
医
学
の
諸
分
野
の
中
で
医
史
学
ほ
ど
医
学
史
や
医
師
学
と
誤
解
、
混
同
さ
れ
、
そ
の
重
要
性
が
無
視
さ
れ
て
き
た
学
問
も
少
な
い
。
そ
の

理
由
も
種
々
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
一
つ
に
は
医
史
学
自
身
に
内
在
す
る
地
味
さ
に
加
え
て
、
研
究
対
象
の
時
代
性
、
さ
ら
に
は
現
代
の

医
学
、
医
療
と
の
非
関
連
性
な
ど
が
指
摘
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

演
者
は
過
去
二
十
年
に
わ
た
っ
て
、
弘
前
大
学
医
学
部
に
お
い
て
医
学
概
論
の
一
部
と
し
て
の
医
史
学
教
育
を
担
当
し
て
き
た
。
当
大
学

に
お
い
て
は
、
医
進
課
程
第
一
学
年
の
学
生
に
対
し
て
、
一
○
○
分
授
業
三
十
回
の
医
学
概
論
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
中
、
演
者
は
医
学

史
の
部
分
を
七
回
か
ら
八
回
講
義
を
担
当
し
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
ギ
リ
シ
ャ
の
医
学
に
つ
い
て
一
回
、
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
期
の
医
学
に
つ
い

て
一
回
、
日
本
の
医
学
の
歩
み
が
二
回
で
、
一
つ
は
日
本
の
医
学
の
通
史
、
も
う
一
つ
は
日
本
に
お
け
る
西
洋
医
学
の
受
容
、
中
国
と
イ
ン

ド
の
医
学
が
一
回
、
世
界
を
変
え
た
薬
が
二
回
で
、
麻
薬
と
大
麻
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
感
染
と
の
戦
い
の
歩
み
が
一
回
で
あ
る
。
学
生
の
反

応
を
見
た
り
希
望
を
聴
い
て
、
テ
ー
マ
は
同
じ
で
も
毎
年
少
し
ず
つ
内
容
を
変
え
て
い
る
。
過
去
数
年
間
の
学
生
の
ア
ン
ケ
ー
ト
に
拠
れ
ば
、

演
者
の
講
義
は
医
学
概
論
の
中
で
も
評
価
が
最
上
位
を
占
め
て
お
り
、
そ
れ
な
り
の
効
果
は
挙
げ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
演

者
が
過
去
十
年
間
札
幌
医
大
で
医
史
学
の
集
中
講
義
を
行
っ
て
き
た
が
、
毎
年
行
わ
れ
た
ア
ン
ケ
ー
ト
で
も
演
者
の
医
学
史
の
講
義
に
学
生

が
高
い
興
味
と
評
価
を
示
し
て
い
た
こ
と
で
も
理
解
戴
け
る
と
思
う
。

医
史
学
が
医
学
教
育
に
お
い
て
極
め
て
肝
要
で
あ
る
理
由
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
も
の
の
考
え
方
、
も
の
の
観
方
を
教
え
か
つ
学
ぶ
こ
と
と

医
学
教
育
に
お
け
る
医
史
学
の
現
状
と
将
来
の
あ
り
方

松
木
明
知
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し
か
し
こ
の
よ
う
な
利
点
だ
け
列
挙
し
て
も
、
多
く
の
医
学
、
医
療
関
係
者
と
く
に
医
育
機
関
と
し
て
の
大
学
に
お
け
る
教
官
の
多
く
は

聴
く
耳
を
も
た
な
い
。
医
史
学
研
究
者
に
対
し
て
外
部
か
ら
聞
こ
え
る
批
判
の
多
く
は
、
先
年
の
医
史
学
会
の
理
事
会
で
非
公
式
に
討
論
さ

れ
た
よ
う
に
、
医
史
学
研
究
の
多
く
は
単
な
る
カ
ビ
臭
い
郷
土
史
の
研
究
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
演
者
は
研
究
内

容
と
現
代
の
医
療
と
の
接
点
を
求
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
解
決
が
可
能
と
考
え
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
な
現
況
に
対
し
て
、
日
本
医
学
会
の
第
一
分
科
会
で
あ
る
日
本
医
史
学
会
と
し
て
も
積
極
的
な
対
応
が
望
ま
れ
、
こ
の
シ
ン

ポ
ジ
ュ
ー
ム
の
席
上
に
お
い
て
具
体
的
な
提
案
を
行
い
た
い
。

演
者
は
考
え
て
い
る
が
、
具
体
的
に
は
次
の
五
点
で
あ
る
。

一
、
医
学
の
歴
史
つ
ま
り
流
れ
を
知
る
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
が
現
在
行
っ
て
い
る
医
学
、
医
療
に
対
す
る
よ
り
深
い
理
解
に
役
立
つ
。

二
、
医
学
の
歴
史
を
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
代
の
医
療
に
対
す
る
「
病
識
」
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
よ
り
良
い
医
学
、
医

五四三
、、、

歴
史
つ
ま
り
過
去
の
情
報
を
精
査
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
新
し
い
ア
イ
デ
ア
、
新
し
い
概
念
を
創
造
し
提
唱
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

史
的
研
究
を
通
じ
て
史
的
資
料
や
そ
の
他
の
文
献
に
対
す
る
読
み
方
が
よ
り
深
ま
る
。

正
確
な
記
録
を
残
す
こ
と
の
重
要
性
を
認
識
出
来
る
。

療
の
方
向
を
把
握
で
き
る
。

（
弘
前
大
学
医
学
部
麻
酔
科
）
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