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内
海

裏
方
の
ひ
と
|
北
野
博
美
伝
③

裏
方
の
ひ
と

l
北
野
博
美
伝
③

内

海

宏

隆

4
検
証
作
業
⑤
新
聞
記
者
時
代

「
高
崎
年
譜
」
の
第
三
項
に
は
「
従
兄
滝
沢
豊

(
朝
日
新
聞
社
福
井
支
局
長
)
に
よ
り
、
一
四
、
五

歳
よ
り
新
聞
記
者
生
活
に
入
り
云
々
」
と
あ
る
。
筆

者
は
朝
日
新
聞
社
福
井
支
局
に
、
明
治
幼

1
4
年
こ

ろ
《
北
野
博
美
》
が
在
籍
し
た
か
ど
う
か
の
確
認
を
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と
っ
た
。
電
話
で
問
い
合
わ
せ
た
と
こ
ろ
、
福
井
支

局
の
吉
田
さ
ん
は
ま
ず
『
朝
日
新
聞
社
大
阪
本
社
通

信
部
史
』
(
昭
和
白
年
発
行
)
の
「
同
人
名
簿
」
の

寸
明
治
お
年
l
大
正

5
年
ま
で
」
の
コ
ピ
ー
を

F
A

X
で
送
っ
て
く
だ
さ
っ
た
。
「
明
治
時
代
の
名
簿
は

明
確
で
な
い
」
と
い
う
断
り
書
き
が
あ
っ
た
が
、
は

た
し
て
《
北
野
博
美
》
の
名
前
を
見
つ
け
る
こ
と
は

で
き
な
か
っ
た
。
滝
沢
豊
の
名
前
で
す
ら
大
正
4
年

(
l
i
ロ
月
)
の
[
内
地
通
信
員
]
の
欄
に
よ
う
や

く
掲
載
さ
れ
て
い
る
始
末
で
あ
る
。
明
治
必
年

(
7

月
1
日
)
以
降
大
正
3
年

(
1
1
7
月
)
[
内
地
通

信
員
]
の
(
福
井
)
の
欄
に
は
土
生
彰
と
い
う
名
前

が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
新
た
に
出
て
来
た
疑
問
点
も

含
め
て
再
度
、
朝
日
新
聞
社
福
井
支
局
に

F
A
X
を

送
っ
た
。
(
左
記
文
面
)

朝
日
新
聞
社
福
井
支
局
吉
田
様

早
速
対
応
し
て
下
さ
っ
て
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。
同
人
名
簿
に
北
野
文
次
郎
(
博
美
)
の
名
前
を

確
認
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
他
い

く
つ
か
お
聞
き
し
た
い
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
す
。
よ
ろ

し
く
お
と
り
な
し
の
ほ
ど
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

朝
日
新
聞
福
井
支
局
の
開
設
は
い
つ
の
こ
と

Q 

で
す
か
。

Q
2

滝
沢
豊
が
朝
日
に
入
社
し
た
の
は
い
つ
の
こ

と
で
す
か
。

Q
3

滝
沢
豊
が
朝
日
新
聞
社
福
井
支
局
長
に
就
任

し
た
の
は
い
つ
の
こ
と
で
し
ょ
、
7
か。

Q
4

同
人
名
簿
で
は
大
正

3
年
ま
で
内
地
通
信
員

福
井
の
欄
に
土
生
彰
の
名
前
が
あ
り
、
翌
4
年
よ
り

滝
沢
豊
の
名
前
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
大
正
4
年
を
滝

沢
が
支
局
長
に
就
任
し
た
年
と
考
え
て
も
よ
い
で
し

ょ
う
か
。
(
福
井
商
業
高
校
の
校
史
編
纂
係
の
松
田

先
生
に
よ
れ
ば
滝
沢
は
昭
和
叩
年
支
局
長
在
職
中
に

死

亡

し

た

と

の

こ

と

で

す

。

)

