
十
二
月
例
会
十
二
月
十
七
日
（
土
）

順
天
堂
大
学
医
学
部
九
号
館
一
番
教
室

（
十
二
月
例
会
は
蘭
学
資
料
研
究
会
と
の
同
合
で
行
な
わ
れ
た
）

一
、
幕
府
医
学
館
の
考
試
弁
書
『
癩
滴
狂
弁
』
に
つ
い
て

ｌ
当
時
の
精
神
病
学
説
を
承
る
Ｉ
岡
田
靖
雄

二
、
肉
食
及
び
菜
食
と
仏
教
と
の
関
り
あ
い
に
つ
い
て

ｌ
日
本
と
イ
ン
ド
と
の
比
較
Ｉ
杉
田
暉
道

三
、
現
代
文
「
蘭
学
事
始
」
と
四
十
年
余
緒
方
富
雄

一
月
例
会
一
月
二
十
一
日
（
土
）

順
天
堂
大
学
医
学
部
九
号
館
三
番
教
室

（
一
月
例
会
は
蘭
学
資
料
研
究
会
と
の
合
同
で
行
な
わ
れ
た
）

一
、
蘭
医
ボ
ン
。
へ
と
日
本
ｌ
ボ
ン
。
へ
書
簡
を
中
心
に
Ｉ
宮
永
孝

二
、
江
戸
時
代
の
儒
者
と
蘭
学
者
の
交
友
斎
藤
竹
堂
の
場
合

富
士
川
英
郎

二
月
例
会
二
月
二
十
五
日
（
士
）

順
天
堂
大
学
医
学
部
九
号
館
一
番
教
室

一
、
ボ
ン
・
ヘ
が
も
た
ら
し
た
頭
蓋
骨
の
そ
の
後
の
現
地
調
査

神
谷
敏
郎
・
金
沢
英
作

二
、
講
座
制
の
歴
史
宮
内
千
年

三
月
例
会
三
月
二
十
四
日
（
土
）

順
天
堂
大
学
医
学
部
九
号
館
一
番
教
室

（
三
月
例
会
は
蘭
学
資
料
研
究
会
と
の
合
同
で
行
な
わ
れ
た
）

一
、
尾
本
凉
海
（
公
同
）
に
つ
い
て
田
崎
哲
郎

一
別
一

一
一

前
野
良
沢
と
杉
田
玄
白

緒
方
富
雄

前
野
良
沢
（
一
七
二
三
’
一
八
○
三
）
に
つ
い
て
は
岩
崎
克
己
氏
の
古
典

的
な
著
書
『
前
野
蘭
化
』
〔
昭
和
十
三
年
九
月
（
一
九
三
八
）
〕
に
詳
し
い
。

こ
れ
か
ら
述
べ
る
こ
と
は
一
部
同
氏
の
著
作
と
重
複
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る

