
野
か
ら
聞
い
た
こ
と
も
な
い
。
と
に
好
色
家
』
(
坂
本
篤
補
注
有
光
書
房
昭
和
必
)

か
く
北
野
を
よ
く
知
っ
て
い
た
の
は
西
角
井
正
慶
と
の
中
に
《
北
野
》
に
関
す
る
重
大
な
記
事
を
発
見
し

出
版
社
の
富
永
社
長
だ
っ
た
ろ
う
が
、
す
で
に
こ
の
た
の
だ
。
ま
ず
「
少
雨
史
交
遊
録
」
の
中
で
は
「
北

世
に
な
い
。
」
と
答
え
て
下
さ
っ
た
。
野
は
大
し
た
学
歴
は
な
か
っ
た
が
、
新
劇
団
で
甲
府

こ
こ
で
話
の
順
番
が
あ
べ
こ
べ
に
な
っ
て
し
ま
う
へ
興
行
に
行
っ
た
時
夫
人
を
得
た
の
で
、
以
来
文
筆

の
だ
が
一
つ
の
重
大
な
報
告
を
せ
ね
ば
な
ら
な
く
な
生
活
に
転
向
し
た
」
と
記
し
て
い
る
。
(
「
夫
人
を
ま
だ
三
分
の
二
ほ
ど
本
文
は
残
っ
て
い
る
の
だ
が
、

っ
た
。
(
と
い
う
の
も
《
北
野
博
美
》
に
ま
つ
わ
る
得
た
」
「
文
筆
生
活
に
転
向
し
た
」
前
者
の
内
容
と
と
り
あ
え
ず
引
用
は
こ
こ
ま
で
と
し
た
い
。
更
に
、

全
て
の
調
査
は
同
時
並
行
的
に
進
行
し
て
い
る
の
で
、
後
者
の
内
容
と
が
《
原
因
》
と
《
帰
結
》
と
で
括
ら
こ
の
本
の
巻
末
に
坂
本
篤
が
付
け
た
補
注
に
驚
く
べ

こ
れ
以
上
前
進
不
可
能
と
思
わ
れ
て
見
切
り
発
車
を
れ
る
の
は
ど
う
み
て
も
お
か
し
い
。
)
そ
し
て
後
者
。
き
事
実
が
書
か
れ
て
い
た
。

し
た
途
端
、
新
資
料
が
発
見
さ
れ
る
な
ど
と
い
う
こ
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(
中
略
)
製
糸
業
の
発
展
に
力
を
尽
く
し
た
。
香
」
の
実
家
な
の
か
見
当
も
つ
か
な
い
。

(
前
略
)
そ
(
北
野
)
の
細
君
広
瀬
千
香
さ
ん
は
私

の
母
の
友
人
の
娘
で
、
昌
三
と
母
は
よ
く
北
野
と
彼

女
の
ロ
マ
ン
ス
を
話
し
て
い
た
。
後
に
千
香
女
が
、

北
野
と
別
れ
て
昌
三
の
書
物
展
望
社
を
手
伝
っ
た
り

昌
三
と
親
し
く
な
っ
た
こ
と
は
(
筆
者
注
・
昌
三
は
)

一
言
も
母
に
は
喋
ら
な
か
っ
た
。

れ
た
。

註

5
)

広
瀬
久
政
(
ひ
ろ
せ
ひ
さ
ま
さ
)
一
八
六
五
(
元
治

一
一
)
・
二
・
二
ハ
一
九
三
九
(
昭
和
一
四
)
・
九
・

二
八
下
於
曽
村
(
塩
山
市
)
広
瀬
久
光
(
下
於
曽

村
の
豪
農
)
の
長
男
。
(
中
略
)
一
八
八
三
(
明
治

二
ハ
)
年
、
家
督
を
相
続
、
そ
の
後
、
七
里
村
会
議

員
、
東
山
梨
郡
会
議
員
を
経
て
、
一
八
九
二
(
明
治

二
五
)
年
、
県
会
議
員
に
当
選
し
た
。
(
中
略
)
山

梨
県
に
お
け
る
政
友
会
の
重
鎮
と
し
て
仰
が
れ
た
。

国
会
図
書
館
の

C
D
R
O
M
で
念
の
た
め
「
広

瀬
千
香
」
の
検
索
を
し
て
み
る
と
四
つ
の
文
献
が
出

て
来
た
。

広
瀬
千
香
・
編

日
本
書
誌
磐
大
系
日

共
古
目
録
抄
青
裳
堂
書
庖

刀
司

n
u
a
U
1
2
F
U

庄
町
エ
↑

p
b

，L
一
つ
白

山
中
共
古
ノ

l
ト

第
一
集
(
未
発
表
稿
私
家
版
)

青
燈
社
昭
和
必
・

6
-
m

山
中
共
古
ノ

l
ト

第
二
集
(
未
発
表
稿
私
家
版
)