朝

日

新

聞

福

井

支

局

吉

田

Q
5

明
治
羽
1
必
年
頃
の
ロ
ー
カ
ル
記
事
で
北
野

A
1

福
井
支
局
の
開
設
は
と
い
う
こ
と
で
す
が

博
美
・
博
美
生
・
ヒ
ロ
ミ
生
・
北
野
文
次
郎
な
ど
の

(
F
A
X
N
0
6
)
の
県
別
の
小
史
に
よ
り
ま
す

署
名
記
事
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。
と
、
通
信
員
が
配
置
さ
れ
た
の
が
、
明
治
加
年
と
い

ご
迷
惑
を
お
か
け
し
て
申
し
訳
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
う
こ
と
で
す
。

日
本
民
俗
学
勃
興
期
を
支
え
た
北
野
博
美
は
重
要
な

A
2

滝
沢
豊
氏
が
入
社
し
た
の
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。

人
物
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
伝
記
未
詳
な
部
分
が

A
3
・
4

こ
れ
も
わ
か
り
ま
せ
ん
。
大
正
日
年
の

多
い
の
で
す
。
よ
ろ
し
く
お
と
り
は
か
ら
い
下
さ
い
。
福
井
通
信
部
の
名
簿
(
編
年
史
別
巻
)
に
は
主
任
滝

攻
玉
社
中
学
・
高
等
学
校
内
海
宏
隆
沢
豊
と
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
き
の
う
お
送
り
し
ま

こ
れ
に
対
す
る

F
A
X
に
よ
る
返
事
は
左
記
の
通
り
。
し
た
同
人
名
簿
で
は
昭
和
9
年
ま
で
は
滝
沢
豊
氏
の

名
前
が
あ
り
ま
す
が
、
昭
和
凶
年
(
叩
月
5
日
)
の

名
簿
に
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
昭
和
叩
年
に
死
亡
さ

F
A
X
送
信
の
お
知
ら
せ

攻
玉
社
内
海
宏
隆
様

メ
ッ
セ
ー
ジ
お
問
い
合
わ
せ
の
質
問
で
す
が
、
こ

ち
ら
の
支
局
で
は
社
史
を
調
べ
る
こ
と
が
で
き
ま
せ

ん
の
で
、
ご
期
待
に
そ
え
る
お
答
え
を
出
す
こ
と
は

不
可
能
で
す
。
わ
か
る
範
囲
で
答
え
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。
な
お
、
大
阪
本
社
総
務
部
人
事
課
に
お
問

い
合
わ
せ
い
た
だ
く
と
、
こ
ち
ら
の
支
局
よ
り
は
詳

し
い
内
容
が
わ
か
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
大
阪
本
社

代
表
電
話
番
号
(
省
略
)
人
事
課
内
線
電
話
番
号

(
省
略
)

1
9
9
6
年
7
月
日
日
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れ
た
の
は
間
違
い
な
い
と
思
わ
れ
ま
す
。