が
、
こ
の
た
び
の
前
野
良
沢
没
後
百
八
十
年
記
念
会
の
機
会
に
特
に
杉
田
玄

白
と
の
か
か
わ
り
あ
い
に
焦
点
を
あ
わ
せ
て
良
沢
を
想
起
し
た
い
。

杉
田
玄
白
（
一
七
三
三
’
一
八
一
七
）
の
「
蘭
学
事
始
」
（
一
八
一
五
）
に

良
沢
の
こ
と
が
出
て
く
る
の
は
、
蘭
学
の
発
達
の
記
述
の
は
じ
め
の
方
で
、

「
翁
が
友
豊
前
中
津
侯
の
医
官
前
野
良
沢
と
い
へ
る
も
の
あ
り
」

に
は
じ
ま
り
、
そ
の
性
格
を
「
天
性
奇
人
」
と
し
、
玄
白
と
の
出
遇
い
ま
で

の
経
歴
を
か
な
り
く
わ
し
く
書
い
て
い
る
。

一
一

そ
し
て
、
明
和
三
年
（
推
定
）
の
春
、
ち
ょ
う
ど
カ
ピ
タ
ン
が
江
戸
参
府

で
本
石
町
の
長
崎
屋
に
泊
っ
て
い
た
時
、
良
沢
が
玄
白
の
宅
を
訪
れ
て
、
こ

れ
か
ら
カ
ピ
タ
ン
に
あ
い
に
行
く
が
、
一
緒
に
行
か
な
い
か
と
誘
う
。
玄
白

は
好
奇
心
を
そ
そ
ら
れ
、
良
沢
に
と
も
な
わ
れ
て
出
か
け
る
⑫
そ
れ
が
、
玄

二
、
三
浦
梅
園
の
手
紙
ｌ
麻
田
剛
立
に
ｌ
つ
い
て
小
川
鼎
三
・
酒
井
シ
ヅ

三
、
明
和
八
年
三
月
四
日
緒
方
富
雄

四
月
例
会
は
総
会
に
替
え
る
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白
が
オ
ラ
ン
ダ
人
に
会
っ
た
最
初
と
お
も
わ
れ
る
。
そ
し
て
こ
れ
が
玄
白
が