青
燈
社
昭
和
必
・

6
-
m

山
中
共
古
ノ

l
卜

第
三
集
(
未
発
表
稿
私
家
版
)

青
燈
社
昭
和
田
・

6
-
M

「
甲
府
の
富
家
の
令
嬢
」
「
甲
府
で
知
ら
れ
た

H

家
の
令
嬢
」
の
名
は
「
広
瀬
千
香
」
と
言
っ
た
の
で

あ
る
。
(
註
4
)

「
山
梨
百
科
事
典
」
(
山
梨
日
日

新
聞
社
副
)
を
繕
く
と
「
広
瀬
」
姓
を
も
っ
著
名

人
が
数
多
く
登
場
す
る
。
さ
す
が
に
「
広
瀬
千
香
」

そ
の
人
は
載
っ
て
い
な
い
が
、
「
甲
府
の
富
家
」
と

い
う
「
高
崎
年
譜
」
の
言
葉
を
《
鍵
語
》
に
し
て
何

人
か
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
て
み
た
。

広
瀬
千
香
・
著

広
瀬
和
育
(
ひ
ろ
せ
わ
い
く
)
一
八
四
九
(
嘉
永

一
己
・
四
・
一
四
|
一
九
二
五
(
大
正
一
四
)
・
四
・

二
九
藤
田
村
(
若
草
町
)
の
生
ま
れ
。
儒
医
広
瀬

平
五
郎
の
子
、
蘭
学
者
広
瀬
元
恭
の
甥
。
一
八
七
二

(
明
治
五
)
年
以
後
、
戸
長
、
区
長
を
歴
任
。
一
八

広
瀬
鶴
五
郎
(
ひ
ろ
せ
つ
る
ご
ろ
う
)
一
八
五
九
八

O
(
明
治
二
二
)
年
、
同
地
方
製
糸
業
の
金
融
の

(
安
政
六
)
・
一

0
・一

l
一
九
二

O
(大
正
九
)
・
円
滑
化
を
図
り
、
聞
州
到
剖
釜
右
社
を
設
立
し
て
杜

六
・
一
七
一
八
七
七
(
明
治
一

O
)
年
に
父
庄
左
長
。
(
中
略
)
の
ち
剰
刑
制
矧
劃
刑
判
に
な
っ
た
。

衛
門
の
始
め
た
到
刺
羽
謝
の
経
営
に
も
あ
た
っ
た
が
、
(
以
下
略
)

一
八
八
九
(
明
治
二
二
)
年
以
来
、
相
奥
村
長
、
郡

会
議
員
・
県
会
議
員
を
歴
任
、
県
会
に
お
い
て
は
広

瀬
和
育
・
広
瀬
久
政
と
と
も
に
「
三
広
瀬
」
と
呼
ば

広
瀬
千
香
・
著

広
瀬
千
香
・
著

こ
れ
ら
は
全
て
日
本
民
俗
学
初
期
の
功
労
者
・
山

中
共
古
に
つ
い
て
の
書
誌
的
・
伝
記
的
な
研
究
文
献

で
あ
る
。
「
没
後
か
ら
数
へ
れ
ば
最
早
四
十
五
年
経

っ
て
」
お
り
「
山
中
笑
と
い
ふ
名
さ
へ
、
埋
れ
か
冶

広
瀬
一
族
は
山
梨
で
は
確
か
に
名
家
の
よ
う
で
あ

る
。
し
か
し
一
体
こ
の
中
の
ど
の
家
が
「
広
瀬
千
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っ
た
か
で
あ
る
が
」
同
郷
で
あ
る
こ
と
・
信
仰
(
基
こ
れ
ら
は
同
じ
内
容
の
事
柄
を
別
の
表
現
を
用
い
か
ら
は
、
周
囲
が
日
本
基
督
教
会
派
の
山
梨
教
会
へ

督
教
)
を
同
じ
く
し
て
い
た
こ
と
・
一
度
磐
咳
に
触
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
「
私
の
小
宅
」
と
「
北
野
出
は
い
り
す
る
事
か
ら
、
錦
町
の
そ
れ
へ
日
曜
礼
拝

れ
た
こ
と
が
あ
る
こ
と
な
ど
を
理
由
に
「
脱
げ
な
が
博
美
の
宅
」
は
近
隣
に
存
在
し
た
別
々
の
家
で
は
な
に
は
出
る
や
う
に
な
り
、
十
四
五
歳
の
頃
、
牧
師
鷲

ら
も
、
先
生
の
全
貌
を
ま
と
め
得
ょ
う
か
・
:
と
、
老
く
同
一
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
広
瀬
千
香
は
《
北
野
津
貞
二
郎
先
生
か
ら
受
洗
し
た
(
中
略
)
。
私
が
上

残
の
身
を
駆
り
立
て
る
決
心
を
し
た
」
と
そ
の
序
で
博
美
》
の
最
初
の
妻
、
北
野
千
加
そ
の
人
で
あ
っ
た
。
京
す
る
直
前
の
こ
ろ
、
甲
府
市
の
中
心
の
桜
座
と
い

