
「
う
つ
く
し
ま
」へ
の
系
譜�

昭
和
12
年
（
１
９
３
７
）、
誠
志
は
生
ま
れ
故
郷
の

隣
に
あ
る
広
野
町
で
内
科
医
院
を
開
業
し
ま
し
た
。

「
当
時
、
広
野
町
が
無
医
村
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
額

賀
先
生
に
お
願
い
し
、
来
て
い
た
だ
い
た
と
言
わ
れ

ま
す
」と
、高
木
さ
ん
は
話
し
ま
す
。
こ
の
開
業
前
後
、

病
弱
の
た
め
約
十
年
間
は
執
筆
活
動
を
休
ん
で
い
た

誠
志
で
し
た
が
、
あ
る
転
機
が
訪
れ
ま
す
。
そ
れ
は

終
戦
で
し
た
。
誠
志
は
当
時
の
実
情
を
憂
え
ま
し
た
。

「
戦
後
日
本
の
子
ど
も
た
ち
は
、
楽
し
い
夢
を
の
せ
た

歌
を
歌
え
な
く
な
っ
た
。
子
ど
も
が
卑
俗
な
流
行
歌

を
歌
う
の
は
、
あ
た
か
も
、
た
ば
こ
の
吸
い
が
ら
を
拾

っ
て
の
む
の
と
同
じ
よ
う
な
悲
惨
さ
を
感
じ
さ
せ
る
」

―
―
そ
う
考
え
た
誠
志
は
、
昭
和
23
年
（
１
９
４
８
）、

再
び
童
謡
へ
の
情
熱
を
燃
や
し
始
め
た
の
で
す
。
彼

は
子
ど
も
た
ち
の
未
来
を
信
じ
ま
し
た
。「
子
ど
も
た

ち
が
大
人
に
な
る
頃
に
は
世
界
が
国
境
線
を
撤
廃
し
、

全
人
類
が
一
丸
と
な
っ
て
、
愛
情
と
信
頼
と
平
和
の

中
に
、
画
期
的
な
文
明
が
現
出
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ

の
時
に
当
た
っ
て
、
若
い
日
本
民
族
が
、
世
界
に
大
き

な
役
割
を
果
た
す
こ
と
を
信
じ
、
い
さ
さ
か
な
り
と

も
、
今
日
子
ど
も
達
の
胸
に
、
愛
情
の
灯
を
つ
け
て
お

き
た
い
の
で
あ
る
」。
そ
れ
は
、
時
代
の
方
向
性
を
確

か
に
と
ら
え
た
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
な
発
想
で
し
た
。

子
ど
も
の
純
真
さ
を
持
ち
な
が
ら
、
大
人
の
責
任
を

自
覚
し
、
ま
っ
と
う
し
よ
う
と
し
た
彼
の
人
間
性
が
、

や
が
て
不
朽
の
名
作
を
生
み
出
す
こ
と
と
な
り
ま
す
。

■
子
ど
も
に
愛
情
の
灯
を
と
も
す
童
謡
を

誠
志
は
、
石
城
郡
四
倉
町
（
現
い
わ
き
市
四
倉
町
）

で
、
代
々
が
医
者
の
家
に
生
ま
れ
ま
し
た
。
医
学
の

専
門
学
校
を
卒
業
し
て
か
ら
北
海
道
に
渡
り
、
函
館

で
開
業
し
た
誠
志
は
、
そ
の
当
時
か
ら
す
で
に
、
医
療

の
か
た
わ
ら
童
謡
詩
を
作
り
、
児
童
文
芸
雑
誌
「
赤
い

鳥
」
の
同
人
と
し
て
活
躍
し
て
い
ま
し
た
。「
赤
い
鳥
」

は
、
北
原
白
秋
な
ど
多
く
の
詩
人
を
育
て
ま
し
た
が
、

誠
志
も
そ
の
よ
う
な
同
人
達
と
の
交
流
の
中
で
、
童

謡
詩
人
と
し
て
の
資
質
を
磨
い
て
い
っ
た
と
思
わ
れ

ま
す
。

全
国
津
々
浦
々
の
子
ど
も
た
ち
に
親
し
ま
れ
、

歌
い
継
が
れ
て
き
た
童
謡
「
と
ん
ぼ
の
め
が
ね
」。

こ
の
詞
を
書
い
た
の
が
、
広
野
町
の
お
医
者
さ
ま

だ
っ
た
こ
と
を
ご
存
じ
で
す
か
。
そ
の
人
の
名
は
、

額ぬ
か

賀が

誠せ
い

志し

（
本
名
誠

ま
こ
と

）（
1
9
0
0
〜
1
9
6
4
）。

誠
志
は
、
町
に
医
院
を
開
業
し
、
そ
の
献
身
的
な
態

度
か
ら
多
く
の
町
民
に
慕
わ
れ
る
と
と
も
に
、
子

ど
も
た
ち
に
優
れ
た
童
謡
作
品
を
数
多
く
残
し
ま

し
た
。
こ
こ
で
は
、
広
野
町
公
民
館
の
高
木
幸
一

さ
ん
に
お
話
を
伺
い
な
が
ら
、
子
ど
も
た
ち
を
愛

し
、
子
ど
も
た
ち
に
夢
を
与
え
る
世
界
を
描
き
続

け
た
誠
志
の
姿
に
、
思
い
を
は
せ
て
み
ま
し
た
。

額賀誠志
子どもの目を持った詩人であり、献身的
な地域の医者でもあった誠志の優しさが、
「とんぼのめがね」をはじめとする数々の
名作を生み出しました

とんぼのめがね歌碑
平成７年（1995）、広野町内の公園に建立され、以来、
町の大きなシンボルの一つとなっています（歌碑の文
字は、作曲者の平井康三郎により書かれたものです）