蘭
語
を
学
び
、
同
志
と
と
も
に
蘭
学
を
開
く
き
っ
か
け
と
な
る
。

明
和
八
年
（
一
七
七
一
）
の
春
、
カ
ピ
タ
ン
の
一
行
が
江
戸
に
来
て
い
た

時
、
中
川
淳
庵
が
そ
の
宿
（
長
崎
屋
）
で
誰
か
か
ら
、
蘭
語
の
解
剖
害
「
タ

ー
ヘ
ル
・
ア
ナ
ト
ミ
ア
」
と
、
「
カ
ス
バ
リ
ュ
ス
・
ア
ナ
ト
ミ
ア
」
の
二
冊

を
見
せ
ら
れ
、
読
む
人
が
あ
れ
ば
ゆ
ず
っ
て
も
よ
い
と
い
わ
れ
る
。

淳
庵
は
そ
れ
を
持
ち
か
え
り
、
玄
白
に
見
せ
る
。
玄
白
は
そ
れ
ら
を
手
に

入
れ
た
く
お
も
う
が
、
買
う
ほ
ど
の
資
力
が
な
い
。
そ
こ
で
、
玄
白
は
藩
の

太
夫
岡
部
新
左
衛
門
に
う
ち
あ
け
て
、
藩
の
お
カ
ネ
で
買
っ
て
も
ら
う
。

四

こ
の
年
の
三
月
三
日
夜
、
町
奉
行
曲
渕
甲
斐
守
の
家
士
得
能
万
兵
衛
か
ら

て
が
象
が
届
き
、
明
三
月
四
日
千
住
骨
ヶ
原
（
現
在
の
小
塚
原
）
の
刑
場
で

肪
分
が
あ
る
か
ら
と
の
知
ら
せ
で
あ
る
。
玄
白
は
、
良
沢
に
も
こ
の
こ
と
を

知
ら
せ
て
や
っ
て
、
同
道
を
す
す
め
る
。

翌
三
月
四
日
朝
、
玄
白
が
集
合
の
約
束
の
浅
草
三
谷
町
出
口
の
茶
屋
へ
い

く
と
、
良
沢
も
す
で
に
来
て
い
た
。

そ
の
場
で
、
良
沢
は
懐
中
か
ら
蘭
書
を
一
冊
と
り
出
し
、
こ
れ
は
「
タ
ー

ヘ
ル
・
ア
ナ
ト
ミ
ア
」
と
い
い
、
先
年
長
崎
で
手
に
入
れ
た
解
剖
書
で
あ
る

と
い
っ
て
見
せ
る
。
そ
れ
は
偶
然
に
も
、
玄
白
が
昨
日
入
手
し
た
「
タ
ー
ヘ

ル
・
ア
ナ
ト
ミ
ア
」
と
同
版
で
あ
る
。
玄
白
は
「
事
始
」
で

「
こ
れ
誠
に
奇
遇
な
り
と
て
、
互
ひ
に
手
を
う
ち
て
感
ぜ
り
」
と
あ
る
。

五

「
タ
ー
ヘ
ル
・
ア
ナ
ト
ミ
ア
」
と
い
う
書
名
は
、
原
本
の
書
名
で
は
な

い
。
原
本
は

○
日
庁
＆
歸
巨
国
島
鳴
弓
画
庁
庁
昌

で
、
し
い
て
当
時
風
に
カ
ナ
で
書
け
ば

オ
ン
ト
レ
ー
ド
キ
ュ
ン
ジ
ヘ
・
タ
ー
ヘ
レ
ン

と
な
ろ
う
。
タ
ー
ヘ
レ
ン
が
タ
ー
ヘ
ル
に
な
る
こ
と
は
あ
り
う
る
と
し
て
、

オ
ン
ト
レ
ー
ド
キ
ュ
ン
ジ
ヘ
（
形
容
詞
、
「
解
剖
学
の
」
の
意
）
が
、
「
ア
ナ

ト
ミ
ア
（
解
剖
学
）
」
に
な
る
あ
と
を
た
ど
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
。
た
だ

ひ
と
つ
、
同
書
の
絵
扉
に
ラ
テ
ン
語
で
日
脚
宮
旨
①
シ
昌
煙
８
目
８
①
（
弓
号
皀
置

シ
昌
凹
８
目
３
の
複
数
形
）
と
出
て
い
る
。
そ
れ
が
誰
か
に
よ
っ
て
「
タ
ー

ヘ
ル
・
ア
ナ
ト
ミ
ア
」
と
も
じ
っ
て
よ
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
も
知
れ

な
い
と
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
は
な
い
が
、
そ
れ
に
し
て
も
そ
の
過
程
は
、
あ

ま
り
に
語
学
的
で
な
さ
す
ぎ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
原
本
の
書
名
と
い
ち
じ
る
し
く
こ
と
な
っ
た
呼

び
名
が
、
ど
こ
で
で
き
た
か
、
そ
し
て
い
つ
ご
ろ
？

良
沢
が
三
月
四
日
の
朝
、
茶
屋
で
玄
白
に
こ
の
本
を
見
せ
た
と
き
、
「
タ

ー
ヘ
ル
・
ア
ナ
ト
ミ
ア
」
と
い
っ
た
と
し
る
さ
れ
て
お
り
、
一
方
玄
白
が
淳

庵
か
ら
同
じ
本
を
見
せ
ら
れ
た
と
き
「
タ
ー
ヘ
ル
・
ア
ナ
ト
ミ
ア
」
と
い
う

書
名
を
き
か
さ
れ
た
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。
わ
た
く
し
は
、
こ
の
よ
う
な

記
載
を
説
明
し
う
る
可
能
性
は
つ
ぎ
の
二
つ
の
い
ず
れ
か
と
お
も
う
。

（
一
）
こ
の
本
を
長
崎
の
蘭
人
が
そ
う
呼
ん
で
い
た
。

（
二
）
玄
白
が
後
日
「
蘭
学
事
始
」
を
書
い
た
時
点
で
い
つ
の
間
に
か

「
タ
ー
ヘ
ル
・
ア
ナ
ト
ミ
ア
」
と
い
う
通
称
が
お
こ
な
わ
れ
て
し

ま
っ
て
い
て
、
そ
れ
を
玄
白
は
回
想
の
な
か
で
明
和
八
年
三
月

三
、
四
日
の
時
点
で
す
で
に
そ
の
よ
う
に
呼
ん
で
い
た
よ
う
に
書
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い
た
。