A
5

明
治
判
j
位
年
頃
に
は
地
方
版
と
い
う
の
が

ま
だ
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
大
正

2
年
に
ロ
ー
カ
ル

情
報
「
北
陸
だ
よ
り
」
が
発
信
さ
れ
、
大
正
4
年
に

な
っ
て
初
の
地
方
版
「
北
陸
版
」
が
夕
刊
に
登
場
し

た
と
い
う
こ
と
で
す
。

61 

そ
こ
で
朝
日
新
聞
社
大
阪
本
社
総
務
部
人
事
課
に

電
話
に
よ
る
問
い
合
わ
せ
を
し
た
と
こ
ろ
以
下
の
こ

と
が
わ
か
っ
た
。
滝
沢
豊
は
明
治
位
年
ま
で
は
福
井

新
聞
社
に
在
籍
し
、
朝
日
新
聞
社
に
移
っ
た
の
は
翌

必
年
の
こ
と
。
滝
沢
豊
は
そ
の
時
点
で
嘱
託
の
通
信

員
で
あ
っ
た
。
大
正

9
年
専
属
の
通
信
員
と
な
り
、

大
正
日
年
か
ら
没
年
で
あ
る
昭
和
叩
年
ま
で
通
信
部

主
任
を
務
め
た
。
福
井
支
局
長
を
務
め
た
こ
と
は
な

か
っ
た
と
の
こ
と
。
《
北
野
》
に
関
し
て
は
全
く
解

ら
な
か
っ
た
が
、
当
時
の
新
聞
記
者
は
自
分
の
ポ
ケ

ッ
ト
マ
ネ
ー
で
情
報
を
仕
入
れ
る
た
め
に
何
人
か
の

記
者
を
雇
っ
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
た
か
ら
、
《
北

野
》
は
お
そ
ら
く
そ
う
い
っ
た
感
じ
で
滝
沢
に
仕
え

て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
、
と
い
、
7
こ
と
。

で
は
福
井
新
聞
社
の
方
で
実
際
に
《
北
野
博
美
》

が
記
者
生
活
を
し
て
い
た
痕
跡
が
あ
っ
た
か
ど
う
か

内
海

裏
方
の
ひ
と
|
北
野
博
美
伝
③

と
い
う
と
今
の
と
こ
ろ
不
明
で
あ
る
。
福
井
新
聞
社

社
史
編
纂
室
の
武
藤
公
輔
さ
ん
に
電
話
で
問
い
合
わ

せ
を
し
た
と
こ
ろ
、
現
在
「
福
井
新
聞
社
百
年
史
」

を
編
纂
中
で
あ
る
が
現
在
の
時
点
で
そ
の
よ
う
な
事

実
は
見
当
た
ら
な
い
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
調
べ
て

は
み
る
が
な
に
ぶ
ん
福
井
は
第
二
次
大
戦
の
際
に
大

空
襲
に
あ
っ
て
い
る
し
、
福
井
地
震
に
も
遭
遇
し
て

い
る
の
で
資
料
の
大
半
が
消
失
・
紛
失
し
て
し
ま
い

そ
の
復
元
に
現
在
も
た
い
へ
ん
手
間
取
っ
て
い
る
と

の
こ
と
だ
っ
た
。
武
藤
氏
も
「
北
野
は
お
そ
ら
く

『
坊
ち
ゃ
ん
』
と
呼
ば
れ
た
記
者
の
雑
用
係
・
下
働
き

の
給
仕
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
『
坊
ち
ゃ
ん
』

で
あ
れ
ば
公
的
な
記
録
に
名
を
残
す
こ
と
は
な
い
か

ら
痕
跡
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
を
確
か
め
る
の
は
難
し

い
」
と
推
察
さ
れ
た
。
つ
ま
り
福
井
新
聞
社
の
方
で

も
《
北
野
》
の
新
聞
記
者
時
代
の
裏
を
取
る
材
料
は

今
の
と
こ
ろ
、
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。

《
北
野
》
が
一
四
、
五
歳
こ
ろ
に
新
聞
記
者
生
活

を
し
て
い
た
と
い
う
事
実
は
結
局
掴
め
ぬ
ま
ま
で
あ

る
。
し
か
し
仮
に
そ
れ
が
事
実
で
な
か
っ
た
と
し
て

も
細
部
で
は
あ
る
が
「
高
崎
年
譜
」
を
一
部
修
正
す

る
必
要
が
で
て
く
る
と
思
う
。
即
ち
《
北
野
》
が
新

聞
記
者
生
活
に
入
っ
た
一
四
、
五
歳
と
い
う
年
齢
か

ら
す
る
と
そ
の
時
分
は
明
治

ω
1
4
年
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
そ
の
時
期
滝
沢
豊
は
福
井
新
聞
社
の
記
者