誠志が献身的な医療を施した、当時の
額賀医院。町内はもちろん、近隣町村
の住民からも、名医として大きな信望
を集めていました

12

子
ど
も
の
目
を
持
っ
た
お
医
者
さ
ま

「
と
ん
ぼ
の
め
が
ね
」と

額
賀
誠
志

広野町�



■
名
作
を
生
ん
だ
優
し
い
人
柄

昭
和
23
年
頃
、
町
内
の
箒
平

ほ
う
き
だ
い
ら

地
区
に
往
診
し
た
誠
志

は
そ
こ
で
、
子
ど
も
が
と
ん
ぼ
と
戯
れ
て
遊
ぶ
光
景
を

目
に
し
ま
す
。
山
あ
い
に
あ
る
そ
の
地
は
、
の
ど
か
さ

の
中
に
郷
愁
を
感
じ
る
た
た
ず
ま
い
。
里
山
を
背
景

に
、
無
心
に
遊
ぶ
子
ど
も
の
姿
は
、
誠
志
の
詩
情
を
強

く
揺
さ
ぶ
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
う
し
て
彼
が
書

い
た
「
と
ん
ぼ
の
め
が
ね
」
の
詩
は
、「
山
は
し
ろ
が
ね

…
…
」で
始
ま
る
「
ス
キ
ー
」
の
作
曲
者
と
し
て
も
広
く

知
ら
れ
る
平
井
康
三
郎
が
曲
を
つ
け
、
昭
和
26
年
（
１

９
５
１
）、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
東
京
放
送
局
の
番
組
「
ラ
ジ
オ
こ
ど