わ
た
く
し
に
は
（
二
）
の
方
が
自
然
の
よ
う
に
考
え
る
。

こ
の
よ
う
な
き
わ
め
て
日
本
的
な
名
称
の
変
化
は
、
蘭
人
に
は
で
き
な
い

こ
と
と
お
も
う
。

一
ハ

玄
白
の
「
蘭
学
事
始
」
に
は
、
前
野
、
杉
田
、
中
川
等
が
こ
の
「
タ
ー
ヘ

ル
・
ア
ナ
ト
ミ
ア
」
の
翻
訳
に
苦
心
し
た
こ
と
が
感
動
的
に
述
べ
ら
れ
て
い

る
。
そ
の
な
か
で
有
名
な
の
は
「
鼻
」
の
部
分
で
、
「
フ
ル
ヘ
ッ
ヘ
ン
ド
」

と
い
う
蘭
語
の
意
味
が
わ
か
ら
な
く
て
苦
心
す
る
記
述
が
あ
る
。

玄
白
は
こ
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
．

「
ま
た
或
る
日
、
鼻
の
と
こ
ろ
に
て
、
フ
ル
ヘ
ッ
ヘ
ン
ド
せ
し
も
の
な
り

と
あ
る
に
至
り
し
に
、
こ
の
語
わ
か
ら
ず
。
こ
れ
は
如
何
な
る
こ
と
に
て

あ
る
べ
き
と
考
へ
合
ひ
し
に
、
如
何
と
も
せ
ん
や
う
な
し
。
そ
の
頃
ウ
ヲ

ー
ル
デ
ン
ブ
ッ
ク
（
釈
辞
書
）
と
い
ふ
も
の
な
し
。
漸
く
長
崎
よ
り
良
沢

求
め
帰
り
し
簡
略
な
る
一
小
冊
あ
り
し
を
見
合
せ
た
る
に
、
フ
ル
ヘ
ッ
ヘ

ン
ド
の
釈
註
に
、
木
の
枝
を
断
ち
去
れ
ば
、
そ
の
跡
フ
ル
ヘ
ッ
ヘ
ン
ド
を

な
し
、
ま
た
庭
を
掃
除
す
れ
ば
、
そ
の
塵
土
聚
ま
り
フ
ル
ヘ
ッ
ヘ
ン
ド
す

と
い
う
や
う
に
読
朶
出
だ
せ
り
。
こ
れ
は
如
何
な
る
意
味
な
る
べ
し
と
、

ま
た
例
の
如
く
こ
じ
つ
け
考
へ
合
ふ
に
、
弁
へ
か
ね
た
り
。
時
に
、
翁
思

ふ
に
、
木
の
枝
を
断
り
た
る
跡
癒
ゆ
れ
ば
堆
く
な
り
、
ま
た
掃
除
し
て
塵

士
聚
ま
れ
ぱ
こ
れ
も
堆
く
な
る
な
り
。
鼻
は
面
中
に
在
り
て
堆
起
せ
る
も

の
な
れ
ば
、
フ
ル
ヘ
ッ
ヘ
ン
ド
は
堆
（
ウ
ヅ
タ
カ
シ
）
と
い
ふ
こ
と
な
る

べ
し
．
然
れ
ば
、
こ
の
語
は
堆
と
訳
し
て
は
如
何
と
い
ひ
け
れ
ば
、
各
を

こ
れ
を
間
き
て
、
甚
だ
尤
も
な
り
、
堆
と
訳
さ
ば
正
当
す
べ
し
と
決
定
せ

り
。
そ
の
時
の
嬉
し
さ
は
、
何
に
た
と
へ
ん
か
た
も
な
く
、
連
城
の
玉
を

も
得
し
心
地
せ
り
。
」

わ
た
く
し
に
は
、
こ
の
感
動
的
な
記
述
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
に
か
疑
問
が

の
こ
る
。
そ
れ
は
、
良
沢
が
長
崎
で
求
め
て
き
た
「
小
冊
子
」
の
こ
と
で
あ

る
。
玄
白
は
当
時
は
ウ
ヲ
ー
ル
デ
ン
ブ
ッ
ク
（
釈
辞
書
）
（
鬘
。
。
ａ
の
号
。
異
）

す
な
わ
ち
辞
書
が
な
か
っ
た
と
い
う
。
そ
の
当
否
は
別
と
し
て
、
良
沢
が
長

崎
で
求
め
た
と
い
う
「
小
冊
子
」
に
、
こ
の
よ
う
な
く
わ
し
い
説
明
が
つ
い

て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
。
玄
白
が
引
用
し
て
い
る
内
容
は
、
く
わ
し
い
、

