
日本医史学雑誌第47巻第3号(2001) 492

医
療
を
行
う
際
の
心
が
ま
え
に
つ
い
て
歴
史
的
に
検
討
す
る

と
、
鎌
倉
時
代
ま
で
は
仏
教
医
学
が
盛
ん
で
あ
っ
た
た
め
に
、
大

乗
仏
教
の
根
本
精
神
で
あ
る
慈
悲
（
慈
と
は
楽
を
与
え
、
悲
と
は
苦

を
除
く
こ
と
）
の
心
で
医
療
が
行
わ
れ
て
い
た
。
そ
の
代
表
的
な
例

と
し
て
、
奈
良
時
代
で
は
、
光
明
皇
后
の
患
者
の
膿
を
吸
い
、
さ

ら
に
背
中
を
洗
っ
た
と
い
う
施
浴
伝
説
、
鎌
倉
時
代
で
は
、
忍
性

の
社
会
事
業
お
よ
び
医
療
活
動
の
活
躍
が
著
明
で
あ
る
。

安
土
桃
山
時
代
に
な
る
と
仏
教
医
学
は
衰
え
、
儒
教
的
な
医
療

が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
江
戸
時
代
に
入
る
と
漢
方
が
広
く
行

わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
医
の
心
に
つ
い
て
も
幕
府
の
儒
教
奨
励

策
に
呼
応
し
て
「
医
は
仁
（
思
い
や
り
、
愛
情
）
術
な
り
」
の
標
語

が
大
き
な
役
割
を
果
た
す
よ
う
に
な
っ
た
。
医
師
に
と
っ
て
患
者

を
救
う
道
の
医
療
は
、
人
の
道
を
説
く
儒
教
の
精
神
と
同
様
で
あ

る
と
し
て
、
「
医
は
仁
術
な
り
」
の
標
語
は
、
医
療
に
お
け
る
規
範
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医
の
心
の
歴
史
的
考
察

杉
田
暉
道

的
な
役
割
を
演
じ
た
の
で
あ
る
。

「
医
は
仁
術
な
り
」
の
出
典
に
つ
い
て
は
徐
春
甫
が
著
わ
し
た

『
古
今
医
統
大
全
」
が
有
力
で
あ
る
。
「
医
ハ
以
テ
人
ヲ
活
ス
心
ナ

リ
。
故
二
医
ハ
仁
術
卜
云
う
。
．
：
…
医
ハ
當
仁
慈
ノ
術
二
当
ル

ベ
シ
。
須
ラ
ク
髪
ヲ
ヒ
ラ
キ
冠
ヲ
取
リ
テ
モ
行
キ
テ
、
コ
レ
ヲ
救

ウ
ベ
キ
ナ
リ
」
と
あ
る
。
多
く
の
医
師
は
こ
の
仁
術
論
を
説
い
た

が
、
貝
原
益
軒
の
『
養
生
訓
』
に
は
、
こ
れ
が
次
の
よ
う
に
う
ま

く
説
明
さ
れ
て
い
る
。
「
医
は
仁
術
な
り
。
仁
愛
の
心
を
本
と
し
、

人
を
救
ふ
を
以
て
志
と
す
べ
し
。
わ
が
身
の
利
益
を
専
ら
に
志
す

べ
か
ら
ず
」
と
あ
る
。

近
代
の
医
学
教
育
は
、
東
大
医
学
部
の
前
身
で
あ
る
大
学
東
校

に
お
い
て
、
ド
イ
ツ
人
医
師
ミ
ュ
ル
レ
ル
と
ホ
フ
マ
ン
が
来
日
し

て
西
洋
式
の
医
学
教
育
を
お
こ
な
っ
た
。
彼
ら
は
現
在
わ
れ
ノ
、

が
学
ん
で
い
る
教
育
の
形
式
で
医
学
教
育
を
行
い
、
医
療
技
術
を

教
授
す
る
だ
け
で
時
間
が
一
杯
で
医
の
心
を
教
授
す
る
余
裕
は
な

か
っ
た
。
そ
の
た
め
に
医
の
心
は
、
伝
統
的
な
東
洋
道
徳
で
あ
る

「
仁
術
」
に
医
の
心
を
求
め
た
。
し
か
し
、
科
学
的
合
理
的
な
医
学

理
論
や
技
術
に
圧
倒
さ
れ
て
、
「
医
は
仁
術
」
の
心
は
忘
れ
ら
れ
て

し
ま
っ
た
。
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つ
い
で
明
治
時
代
後
半
は
開
業
医
の
黄
金
時
代
で
あ
っ
た
。
各