語
ら
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
折
口
信
夫
も
「
山
中
先
(
註
6
)

ふ
芝
居
小
屋
(
甲
府
第
一
の
劇
場
)
の
裏
手
に
、
錦

生
の
学
問
」
と
題
し
た
オ
マ

l
ジ

ュ

を

昭

和

四

年

四

町

教

会

は

会

堂

建

設

の

運

び

と

な

っ

た

。

(

中

略

)

月
『
江
戸
文
化
』
に
寄
せ
て
お
り
、
日
本
民
俗
学
勃
功
万
(
亀
内
)
氏
(
筆
者
注
・
山
梨
の
著
名
な
蔵
会
堂
の
定
礎
式
の
目
、
(
中
略
)
そ
の
敷
地
で
教
会

興
期
に
貢
献
し
た
山
中
共
古
を
高
く
評
価
し
て
い
る
。
書
家
)
に
は
東
大
の
明
治
新
聞
雑
誌
文
庫
の
応
接
室
一
同
の
記
念
撮
影
を
し
た
写
真
が
私
の
手
許
に
遺
つ

「
山
中
共
古
ノ
ー
ト
」
第
一

i
三
集
の
中
か
ら
参
考
で
、
宮
武
外
骨
先
生
か
ら
、
ア
ン
タ
と
同
郷
人
だ
よ
、
て
ゐ
る
。
大
正
五
年
の
春
先
き
の
こ
と
で
(
後
略
)

に
な
り
そ
う
な
言
葉
を
拾
っ
て
み
た
。
と
云
は
れ
て
紹
介
さ
れ
た
。
山
梨
県
中
巨
摩
郡
豊
村
『
山
中
共
古
ノ

l
ト
第
一
集
』
(
八
二
ペ
ー
ジ
)

出
身
の
氏
は
そ
の
頃
古
書
籍
商
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
以
上
の
こ
と
よ
り
推
察
す
る
と
「
広
瀬
千
香
」
は

以
前
は
蔵
の
中
買
商
で
、
私
の
生
家
が
生
紙
繭
商
だ
明
治
二
一

O
年
六
月
一
六
日
山
梨
県
甲
府
市
生
ま
れ
。

っ
た
の
で
、
う
ち
の
盾
へ
出
入
り
し
て
ゐ
た
、
と
い
山
梨
県
立
高
等
女
学
校
出
身
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

ふ

話

を

さ

れ

た

。

ま

た

「

千

香

」

の

上

京

は

大

正

五

年

の

春

頃

と

い

う

『
山
中
共
古
ノ
ー
ト
第
一
集
』
(
六
ペ
ー
ジ
)
こ
と
に
な
る
。
《
北
野
》
が
興
行
を
う
っ
て
い
た
場

(
前
略
)
私
も
い
つ
か
年
を
重
ね
て
、
明
治
品
川
年
生
所
は
こ
の
教
会
の
表
に
位
置
し
た
「
桜
座
」
と
い
う

れ
、
十
九
世
紀
末
葉
の
カ
ビ
臭
い
古
物
に
な
っ
て
ゐ
劇
場
だ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
大
正
五
年
《
北

た
。
校
正
が
出
て
モ
タ
/
¥
し
て
ゐ
る
う
ち
に
、
一
野
博
美
》
幻
歳
、
千
加
四
歳
の
こ
と
と
想
像
さ
れ
る
。

そ
の
こ
と
六
月
の
誕
生
日
を
発
行
日
に
す
る
こ
と
に
「
昌
三
と
母
は
よ
く
北
野
と
彼
女
の
ロ
マ
ン
ス
を
話

し

た

。

し

て

い

た

。

」

と

い

う

坂

本

篤

の

言

葉

も

こ

の

話

の

裏
を
と
る
材
料
と
な
り
そ
う
だ
。

「
高
崎
年
譜
」
の
第
四
項
記
述
の
「
確
か
ら
し
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(
前
略
)
大
正
大
震
災
の
前
夜
、
先
生
が
目
白
鶏
山

の
私
の
小
宅
へ
お
見
え
に
な
り
、
そ
の
磐
咳
に
ふ
れ

た・・.「
山
中
共
古
ノ

l
ト
第
一
集
』
(
二
ペ
ー
ジ
)

関
東
大
震
災
の
混
乱
も
漸
く
落
着
き
を
取
一
反
き
う
と

し
た
頃
の
こ
と
、
目
白
鶏
山
の
北
野
博
美
の
宅
で
、

月
例
、
輪
読
会
が
閲
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

(
中
略
)
輪
読
会
が
始
ま
る
と
、
私
は
遠
慮
し
て

二
階
へ
行
か
な
か
っ
た
。

『
山
中
共
古
ノ

l
ト

第
二
集
』

七
十
二
ペ
ー
ジ

『
山
中
共
古
ノ

l
ト
第
三
集
』
(
後
記
)