を
し
て
い
た
わ
け
だ
か
ら
、
「
従
兄
滝
沢
豊
(
福
井

新
聞
社
記
者
・
の
ち
に
朝
日
新
聞
社
福
井
支
局
通
信

部
主
任
)
云
々
し
と
。

前
出
・
『
性
之
研
究
』
掲
載
の
エ
ッ
セ
イ
「
内
詮

ば
な
し
親
し
み
深
き
舎
員
諸
君
へ
」
の
別
の
箇

所
に
は
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

(
前
略
)
私
は
馬
鹿
で
は
な
い
。
私
は
さ
う
信
じ

て
ゐ
る
。
私
だ
っ
て
満
更
儲
け
る
術
を
知
ら
な
い
誇

で
は
な
い
。
同
じ
雑
誌
を
出
す
に
し
て
も
、
も
っ
と

責
れ
る
雑
誌
を
作
る
こ
と
位
は
知
っ
て
ゐ
る
。
寧
ろ

そ
の
方
な
ら
ば
下
手
と
い
ふ
よ
り
も
上
手
な
婦
人
雑

誌
の
編
輯
者
位
の
手
腕
は
持
っ
て
ゐ
る
積
り
で
あ
る
。

た
で
ど
う
い
ふ
謬
か
今
の
私
は
苦
し
み
な
が
ら
も
そ

ん
な
こ
と
が
支
度
く
な
い
と
思
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

「
も
っ
と
責
れ
る
雑
誌
を
作
る
こ
と
位
は
知
っ
て

ゐ
る
」
「
上
手
な
婦
人
雑
誌
の
編
輯
者
位
の
手
腕
は

持
っ
て
ゐ
る
積
り
」
と
い
う
一
言
葉
か
ら
伺
え
る
《
北

野
》
の
自
信
・
自
負
は
ど
こ
か
ら
く
る
も
の
な
の
だ

ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
後
年
本
人
が
高
崎
正
秀
に
向
か
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っ
て
語
っ
た
と
こ
ろ
の
「
一
四
、
五
歳
こ
ろ
か
ら
」