も
の
歌
」
の
中
で
毎
日
歌
わ
れ
、
全
国
に
広
が
っ
た
の

で
す
。
当
時
Ｎ
Ｈ
Ｋ
で
は
、
レ
コ
ー
ド
童
謡
の
作
詞
・

作
曲
家
に
頼
ら
ず
、
主
に
「
赤
い
鳥
」
系
の
芸
術
童
謡

の
詩
人
た
ち
に
作
詞
を
託
し
、
曲
も
商
業
的
で
な
い
純

音
楽
の
作
曲
家
に
求
め
て
い
ま
し
た
。
こ
の
番
組
か

ら
は
、
次
々
と
新
し
い
童
謡
名
曲
が
生
み
出
さ
れ
て
い

き
ま
す
が
、
誠
志
が
詩
を
書
い
た
「
と
ん
ぼ
の
め
が
ね
」

は
、
そ
ん
な
中
で
も
ひ
と
き
わ
珠
玉
の
輝
き
を
も
つ
名

作
と
し
て
親
し
ま
れ
、
昭
和
26
年
頃
に
は
小
学
校
の
教

科
書
に
載
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
誠
志
の
作

品
は
こ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
れ
か
ら
二
十
年
く
ら
い

の
間
は
、
小
学
校
の
音
楽
の
教
科
書
に「
と
ん
ぼ
の
め

が
ね
」を
は
じ
め
４
曲
ほ
ど
が
載
っ
て
い
た
と
言
わ
れ

ま
す
。
子
ど
も
の
感
性
を
持
ち
、
子
ど
も
の
分
か
る
詩

情
を
大
切
に
し
た
誠
志
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
ほ
ど
ま
で

に
、
作
品
の
数
々
が
親
し
ま
れ
た
の
で
し
ょ
う
。

「
額
賀
先
生
は
、
往
診
時
間
に
遅
れ
る
と
運
転
手
を

ど
な
り
つ
け
る
な
ど
、
患
者
思
い
の
あ
ま
り
、
大
人
に

は
厳
し
い
面
も
あ
り
ま
し
た
が
、子
ど
も
に
は
い
つ
も
、

ニ
コ
ニ
コ
と
接
し
て
い
た
優
し
い
先
生
だ
っ
た
そ
う

で
す
」
と
、
高
木
さ
ん
は
語
り
ま
す
。
誠
志
の
代
表
作

の
一
つ
に
「
山
の
お
医
者
さ
ま
」
が
あ
り
ま
す
が
、
そ

の
中
に
「
診
察
料
は
い
り
ま
せ
ん
」
と
い
う
一
節
が
あ

り
ま
す
。
実
際
に
誠
志
は
、
本
当
に
貧
し
い
人
か
ら
は

作
品
か
ら
生
ま
れ
た
童
謡
が
、
童
謡
歌
手
と
町
内
各
団

体
の
共
演
に
よ
り
披
露
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
毎
年
、

「
ま
つ
り
」の
中
で
選
ば
れ
た
新
し
い
２
曲
を
、「
広
野

発
」
の
新
し
い
童
謡
と
し
て
、
全
国
に
発
信
し
続
け
て

い
ま
す
。
さ
ら
に
平
成
10
年
か
ら
は
歌
唱
コ
ン
ク
ー

ル
が
加
わ
り
、
ま
す
ま
す
「
童
謡
に
親
し
む
町
」
と
し

て
広
く
知
ら
れ
て
き
て
い
ま
す
。
高
木
さ
ん
は
、「
こ

の『
ま
つ
り
』の
中
で
、『
と
ん
ぼ
の
め
が
ね
』
は
毎
年
、

全
員
の
合
唱
で
歌
わ
れ
る
ん
で
す
よ
」
と
話
し
ま
す
。

老
若
男
女
を
問
わ
ず
、
町
の
人
々
が
心
を
合
わ
せ
て
歌

う
童
謡
。
そ
れ
が
「
と
ん
ぼ
の
め
が
ね
」
な
の
で
す
。

誠
志
は
、
子
ど
も
の
よ
う
な
「
感
性
の
豊
か
さ
」
と
、
大

人
と
し
て
の
「
良
心
と
知
性
」
を
持
ち
あ
わ
せ
て
い
ま

し
た
。
そ
し
て
彼
に
は
、
測
り
し
れ
な
い
ほ
ど
の
大
き

診
察
料
を
取
ら
ず
、
ど
ん
な
に
忙
し
く
て
も
献
身
的
な

医
療
を
施
し
、
住
民
か
ら
厚
い
信
望
を
集
め
て
い
ま
し

た
。
ま
さ
に
「
医
は
仁
術
」
を
地
で
い
く
よ
う
な
優
し

い
人
柄
が
、
そ
の
作
品
の
一
つ
ひ
と
つ
か
ら
伝
わ
っ
て

き
ま
す
。

■
歌
の
思
い
を
い
つ
ま
で
も

広
野
町
は
、「
今
は
山
中
今
は
浜
（
中
略
）
ヤ
ミ
を
と

お
っ
て
広
野
原
」
と
歌
わ
れ
る
唱
歌
、「
汽
車
」
の
舞
台

と
も
伝
え
ら
れ
る
町
で
す
。
そ
の
広
野
町
で
、
平
成
６

年
（
１
９
９
４
）
か
ら
、「
ひ
ろ
の
童
謡

う

た

ま
つ
り
」
が
催

さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の「
ま
つ
り
」で
は
、
古
く
か
ら
歌

い
継
が
れ
て
き
た
童
謡
や
、
全
国
か
ら
詩
を
応
募
し
た

な
優
し
さ
が
あ
り
ま
し
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
い
つ
の
時

代
も
心
に
響
く
「
普
遍
性
」
を
備
え
た
名
作
を
、
世
に

送
り
出
す
こ
と
が
で
き
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

近
年
で
は
、
ヒ
ッ
ト
曲
と
い
っ
て
も
、
世
代
が
ち
ょ

っ
と
違
え
ば
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
ず
、
数
ヶ
月
で
消
耗
品

の
よ
う
に
忘
れ
去
ら
れ
る
音
楽
が
、
決
し
て
珍
し
く
は

あ
り
ま
せ
ん
。
そ
ん
な
時
代
の
中
で
、
童
謡
「
と
ん
ぼ

の
め
が
ね
」
を
歌
う
と
き
、
わ
た
し
た
ち
は
、
子
ど
も

か
ら
お
年
寄
り
ま
で
が
同
じ
歌
を
口
ず
さ
み
、
感
動
を

共
有
で
き
る
、
そ
ん
な
「
歌
の
底
力
」
へ
の
敬
意
を
感

じ
ず
に
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
。
誠
志
の
思
い
は
、
こ
れ
か

ら
も
歌
い
継
が
れ
て
い
き
ま
す
。
純
真
な
子
ど
も
た

ち
や
、
子
ど
も
の
心
を
持
ち
続
け
る
大
人
た
ち
が
い
る

限
り
―
―
。

作詞の舞台となった、箒平地区の
風景。誠志は、山あいのこの地に
往診した際、子どもがトンボとた
わむれている情景を目にし、詩に
うたいました
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平
成
６
年
か
ら
開
催
さ
れ
て
い
る
「
ひ
ろ
の
童
謡
ま
つ
り
」。

作
詞
コ
ン
ク
ー
ル
に
は
全
国
か
ら
多
数
の
応
募
が
寄
せ
ら

れ
、
歌
唱
コ
ン
ク
ー
ル
な
ど
も
行
わ
れ
る
な
ど
、
童
謡
の
発
信

地
と
し
て
全
国
を
リ
ー
ド
し
続
け
て
い
ま
す

「誠志の作品は、当時から多くの冊子で紹介され、1930
年版の『年刊新興童謡集』（写真上の中央）には、そうそ
うたる作家陣の中に、誠志も名を連ねています」と話す
高木さん（写真・左）
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