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ま
え
が
き

こ
の
た
び
、
広
島
市
安
佐
地
区
に
生
ま
れ
、
日
本
の
医
療
界
に
大
き
な
貢
献
を
さ
れ
た
、
富
士
川
游

先
生
の
顕
彰
の
出
版
の
取
り
組
み
が
な
さ
れ
ま
し
た
こ
と
に
、
深
い
敬
意
を
表
し
ま
す
。

富
士
川
游
先
生
は
広
島
に
と
ど
ま
ら
ず
、
広
く
日
本
の
医
療
界
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
残
さ
れ
て
い
ま

す
。
西
洋
医
学
の
導
入
期
よ
り
、
医
学
・
医
療
の
、
科
学
的
思
考
の
医
学
知
識
、
医
学
技
術
だ
け
で
は

な
く
、
病
人
の
全
体
を
考
え
る
対
応
の
大
切
さ
を
一
貫
し
て
主
張
さ
れ
ま
し
た
。「
医
学
と
い
う
学
問

が
進
み
、
技
術
が
い
か
に
進
ん
で
も
、
医
道
が
確
立
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
十
分
と
い
う
こ
と
は
で
き

な
い
」
と
発
言
さ
れ
、
医
師
は
病
気
に
だ
け
着
目
す
る
の
で
は
な
く
、
病
人
を
救
う
人
格
性
を
持
つ
こ

と
の
大
切
さ
を
指
向
さ
れ
た
こ
と
は
特
記
す
べ
き
こ
と
で
、
現
在
の
医
療
界
も
耳
を
傾
け
る
に
値
す
る

こ
と
と
考
え
ま
す
。

富
士
川
先
生
は
仏
教
、
特
に
浄
土
真
宗
に
造
詣
が
深
く
、
ド
イ
ツ
留
学
中
に
は
当
時
の
西
欧
の
哲

学
・
宗
教
に
触
れ
て
、
改
め
て
先
生
自
身
が
小
さ
い
こ
ろ
か
ら
ご
縁
の
あ
っ
た
親
鸞
聖
人
の
教
え
、
庶

民
に
浸
透
し
た
浄
土
真
宗
の
無
条
件
の
救
い
、
老
病
死
の
臨
床
現
場
で
生
き
て
は
た
ら
く
仏
教
を
評
価

し
て
、
社
会
へ
、
そ
し
て
医
療
界
に
発
言
し
行
動
を
起
こ
さ
れ
て
い
ま
す
。

富士川游「医箴十五カ条」現代語訳
※安佐医師会公用封筒に印刷されている
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生
老
病
死
の
四
苦
は
、
医
療
の
課
題
で
あ
る
と
同
時
に
仏
教
の
課
題
で
も
あ
っ
た
の
で
す
。
し
か
し

病
気
と
の
闘
い
に
お
い
て
、
西
洋
医
学
の
目
を
見
張
る
よ
う
な
進
歩
と
と
も
に
、
仏
教
的
な
面
が
軽
ん

じ
ら
れ
た
こ
と
は
、
時
代
性
の
な
か
で
避
け
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
富
士
川
先
生
の
「
医
療
と

仏
教
の
協
働
」
の
願
い
は
、
当
時
の
時
代
・
社
会
性
の
中
で
は
な
か
な
か
注
目
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。

西
洋
医
学
導
入
か
ら
百
数
年
が
経
過
し
、
そ
の
間
、
先
輩
方
の
ご
苦
労
に
よ
っ
て
、
日
本
は
世
界
に

誇
る
長
生
き
を
享
受
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
長
寿
は
実
現
で
き
ま
し
た
が
、
現
在
で
は
長
寿
の

質
、
生
命
・
生
活
の
質
が
問
わ
れ
て
い
ま
す
。
長
寿
社
会
を
迎
え
て
、
改
め
て
老
病
死
を
マ
イ
ナ
ス
要

因
と
だ
け
見
る
の
で
は
な
く
、
老
病
死
の
受
容
の
文
化
、「
人
間
と
し
て
生
ま
れ
て
よ
か
っ
た
。
生
き

て
き
て
よ
か
っ
た
」
と
言
え
る
仏
教
文
化
に
医
療
界
も
関
心
を
持
っ
て
、
本
当
に
「
病
む
人
の
心
を
大

切
に
」
が
実
現
で
き
る
医
療
現
場
が
願
わ
れ
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

個
人
的
な
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
私
の
父
、
横
倉
弘
吉
は
学
生
時
代
か
ら
九
州
大
学
仏
教
青
年
会
に

属
し
て
お
り
ま
し
た
。
終
戦
後
、
父
は
家
族
の
疎
開
先
で
あ
っ
た
高
田
町
（
現
・
福
岡
県
み
や
ま
市
高

田
町
）
住
民
の
強
い
要
請
に
応
じ
て
診
療
所
を
開
設
し
ま
し
た
。
開
業
当
時
は
三
年
間
の
約
束
で
あ
っ

た
の
で
す
が
、
地
域
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
中
で
七
十
数
年
が
経
過
し
、
今
日
の
社
会
医
療
法
人
弘
恵
会

