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青
山　
多
治
見
市
の
出
身
で
、
お
父
様
が
や
き
も
の
の
加
藤
孝
造
先
生
、
お
兄
様
も
愛
知
県
立
芸
術

大
学
で
洋
画
を
学
ん
で
描
い
て
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
ご
自
身
は
多
摩
美
術
大
学
に
進
み
、
日
本
画
を

学
び
ま
し
た
。
美
術
に
ご
縁
の
深
い
ご
一
家
で
す
が
、
美
術
を
仕
事
と
し
て
目
指
し
た
の
は
ご
家
庭

の
影
響
が
あ
り
ま
す
か
？

加
藤　
父
は
や
き
も
の
を
造
る
陶
工
で
、
毎
朝
し
っ
か
り
仕
事
場
に
出
て
、
帰
っ
て
く
る
と
い
う
環

境
だ
っ
た
の
で
、
自
分
自
身
ど
こ
か
の
会
社
で
働
い
て
と
い
う
環
境
を
あ
ま
り
想
像
で
き
な
か
っ
た

ん
だ
と
思
い
ま
す
。

青
山　
多
摩
美
術
大
学
で
日
本
画
と
出
会
っ
て
始
め
た
と
聞
い
て
い
ま
す
。
工
芸
で
は
な
く
絵
画
を

選
ば
れ
た
の
は
？

加
藤　
絵
が
好
き
と
い
う
の
が
一
番
に
あ
り
ま
す
し
、
平
面
の
絵
を
見
て
そ
の
世
界
に
入
る
こ
と
が

楽
し
か
っ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
工
芸
と
い
う
選
択
は
な
ぜ
か
な
か
っ
た
も
の
で
す
か
ら
。

兄
は
油
絵
に
行
き
ま
し
た
し
、
近
く
に
や
っ
て
い
る
人
が
い
な
い
と
こ
ろ
を
や
っ
て
み
よ
う
と
い
う

消
極
的
な
理
由
も
あ
り
ま
す
。

青
山　
家
族
や
育
っ
て
き
た
と
こ
ろ
か
ら
離
れ
た
い
と
い
う
の
は
表
現
の
た
め
？

加
藤　
多
治
見
は
大
好
き
な
ん
で
す
。
で
も
中
に
い
る
と
わ
か
ら
な
い
こ
と
も
あ
る
と
い
う
の
と
、

や
は
り
若
い
時
に
外
側
に
行
き
た
い
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。

青
山　
大
学
で
日
本
画
を
制
作
す
る
よ
う
に
な
っ
て
、
卒
業
後
、
団
体
の
創
画
会
に
出
品
し
て
い
ま

す
。
日
本
画
の
団
体
が
い
く
つ
か
あ
る
中
で
、
比
較
的
新
し
い
―
と
い
っ
て
も
半
世
紀
以
上
の
歴
史

が
あ
り
ま
す
が
―
あ
え
て
創
画
会
を
選
ば
れ
た
の
は
？

加
藤　
や
は
り
在
野
と
い
う
か
。
多
摩
美
自
体
が
在
野
な
ん
で
す
け
ど
も
、
そ
の
自
由
さ
が
一
番
あ

り
ま
し
た
。
私
が
学
生
だ
っ
た
八
〇
年
代
は
加
山
又
造
先
生
が
大
学
に
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
し
、

山
本
丘
人
先
生
も
生
き
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。ち
ょ
っ
と
上
の
先
輩
方
が
創
画
に
出
し
て
い
て
、