私
は
(
中
略
)
山
梨
県
立
高
等
女
学
校
へ
は
入
っ
て
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き
」
も
だ
ん
だ
ん
増
し
て
き
た
よ
う
だ
。
し
か
し
問

題
点
の
第
一
「
新
聞
記
者
生
活
を
ど
れ
く
ら
い
続
け

た
『
の
ち
』
の
出
来
事
な
の
か
」
に
つ
い
て
は
未
だ

不
明
と
し
か
答
え
よ
う
が
な
い
が
「
二
十
代
最
初
ま

で
」
と
い
う
の
が
一
つ
の
目
安
と
な
ろ
う
。
ま
た

「
ど
う
い
う
き
っ
か
け
で
『
旅
役
者
の
群
に
投
じ
』

る
よ
う
な
こ
と
に
な
っ
た
の
か
」
に
つ
い
て
だ
が
、

新
井
氏
の
言
わ
れ
る
よ
う
に
《
北
野
》
は
も
と
も
と

役
者
を
志
し
て
上
京
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
し
か
現

段
階
で
は
言
え
そ
う
も
な
い
。
こ
れ
は
あ
く
ま
で
参

考
程
度
に
し
か
な
ら
ぬ
が
《
北
野
》
の
生
ま
れ
育
っ

た
時
代
性
と
い
っ
た
も
の
を
少
々
考
え
て
み
た
い
。

《
北
野
》
の
誕
生
し
た
明
治
部
(
一
八
九
三
)
年
あ

た
り
か
ら
彼
が
成
人
す
る
ま
で
の
二
十
年
間
く
ら
い

の
演
劇
関
係
の
出
来
事
を
左
表
に
し
て
み
た
。

明
治
幻
年
日
月

歌
舞
伎
座
開
場
。
(
団
菊
時
代
の

到
来
1
初
年
ま
で
)

川
上
音
二
郎
「
書
生
芝
居
」
一
座
、

東
京
浅
草
鳥
越
度
で
旗
揚
げ
。

「
板
垣
君
遭
難
実
記
」
そ
の
他
を

上
演
し
て
大
評
判
と
な
る
。

皇
后
陛
下
川
上
一
座
の
演
技
を
ご

明
治

M
年
6
月

55 

明
治
犯
年
5
月

内
海

北
野
博
美
の
大
正
時
代

覧
に
な
る
。

川
上
一
座
、
歌
舞
伎
座
に
進
出
。

各
地
の
民
謡
東
京
で
大
い
に
う
た

わ
れ
流
行
と
化
す
。

娘
義
太
夫
さ
か
ん
と
な
る
。

真
砂
座
主
そ
の
他
の
発
起
で
俳
優

学
校
設
立
が
決
ま
る
。
(
明
治

制
・

3
・
6

読
売
)