地
に
投
資
を
目
的
と
し
た
病
院
が
建
て
ら
れ
、
金
融
機
関
と
医
療

機
関
と
が
強
く
結
び
つ
く
こ
と
と
な
っ
た
。
医
院
の
広
告
が
新
聞

に
登
場
し
、
医
師
は
開
業
し
さ
え
す
れ
ば
金
持
に
な
る
と
い
う
風

潮
を
生
ん
だ
。

昭
和
時
代
の
第
二
次
世
界
大
戦
前
で
は
橋
田
邦
彦
は
、
「
病
人

を
み
る
時
に
、
自
分
を
み
る
と
全
く
同
じ
気
持
ち
で
見
ら
れ
る
気

分
の
で
き
る
と
こ
ろ
に
仁
が
あ
る
。
従
っ
て
医
は
仁
術
が
第
一
義

で
あ
る
」
と
説
い
て
い
る
。

戦
後
は
、
医
療
情
報
が
開
か
れ
る
よ
う
に
な
り
、
患
者
の
権
利

が
強
く
主
張
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
に
、
イ
ン
フ
ォ
ー
ム

ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
（
医
療
上
の
説
明
と
同
意
）
が
重
視
さ
れ
る
に
い

た
っ
た
。
そ
し
て
、
一
九
六
四
年
、
ヘ
ル
シ
ン
キ
に
お
い
て
第
十

八
回
世
界
医
師
会
総
会
が
開
催
さ
れ
、
人
体
実
験
に
関
す
る
倫
理

綱
領
と
し
て
『
ヘ
ル
シ
ン
キ
宣
言
』
が
採
択
さ
れ
た
。
こ
れ
は
人

体
実
験
に
お
い
て
、
被
検
者
に
実
験
目
的
や
危
険
性
な
ど
を
十
分

に
説
明
し
、
被
検
者
の
自
由
意
思
に
よ
っ
て
同
意
を
得
る
こ
と
の

必
要
性
を
示
し
た
も
の
で
、
患
者
を
治
療
す
る
場
合
、
医
師
の
告

知
義
務
と
患
者
の
自
己
決
定
権
を
示
し
た
も
の
で
は
な
い
が
、
被

検
者
を
患
者
と
す
れ
ば
、
現
在
の
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン

ト
の
思
想
と
ほ
と
ん
ど
一
致
す
る
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
よ
う
な
経
過
を
経
て
、
医
療
を
行
う
際
の
患
者
の
人
格
の

尊
重
と
人
権
の
保
護
に
つ
い
て
ま
す
ま
す
関
心
が
持
た
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。
さ
ら
に
現
今
の
わ
が
国
の
疾
病
の
動
向
を
み
る
と
、

生
活
習
慣
病
で
死
亡
す
る
も
の
が
全
死
因
の
七
十
％
以
上
を
占
め

る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
疾
病
を
癒
す
に
は
、
患

者
自
身
の
生
活
態
度
と
、
医
療
の
行
い
か
た
が
大
き
な
役
割
を
果

す
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
『
摩
訶
止
観
」
の
十
乗
観
法
、

パ
ッ
チ
・
ア
ダ
ム
ス
著
「
パ
ッ
チ
・
ア
ダ
ム
ス
と
夢
の
病
院
』
に

述
べ
て
い
る
。
要
約
す
る
と
、
医
師
は
患
者
を
治
療
す
る
と
い
う

考
え
を
捨
て
て
、
自
分
が
患
者
と
同
じ
疾
患
に
罹
っ
た
と
思
っ
て

治
療
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
患
者
は
疾
患
を
治
す
よ
う
に
積
極

的
に
努
力
す
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
。
と
同
時
に
医
療
者
の
中
に

健
康
で
な
い
人
が
い
た
な
ら
ば
、
そ
の
人
達
が
早
く
健
康
に
な
る

よ
う
に
働
き
か
け
な
け
れ
ば
い
け
な
い
、
と
あ
る
。

（
神
奈
川
県
予
防
医
学
協
会
）


