
Ｈ
緒
言

演
者
は
昨
年
の
本
学
会
に
於
い
て
名
古
屋
玄
医
の
医
学
思
想
に
つ

い
て
若
干
の
考
察
を
し
た
際
、
い
わ
ゆ
る
「
古
方
派
」
の
特
質
と
し

て
従
来
い
わ
れ
て
い
る
如
き
「
傷
寒
論
の
重
視
」
「
親
試
実
験
主
義
」

は
必
ず
し
も
古
方
派
を
包
摂
す
る
適
切
な
特
徴
と
な
り
え
な
い
と
述

や
へ
、
尚
古
主
義
を
掲
げ
た
個
々
の
医
家
の
医
学
思
想
と
そ
の
臨
床
の

実
際
に
つ
い
て
逐
一
検
討
し
て
い
き
た
い
と
述
隷
へ
た
。

本
学
会
で
は
こ
の
主
旨
に
沿
っ
て
、
後
藤
艮
山
（
一
六
五
九
’
一
七

三
三
）
の
学
風
の
も
つ
「
傷
寒
論
観
」
に
つ
い
て
そ
の
特
質
を
考
え

て
み
た
い
。
『
傷
寒
論
』
の
「
日
本
的
」
受
容
の
中
に
こ
そ
古
方
派

の
特
質
が
あ
る
こ
と
も
ま
た
事
実
だ
か
ら
で
あ
る
。

と
は
い
う
も
の
の
、
艮
山
に
は
明
ら
か
な
自
書
が
な
い
こ
と
も
あ

っ
て
か
、
艮
山
の
傷
寒
論
観
は
甚
だ
不
閏
明
で
あ
る
。

弟
子
達
の
著
わ
し
た
『
師
説
筆
記
』
や
『
東
洋
洛
語
』
に
よ
れ

『
傷
風
約
言
』
に
つ
い
て

花
輪
壽
彦

ぱ
、
艮
山
の
場
合
は
、
『
素
問
』
『
霊
枢
』
『
難
経
』
の
正
語
を
と
り
、

張
仲
景
以
降
、
宋
明
以
前
の
諸
家
の
書
を
渉
猟
せ
よ
と
い
う
も
の

で
、
『
傷
寒
論
』
の
み
の
評
価
は
決
し
て
高
く
な
い
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
臨
床
に
卓
越
し
た
艮
山
の
医
療
の
特
色
と
は
食
餌
療
法
の
重

視
、
灸
や
温
泉
の
活
用
・
順
気
剤
や
熊
胆
の
多
用
・
民
間
療
法
の
重

視
な
ど
で
あ
る
と
さ
れ
て
お
り
、
『
傷
寒
論
』
は
重
視
さ
れ
な
か
っ

た
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
。

と
こ
ろ
が
艮
山
存
命
中
の
享
保
十
七
年
（
一
七
三
二
）
に
艮
山
の

子
・
後
藤
椿
庵
（
一
六
七
九
’
一
七
三
八
）
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
『
傷

風
約
言
』
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
書
に
は
既
に
『
傷
寒
論
』
の

大
綱
に
つ
い
て
一
家
言
を
以
て
斬
新
な
解
釈
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
書
に
艮
山
自
身
の
思
想
が
ど
の
程
度
ま
で
反
映
さ
れ
て
い
る
か

に
つ
い
て
は
定
か
で
な
い
が
、
艮
山
や
弟
子
の
傷
寒
論
観
の
一
端
を

知
り
得
る
と
考
え
る
の
で
、
こ
こ
に
若
干
の
考
察
を
試
み
た
い
。

ゴ
『
傷
風
約
言
』
の
概
要

『
傷
風
約
言
』
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
椿
庵
の
傷
寒
論
観
は
次
の
点

で
極
め
て
特
徴
的
で
あ
る
。

一
つ
は
『
傷
寒
論
』
の
骨
子
で
あ
る
「
六
経
」
（
太
陽
病
・
少
陽
病

・
陽
明
病
・
太
陰
病
・
少
陰
病
・
厭
陰
病
）
の
排
斥
で
あ
る
。
三
陰
三
陽
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は
『
素
問
』
に
仮
託
し
た
概
念
で
、
張
仲
景
が
こ
れ
を
『
傷
寒
論
』

に
取
り
入
れ
た
こ
と
を
「
非
な
り
」
と
糾
弾
す
る
。
替
わ
っ
て
彼
は

「
経
証
」
（
分
け
れ
ば
浅
証
と
深
証
）
「
閉
証
」
「
脱
証
」
と
い
う
三
証
の

私
号
を
呈
示
し
て
『
傷
寒
論
』
の
大
綱
を
示
す
。
そ
の
理
由
を
「
六

経
弁
解
」
や
「
傷
風
大
意
」
か
ら
拾
う
と
、
要
す
る
に
抗
病
反
応
と

は
常
に
身
体
全
体
の
反
応
で
あ
る
と
み
る
も
の
で
、
何
経
が
病
む
と

か
何
経
に
伝
経
す
る
と
い
っ
た
経
絡
理
論
と
結
び
つ
い
た
三
陰
三
陽

は
無
用
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
病
気
と
は
、
一
元
気
の
虚
に
乗
じ
て

風
寒
の
侵
入
に
よ
っ
て
惹
起
さ
れ
る
と
い
う
。
そ
の
緩
急
軽
重
と
邪

正
闘
争
の
虚
実
こ
そ
が
病
態
の
相
違
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ

れ
は
艮
山
の
示
し
た
「
一
気
留
滞
説
」
に
よ
っ
て
『
傷
寒
論
』
を
解

釈
し
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。

も
う
一
つ
の
特
長
は
、
脈
診
の
軽
視
と
腹
診
の
重
視
で
あ
る
。
例

え
ば
承
気
湯
の
目
標
に
つ
い
て
、
「
古
人
、
皆
脈
証
に
よ
っ
て
多
く

裏
熱
・
裏
結
を
弁
ず
。
而
る
に
予
の
手
を
以
て
、
按
腹
し
、
直
ち
に

そ
ち
ゅ
う

疏
窕
を
決
す
る
に
如
ら
ざ
る
な
り
」
、
「
某
病
に
某
脈
見
わ
る
の
定
規

な
し
。
略
を
知
る
べ
き
な
り
」
な
ど
と
記
す
如
く
で
あ
る
。

日
考
案

『
傷
風
約
言
』
の
序
文
に
は
、
明
末
清
初
の
医
家
と
し
て
方
有

執
・
嚥
昌
・
程
応
鹿
・
張
志
総
・
張
暁
の
名
前
を
挙
げ
て
、
彼
ら
の

註
釈
は
多
く
は
剰
語
に
す
ぎ
な
い
と
評
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は

『
傷
風
約
言
』
は
明
末
清
初
の
『
傷
寒
論
』
・
「
錯
簡
重
訂
派
」
の
議

論
を
ふ
ま
え
て
、
さ
ら
に
自
己
の
見
識
に
よ
っ
て
『
傷
寒
論
』
の
本

旨
を
既
に
読
み
と
ろ
う
と
し
て
い
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
う
し
た
態
度
は
香
川
修
庵
（
一
六
八
三
’
一
七
五
五
）
に
も
み
ら

れ
る
。
『
一
本
堂
行
余
医
言
』
十
九
「
傷
風
寒
」
の
項
に
み
ら
れ
る

修
庵
の
解
説
は
、
「
経
証
」
「
閉
証
」
「
脱
証
」
と
い
う
言
葉
は
み
ら

れ
な
い
が
、
そ
の
言
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
は
極
め
て
類
似
し
て
い

る
。

こ
の
こ
と
は
こ
う
し
た
傷
寒
論
観
を
艮
山
が
弟
子
達
に
示
唆
し
て

い
た
こ
と
を
示
し
た
も
の
と
も
思
わ
れ
る
。
し
か
し
『
一
本
堂
行
余

医
言
』
の
序
文
を
み
る
と
修
庵
が
『
傷
寒
論
』
の
理
論
が
『
素
問
』

よ
り
出
て
い
る
こ
と
を
批
判
し
艮
山
の
意
見
を
求
め
た
の
に
対
し
、

艮
山
は
「
私
も
ま
た
久
し
く
旧
医
説
を
疑
っ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の

問
題
は
古
今
の
一
大
結
構
で
、
私
の
よ
う
な
も
の
に
決
め
ら
れ
る
簡

単
な
問
題
で
は
な
い
」
と
態
度
を
保
留
し
た
と
い
う
。
山
脇
東
洋

は
『
東
洋
洛
語
』
の
中
で
「
香
川
氏
の
儒
医
一
本
説
は
美
し
い
が
、

艮
山
先
生
の
説
を
尊
ば
な
い
由
縁
で
あ
る
」
と
批
判
的
で
必
ず
し
も
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こ
う
し
た
傷
寒
論
観
が
艮
山
に
よ
っ
て
強
く
主
張
さ
れ
た
わ
け
で
は

な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

し
か
し
椿
庵
の
孫
後
藤
粟
庵
の
『
傷
寒
瓊
言
』
に
み
え
る
「
三
陰

三
陽
」
や
修
庵
の
「
虚
実
」
を
ふ
く
め
て
、
後
藤
流
の
傷
寒
論
観
は

『
傷
寒
論
』
を
『
素
問
』
か
ら
切
り
離
し
て
「
傷
寒
論
に
は
傷
寒
論

の
世
界
観
が
あ
る
」
と
す
る
古
方
派
の
傷
寒
論
観
形
成
と
腹
診
術
の

発
達
に
重
要
な
役
割
を
演
じ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

（
北
里
研
究
所
附
属
東
洋
医
学
総
合
研
究
所
医
史
学
研
究
室
）

現
在
の
鍼
灸
医
学
書
に
載
せ
ら
れ
、
実
際
の
治
療
に
応
用
さ
れ
る

こ
と
も
あ
る
四
花
灸
法
は
、
一
般
に
崔
氏
の
法
と
い
わ
れ
て
い
る

が
、
そ
の
出
典
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
そ
こ
で

今
回
そ
の
出
自
と
伝
見
に
つ
い
て
調
査
を
行
な
い
、
若
干
の
知
見
を

得
た
の
で
報
告
す
る
。

『
旧
唐
聿
匡
経
籍
志
、
『
唐
聿
邑
芸
文
志
に
は
当
時
存
在
し
た
医
書

が
多
数
載
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
う
ち
崔
知
悌
『
骨
蒸
病
灸
法
』

一
巻
の
名
が
見
え
て
い
る
。
ま
た
『
宋
史
』
芸
文
志
や
『
通
志
』
芸

文
略
に
も
『
崔
知
悌
灸
労
法
』
一
巻
と
あ
る
。
い
ず
れ
も
現
存
し
な

い
の
で
断
定
は
で
き
な
い
が
、
お
そ
ら
く
こ
れ
ら
は
同
一
の
内
容
を

も
つ
書
と
推
察
さ
れ
る
（
以
下
『
崔
氏
灸
法
』
と
略
称
す
る
）
。
こ
の
こ

と
か
ら
、
同
書
は
宋
ま
で
伝
わ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

崔
知
悌
『
骨
蒸
病
灸
法
』
の
伝
承

に
つ
い
て

Ｉ
崔
氏
四
花
灸
法
の
由
来
Ｉ石

原

武
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