坪
内
池
遥
・
島
村
抱
月
ら
早
稲
田

派
の
文
芸
協
会
が
創
立
。

帝
劇
女
優
養
成
所
に
、
元
代
議
士

の
令
嬢
森
律
子
入
所
。

文
芸
協
会
、
演
劇
研
究
所
を
開
設

し
て
素
人
か
ら
の
男
女
俳
優
養
成

に
乗
り
出
し
た
。

島
村
抱
月
・
松
井
須
磨
子
ら
の
芸

術
座
、
創
立
さ
れ
、
第
一
回
公
演

メ

l
テ
ル
リ
ン
ク
『
モ
ン
ナ
・
ヴ

ア
ン
ナ
』
を
有
楽
座
で
上
演
。

近
代
劇
協
会
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
を

上
演
。

大
正

3
年

3
月
芸
術
座
、
帝
国
劇
場
に
て
『
復

活
』
を
上
演
、
松
井
須
磨
子
の
カ

明
治
加
年

同
年

明
治
討
年

明
治
却
年

明
治
H
U
年

明
治
的
悩
年

大
正

2
年
9
月

周
年

チ
ュ

l
シ
ャ
の
唄
評
判
と
な
る
。

こ
れ
ら
世
相
の
流
れ
か
ら
お
ぼ
ろ
げ
な
が
ら
も
言

え
る
こ
と
は
《
北
野
》
の
生
ま
れ
育
っ
た
時
代
と
い

う
の
は
、
和
洋
と
り
ま
ぜ
て
日
本
近
代
「
演
劇
」
の

幕
開
け

i
興
隆
期
に
重
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。

北
陸
福
井
に
生
ま
れ
育
っ
た
《
北
野
》
で
は
あ
っ
た

が
、
地
方
と
は
い
っ
て
も
福
井
は
旧
都
・
京
都
と
は

隣
ど
う
し
の
地
理
的
関
係
に
あ
り
比
較
的
流
行
な
ど

の
情
報
が
入
り
や
す
か
っ
た
だ
ろ
う
。
ま
た
ジ
ャ
ー

ナ
リ
ズ
ム
界
に
身
を
置
く
従
兄
た
ち
の
影
響
と
い
っ

た
こ
と
も
じ
ゅ
う
ぶ
ん
考
え
ら
れ
る
。
武
家
の
出
身
、

し
か
も
歴
史
的
人
物
吉
田
東
室
の
子
孫
で
あ
る
と
い

う
プ
ラ
イ
ド
は
も
ち
ろ
ん
彼
に
あ
っ
た
ろ
う
が
、
帝

劇
女
優
養
成
所
に
元
代
議
士
の
令
嬢
森
律
子
が
入
所

し
た
時
代
で
も
あ
る
。
青
年
《
北
野
》
の
俳
優
へ
の

志
は
時
代
の
風
に
あ
る
程
度
乗
じ
た
も
の
と
考
え
て

も
よ
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

後
日
、
北
野
晃
氏
《
北
野
博
美
/
広
瀬
千
香
長
男

大
正

8
年

3
月
4
日
生
ま
れ
》
か
ら
示
唆
を
受
け
て

『
秋
田
雨
雀
日
記
』
第
一
巻
(
尾
崎
宏
次
編
昭
和

ω
未
来
社
)
を
繕
い
た
。
日
記
中
に
《
北
野
》
の

名
前
を
散
見
す
る
と
い
う
の
だ
。
最
初
に
《
北
野
》
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の
名
前
を
認
め
る
の
は
一
九
一
五

月
二
十
日
の
項
で
あ
る
。

(
大
正

4
)
年
二

野
博
美
》
の
姿
を
追
っ
て
み
よ
う
。

「
吉
岡
崎
年
譜
」
第
四
項
「
た
ま
た
ま
一
夜
甲
府
市
に

一
座
興
業
、
市
の
富
家
の
令
嬢
と
相
愛
」
の
件
を
こ

晩
パ
ア
で
佐
藤
君
、
倉
若
君
、
う
説
明
す
る
。
ど
う
や
ら
北
野
の
上
京
の
時
期
は
広

北
野
君
と
飲
む
。
瀬
千
加
と
の
結
婚
に
伴
う
大
正
五
年
の
そ
れ
よ
り
以

実
業
世
界
へ
ゆ
き
、
北
野
君
、
前
の
こ
と
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
大
正
四
年
の
二
月
下

安
成
君
に
あ
い
、
原
稿
料
八
円
句
に
は
秋
田
悶
雀
や
佐
藤
誠
也
ら
と
入
浴
を
と
も
に

を
も
ら
い
(
後
略
)
す
る
く
ら
い
暁
懇
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、

カ
フ
ェ
・
ウ
|
ロ
ン
に
は
小
林
《
北
野
》
の
上
京
は
お
そ
ら
く
大
正
四
年
以
前
の
こ

君
と
北
野
君
が
い
た
。
三
人
で
と
と
推
察
さ
れ
る
。
お
そ
ら
く
《
北
野
》
は
夢
の
実

共
益
社
の
ピ
ア
ノ
を
き
き
、
パ
現
の
た
め
?
同
世
代
の
若
者
た
ち
、
「
早
稲
田
の
学

ウ
リ
ス
タ
へ
行
き
、
そ
れ
か
ら
生
芝
居
」
の
連
中
や
駆
け
出
し
の
役
者
だ
っ
た
佐
藤

花
柳
を
呼
ん
で
富
田
君
な
ぞ
と
誠
也
(
芸
名
・
青
夜
)
な
ど
と
交
流
を
深
め
、
彼
ら

い
っ
し
ょ
に
ウ

l
ロ
ン
で
茶
を
と
と
も
に
芸
術
座
1
美
術
劇
場
i
第
二
次
新
時
代
劇

飲

ん

だ

。

協

会

と

当

時

の

演

劇

界

で

華

々

し

い

活

躍

を

し

て

い

帰
り
に
北
野
君
の
と
こ
ろ
へ
寄
た
秋
田
雨
雀
の
家
へ
出
入
り
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の

る
。
一
時
間
ば
か
り
雑
談
し
た
。
だ
ろ
う
。
秋
田
雨
雀
の
(
演
劇
は
も
と
よ
り
)
ロ
シ

ア
文
学
・
北
欧
、
ロ
シ
ア
、
東
洋
の
神
秘
思
想
・
社

坂
本
篤
は
「
『
国
貞
』
裁
判
・
始
末
」
(
昭
和
国
会
主
義
な
ど
幅
広
い
分
野
へ
の
興
味
関
心
は
《
北

三
一
書
房
一
)
の
中
で
「
・
:
甲
府
に
早
稲
田
の
学
生
芝
野
》
の
蒙
を
啓
き
、
そ
の
後
の
彼
の
方
向
性
を
示
唆

居
が
興
業
に
い
っ
た
と
き
、
座
長
に
彼
女
が
ほ
れ
ち
し
た
と
思
わ
れ
る
。
役
者
か
ら
性
研
究
者
へ
の
進
路

ゃ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
こ
に
北
野
博
美
と
い
っ
て
、
変
更
は
い
か
に
も
唐
突
の
よ
う
に
思
え
る
が
、
雨
雀

