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昨
年
の
日
本
医
史
学
会
神
奈
川
地
方
会
九
月
の
学
術
大
会
お
よ

び
日
本
医
史
学
会
関
西
支
部
十
二
月
の
秋
季
学
術
大
会
に
お
い

て
、
『
看
病
用
心
紗
』
は
臨
終
行
儀
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る

が
、
看
護
に
つ
い
て
も
そ
の
手
技
や
心
構
え
が
詳
細
に
具
体
的
に

述
べ
て
あ
り
、
か
つ
医
薬
の
使
用
の
記
述
に
つ
い
て
も
示
唆
さ
れ

る
も
の
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
。

今
回
は
本
紗
が
成
立
し
た
社
会
的
背
景
に
つ
い
て
新
知
見
を
得

た
の
で
報
告
す
る
。
従
来
は
平
安
時
代
の
後
半
か
ら
伝
染
病
や

種
々
の
病
気
が
蔓
延
し
、
精
神
的
不
安
に
陥
る
も
の
が
多
く
な
っ

た
。
そ
し
て
こ
れ
ら
は
人
間
の
怨
霊
な
ど
に
よ
る
た
た
り
、
す
な

わ
ち
「
も
の
の
け
」
に
よ
る
と
い
う
思
想
が
彦
透
し
た
。
さ
ら
に

各
地
方
で
頻
繁
す
る
戦
乱
に
よ
り
、
一
層
人
心
が
不
安
と
な
り
、

多
く
の
民
衆
は
現
世
利
益
を
説
く
密
教
か
ら
人
心
は
離
れ
、
未
来

48

「
看
病
用
心
紗
』
成
立
の
社
会
的
背
景

杉
田
暉
道

ゴ
ン
グ

の
浄
土
を
欣
求
で
き
る
新
し
い
宗
教
の
興
る
の
を
熱
望
し
た
。
こ

れ
に
応
え
て
登
場
し
た
の
が
、
法
然
、
栄
西
、
親
鶯
、
道
元
、
日

蓮
、
一
遍
、
叡
尊
な
ど
の
祖
師
に
よ
っ
て
開
か
れ
た
新
興
仏
教
で

あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
社
会
状
勢
に
お
い
て
本
紗
が
成
立
し
た
と

考
え
ら
れ
て
い
た
。

そ
こ
で
演
者
は
、
新
興
仏
教
と
旧
来
の
仏
教
と
の
差
異
を
、
僧

侶
の
活
動
に
つ
い
て
検
討
し
た
結
果
、
新
興
仏
教
で
は
「
個
人
の

救
済
を
最
重
点
に
お
き
、
非
人
救
済
、
女
人
救
済
、
勧
進
、
葬
式

の
活
動
を
積
極
的
に
行
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
そ
れ
で
は

何
故
旧
来
の
仏
教
の
僧
侶
達
は
前
記
の
活
動
を
行
わ
な
か
っ
た
の

か
。
彼
ら
は
、
国
家
が
指
定
し
た
特
定
の
寺
院
で
受
戒
を
行
っ
た

僧
侶
で
官
僧
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
彼
ら
は
天
皇
に
仕
え
る

こ
と
が
も
っ
と
も
重
要
な
活
動
で
あ
っ
た
の
で
、
常
に
「
清
浄
」

で
あ
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
「
猿
れ
」
に
関
係
す

る
前
記
の
活
動
は
積
極
的
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
し
た

が
っ
て
死
体
に
触
れ
た
り
、
改
葬
に
携
わ
っ
た
た
め
に
生
ず
る
死

猿
が
不
可
避
で
あ
る
葬
式
に
関
与
し
た
場
合
、
一
定
期
間
は
鎮
護

国
家
の
宗
教
儀
式
に
参
加
し
た
り
、
公
的
な
所
に
出
向
く
こ
と
は

慎
ま
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
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乙ひ、

葬
式
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
行
う
よ
う
に
な
っ
た
遁
世
僧
が
出

現
し
た
か
ら
で
あ
っ
て
、
死
者
の
救
済
と
い
う
点
か
ら
考
え
て
実

に
画
期
的
な
こ
と
で
あ
っ
た
・
叡
尊
教
団
の
律
僧
た
ち
は
、
「
清
浄

の
戒
は
汚
染
な
し
」
と
い
う
論
理
を
考
え
出
し
て
横
れ
に
関
係
あ

済
を
積
極
的
に
行
っ
た
。

一
方
新
興
仏
教
を
開
い
た
祖
師
た
ち
は
、
官
僧
の
世
界
の
在
り

方
に
不
満
を
持
ち
、
官
僧
の
特
権
と
制
約
か
ら
飛
び
出
し
て
新
し

い
仏
教
を
開
い
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
ら
の
僧
侶
を
遁

世
僧
と
呼
ぶ
。
た
と
え
ば
法
然
は
十
五
歳
（
二
四
七
年
）
の
時
延

暦
寺
で
授
戒
を
受
け
官
僧
と
な
っ
た
が
、
四
三
歳
の
時
に
遁
世
僧

と
な
っ
て
新
し
く
専
修
念
仏
を
唱
え
た
。

こ
れ
ら
の
遁
世
僧
は
非
人
救
済
に
つ
い
て
は
、
自
己
を
非
人
と

し
て
位
置
づ
け
、
す
べ
て
を
捨
て
て
乞
食
を
し
な
が
ら
遍
歴
修
行

す
る
「
乞
食
法
師
」
は
彼
ら
の
理
想
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
仏
教
を

開
い
た
ブ
ッ
ダ
の
姿
で
も
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
遁

世
僧
が
非
人
救
済
を
行
う
こ
と
は
何
ら
問
題
は
な
か
っ
た
。
女
人

救
済
に
つ
い
て
は
、
女
人
不
浄
の
思
想
か
ら
官
僧
は
女
人
救
済
を

行
わ
な
か
っ
た
が
、
遁
世
僧
は
官
僧
の
よ
う
な
身
分
上
の
制
約
が

な
く
、
自
由
に
考
え
、
行
動
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
、
女
人
救

る
活
動
に
積
極
的
に
携
わ
っ
た
。
念
仏
仏
は
「
往
生
人
に
稜
れ
な

し
」
と
い
う
論
理
を
持
ち
、
念
仏
者
は
す
べ
て
極
楽
往
生
が
で
き

る
か
ら
死
稜
は
な
い
と
し
た
。
し
た
が
っ
て
念
仏
僧
は
「
猿
れ
」

を
気
に
す
る
こ
と
な
く
、
臨
終
者
を
看
取
り
、
さ
ら
に
『
看
病
用

心
紗
」
を
著
わ
し
て
庶
民
を
指
導
し
た
の
で
あ
る
。

（
神
奈
川
県
予
防
医
学
協
会
）


