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故
郷
を
離
れ
、
岡
山
で
医
学
の
基
礎
を
修
め
、

東
京
で
研
究
に
没
頭
し
、
神
戸
や
和
歌
山
で
実
地

の
感
染
症
対
策
に
当
た
っ
た
秦
佐
八
郎
は
、
30
代

半
ば
に
し
て
当
時
の
医
学
最
先
進
国
で
あ
る
ド

イ
ツ
に
留
学
し
ま
し
た
。

　

そ
の
さ
な
か
、
ペ
ス
ト
に
関
す
る
研
究
発
表
を

ベ
ル
リ
ン
で
行
な
っ
た
際
、
運
命
的
な
出
会
い
が

あ
り
ま
し
た
。
歩
み
寄
っ
て
き
た
見
知
ら
ぬ
老
紳

士
か
ら
不
意
に
「
長
年
の
ペ
ス
ト
研
究
の
間
、
危

険
は
な
か
っ
た
か
ね
」
と
尋
ね
ら
れ
、「
多
少
の

危
険
は
あ
り
ま
す
が
、
注
意
す
れ
ば
問
題
あ
り
ま

せ
ん
。
牢
屋
の
罪
人
に
や
ら
れ
る
よ
う
で
は
看
守

失
格
で
す
」
と
答
え
た
の
で
す
が
、
こ
の
豪
胆

で
自
信
に
満
ち
た
回
答
に
感
服
し
た
質
問
者
こ

そ
細
菌
学
の
大
家
パ
ウ
ル
・
エ
ー
ル
リ
ッ
ヒ
博
士

だ
っ
た
の
で
す
。
相
当
の
困
難
が
予
想
さ
れ
る
梅

毒
の
研
究
に
臨
み
、
信
頼
で
き
る
片
腕
を
求
め
て

い
た
博
士
と
し
て
も
、
こ
れ
以
上
な
い
逸
材
を
掘

り
当
て
た
わ
け
で
す
。

　

新
し
い
特
効
薬
の
開
発
は
気
の
遠
く
な
る
よ

う
な
注
意
と
忍
耐
を
要
し
ま
し
た
。
様
々
な
薬
剤

の
配
分
を
毎
回
わ
ず
か
ず
つ
変
化
さ
せ
、
試
行
と

失
敗
を
際
限
な
く
繰
り
返
す
と
い
う
苦
行
の
末
、

明
治
43
年
4
月
、
つ
い
に
人
類
初
の
化
学
製
剤

「
サ
ル
バ
ル
サ
ン
6
0
6
号
」
が
完
成
し
ま
し
た
。

　
「
魔
法
の
弾
丸
」
と
呼
ば
れ
た
サ
ル
バ
ル
サ
ン

は
単
に
梅
毒
を
治
す
だ
け
で
な
く
、
医
学
全
体
を

大
き
く
前
進
さ
せ
る
も
の
で
し
た
。
人
類
に
と
っ

て
長
ら
く
有
効
な
治
療
の
手
立
て
が
な
か
っ
た

感
染
症
に
対
し
、
化
学
物
質
の
持
つ
特
殊
な
毒
性

を
利
用
し
て
病
原
体
の
増
殖
を
抑
え
る
化
学
療

法
は
ま
さ
に
画
期
的
だ
っ
た
の
で
す
。
そ
の
後
同

様
の
手
法
で
多
く
の
科
学
者
に
よ
り
次
々
と
新

し
い
化
学
薬
品
が
発
見
さ
れ
、
地
球
上
の
多
く
の

病
気
が
克
服
さ
れ
ま
し
た
。

　

秦
佐
八
郎
の
生
涯
は
転
機
の
連
続
で
し
た
が
、

誠
実
な
人
柄
も
手
伝
い
、
常
に
周
囲
か
ら
温
か
く

理
解
さ
れ
、
期
待
さ
れ
る
と
い
う
幸
運
に
恵
ま
れ

ま
し
た
。
そ
し
て
こ
れ
に
報
い
よ
う
と
す
る
強
い

使
命
感
こ
そ
が
、
天
賦
の
才
能
を
開
花
さ
せ
、
つ

い
に
医
学
の
新
し
い
扉
を
開
く
に
至
ら
せ
た
超

人
的
努
力
の
源
泉
だ
っ
た
の
で
す
。

　

秦
佐
八
郎
は
昭
和
13
年
11
月
22
日
、
65
年
の
生

涯
を
閉
じ
ま
し
た
。
没
後
80
年
と
な
る
今
年
の
顕

彰
事
業
で
は
、
そ
の
偉
業
に
改
め
て
光
が
当
た
り

ま
す
。

　

