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青
木
周
平
氏
は
、
昭
和
二
七
年
三
月
の
生
ま
れ
。
存
命
で
あ
れ
ば
今
頃

は
六
〇
代
前
半
に
差
し
掛
か
り
、
こ
れ
か
ら
い
よ
い
よ
斯
界
の
重
鎮
と
し

て
そ
の
存
在
感
を
示
す
頃
合
い
と
な
っ
て
い
た
筈
だ
が
、
惜
し
い
こ
と
に

平
成
二
〇
年
の
十
一
月
、
忽
然
と
こ
の
世
を
去
っ
て
し
ま
っ
た
。
享
年
五

六
歳
。
平
均
寿
命
が
八
〇
歳
に
も
至
り
百
歳
を
超
え
る
の
も
不
思
議
で
な

く
な
っ
た
昨
今
、
あ
ま
り
に
も
早
い
逝
去
で
あ
っ
た
。

い
ま
、「
こ
れ
か
ら
い
よ
い
よ
斯
界
の
重
鎮
…
…
」
と
記
し
た
ば
か
り

だ
が
、
実
の
と
こ
ろ
を
言
え
ば
、
青
木
氏
は
五
〇
代
に
し
て
す
で
に
重
鎮

の
風
格
を
漂
わ
せ
て
い
た
。
そ
れ
は
「
挙
措
動
作
が
尊
大
だ
」
と
か
「
体

格
が
い
い
」
だ
の
と
い
う
よ
う
な
些
末
卑
小
な
こ
と
で
は
な
く
、
内
か
ら

滲
み
出
て
く
る
風
格
の
よ
う
な
も
の
を
漂
わ
せ
て
い
た
と
い
う
べ
き
だ
ろ

う
。
そ
れ
は
何
よ
り
も
地
に
足
の
着
い
た
慥
か
な
学
問
と
、
謙
虚
な
態

度
、
そ
し
て
お
お
ら
か
な
人
柄
と
細
や
か
な
心
配
り
、
そ
れ
ら
が
相
俟
っ

て
醸
し
て
い
た
も
の
と
言
え
る
。

実
際
、
氏
は
学
界
で
は
活
動
の
重
心
を
古
事
記
学
会
と
上
代
文
学
会
に

置
い
て
い
た
わ
け
だ
が
、
い
ず
れ
の
学
会
で
も
そ
の
存
在
感
は
大
き
な
も

の
が
あ
り
、
青
木
氏
の
発
言
の
重
み
は
他
に
代
え
が
た
い
も
の
で
あ
り
、

周
囲
の
者
が
自
ず
と
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
仰
ぐ
存
在
と
な
っ
て
い
た
。

さ
て
、
そ
の
青
木
氏
の
著
作
集
で
あ
る
。
氏
は
國
學
院
大
學
か
ら
大
学

院
、
つ
い
で
同
大
助
手
を
経
て
、
専
任
教
員
と
し
て
教
育
・
研
究
活
動
の

青
木
周
平
著
『
青
木
周
平
著
作
集
　
上
巻
　
古
事
記
の
文
学
研
究
』

〔
紹
介
〕

神
田
典
城
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経
歴
を
進
め
て
来
た
。
い
ま
、
目
安
と
し
て
大
学
院
か
ら
を
研
究
の
実
働

期
間
と
し
て
み
る
と
三
四
年
、
昭
和
五
一
年
の
本
誌
掲
載
の
処
女
論
文

（『
青
木
周
平
先
生
追
悼　

古
代
文
芸
論
叢
』
所
収
の
業
績
一
覧
に
よ
る
）

か
ら
と
す
れ
ば
三
二
年
間
の
青
木
氏
の
足
跡
が
網
羅
さ
れ
て
い
る
。
そ
し

て
本
著
作
集
の
編
集
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
氏
の
教
え
子
達
が
手
掛
け

て
お
り
、
本
稿
の
対
象
と
な
る
「
上
巻
」
を
谷
口
雅
博
國
學
院
大
學
准
教

授
、「
中
巻
」
を
倉
住
薫
大
妻
女
子
大
学
専
任
講
師
、「
下
巻
」
を
渡
邉
卓

國
學
院
大
學
助
教
の
三
氏
が
分
担
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
氏
に
は
論
文
を
集
成
し
た
既
刊
が
二
冊
（『
古
事
記
研
究