自
分
の
目
に
は
勢
い
よ
く
映
り
ま
し
た
。
本
当
に
色
々
な
パ
タ
ー
ン
が
あ
っ
て
、
創
画
は
よ
く
創
画

カ
ラ
ー
と
い
い
ま
す
け
ど
も
、
そ
の
自
由
度
が
最
も
高
く
見
え
た
と
い
う
、
魅
力
が
あ
っ
た
ん
で
す

ね
。

青
山　
最
初
か
ら
風
景
を
？

加
藤　
そ
う
で
す
ね
。
風
景
が
多
か
っ
た
で
す
が
、
最
初
か
ら
山
水
で
は
な
く
、
場
面
を
コ
マ
割
り

し
た
よ
う
な
。
底
辺
に
時
間
的
な
も
の
に
興
味
は
あ
っ
た
の
は
同
じ
で
す
が
、
出
し
方
と
し
て
は
よ

り
そ
の
時
代
っ
ぽ
い
と
い
う
か
、
コ
マ
割
り
で
視
点
を
動
か
し
て
い
く
と
い
う
方
法
で
描
い
て
い
ま

し
た
。

青
山　
多
視
点
の
風
景
と
い
う
の
が
、
近
年
の
テ
ー
マ
で
あ
る
山
水
境
、
山
水
画
に
転
換
し
て
い
く

に
は
、
何
か
大
き
な
き
っ
か
け
が
あ
っ
た
と
思
う
の
で
す
が
。

加
藤　

良
造

一
九
六
四
年
、
岐
阜
県
多
治
見
市
生
ま
れ
。
一
九
八
七
年
、
多
摩
美
術
大
学
を
卒
業
。
同
年
、
第
十
四

回
創
画
展
に
初
入
選
、
以
後
創
画
会
に
所
属
し
て
出
品
を
重
ね
る
。
多
摩
美
術
大
学
准
教
授
。
北
宋
山

水
画
の
影
響
を
受
け
、
会
場
で
は
三
年
か
け
て
制
作
し
た
大
画
面
の
作
品
を
出
品
し
た
。
二
〇
一
七
年
に

彩
鳳
堂
画
廊(

東
京)

で
個
展
を
開
催
。
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加
藤　
コ
マ
割
り
で
朝
昼
晩
を
一
つ
に
画
面
に
描
い
て
い
た
ん
で
す
け
ど
も
、
ど
う
し
て
も
一
個
で

複
数
の
事
柄
を
表
現
で
き
な
い
。
ど
う
し
よ
う
か
と
思
い
な
が
ら
も
、
ち
ょ
っ
と
古
典
的
な
と
こ
ろ

に
目
を
向
け
よ
う
か
と
思
い
ま
し
て
。
個
展
を
一
九
九
五
年
に
や
っ
た
ん
で
す
け
ど
も
、
そ
の
時
に

あ
る
人
か
ら
中
国
の
古
典
を
見
な
さ
い
と
ア
ド
バ
イ
ス
を
受
け
、
興
味
を
持
っ
て
見
始
め
ま
し
た
。

そ
ん
な
中
ち
ょ
う
ど
台
北
の
故
宮
博
物
院
で
七
〇
周
年
の
大
き
い
展
覧
会
を
や
っ
て
い
ま
し
た
。
そ

の
時
、
中
国
の
山
水
の
一
番
ピ
ー
ク
で
あ
る
北
宋
山
水
画
に
出
会
っ
て
衝
撃
を
受
け
た
と
い
う
の
が

一
番
の
き
っ
か
け
で
す
。
そ
の
時
は
よ
く
わ
か
ら
な
か
っ
た
ん
で
す
け
ど
、
何
か
わ
か
ら
な
い
け
ど

も
の
す
ご
い
、
今
ま
で
に
見
た
こ
と
が
な
い
絵
が
目
の
前
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
感
動
を
受
け
て
一

気
に
山
水
画
に
軸
を
ず
ら
し
ま
し
た
。

青
山　
中
国
の
北
宋
山
水
画
と
の
出
会
い
が
か
な
り
深
い
部
分
で
衝
撃
を
与
え
た
ん
で
す
ね
。

加
藤　
そ
う
で
す
ね
。
そ
れ
ま
で
は
割
と
絵
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
ど

う
い
う
風
に
つ
く
ら
れ
て
い
る
か
と
い
う
の
が
何
と
な
く
わ
か
っ
て
い
た
ん
で
す
が
、
北
宋
山
水
画

は
す
ご
い
の
は
わ
か
る
の
で
す
が
、
何
が
す
ご
い
の
か
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
の
と
、
山
が
描
い
て
あ

る
だ
け
で
す
が
、
全
然
違
う
こ
と
言
っ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
し
、
素
材
も
絹
本
に
墨
で
、
少
し