の
ち
に
『
性
研
究
』
と
い
う
雑
誌
を
出
し
て
い
た
男
よ
り
の
影
響
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
案
外
納
得
の

が
の
り
込
ん
で
い
っ
て
、
取
っ
ち
ゃ
っ
た
。
」
と
い
く
も
の
と
は
な
る
ま
い
か
。
(
《
北
野
》
の
福
井

大
正

4
・
2
・
m

一
日
室
の
掃
除
を
つ
づ
け
た
。
押
入
れ
の
中
か
ら
死

ん
だ
藤
堂
清
子
の
書
信
が
出
て
く
る
。
な
に
か
セ
ン
大
正

5
・
1
・
目

チ
メ
ン
タ
ル
な
気
持
に
な
っ
た
。
晩
、
佐
藤
、
倉
若
、

北
野
君
ら
と
入
浴
。
浴
後
、
藤
堂
の
手
紙
を
よ
む
。

藤
堂
清
子
は
女
子
大
に
い
た
が
、
文
才
の
あ
る
人
だ

っ
た
。
森
田
た
ま
、
北
川
千
代
子
の
友
だ
ち
。

こ
の
当
時
の
秋
田
の
住
所
は
「
東
京
府
北
豊
島
郡

高
田
町
大
字
雑
司
ケ
谷
町
二
十
二
番
地
」
で
あ
る
。

(
『
秋
田
雨
雀
日
記
」

V

「
年
譜
」
よ
り
)
《
北
野

博
美
》
と
雨
雀
と
の
出
会
い
は
た
ま
た
ま
近
隣
に
住

ま
っ
て
い
た
こ
と
に
あ
る
と
い
う
。
(
註

7
)
(
こ

れ
に
よ
り
多
少
後
の
記
録
と
な
る
が
、
大
正
七
年
四

月
の
時
点
で
北
野
の
住
所
は
「
市
内
小
石
川
区
雑
司

ヶ
谷
五
二
」
(
「
嬰
態
心
理
』
大
正
七
・
七
)
《
北

野
》
が
こ
れ
ま
た
近
隣
に
住
ん
で
い
た
心
理
学
者
の

田
中
王
堂
や
菅
原
教
造
ら
と
知
り
合
い
に
な
っ
た
時

期
も
こ
の
頃
ら
し
い
。
(
註
8
)
こ
の
あ
と
も
一
年

に
一
回
程
度
《
北
野
》
は
秋
田
雨
雀
の
日
記
に
顔
を

出
し
て
い
る
。
し
ば
ら
く
『
雨
雀
日
記
』
か
ら
《
北

大
正
6
・
1
・
却

大
正
6
・
2
・

1
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新
聞
退
社
の
時
期
や
故
郷
福
井
出
奔
の
時
期
が
明
確

で
な
い
現
在
言
い
得
る
こ
と
は
こ
の
程
度
の
こ
と
で

し
か
な
い
。
《
北
野
》
が
い
つ
ど
う
や
っ
て
秋
田
岡

雀
と
知
り
合
い
に
な
っ
た
の
か
、
上
京
後
ど
う
や
っ

て
生
計
を
立
て
て
い
た
の
か
な
ど
と
い
っ
た
具
体
的

な
こ
と
は
今
ひ
と
つ
明
確
で
な
い
。
大
正

5
・
1
・

白
日
付
『
雨
雀
日
記
』
か
ら
《
北
野
》
が
当
時
「
実

業
世
界
」
と
い
う
出
版
社
で
仕
事
を
し
て
い
た
ら
し

い
こ
と
が
窺
え
る
。
新
聞
記
者
時
代
に
培
っ
た
経
験

を
上
京
後
も
活
か
し
て
編
集
の
仕
事
に
つ
い
て
い
た

の
だ
ろ
う
。
《
北
野
》
と
名
を
連
ね
て
い
る
「
安
成

君
」
と
は
後
年
「
近
代
思
想
」
「
へ
ち
ま
の
花
」

「
生
活
と
芸
術
」
な
ど
に
生
活
派
の
短
歌
を
発
表
し

歌
人
と
し
て
名
を
な
す
こ
と
に
な
る
安
成
二
郎
(
明

治
二
一
・
九
・
一
九
|
昭
和
四
九
・
四
・
三

O
)
の

こ
と
と
思
わ
れ
る
。
安
成
は
大
正
三
年
「
実
業
之
世

界
」
記
者
と
な
り
、
の
ち
に
編
集
長
ま
で
務
め
た
。

(註
9
)

