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私
の
祖
父
は
大
正
三
年
ご
ろ
の
長
崎
医
專
、
父
は
昭
和
二
十

二
年
千
葉
医
大
の
卒
業
で
あ
る
。
そ
し
て
私
は
昭
和
五
十
六
年

慈
惠
医
大
を
卒
業
し
た
。
親
子
三
代
に
渡
る
こ
の
約
七
十
年
の

間
、
わ
が
国
は
第
一
次
世
界
大
戦
、
第
二
次
世
界
大
戦
、
戦
後

復
興
、
高
度
経
済
成
長
、
バ
ブ
ル
崩
壊
そ
し
て
現
在
と
社
会
環

境
は
激
変
し
た
。
私
の
祖
父
の
時
代
は
医
療
も
富
国
強
兵
政
策

の
も
と
、
傷
つ
い
た
兵
士
を
一
日
で
も
早
く
前
線
に
復
帰
さ
せ
、

病
気
に
な
っ
た
工
場
労
働
者
を
一
日
も
早
く
生
産
現
場
に
復
帰

さ
せ
る
こ
と
が
命
題
で
あ
っ
た
。
ま
し
て
や
、
少
子
高
齢
化
な

ど
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
私
が
卒
業
し
た
一
九
八
一

年
に
は
、
既
に
少
子
化
が
始
ま
っ
て
お
り
、
産
婦
人
科
開
業
医

で
あ
る
私
の
実
家
は
三
代
目
に
し
て
滅
び
る
こ
と
と
な
っ
た
。

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
Ⅱ

人
を
み
る
医
師
要
皇
月
て
る
Ｉ

医
学
史
・
医
哲
学
を
現
代
の
医
学
教
育
に
生
か
す

Ⅱ
‐
’
医
学
教
育
の
流
れ

福
島
統

私
が
医
学
部
に
入
学
し
た
時
の
福
島
医
院
の
分
娩
数
は
二
百
を

越
え
て
い
た
が
、
卒
業
時
は
六
十
で
あ
っ
た
。
二
十
数
年
前
の

学
生
に
と
っ
て
も
、
医
学
部
の
六
年
間
は
長
い
。
今
の
学
生
に

と
っ
て
は
、
医
療
は
更
に
激
し
い
変
化
が
起
こ
っ
て
い
る
。
一

方
、
医
学
教
育
は
こ
の
七
十
年
間
に
何
か
変
化
が
あ
っ
た
の
だ

ろ
う
か
。
私
が
一
九
九
五
年
解
剖
学
か
ら
医
学
教
育
へ
転
身
し

た
時
、
私
が
受
け
て
き
た
医
学
教
育
と
父
や
祖
父
の
医
学
教
育

を
比
べ
る
機
会
が
あ
っ
た
。
医
学
教
育
は
何
も
変
わ
っ
て
い
な

か
っ
た
。
社
会
が
医
療
に
求
め
る
こ
と
が
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
変

化
し
た
に
も
拘
ら
ず
、
医
学
部
は
自
ら
の
変
化
を
嫌
い
、
閉
鎖

社
会
の
中
で
営
々
と
「
今
ま
で
通
り
」
を
続
け
て
い
た
の
で
あ

る
。
十
数
年
前
の
話
だ
と
聞
い
て
い
る
が
、
独
逸
の
医
学
教
育

視
察
団
が
わ
が
国
の
医
学
教
育
を
、
「
今
の
独
逸
に
は
な
い
百
年

前
の
ド
イ
ツ
が
こ
こ
に
あ
る
」
と
評
価
し
た
そ
う
で
あ
る
。

医
学
教
育
は
社
会
と
と
も
に
変
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
ぜ
な
ら
、
医
学
教
育
が
国
民
の
た
め
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
社
会
の
変
化
は
留
ま
る
と
こ
ろ
を
知
ら
な
い
。

変
化
し
続
け
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
変
化
の
方
向
性
も
規
定
で

き
な
い
。
医
学
教
育
は
【
ｇ
言
一
旦
鴨
（
覚
え
て
い
る
こ
と
）
か
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ら
○
○
ョ
胃
５
口
、
①
（
今
何
か
が
で
き
る
こ
と
）
、
そ
し
て

ｇ
ｇ
ｇ
葛
（
変
化
に
対
応
し
自
分
自
身
を
作
り
変
え
る
力
）
へ

と
そ
の
方
向
性
を
変
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
今
ま
で

の
医
学
教
育
は
知
識
偏
重
で
よ
り
多
く
の
知
識
を
持
つ
こ
と
が

美
徳
と
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
に
、
教
育
手
法
と
し
て
大
講
義
が

好
ま
れ
た
。
大
講
義
と
は
明
治
時
代
、
教
授
し
か
も
っ
て
い
な

い
知
識
を
効
率
よ
く
伝
授
す
る
た
め
の
方
法
で
あ
っ
た
。
当
時

は
知
識
量
も
少
な
い
た
め
、
知
識
の
半
減
期
が
三
年
か
ら
五
年

で
あ
っ
て
も
構
わ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
今
は
学
生
時
代
に
覚

え
た
こ
と
が
間
違
い
で
あ
る
こ
と
も
多
い
。
私
は
乳
癌
の
治
療

法
と
試
験
で
出
れ
ば
、
拡
大
根
治
手
術
と
書
け
、
と
習
っ
た
が
、

今
そ
の
答
え
を
書
く
と
落
第
す
る
そ
う
で
あ
る
。
知
識
は
変
化

す
る
。
知
識
が
変
化
す
れ
ば
、
知
識
に
裏
付
け
ら
れ
て
い
る
技

術
も
変
化
す
る
。
価
値
観
が
変
わ
り
、
医
療
者
の
と
る
べ
き
態

度
も
変
化
し
て
い
る
。
覚
え
る
だ
け
、
今
何
か
の
技
能
が
身
に

つ
い
て
い
る
だ
け
で
は
、
学
生
は
こ
れ
か
ら
の
社
会
で
医
療
者

と
し
て
生
き
て
い
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
変
化
に
対
応
し
、
自

分
自
身
を
作
り
変
え
て
い
く
力
を
育
て
る
教
育
が
必
要
で
あ
る
。

ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
「
強
い
だ
け
で
は
生
き
残
れ

な
い
、
変
化
す
る
も
の
の
み
が
生
き
残
る
」
で
あ
ろ
う
。
私
た

ち
は
社
会
が
変
化
し
て
も
生
き
残
る
医
療
者
を
作
っ
て
い
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

医
療
者
は
専
門
職
業
職
者
で
あ
る
。
専
門
職
業
職
者
は
自
ら

の
知
識
と
技
能
を
他
者
に
行
使
し
、
そ
の
他
者
が
好
ま
し
い
方

向
に
向
か
っ
た
時
に
自
分
の
存
在
を
価
値
あ
る
も
の
と
考
え
、

幸
せ
を
感
じ
る
。
医
学
部
は
学
生
が
専
門
職
業
職
者
と
し
て
の

幸
せ
を
つ
か
め
る
た
め
の
能
力
開
発
を
目
指
す
べ
き
で
あ
る
。

講
義
で
知
識
を
覚
え
こ
ま
せ
る
こ
と
だ
け
で
な
く
、
学
生
自
身

が
社
会
を
見
て
、
そ
の
変
化
を
知
り
、
そ
れ
に
対
応
し
て
自
ら

を
作
り
変
え
て
い
く
生
涯
学
習
能
力
の
基
盤
養
成
こ
そ
が
医
学

教
育
の
目
的
で
あ
る
。