色
は
入
れ
ま
す
が
、
そ
の
単
純
な
も
の
の
繰
り
返
し
で
何
で
こ
ん
な
に
複
雑
な
も
の
が
で
き
る
ん
だ

ろ
う
と
い
う
こ
と
が
一
番
す
ご
か
っ
た
で
す
ね
。

青
山　
中
国
の
絵
画
や
画
論
を
勉
強
す
る
と
き
に
、よ
く
「
三
遠
法
」
を
使
っ
て
い
る
と
聞
き
ま
す
。

高
遠
、
平
遠
、
深
遠
。
つ
ま
り
、
自
分
の
視
点
か
ら
仰
ぎ
見
る
よ
う
な
視
点
、
ま
っ
す
ぐ
に
平
行
に

遠
く
を
見
据
え
る
よ
う
な
視
点
、
高
い
と
こ
ろ
か
ら
深
い
と
こ
ろ
を
の
ぞ
き
込
む
よ
う
な
視
点
、
そ

の
三
つ
の
視
点
を
組
み
込
む
こ
と
が
中
国
の
山
水
画
の
基
本
中
の
基
本
だ
と
。
複
雑
な
視
点
を
意
識

し
ま
す
か
？

加
藤　
は
い
、
も
の
す
ご
く
僕
は
押
さ
え
て
や
っ
て
い
ま
す
。
も
の
の
捉
え
方
の
問
題
に
な
っ
て
く

る
ん
で
す
が
、
山
水
画
は
自
然
と
一
体
と
な
る
こ
と
の
実
践
で
す
。
そ
れ
は
理
念
の
よ
う
な
も
の
で

す
。
把
握
す
る
と
き
に
自
分
が
見
て
い
る
視
点
と
い
う
よ
り
、
そ
の
も
の
が
全
部
を
見
渡
す
、
表
現

で
き
る
。
横
か
ら
見
る
、
上
か
ら
見
る
、
斜
め
か
ら
見
る
み
た
い
な
、
そ
れ
で
全
部
を
表
現
し
よ
う

と
い
う
。
そ
れ
に
対
し
て
西
洋
の
風
景
と
い
う
の
は
何
か
が
あ
っ
た
ら
そ
れ
が
ど
こ
か
ら
の
視
点
で

ど
ん
な
要
素
か
ら
で
き
て
い
る
の
か
と
い
う
の
を
分
析
的
に
見
て
行
っ
て
、
物
を
把
握
し
ま
す
。
そ

こ
で
視
点
が
ず
れ
て
し
ま
う
と
、
違
う
方
向
か
ら
見
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
西
洋
で
は
ご
法
度
な
ん

で
す
ね
。
西
洋
人
が
こ
う
い
う
多
視
点
の
山
水
画
を
見
る
と
散
漫
に
見
え
る
と
言
わ
れ
る
そ
う
な
ん

で
す
が
、
よ
く
よ
く
考
え
れ
ば
時
間
が
変
わ
れ
ば
も
の
の
見
方
も
変
わ
る
の
で
、
ど
っ
ち
が
合
理
的

か
と
い
え
ば
、
ぼ
く
に
と
っ
て
は
こ
っ
ち
の
方
が
合
理
的
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

青
山　
現
代
の
日
本
画
家
の
中
で
中
国
の
山
水
画
を
研
究
す
る
の
は
珍
し
い
例
か
と
思
い
ま
す
が
。

加
藤　
そ
う
で
す
ね
。
北
宋
時
代
は
西
暦
で
い
う
と
大
体
一
〇
〇
〇
年
な
ん
で
す
が
、
そ
の
時
代
に

頂
点
を
迎
え
て
そ
れ
以
上
や
る
こ
と
が
な
い
ぐ
ら
い
の
完
成
度
ま
で
行
っ
て
る
ん
で
す
ね
。
そ
の
う

え
に
ど
ん
ど
ん
新
し
い
価
値
を
の
っ
け
て
展
開
し
、
日
本
は
そ
の
後
の
文
人
画
の
流
れ
で
山
水
画
を

つ
く
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
明
治
に
日
本
の
流
派
を
新
し
く
一
個
の
も
の
に
ま
と
め
た
と
き
に
、
南

画
系
な
ど
元
々
流
れ
て
き
た
も
の
を
切
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
れ
で
新
し
い
「
絵
」
が
自
立
し
た
と
き

に
教
養
が
な
い
と
わ
か
ら
な
い
も
の
は
避
け
る
よ
う
に
な
り
、
よ
り
視
覚
的
な
方
向
に
な
り
ま
す
。

あ
ま
り
に
も
教
養
に
縛
ら
れ
す
ぎ
て
新
し
い
価
値
を
見
つ
け
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
る
と