へ
と
発
展
し
て
、
私
た
ち
に
引
き
継
が
れ
て
い
ま
す
。

父
は
仏
前
で
毎
晩
「
正
信
偈
」
を
あ
げ
る
生
活
を
し
、
恩
師
入
江
英
雄
先
生
（
元
九
州
大
学
総
長
）

よ
り
い
た
だ
い
た
「
病
む
人
の
心
を
大
切
に
」
の
言
葉
の
よ
う
な
、
全
人
的
医
療
を
行
う
人
生
を
全
う

し
て
、
九
十
六
歳
で
往
生
浄
土
し
ま
し
た
。

日
本
医
師
会
も
二
〇
一
七
（
平
成
二
十
九
）
年
に
、
第
XV
次
生
命
倫
理
懇
談
会
答
申
「
超
高
齢
社
会

と
終
末
期
医
療
」
の
中
で
、
宗
教
的
ケ
ア
や
臨
床
宗
教
師
と
の
関
わ
り
の
方
向
性
の
大
事
さ
を
発
表
し
、

全
人
的
医
療
を
推
進
し
て
き
ま
し
た
。

こ
の
た
び
の
富
士
川
游
先
生
顕
彰
の
広
島
県
医
師
会
の
取
り
組
み
に
よ
っ
て
、
日
本
の
医
療
界
が
、

病
気
だ
け
を
救
う
の
で
は
な
く
病
人
の
救
い
を
考
え
る
こ
と
の
大
切
さ
、
そ
し
て
医
療
と
仏
教
（
宗

教
）
の
取
り
組
み
の
大
切
さ
に
気
付
い
て
い
く
き
っ
か
け
に
な
る
こ
と
を
期
待
し
て
、
一
文
を
し
た
た

め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

二
〇
二
一
（
令
和
三
）
年
四
月
一
日

日
本
医
師
会
名
誉
会
長
（
第
十
九
代
日
本
医
師
会
会
長
・
二
〇
一
二
～
二
〇
二
〇
）

�

社
会
医
療
法
人
弘
恵
会
ヨ
コ
ク
ラ
病
院
理
事
長

横
倉
　
義
武
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浄
土
真
宗
の
土
徳
の
地
で
あ
る
広
島
で
、
大
乗
仏
教
の
至
極
と
し
て
の
浄
土
真
宗
、
す
な
わ
ち

念
仏
の
教
え
を
身
に
つ
け
ら
れ
、
西
洋
文
化
に
直
接
に
触
れ
た
う
え
で
、「
宗
教
と
医
療
の
協
働
」

と
い
う
課
題
に
先
見
の
明
を
も
っ
て
、
医
学
・
医
療
界
に
情
報
発
信
を
し
て
働
き
か
け
ら
れ
た

こ
と
に
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

明
治
時
代
、
ド
イ
ツ
医
学
を
取
り
入
れ
て
日
本
の
医
学
・
医
療
を
創
設
す
る
時
代
、
富
士
川

は
廣
島
縣
病
院
附
属
醫
学
校
（
現
・
広
島
大
学
医
学
部
）
を
卒
業
、
上
京
し
ま
す
。
そ
の
後
、
ド

イ
ツ
に
留
学
し
医
学
の
研
鑽
を
積
む
と
同
時
に
、
哲
学
・
宗
教
に
も
関
心
を
持
ち
、
西
洋
文
化

の
基
礎
を
学
ん
で
い
ま
す
。
帰
国
後
は
、
日
本
の
医
学
界
の
黎
明
期
に
大
き
な
貢
献
を
さ
れ
ま

し
た
。

医
学
と
仏
教
は
「
生
老
病
死
の
四
苦
」
の
解
決
を
共
通
の
課
題
と
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
残

念
な
が
ら
、
日
本
で
は
両
者
の
協
力
の
文
化
が
育
た
な
い
ま
ま
現
在
に
至
っ
て
い
ま
す
。
今
こ

そ
両
者
の
協
力
関
係
、
協
働
の
文
化
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
思
う
の
で
す
。
富
士
川
は
、「
安

芸
門
徒
」
と
し
て
念
仏
の
教
え
、
浄
土
真
宗
こ
そ
医
学
と
協
力
し
て
全
て
の
人
に
寄
り
添
う
教

一
、
顕
彰
の
意
義

九
州
で
医
療
の
仕
事
を
し
て
き
た
私
が
富
士
川
游
先
生
（
以
降
、
敬
称
を
略
し
ま
す
）
を
知
る

よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
広
島
大
学
名
誉
教
授
の
松
田
正
典
先
生
と
の
ご
縁
で
す
。
医
学
部
五
年

生
の
時
、
九
州
大
学
仏
教
青
年
会
の
総
務
担
当
者
と
し
て
、
活
動
に
方
向
性
を
見
出
せ
な
い
で

悶
々
と
し
て
い
た
時
に
、
広
島
大
学
出
身
の
細
川
巌
先
生
（
一
九
一
九
～
一
九
九
六
、
当
時
は
福

岡
教
育
大
学
教
授
、
化
学
）
に
巡
り
会
い
、
ご
指
導
を
い
た
だ
く
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
仏
教
の