補
記

過
日
、
拙
稿
(
註
刊
)
で
報
告
し
た
内
容
と
重
複

す
る
が
北
野
文
次
郎
(
博
美
の
本
名
)
著
「
そ
れ
が

事
賓
な
ら
」
(
帝
園
聯
合
青
年
舎
発
行
『
斯
論
』
第

一
巻
第
六
号
大
正
六
年
十
月
掲
載
)
は
「
今
年
二

内
海

北
野
博
美
の
大
正
時
代

十
五
歳
に
な
る
」
主
人
公
「
彼
」
が
半
生
を
振
り
返

る
と
い
う
ス
タ
イ
ル
を
と
っ
た
「
創
作
」
だ
。
こ
れ

に
は
《
北
野
》
自
身
の
姿
が
投
影
さ
れ
て
い
る
も
の

と
思
わ
れ
る
。
い
く
つ
か
場
面
を
拾
っ
て
こ
こ
に
紹

介
し
た
い
。

O
「
十
七
歳
の
秋
」
「
彼
の
一
家
は
思
は
ぬ
失
敗
に

遭
遇
し
て
彼
等
三
人
は
そ
の
日
の
生
活
に
さ
へ
苦
し

ま
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
境
遇
に
陥
っ
た
」
「
止
む
な
く

彼
は
彼
等
を
助
く
べ
く
土
地
の
新
聞
社
に
入
っ
た
」

O
「
二
十
二
歳
の
春
」
「
彼
に
と
っ
て
は
誰
れ
に
も

代
え
が
た
い
と
思
ふ
ほ
ど
愛
し
て
居
た
母
が
僅
か
十

日
許
り
の
病
き
で
亡
く
な
っ
た
」
「
母
の
霊
前
に
供

へ
で
あ
っ
た
香
実
の
金
を
掴
ん
で
走
っ
た
」
「
か
く

て
彼
は
そ
の
年
の
夏
の
初
め
不
義
の
借
財
と
一
人
の

父
を
残
し
て
瓢
然
故
郷
を
去
っ
た
の
で
あ
っ
た
」

O
「
彼
は
そ
の
年
(
二
十
二
歳
)
の
暮
も
押
詰
ま
っ

た
三
十
一
日
、
東
京
に
あ
る
友
を
頼
っ
て
そ
の
お
ち

ぶ
れ
た
姿
を
目
白
の
停
車
場
に
酒
し
た
」

O
「
彼
か
東
京
で
或
る
雑
誌
社
に
職
を
求
め
得
た
の

は
翌
年
の
四
月
で
あ
っ
た
」
、

そ
れ
ぞ
れ
の
年
齢
を
数
え
年
の
こ
と
と
し
て
換
算

す
る
と
「
土
地
の
新
聞
社
に
入
っ
た
」
「
十
七
歳
」

l
明
治
位
年
、
出
奔
・
上
京
の
「
二
十
二
歳
」

1
大

正
3
年
、
「
東
京
で
或
る
雑
誌
社
に
職
を
求
め
得

た
」
「
翌
年
」
と
は
大
正
4
年
の
こ
と
と
な
る
。
創

作
と
い
う
形
態
を
と
っ
て
い
る
以
上
慎
重
を
期
さ
ね

ば
な
ら
ぬ
点
も
あ
ろ
う
が
、
高
崎
正
秀
の
「
北
野
博

美
年
譜
そ
の
他
」
「
北
野
博
美
大
人
と
「
年
中
行

事
』
の
こ
と
ず
も
」
(
臨
川
書
庖
『
年
中
行
事
」
内

容
見
本
昭
和
灯
)
の
叙
述
や
「
秋
田
雨
雀
日
記
』

の
記
述
な
ど
と
併
せ
て
考
え
て
み
る
と
合
致
す
る
点

も
多
く
見
ら
れ
、
《
北
野
》
の
自
伝
と
し
て
か
な
り

有
力
な
裏
付
け
資
料
と
見
な
し
て
も
よ
か
ろ
う
(
北

野
と
雑
誌
『
斯
論
』
及
ぴ
帝
園
聯
合
青
年
舎
と
の
関

係
性
な
ど
は
未
詳
。
)

註

「
民
俗
学
に
寄
与
し
た
ひ
と
ぴ
と
」
「
日
本
民
俗
学
大
系

7
」
平
凡
社
昭
和
制

拙
稿
「
裏
方
の
ひ
と
|
北
野
博
美
と
折
口
信
夫
」
、
「
裏

方
の
ひ
と
北
野
博
美
伝
」
(
①
i
③
)
参
照
の
こ
と
。

田
中
純
一
郎
は
『
日
本
映
画
史
発
掘
』
(
冬
樹
社
昭
和

町
)
の
中
で
北
野
と
の
出
会
い
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に

語
っ
て
い
る
。
「
(
大
正
八
年
の
ス
ペ
イ
ン
風
邪
の
)
病

後
の
静
養
に
、
群
馬
の
山
の
中
の
温
泉
で
三
カ
月
ほ
ど
暮

ら
し
て
い
た
時
、
旧
友
の
温
泉
宿
の
伴
が
、
い
ま
東
京
の

珍
ら
し
い
心
理
学
者
が
別
館
に
逗
留
し
て
い
る
か
ら
逢
っ

て
み
な
い
か
、
と
い
う
の
で
、
い
っ
し
ょ
に
行
っ
て
み
る
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四
十
三
巻
四
号