思
い
ま
す
。
新
南
画
と
し
て
文
人
画
は
復
興
し
ま
す
が
山
水
画
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
も
そ

加
藤
良
造
《
山
水
境
》
二
〇
一
四
・

二
〇
一
五・二
〇
一
六
年
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も
江
戸
の
華
で
あ
る
琳
派
に
は
ほ
と
ん
ど
山
水
画
が
描
か
れ
て
い
ま
せ
ん
。
そ
の
辺
り
も
興
味
深
い

と
こ
ろ
で
す
。
そ
れ
で
ど
ん
ど
ん
パ
タ
ー
ン
化
し
た
も
の
と
し
て
先
細
っ
て
し
ま
っ
た
。
北
宋
の
コ

ア
な
部
分
を
日
本
人
は
ず
っ
と
見
て
い
な
か
っ
た
。
范は
ん
か
ん寛(

註
一)

、
郭か
く
き煕(

註
二)

の
本
物
を
見

た
の
は
昭
和
の
戦
後
に
な
っ
て
か
ら
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

青
山　
范
寛
、
郭
煕
は
北
宋
画
の
頂
点
の
人
で
、
そ
れ
こ
そ
国
宝
、
世
界
の
宝
み
た
い
な
絵
を
描
い

て
い
る
人
で
す
。

加
藤　
故
宮
博
物
院
の
前
は
紫
禁
城
に
あ
っ
た
訳
な
の
で
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

青
山　
加
山
又
造
さ
ん
も
晩
年
に
北
宋
山
水
画
に
倣
う
形
で
屏
風
の
水
墨
山
水
画
を
発
表
し
て
い
ま

し
た
。
そ
れ
は
昭
和
に
入
っ
て
か
ら
そ
う
い
う
出
会
い
が
あ
っ
た
か
ら
な
ん
で
す
ね
。

加
藤　
だ
と
思
う
ん
で
す
。
正
確
な
情
報
じ
ゃ
な
い
で
す
け
ど
。

青
山　
今
回
、
出
品
し
た
作
品
は
右
か
ら
左
に
時
間
が
流
れ
て
い
き
ま
す
。
制
作
年
も
分
か
れ
て
い

て
、
一
番
右
の
三
枚
が
二
〇
一
四
年
、
真
ん
中
の
三
枚
が
二
〇
一
五
年
、
左
の
三
枚
が
二
〇
一
六
年

の
制
作
で
す
。
そ
れ
ぞ
れ
構
図
が
つ
な
が
っ
て
い
て
、
右
か
ら
左
へ
う
ね
り
な
が
ら
絡
み
あ
い
な
が

ら
複
雑
に
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
、
ま
だ
先
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

加
藤　
や
ろ
う
か
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

青
山　
壮
大
な
作
品
に
な
り
そ
う
な
予
感
が
し
て
、
ワ
ク
ワ
ク
し
ま
す
。
見
て
い
る
と
、
例
え
ば
最

初
の
と
こ
ろ
で
は
、遠
く
の
方
は
山
の
合
間
が
か
す
ん
で
見
え
て
、明
る
い
と
こ
ろ
が
見
え
て
く
る
。

わ
け
い
る
と
山
間
の
雲
が
た
ま
っ
て
い
る
よ
う
な
と
こ
ろ
も
あ
り
、
そ
う
な
る
と
自
分
が
上
か
ら
の

ぞ
き
込
ん
で
い
る
の
だ
ろ
う
か
と
感
じ
る
。
次
の
と
こ
ろ
で
は
岩
を
見
上
げ
て
い
る
よ
う
な
視
点
も

出
て
く
る
。
歩
き
な
が
ら
自
分
の
立
ち
位
置
が
ど
ん
ど
ん
変
わ
っ
て
い
く
よ
う
な
気
が
し
て
。
視
点

が
急
に
変
わ
る
の
を
自
分
の
中
で
整
理
で
き
な
い
ま
ま
に
、
あ
れ
、
私
今
ど
こ
に
い
る
ん
だ
ろ
う
と

い
う
風
に
思
い
ま
す
。
加
藤
先
生
の
作
品
の
魅
力
は
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
と
思
い
ま
す
。
ぜ
ひ