叩
き
上
げ
た
「
新
聞
記
者
L

体
験
な
ど
が
そ
う
い
わ

せ
て
い
る
よ
う
に
筆
者
に
は
思
え
る
の
だ
。

ま
た
も
う
一
つ
注
目
し
て
よ
さ
そ
う
な
情
報
を
前

出
・
加
藤
賓
さ
ん
か
ら
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
実
は

加
藤
賓
さ
ん
の
父
上
H
吉
田
一
元
日
《
北
野
博
美
》

滝
沢
豊
両
人
に
と
っ
て
従
兄
に
あ
た
る
ひ
と
も
朝
日

新
聞
社
大
阪
本
社
の
記
者
で
あ
り
、
「
新
聞
記
者
と

し
て
ニ
ュ
ー
ス
に
我
が
国
で
初
め
て
速
記
を
取
り
入

れ
た
人
」
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。
後
年
、
折

口
の
口
述
筆
記
者
と
し
て
・
『
民
俗
芸
術
』
を
初
め

と
す
る
多
く
の
雑
誌
編
集
者
と
し
て
活
躍
す
る
こ
と

に
な
る
《
北
野
博
美
》
の
下
地
・
素
養
と
い
っ
た
も

の
は
こ
う
し
た
年
上
の
従
兄
た
ち
の
影
響
を
大
な
り

小
な
り
受
け
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る

の
だ
。こ

れ
も
後
日
談
で
あ
る
が
、
北
野
晃
氏
よ
り
二
つ

の
資
料
提
供
を
賜
っ
た
。
昭
和
必
年
に
臨
川
書
庖
よ

り
「
年
中
行
事
」
が
復
刊
さ
れ
た
際
に
作
ら
れ
た
内

容
見
本
で
あ
る
。
そ
の
中
で
推
薦
の
こ
と
ば
を
当
時

国
学
院
大
学
教
授
高
崎
正
秀
、
成
城
大
学
教
授
大
藤

時
彦
、
早
稲
田
大
学
教
授
本
田
安
次
の
三
人
が
寄
せ

て
い
る
。
高
崎
正
秀
は
「
北
野
博
美
大
人
と
『
年
中

行
事
』
の
こ
と
ゾ
も
」
と
題
し
て
千
字
程
度
で
北
野

博
美
の
人
物
を
語
っ
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
ほ
ぽ

J

向
崎
年
譜
」
に
一
致
す
る
も
の
だ
が
、
注
目
す
べ

き
点
は
「
年
十
六
歳
福
井
新
聞
に
入
社
、
社
会
部
記

者
と
し
て
活
躍
」
と
い
う
一
節
に
あ
る
。
「
吉
岡
崎
年

譜
」
に
「
十
四
、
五
歳
よ
り
新
聞
記
者
生
活
に
入

り
」
と
あ
っ
た
こ
と
か
ら
明
治
ω
1
4
年
の
間
ば
か

り
に
気
を
と
ら
れ
て
い
た
。
明
治
加
年
生
ま
れ
の
博

美
が
十
六
歳
の
と
き
は
明
治
必
年
に
あ
た
る
。
こ
れ

は
滝
沢
豊
が
福
井
新
聞
社
か
ら
朝
日
新
聞
社
に
移
っ

た
年
に
も
あ
た
る
。
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
福
井
商
業
学

校
中
退
の
の
ち
「
坊
ち
ゃ
ん
」
と
し
て
つ
十
四
、
五

歳
よ
り
新
聞
記
者
生
活
に
入
り
」
(
「
高
崎
年
譜
」

記
述
)
滝
沢
豊
の
福
井
新
聞
退
社
に
と
も
な
っ
て
十

六
歳
の
時
正
式
に
「
福
井
新
聞
社
会
部
記
者
」
と
し

て
採
用
さ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
(
註
日
)
(
あ

と
は
福
井
新
聞
記
者
と
し
て
の
業
績
が
当
時
の
新
聞

記
事
の
中
か
ら
み
つ
け
ら
れ
れ
ば
裏
が
と
れ
る
の
だ

が
残
念
な
が
ら
未
見
で
あ
る
。
)
も
う
一
つ
は
帝
国

聯
合
青
年
舎
発
行
の
月
刊
雑
誌
『
斯
論
』
(
第
一
巻

第
六
号
大
正

6
年
叩
月
)
に
掲
載
さ
れ
た
北
野
文

次
郎
の
小
説
「
そ
れ
が
事
賓
な
ら
L

の
コ
ピ
ー
で
あ

る
。
「
今
年
二
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
が
多
分
《
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
。

①
「
十
七
歳
の
秋
」
「
彼
の
一
家
は
思
わ
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
」

②
「
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
L

「
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
L

③
「
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
白
白
の
停
車
場
に
酒
し
た
L

④
「
彼
か
東
京
で
或
る
雑
誌
祉
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
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す

る

と

「

土

地

の

新

聞

社

に

入

っ

た

」

「

十

七

歳

L

H
明
治
必
年
(
満
目
歳
)
、
出
奔
・
上
京
の

「
二
十
二
歳
」
日
大
正

3
年
(
満
幻
歳
)
、
「
東
京

で
或
る
雑
誌
社
に
に
職
を
求
め
得
た
」
「
翌
年
」
と

は
大
正

4
年
(
満
幻
歳
)
の
こ
と
と
な
る
。
(
物
語

に
お
け
る
「
現
在
」
彼
の
年
齢
は
二
十
五
歳
と
設
定

さ
れ
て
い
る
が
、
明
治
初
年
生
ま
れ
の
《
北
野
》
に

と
っ
て
こ
の
雑
誌
の
刊
行
さ
れ
た
大
正
六
年
が
ま
さ

に
数
え
の
二
十
五
歳
に
あ
た
る
。
)
①
は
「
高
崎
年

譜
」
「
父
の
士
族
の
商
法
機
織
業
の
失
敗
に
よ
り

県
立
福
井
商
業
学
校
中
退
L

「
新
聞
記
者
生
活
に

入
」
る
と
い
う
部
分
に
相
当
す
る
。
(
但
し
年
齢
的

に
一
、
二
歳
の
差
が
あ
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
年
譜
L

「
北
野
博
美
大
人
と
『
年

中
行
事
』
の
こ
と
ず
も
L

(

前
出
)
の
叙
述
や
『
秋

田
雨
雀
日
記
』
の
記
述
(
註
ロ
)
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
青
春
時
代
を
物
語
る
有
力
な
裏
付
け
資
料
と