益
田
市
内
で
は
、
神
楽
を
は
じ
め
、

地じ

芝し
ば
い居

、
囃は
や
し子

田だ（
田
植
え
囃
）、獅
子

舞
な
ど
、
個
性
豊
か
な
芸
能
が
民
衆
の

生
活
と
と
も
に
あ
り
、
そ
れ
は
現
在
も

人
々
の
暮
ら
し
と
と
も
に
息
づ
い
て
い

ま
す
。

　

島
根
県
の
無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定

さ
れ
て
い
る
三み
か
ず
ら葛

神
楽
は
ゆ
っ
た
り
と

し
た
六
調
子
打
ち
切
り
と
い
う
形
式

で
、
石
見
地
方
の
六
調
子
系
の
祖
型
を

伝
承
し
て
い
ま
す
。

　

高
津
川
流
域
で
は
地
芝
居
も
盛
ん
で

し
た
。
中
垣
内
町
の
白
岩
神
社
の
廻
り

舞
台
は
県
内
に
お
い
て
も
例
が
少
な

く
、「
う
つ
う
た
一
座
」
の
舞
台
と
し
て

実
際
に
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
も
含
め
、

貴
重
で
す
。

　

豊
作
を
願
う
神
事
か
ら
鑑
賞
芸
能
へ

と
派
生
し
た
囃
子
田
が
市
内
各
所
に
継

承
さ
れ
て
お
り
、
道
川
や
内
谷
の
も
の

は
、
そ
れ
ぞ
れ
特
徴
は
違
う
も
の
の
、
古

い
型
を
残
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
土と
さ佐

本ほ
ん
た
う
え

田
植
哥う
た

草そ
う
し紙

は
、
中
国
山
地
の
田
植

歌
の
古
い
形
を
記
録
し
た
も
の
と
し
て

注
目
さ
れ
ま
す
。

　

獅
子
舞
も
古
い
獅
子
頭
が
各
地
に
残

さ
れ
て
お
り
、
各
地
の
神
社
で
興
行
さ

れ
て
い
た
と
見
ら
れ
ま
す
。

　

益
田
糸
操
り
人
形
は
明
治
時
代
に
益

田
に
伝
わ
っ
た
も
の
で
す
が
、
四よ

つ
目め

と
呼
ば
れ
る
手
板
を
使
う
操
演
方
法
が

古
い
形
態
を
と
ど
め
て
い
る
と
さ
れ
、

近
年
は
海
外
公
演
を
成
功
さ
せ
る
な

ど
、
注
目
が
高
ま
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
芸
能
は
、
歴
史
上
の
も
の

で
は
な
く
、
現
在
も
市
民
の
生
活
の
娯

楽
と
し
て
息
づ
い
て
い
る
こ
と
が
何
よ

り
も
貴
重
で
す
。

※ 

本
連
載
お
よ
び
特
集
で
は
紹
介
で
き

ま
せ
ん
で
し
た
が
、
こ
の
ほ
か
に
祈

り
と
弔
い
を
テ
ー
マ
に
し
た
関
連
文

化
財
を
設
定
す
る
予
定
で
す
。

※ 

1
月
号
か
ら
は
、「
益
田
市
の
文
化
財

の
紹
介
」
を
掲
載
し
ま
す
。

益田糸操り人形の公演の様子

　

6
月
号
の
「
市
長
室
か
ら
こ
ん
に
ち
は
」
に
お

い
て
、
市
役
所
西
側
出
入
口
脇
に
設
置
さ
れ
た
ア

ユ
の
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
に
つ
い
て
、「
益
田
ロ
ー
タ

リ
ー
ク
ラ
ブ
さ
ん
か
ら
贈
ら
れ
た
」
と
し
た
説
明

は
誤
り
で
し
た
。
正
し
く
は
「
国
際
ロ
ー
タ
リ
ー

第
2
6
9
0
地
区（
2
0
1
4
―
2
0
1
5
年
度

ガ
バ
ナ
ー
松
本
祐
二
：
益
田
西
ロ
ー
タ
リ
ー
ク
ラ

ブ
所
属
）
様
か
ら
地
区
大
会
記
念
事
業
と
し
て
贈

ら
れ
た
」
で
し
た
。
お
詫
び
し
て
訂
正
し
ま
す
。

益
田
市
の
歴
史
文
化
の
特
色
︵
全
7
回
︶

最
終
回

民
衆
の
生
活
と
と
も
に
あ
り
、

今
も
息
づ
く
益
田
の
芸
能

問 
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