細
部
を
見
て
、
か
つ
全
体
を
見
る
よ
う
な
見
方
を
し
て
も
ら
い
た
い
で
す
。
全
体
の
構
図
は

二
〇
一
四
年
の
こ
ろ
か
ら
考
え
て
い
ま
し
た
か
？

加
藤　
そ
う
で
す
ね
。
二
〇
一
四
年
か
ら
三
年
同
じ
展
覧
会
が
続
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
、
一
つ
の

テ
ー
マ
で
、
同
じ
大
き
さ
で
続
け
て
い
こ
う
と
。

青
山　
創
画
展
の
作
品
を
拝
見
し
て
い
る
と
、
近
年
は
縦
長
の
構
図
で
見
上
げ
る
よ
う
な
感
じ
で
山

が
積
み
上
げ
っ
て
い
く
よ
う
な
印
象
を
受
け
て
い
た
の
で
す
が
、
こ
の
よ
う
に
横
に
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク

に
展
開
し
て
い
く
の
は
公
募
展
の
作
品
と
は
ま
た
違
っ
た
迫
力
が
あ
っ
て
、
今
回
出
品
を
お
願
い
し

ま
し
た
。
や
は
り
東
洋
絵
画
な
ら
で
は
の
視
点
で
、
現
代
の
日
本
画
と
し
て
取
り
組
む
と
い
う
の
は

今
後
も
し
ば
ら
く
続
く
方
向
性
で
し
ょ
う
か
。

加
藤　
そ
こ
は
変
わ
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

青
山　
今
、
母
校
の
多
摩
美
術
大
学
で
学
生
さ
ん
を
教
え
て
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
よ
ね
。
若
い
人
は
流

行
り
の
も
の
に
目
が
向
い
た
り
、
伝
統
的
な
も
の
も
引
用
の
よ
う
に
切
り
と
っ
て
取
り
入
れ
る
。
シ

ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
よ
う
に
モ
チ
ー
フ
と
し
て
取
り
入
れ
た
り
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
若
い
人
へ

向
け
て
自
分
な
り
の
思
い
を
伝
え
て
い
き
た
い
と
い
う
の
は
あ
り
ま
す
か
？

加
藤　
文
脈
を
違
え
る
と
い
う
よ
う
な
美
術
の
方
法
が
ど
れ
だ
け
有
効
な
の
か
。
流
れ
と
し
て
は
当

然
あ
り
う
る
流
れ
で
は
あ
る
ん
で
す
が
、
そ
れ
が
十
年
二
十
年
続
く
と
は
思
え
な
い
し
、
そ
う
い
う

と
き
に
何
が
頼
り
に
な
る
か
と
い
う
と
、
ど
う
い
う
流
れ
で
自
分
が
今
そ
こ
に
い
る
の
か
と
い
う
の

を
き
っ
ち
り
把
握
し
て
も
ら
い
た
い
ん
で
す
ね
。
自
分
の
後
ろ
ば
っ
か
り
で
は
な
く
極
力
前
に
前
に

註
一　
中
国
、北
宋
初
期
の
山
水
画
家
。

仁
宗
の
天
聖
年
間(

一
〇
二
三
～

三
二)

な
お
在
世
し
た

註
二　
中
国
、
北
宋
の
山
水
画
家
。
神

宗 (

一
〇
六
八
～
八
五)

の
と
き
、
宮

廷
画
家
と
し
て
活
躍
し
た
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目
線
は
行
か
せ
る
よ
う
に
は
言
う
ん
で
す
け
ど
、
中
々
興
味
が
も
て
な
い
と
い
う
か
、
今
と
い
う
時

間
に
目
が
行
く
こ
と
が
大
き
す
ぎ
て
聞
き
入
れ
る
隙
間
が
な
い
と
い
う
の
は
あ
り
ま
す
ね
。
ま
だ
始

ま
っ
た
ば
か
り
で
す
し
少
し
で
も
じ
っ
く
り
と
絵
の
こ
と
を
考
え
る
作
家
に
育
っ
て
く
れ
る
よ
う
根

気
強
く
語
っ
て
い
こ
う
と
思
い
ま
す
。

加
藤
良
造
《
山
水
境
》
二
〇
一
五
年