大
き
な
辞
典
で
な
け
れ
ば
見
出
せ
そ
う
も
な
い
も
の
で
あ
る
。
わ
た
く
し

は
、
玄
白
の
い
う
「
小
冊
子
」
の
本
態
を
つ
き
と
め
て
い
な
い
の
で
想
像
の

域
を
出
な
い
の
は
、
お
し
い
。

こ
の
「
フ
ル
ヘ
ッ
ヘ
ン
ド
」
に
つ
い
て
も
う
一
つ
疑
問
が
あ
る
。

こ
の
語
は
、
タ
ー
ヘ
ル
・
ア
ナ
ト
ミ
ア
の
「
鼻
」
の
部
分
に
は
、
こ
の
ま

ま
の
は
出
て
こ
な
い
、
こ
れ
に
近
い
意
味
の
語
と
し
て
は
ぐ
。
。
『
昌
冒
①
。
胃
且

と
ぐ
胃
胃
ぐ
。
己
が
あ
る
。
「
鼻
」
の
記
載
の
最
初
の
部
分
に
は
前
者
が
つ
か
っ

て
あ
る
。
ド
イ
ツ
語
原
本
で
は
と
も
に
閂
冨
胃
邑
（
も
り
あ
が
っ
た
）
で
あ

る
。
文
法
的
に
い
え
ば
「
フ
ル
ヘ
ッ
ヘ
ン
ド
」
に
ぐ
①
号
①
淨
巨
（
動
詞
）
の

進
行
形
の
ぐ
自
胃
罵
且
に
当
る
。
意
味
は
近
い
が
、
語
型
と
し
て
は
、
タ

ー
ヘ
ル
・
ア
ナ
ト
ミ
ア
に
は
出
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
食
い
ち
が
い
は
、
お
そ
ら
く
玄
白
の
記
憶
の
な
か
で
の
混
乱
で
あ
ろ

う
Ｏ

こ
の
よ
う
に
厳
格
に
つ
き
と
め
て
い
け
ば
語
学
的
に
は
正
確
で
な
い
と
こ

ろ
が
あ
る
が
、
「
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
」
と
い
う
懐
古
談
と
し
て
う

け
と
れ
ば
当
時
の
苦
心
談
と
し
て
，
わ
れ
わ
れ
を
感
動
さ
せ
る
も
の
で
あ

Qワ1
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》
（
》
Ｑ

ち
な
ふ
ち
、
「
四
年
の
間
、
草
稿
を
十
一
度
ま
で
認
め
か
へ
て
」
板
下
に

渡
し
た
と
い
う
「
解
体
新
書
」
の
こ
の
部
分
（
鼻
編
第
十
一
）
は
つ
ぎ
の
よ

う
に
な
っ
て
い
る
。

レ

シ
テ
ス

「
ｏ
夫
鼻
者
隆
起
而
居
二
面
之
中
口
上
額
下
一
」

す
な
わ
ち
「
フ
ル
ヘ
ッ
ヘ
ン
ド
」
は
「
隆
起
」
の
な
か
に
と
け
こ
ん
だ
か

た
ち
で
あ
る
〕

七

前
野
良
沢
は
、
か
つ
て
太
宰
府
神
社
の
神
前
で
、
自
分
は
和
蘭
の
術
に
従

事
し
て
い
る
が
、
い
や
し
く
も
道
を
き
わ
め
ず
に
、
承
だ
り
に
有
名
に
な
る

手
段
に
は
し
た
く
な
い
と
誓
っ
た
と
い
う
。
良
沢
が
あ
れ
だ
け
深
入
り
し
て

た
「
解
体
新
書
」
に
、
玄
白
が
「
序
」
を
求
め
た
と
こ
ろ
、
こ
の
理
由
で
こ

と
わ
っ
た
と
い
う
。

そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
良
沢
が
「
解
体
新
書
」
の
訳
述
に
ど
の
よ
う
な
か

た
ち
で
か
か
わ
っ
た
か
は
、
「
新
書
の
訳
文
」
の
な
か
で
さ
が
し
求
め
る
よ

り
ほ
か
な
い
。
「
新
書
」
に
訳
述
の
不
備
が
見
つ
か
る
が
、
そ
れ
ら
す
べ
て

良
沢
の
せ
い
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
む
し
ろ
こ
こ
ま
で
に
ま
と
ま
っ
た