4 

と
、
そ
の
頃
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
な
っ
た
ハ
ヴ
ロ
ッ
ク
・
エ

5

リ
ス
の
性
心
理
学
の
紹
介
で
知
ら
れ
た
北
野
博
美
氏
で
す
。

数
回
お
目
に
か
か
っ
て
い
る
う
ち
に
親
し
く
な
り
、
勢
い

北
野
氏
の
発
行
し
て
い
る
「
性
之
研
究
」
と
い
う
雑
誌
の

6

編
集
を
手
伝
う
こ
と
に
な
っ
た
。
私
は
こ
こ
で
漸
く
念
願

だ
っ
た
雑
誌
編
集
の
技
術
や
、
原
稿
を
書
く
こ
と
な
ど
を

7

教
わ
っ
た
の
で
す
。
ま
こ
と
、
人
生
は
出
合
い
に
あ
る
と

8

は
、
よ
く
言
っ
た
も
の
で
す
。
/
し
か
も
そ
の
研
究
所
で
、

変
態
心
理
学
の
第
一
人
者
中
村
古
峡
氏
や
、
民
俗
研
究
家

南
方
熊
楠
氏
、
江
戸
文
学
研
究
の
三
田
村
鳶
魚
氏
、
劇
作

家
秋
田
雨
雀
氏
、
詩
人
辻
潤
氏
ら
を
は
じ
め
、
お
茶
の
水

女
子
大
学
教
授
菅
原
教
造
氏
、
そ
れ
に
、
き
っ
き
話
し
た

東
京
外
国
語
学
校
仏
文
科
教
授
星
野
辰
男
氏
ら
の
知
遇
を

得
ま
し
た
。
殊
に
菅
原
先
生
や
星
野
先
生
は
文
部
省
映
画

調
査
委
員
を
さ
れ
て
い
た
の
で
、
映
画
界
内
部
の
消
息
な

ど
を
く
わ
し
く
お
聞
き
す
る
こ
と
が
で
き
、
私
は
急
に
大

人
に
な
っ
た
よ
う
で
、
専
門
学
校
や
大
学
以
上
に
よ
い
勉

強
に
な
り
ま
し
た
。
」

「
性
之
研
究
」
編
輯
兼
後
行
人
北
野
「
千
加
」
と
は
一
文

字
違
い
で
あ
る
。
雑
誌
の
中
で
も
千
加
・
千
香
と
混
用
さ

れ
て
い
る
。
坂
本
篤
が
昭
和
初
出
年
に
編
集
・
刊
行
し
た

「
は
だ
か
の
昌
三
以
茂
随
流
終
刊
之
巻
」
(
有
光
書

房
)
に
掲
載
さ
れ
た
エ
ッ
セ
イ
に
も
「
広
瀬
千
香
」
の
名

前
は
二
回
登
場
す
る
。
本
川
桂
川
「
昌
三
艶
話
一
昌
三
と

私
」
豊
仲
鍬
之
助
「
政
三
・
昌
三
・
少
雨
荘
」

9 

該
当
者
な
し
。
北
野
晃
氏
に
伺
っ
た
と
こ
ろ
、
広
瀬
千
加

の
父
親
は
そ
の
名
を
慶
次
郎
と
い
い
母
親
は
久
と
い
っ
た

そ
、
フ
だ
。

千
加
が
本
名
。
千
香
、
つ
ゆ
香
は
筆
者
。

北
野
晃
氏
談
。

北
野
晃
氏
談
。

「
大
塚
の
高
台
、
巣
鴨
の
宮
仲
に
私
は
住
ん
で
ゐ
た
が

(
大
正
五
年
)
、
隣
家
は
遠
藤
清
子
さ
ん
(
も
と
岩
野
泡

鳴
夫
人
)
の
お
宅
(
以
下
略
)
。
田
中
玉
堂
や
松
本
雲
舟

・
:
此
人
は
同
じ
宮
仲
に
住
ん
で
ゐ
た
。
清
子
き
ん
宅
へ
よ

く
来
ら
れ
た
の
で
、
其
処
で
私
は
知
己
と
な
っ
た
。
」
広

瀬
千
香
『
恩
ひ
出
雑
多
帖
』
(
一

O
五
ペ
ー
ジ
)

「
著
者
略
伝
」
『
花
万
字
』
昭
和
U

同
成
社
「
民
俗

芸
術
」
(
第
一
巻
第
六
号
昭
和
三
年
六
月
七
六
ペ
ー

ジ
)
掲
載
の
「
秋
田
豚
大
館
で
聞
い
た
方
言
五
一
言
律
詩
」

の
筆
者
・
安
成
三
郎
は
安
成
次
郎
の
変
名
か
。

「
裏
方
の
ひ
と
北
野
博
美
伝
③
」
『
若
越
郷
土
研
究
』

(
必
の

4
)
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