学
び
（
聞
法
）
を
数
年
し
た
頃
、
細
川
先
生
よ
り
松
田
先
生
を
紹
介
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

富
士
川
と
私
の
共
通
点
は
、
浄
土
真
宗
と
医
学
・
医
療
と
い
う
背
景
を
も
っ
て
の
ご
縁
で
あ
り

ま
す
。
さ
ら
に
、
松
田
先
生
よ
り
桑
原
正
彦
先
生
を
紹
介
し
て
い
た
だ
き
、
富
士
川
顕
彰
の
企

画
に
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

今
回
、
広
島
県
安
佐
医
師
会
が
富
士
川
游
を
顕
彰
さ
れ
る
こ
と
の
大
き
な
意
義
は
、
先
生
が
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し
た
。
そ
の
後
、
浄
土
真
宗
を
学
び
、
そ
の
お
育
て
に
よ
っ
て
自
然
と
念
仏
の
道
を
歩
ん
で
い

ま
す
。
卒
業
後
は
外
科
に
進
み
、
同
時
に
継
続
し
た
仏
教
の
学
び
を
し
ま
し
た
。
そ
れ
ら
の
経

験
か
ら
、
科
学
的
思
考
の
医
学
と
仏
教
の
立
場
の
両
方
の
視
点
を
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

三
十
歳
頃
、
仏
教
関
係
の
本
を
読
ん
で
い
ま
し
た
ら
、
埼
玉
医
科
大
学
哲
学
教
授
の
秋
月
龍

珉
先
生
（
一
九
二
一
～
一
九
九
九
、
禅
宗
・
師
家
）
が
、
医
学
部
の
学
生
に
「
皆
さ
ん
方
は
人
間
の

“
生
老
病
死
”
の
四
苦
を
扱
う
医
療
の
仕
事
に
将
来
携
わ
る
の
で
し
ょ
う
。
仏
教
は
同
じ
“
生
老

病
死
”
の
四
苦
に
取
り
組
み
、
解
決
の
道
を
見
出
し
て
二
千
数
百
年
の
歴
史
が
あ
る
の
で
す
。

同
じ
課
題
に
取
り
組
ん
で
い
く
わ
け
で
す
か
ら
、
医
療
の
仕
事
に
携
わ
る
者
は
是
非
と
も
仏
教

的
素
養
を
も
っ
て
ほ
し
い
」
と
語
り
か
け
て
い
た
、
と
の
記
述
を
読
ん
で
少
し
驚
き
ま
し
た
。

世
間
の
「
常
識
」
で
は
「
生
き
て
い
る
う
ち
は
医
療
、
死
ん
で
か
ら
仏
教
」
と
い
う
偏
見
が
多

い
中
で
非
常
に
勇
気
づ
け
ら
れ
ま
し
た
。

「
第
二
十
三
回
日
本
医
学
会
総
会
」（
一
九
九
一
年
、
京
都
）
で
の
開
会
講
演
で
、
福
永
光
司
先

生（
一
九
一
八
～
二
〇
〇
一
、
京
都
大
学
名
誉
教
授
）
も
秋
月
師
と
同
じ
よ
う
な
指
摘
を
さ
れ
て
い

え
で
あ
る
と
の
確
信
を
持
ち
、
老
病
死
を
受
容
し
て
人
間
を
丸
ご
と
救
う
念
仏
の
教
え
を
勧
め

ら
れ
た
の
で
す
。
そ
の
心
を
も
っ
て
、
臨
床
の
現
場
で
は
、「
病
気
を
診
る
の
で
は
な
く
、
病

人
を
診
ま
し
ょ
う
」
と
言
わ
れ
た
と
思
う
の
で
す
。
人
間
を
無
条
件
に
救
う
浄
土
の
道
を
感
得

さ
れ
た
人
の
、
自
然
な
る
心
か
ら
の
願
い
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

高
齢
社
会
を
迎
え
た
現
在
の
日
本
（
そ
し
て
世
界
）
の
医
療
現
場
に
お
い
て
、
富
士
川
は
西

洋
医
学
を
受
け
入
れ
る
黎
明
期
に
、
全
て
の
人
（
患
者
、
家
族
、
そ
し
て
医
療
者
）
の
救
い
を

実
現
す
る
浄
土
の
教
え
を
先
見
の
明
を
も
っ
て
願
い
、
発
言
し
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

二
、
医
療
と
仏
教

日
本
人
の
多
く
は
、
医
療
と
仏
教
が
同
じ
「
生
老
病
死
」
の
四
苦
を
課
題
と
し
て
い
る
こ
と

に
目
を
向
け
て
い
ま
せ
ん
。

私
は
細
川
巌
先
生
と
の
出
会
い
ま
で
、
常
識
的
な
科
学
的
合
理
思
考
で
考
え
生
活
し
て
い
ま