こ
と
は
、
良
沢
の
労
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
に
ち
が
い
な
い
。

（
本
講
演
は
昭
和
五
十
八
年
十
月
例
会
に
て
発
表
し
た
。
）

江
戸
医
学
館
の
考
試
弁
書
『
嬢
滴
狂
辨
』
に
つ
い
て

ｌ
当
時
の
精
神
病
学
説
を
ゑ
る
ｌ

岡
田
靖
雄

こ
こ
に
と
り
あ
げ
た
の
は
、
医
学
館
に
お
け
る
精
神
病
学
答
案
集
と
い
う

べ
き
も
の
で
あ
る
。
二
二
名
分
の
う
ち
一
四
名
分
の
名
が
は
い
っ
て
い
て
、

そ
の
な
か
に
桂
川
甫
悦
（
の
ち
藤
澤
次
謙
、
一
八
三
五
’
一
八
八
一
）
お
よ

び
多
紀
安
琢
（
元
瑛
、
一
八
二
四
’
一
八
七
六
）
の
名
が
あ
る
の
で
、
一
八

五
○
年
（
嘉
永
三
年
）
ご
ろ
の
も
の
か
。
と
じ
こ
ま
れ
て
い
る
最
初
に
「
癩

墹
狂
辨
校
字
」
が
つ
い
て
い
て
、
各
篇
に
つ
い
て
文
章
・
用
字
を
批
評
し
、

ま
た
「
痛
澗
狂
辨
批
語
」
は
主
と
し
て
内
容
を
批
評
し
て
い
る
。

ほ
と
ん
ど
が
白
文
の
漢
文
で
あ
る
の
で
、
全
篇
を
よ
ゑ
く
だ
し
え
て
は
い

な
い
が
、
そ
の
内
容
は
、
「
願
」
、
「
滴
」
、
「
狂
」
の
そ
れ
ぞ
れ
の
概
念
、
病

態
生
理
（
漢
方
医
学
的
な
考
え
方
）
お
よ
び
治
療
法
を
、
「
素
問
」
、
「
霊
枢
」
、

「
難
経
」
な
ど
を
引
用
し
て
論
じ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
だ
い
た
い
の
も
の

は
、
「
頽
澗
」
は
一
病
で
あ
る
が
、
一
○
歳
以
下
の
癩
澗
を
「
滴
」
と
い
い
、

成
人
の
そ
れ
を
「
顕
」
と
い
う
と
し
て
お
り
、
「
狂
」
を
精
神
病
で
あ
る
と

す
る
。
自
分
の
経
験
に
ほ
ん
の
ち
ょ
っ
と
で
も
ふ
れ
て
い
る
の
は
二
篇
だ
け

で
あ
る
。
「
顔
」
お
よ
び
「
滴
」
を
異
病
と
し
て
い
て
、
「
批
語
」
に
、
そ
の

説
当
を
か
く
な
ど
か
か
れ
て
い
る
も
の
が
四
篇
あ
る
。

こ
れ
ら
か
ら
察
す
る
と
、
医
学
館
で
は
、
顕
・
澗
・
狂
と
は
こ
う
い
う
も

の
だ
、
と
い
う
形
で
は
お
し
え
て
い
な
い
。
古
典
の
読
象
方
を
お
し
え
て
い

て
、
そ
れ
ら
か
ら
な
に
を
つ
か
承
と
る
か
は
、
ま
な
ぶ
者
に
ま
か
さ
れ
て
い

た
よ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
江
戸
医
学
館
に
お
け
る
教
育
は
、
考
証
派
と
さ

れ
る
多
紀
家
の
学
問
の
方
法
に
そ
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

岡
田
の
報
告
要
旨
は
右
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
岡
田
は
演
題
を
は
じ

め
「
幕
府
医
学
館
…
」
と
し
て
い
た
が
、
宗
田
一
氏
は
、
医
学
館
の
刊
行
物

に
は
「
江
戸
医
学
」
と
は
い
っ
て
い
た
し
、
固
有
名
詞
と
し
て
「
江
戸
医
学

館
」
の
名
を
つ
か
っ
て
い
く
こ
と
が
適
切
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
た
。
ま
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