―
歌
と
神
話
の
文
学
的
表
現
―
』『
古
代
文
学
の
歌
と
説
話
』）
存
在
す
る

の
だ
が
本
集
の
編
集
に
あ
た
っ
て
は
、
既
刊
本
を
一
旦
解
体
し
た
う
え

で
、
未
収
録
の
論
考
と
併
せ
て
あ
ら
た
め
て
テ
ー
マ
別
に
再
構
成
し
て
い

る
。編

集
に
当
た
っ
た
方
々
が
大
変
な
ご
苦
労
だ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も

な
い
だ
ろ
う
が
、
そ
の
努
力
の
お
か
げ
で
大
変
に
見
通
し
の
良
い
著
作
集

が
出
来
上
が
っ
た
と
思
う
。「
上
巻
」
を
対
象
と
し
た
本
稿
に
取
り
掛

か
っ
て
い
る
今
（
平
成
二
七
年
十
一
月
）、
す
で
に
「
中
巻
」
が
十
一
月

十
一
日
の
氏
の
命
日
を
期
し
て
刊
行
が
成
っ
て
い
る
。
両
書
を
目
に
し
て

右
記
の
思
い
を
一
層
強
く
し
た
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。

こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
全
三
巻
の
タ
イ
ト
ル
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。

　
　
　

上
巻　

古
事
記
の
文
学
研
究

　
　
　

中
巻　

古
代
の
歌
と
散
文
の
研
究

　
　
　

下
巻　

古
代
文
献
の
受
容
史
研
究

実
は
上
巻
を
眺
め
て
い
つ
つ
、
右
に
記
し
た
通
り
、
下
巻
一
巻
を
受
容

史
に
当
て
る
よ
う
に
な
る
と
こ
ろ
に
、
青
木
氏
の
研
究
の
真
骨
頂
が
あ
る

こ
と
を
思
う
。
氏
の
論
述
の
何
よ
り
も
見
る
べ
き
態
度
の
一
つ
に
、
先
行

研
究
の
徹
底
し
た
探
索
が
あ
る
。
例
え
ば
、
国
学
者
の
論
を
取
り
上
げ
て

き
ち
ん
と
評
価
を
下
し
、
そ
こ
か
ら
時
の
最
前
線
の
論
へ
の
評
価
に
及
ぶ

と
い
っ
た
姿
勢
を
疎
か
に
す
る
こ
と
が
な
い
と
い
っ
た
か
た
ち
で
そ
れ
は

あ
ら
わ
れ
て
お
り
、
か
か
る
受
容
史
の
確
か
な
把
握
が
そ
の
よ
う
な
叙
述

を
支
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。

氏
は
か
つ
て
、
稿
者
が
、
こ
の
先
行
研
究
を
網
羅
す
る
あ
り
方
に
感
心

し
て
い
る
と
い
う
話
を
し
た
折
に
、
学
界
時
評
や
古
事
記
研
究
文
献
目
録

の
仕
事
に
多
く
携
わ
っ
て
い
た
こ
と
に
よ
り
、
自
然
に
た
く
さ
ん
の
論
文

が
頭
に
入
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
と
、
さ
り
げ
な
く
語
っ
て
く
れ
た
も
の

だ
が
、
こ
れ
は
当
た
り
前
の
よ
う
に
見
え
て
、
誰
も
が
自
然
に
で
き
る
よ

う
に
な
る
も
の
で
も
な
か
ろ
う
。
研
究
テ
ー
マ
や
分
析
の
対
象
は
常
に
同

じ
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
ま
た
ま
そ
の
時
に
抱
え
て
い
る
問
題
と
リ

ン
ク
し
た
論
文
に
出
会
え
ば
、
そ
れ
は
意
識
の
中
に
留
ま
ろ
う
が
、
い
く

ら
多
数
の
論
に
触
れ
た
と
し
て
も
、
そ
う
で
な
い
も
の
の
大
方
は
通
り
過
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ぎ
て
し
ま
う
と
い
う
も
の
だ
。
蓄
積
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
常
に