見
な
し
て
も
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

5

結
び
に
か
え
て

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
北
野
博
美
の
生
涯
、
特
に

出
自

i
少
年
時
代
に
つ
い
て
は
甚
だ
不
明
な
点
が
多

ぃ
。
今
後
も
福
井
が
生
ん
だ
日
本
民
俗
学
蔭
の
功
労

者

H
北
野
博
美
に
つ
い
て
更
な
る
調
査
研
究
を
続
け

北
野
の
伝
記
な
ら
び
に
日
本
民
俗
学
草
創
期
の
歴
史

を
よ
り
明
ら
か
な
る
も
の
に
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
思
っ
て
い
る
。
北
野
の
郷
土
・
福
井
で
ご

活
躍
の
先
学
諸
賢
の
ご
教
示
・
ご
鞭
縫
を
切
に
願
い

つ
つ
ひ
と
ま
ず
こ
の
レ
ポ
ー
ト
を
終
わ
り
た
い
。

註M

山
北
野
晃
氏
よ
り
寸
変
態
心
理
」
第
M
巻
第
2
号
に

「
明
位
、
エ
ン
ピ
ツ
刷
り
役
の
小
記
者
は
、
一
七
才
の

と
き
福
井
市
の
南
五
里
、
粟
田
部
と
い
う
山
村
に
一
夏

能
っ
て
勉
学
し
た
」
と
い
う
内
容
の
記
事
が
あ
る
と
い

う
ご
指
摘
を
受
け
た
。
明
治
位
年
北
野
は
一
六
歳
で
あ

り
、
晃
氏
が
二
七
歳
」
と
お
っ
し
ゃ
る
の
は
お
そ
ら

く
数
え
年
で
の
こ
と
だ
ろ
う
。

日
昭
和
印

iω
年
に
か
け
て
福
井
新
聞
記
者
・
和
田
稔

が
『
福
井
新
聞
』
に
連
載
し
た
「
明
治
ふ
く
い
新
聞

録
」
(
第
幻
回
)
を
み
る
と
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
あ

る
。
「
(
明
治
位
年
)
当
時
の
福
井
新
聞
編
集
局
の
顔

ぶ
れ
を
調
べ
る
と
土
生
主
筆
、
蛸
島
暁
村
、
藤
田
村
雨
、

橋
本
喜
代
治
、
近
藤
泥
牛
、
伊
藤
双
岳
、
野
村
啓
次
郎
、

日
野
善
翠
、
大
倉
の
九
人
と
な
る
」
北
野
博
美
の
名
前

は
そ
こ
に
は
な
い
。
北
野
は
や
は
り
下
働
き
の
「
坊
ち

ゃ
ん
し
で
あ
っ
た
の
か
。
あ
る
い
は
明
治
初
年
1
月
お

日
生
ま
れ
の
北
野
に
と
っ
て
翌
年
の
1
月
幻
日
ま
で
は

日
歳
だ
っ
た
わ
け
だ
か
ら
、
「
社
会
部
記
者
」
本
採
用
は

明
治
必
年
1
月
の
出
来
事
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

ロ
大
正
4
年
2
月
初
日
「
晩
、
佐
藤
、
倉
若
、
北
野
君

ら
と
入
浴
。
」
の
記
事
で
北
野
の
名
は
初
め
て
登
場
す

る
。
翌
5
年
1
月
紅
白
に
は
「
実
業
世
界
へ
ゆ
き
、
北

野
君
。
安
成
君
に
あ
い
、
云
々
」
と
い
う
形
で
北
野
の

名
を
見
か
け
る
。
こ
れ
ら
の
記
事
か
ら
、
大
正
4
年
初

頭
北
野
は
既
に
上
京
を
は
た
し
て
(
秋
田
雨
雀
ら
と
と

も
に
入
浴
す
る
ま
で
呪
懇
の
間
柄
と
な
っ
て
)
お
り
、

ま
た
そ
の
翌
年
の
五
月
に
は
「
実
業
之
世
界
」
社
で
働

い
て
い
た
事
実
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
(
こ
れ
ら

は
小
説
記
述
の
③
④
に
整
合
す
る
事
実
で
あ
る
。
)

(
、
つ
つ
み
ひ
ろ
た
か
)
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