問
題
意
識
を
高
く
持
っ
て
い
る
こ
と
、
今
は
直
接
関
係
な
く
と
も
い
つ
か

生
か
す
時
が
来
る
と
い
う
粘
り
強
い
意
識
の
持
続
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

は
ず
だ
。
そ
れ
は
資
質
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
そ
の
必
要
性
を
常
に
認
識
し

て
い
る
か
ら
こ
そ
実
現
す
る
は
ず
の
も
の
で
、
そ
の
意
味
で
ま
さ
に
氏
は

真
の
研
究
者
な
の
だ
と
思
う
。

さ
て
そ
れ
で
は
目
次
を
引
い
て
本
巻
の
中
身
を
瞥
見
し
て
み
よ
う
。

第
Ⅰ
編　

古
事
記
神
話
の
世
界
観

第
一
章　

記
紀
の
比
較
―
国
を
視
点
と
し
て
―

第
二
章　
『
古
事
記
』
神
話
と
『
日
本
書
紀
』
神
話

第
三
章　

大
地
の
起
源

第
四
章　

天
の
起
源

第
五
章　

高
天
原
の
形
成
―
天
原
か
ら
高
天
原
へ
―

第
六
章　

葦
原
水
穂
国
か
ら
葦
原
中
国
へ

第
七
章　
『
古
事
記
』
の
神
観
念

第
八
章　
『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』　

に
お
け
る
盟
神
探
湯
の
意
義

第
Ⅱ
編　

古
事
記
の
表
現
①
―
神
々
の
世
界
―

第
一
章　

古
事
記
の
表
現

第
二
章　

古
事
記
神
話
に
お
け
る
天
神
の
位
置

第
三
章　

伊
那
那
岐
命
と
伊
耶
那
美
命

第
四
章　
「
神
生
み
」
段
の
表
現

第
五
章　

伊
耶
那
美
命
化
成
の
表
現

第
六
章　

ス
サ
ノ
ヲ
の
名
義
と
ウ
ケ
ヒ
の
文
脈

第
七
章　

葦
原
中
国
平
定
伝
承
と
「
言
向
」

第
Ⅲ
編　

古
事
記
の
表
現
②
―
神
と
人
―

第
一
章　

神
武
記
・
高
佐
士
野
伝
承
の
神
話
的
性
格

第
二
章　

神
武
天
皇
成
婚
伝
承
と
〈
一
宿
婚
〉

第
三
章　

三
輪
神
に
み
る
〈
国
作
り
〉
と
〈
神
祭
り
〉
の
性
格

第
四
章　

倭
成
す
大
物
主
―
記
紀
の
比
較
を
通
し
て
―

第
五
章　

倭
建
命
西
征
伝
承
の
空
間
認
識

第
六
章　

倭
建
命
東
征
伝
承
と
「
言
拳
」

第
七
章　

ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
説
話
―
古
事
記
の
文
学
性
の
検
証
―

第
Ⅳ
編　

古
事
記
の
表
現
③
―
会
話
文
と
歌
―

第
一
章　

古
事
記
に
お
け
る
会
話
文
の
性
格

第
二
章　

垂
仁
記
・
沙
本

賣
物
語
に
お
け
る
会
話
文
の
性
格

第
三
章　

雄
略
記
・
赤
猪
子
物
語
に
お
け
る
会
話
文
の
性
格

第
四
章　

赤
猪
子
物
語
に
み
る
〈
老
〉
表
現

第
五
章　

履
中
記
に
お
け
る
歌
の
機
能

第
六
章　

会
話
文
と
仮
名
表
記
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こ
れ
を
一
瞥
し
た
だ
け
で
、
青
木
氏
の
守
備
範
囲
の
広
さ
が
容
易
に
想

像
で
き
る
と
い
う
も
の
だ
ろ
う
。「
古
事
記
」
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ

う
に
、
上
中
下
三
巻
の
そ
れ
ぞ
れ
に
性
格
の
違
い
が
み
ら
れ
、
も
ち
ろ
ん

あ
る
一
貫
し
た
構
想
の
下
に
あ
る
に
し
て
も
、
取
り
上
げ
る
方
は
、
そ
れ

ぞ
れ
に
得
意
な
分
野
と
い
う
偏
り
を
生
み
が
ち
で
あ
る
。

そ
の
点
、
青
木
氏
の
視
界
は
目
次
に
表
れ
て
い
る
通
り
、
い
わ
ゆ
る
序

文
か
ら
下
巻
ま
で
す
べ
て
の
巻
を
カ
バ
ー
し
て
い
る
。
し
か
も
、
本
著
作

集
の
う
ち
の
一
巻
（
中
巻
）
が
「
歌
と
散
文
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
あ
る

こ
と
に
も
氏
の
研
究
が
、
横
断
的
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
だ

が
、
本
巻
は
古
事
記
に
関
わ
る
論
文
を
集
め
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味

で
は
全
体
と
し
て
散
文
研
究
と
い
う
括
り
に
な
る
の
だ
ろ
う
が
、
タ
イ
ト

ル
に
も
表
れ
て
い
る
通
り
、
テ
ー
マ
に
は
歌
謡
も
含
ま
れ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
念
の
た
め
説
明
し
て
お
く
と
、「
歌
」
を
タ
イ
ト
ル

に
含
む
の
は
第
Ⅳ
編
第
五
章
の
み
だ
が
、
実
は
第
Ⅳ
編
第
一
章
冒
頭
に
次

の
よ
う
に
あ
る
。

古
事
記
に
歌
が
存
在
す
る
意
味
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
さ
ま
ざ
ま

な
観
点
か
ら
論
じ
ら
れ
て
い
る
。（
中
略
）
筆
者
も
（
中
略
）
一
つ

の
視
点
と
し
て
、
歌
と
地
の
文
の
接
続
が
、
会
話
文
な
ど
と
同
様
の

形
式
を
も
つ
と
い
う
事
実
に
、
も
っ
と
注
目
し
て
よ
い
の
で
は
な
い

か
と
考
え
る
。
当
た
り
前
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
歌
が
古
事
記
に
あ

る
第
一
の
意
味
は
、
そ
の
会
話
性
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。（
以
下
略
）

つ
ま
り
、
第
Ⅳ
編
は
全
体
が
古
事
記
に
お
け
る
「
歌
」
を
解
明
す
る
た

め
の
論
な
の
で
あ
る
。

本
巻
の
編
集
を
担
当
し
た
谷
口
氏
が
解
説
で
、
こ
の
辺
り
の
こ
と
に
つ

い
て
端
的
に
述
べ
て
い
る
の
で
、
そ
こ
か
ら
言
葉
を
借
り
て
み
よ
う
。

先
生
の
学
問
は
非
常
に
幅
が
広
く
、
上
代
散
文
に
留
ま
ら
ず
に
韻

文
分
野
も
研
究
の
対
象
と
し
て
い
た
。
韻
文
も
、
と
い
う
よ
り
も
、

散
文
研
究
と
韻
文
研
究
と
が
一
体
の
も
の
と
し
て
あ
っ
た
と
言
え

る
。

研
究
者
と
は
所
詮
オ
タ
ク
で
あ
り
、
と
か
く
タ
コ
ツ
ボ
化
し
が
ち
な
も

の
だ
が
、
こ
こ
ま
で
述
べ
て
来
れ
ば
、
青
木
周
平
と
い
う
研
究
者
が
い
か

に
稀
有
な
存
在
だ
っ
た
か
が
わ
か
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
紹
介
の
文
と
し
て
は
、
こ
こ
か
ら
更
に
本
書
の
内
容
に
踏

み
込
む
べ
き
か
と
は
思
う
。
し
か
し
な
が
ら
本
書
に
は
、
右
に
引
い
た
と

こ
ろ
で
も
あ
る
が
、
編
集
担
当
者
の
詳
細
・
周
到
な
各
論
の
解
説
が
あ

り
、
稿
者
が
あ
ら
た
め
て
述
べ
立
て
る
ま
で
も
な
く
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま

引
き
写
し
て
し
ま
う
の
が
最
上
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
で
は
あ
ま
り

に
芸
が
な
い
。
そ
こ
で
、
稿
者
と
し
て
は
本
書
の
意
義
に
つ
い
て
述
べ
る

こ
と
に
重
点
を
置
い
て
み
た
い
。
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本
書
に
盛
ら
れ
た
氏
の
研
究
成
果
自
体
が
多
く
の
示
唆
を
含
み
、
残
さ

れ
た
我
々
に
よ
る
さ
ら
な
る
展
開
を
待
っ
て
い
る
の
は
言
う
ま
で
も
な

い
。
と
同
時
に
、
青
木
氏
の
謦
咳
に
触
れ
る
機
会
が
永
遠
に
失
わ
れ
た
後

進
の
人
た
ち
は
特
に
、
こ
の
書
を
通
じ
て
研
究
と
い
う
も
の
の
あ
り
方
を

こ
そ
学
ぶ
べ
き
だ
ろ
う
。

す
で
に
右
に
述
べ
て
き
た
こ
と
の
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
氏
の
研
究
態

度
の
要
諦
は
、
広
い
視
野
と
先
行
研
究
の
博
捜
・
咀
嚼
。
そ
こ
か
ら
生
み

出
さ
れ
る
着
実
な
論
の
展
開
と
言
う
に
尽
き
よ
う
か
。

と
り
わ
け
、
先
行
研
究
の
博
捜
は
後
進
の
第
一
に
見
習
う
べ
き
と
こ
ろ

で
あ
ろ
う
。
実
行
す
る
と
な
る
と
手
間
暇
の
か
か
る
も
の
だ
が
、
そ
こ
を

疎
か
に
し
な
い
こ
と
が
、
論
の
慥
か
さ
を
呼
び
込
む
の
だ
と
思
う
。
そ
れ

も
、
単
に
「
引
く
」
だ
け
で
な
く
、
き
ち
ん
と
評
価
し
た
う
え
で
の
こ
と

だ
。
他
者
の
業
績
の
評
価
は
そ
れ
自
体
力
量
を
必
要
と
す
る
の
だ
が
、
逆

に
そ
れ
を
心
が
け
る
こ
と
で
、
論
を
読
み
込
む
力
が
涵
養
さ
れ
る
と
い
う

も
の
だ
ろ
う
。
是
非
本
書
を
通
じ
て
そ
こ
を
学
び
取
る
こ
と
を
薦
め
た

い
。氏

は
、
研
究
者
と
し
て
有
能
だ
っ
た
だ
け
で
な
く
、
組
織
の
運
営
に
も

優
れ
た
手
腕
を
み
せ
て
い
た
。
稿
者
は
学
会
の
運
営
な
ど
を
通
じ
て
そ
の

姿
を
目
の
当
た
り
に
し
て
い
た
わ
け
だ
が
、
勤
務
先
で
も
そ
の
力
を
発
揮

し
て
、
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
推
進
は
も
ち
ろ
ん
の
事
、
研
究
以
外
の
仕

事
で
も
多
忙
を
極
め
て
い
た
と
聞
い
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
中
で
、
こ
れ

だ
け
の
緻
密
な
研
究
レ
ベ
ル
を
維
持
し
て
い
た
と
い
う
の
は
、
驚
く
べ
き

こ
と
と
言
っ
て
良
い
だ
ろ
う
。

も
ち
ろ
ん
誰
も
が
青
木
周
平
に
な
れ
る
わ
け
で
も
な
い
し
、
そ
の
よ
う

な
こ
と
を
目
指
し
て
も
意
味
は
な
い
。
し
か
し
、
研
究
の
基
本
を
し
っ
か

り
持
ち
続
け
る
と
い
う
姿
勢
は
学
ん
で
損
は
な
い
。

（
A
５
判
、
五
〇
四
頁
、
お
う
ふ
う
、
二
〇
一
五
年
三
月
発
行
、
定
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一

二
〇
〇
〇
円
＋
税
）


