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医療文化と仏教文化

田畑正久
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巻
頭
に
添
え
て

広
島
大
学
名
誉
教
授
・
理
学
博
士

松
田
正
典

広
島
大
学
仏
教
青
年
会
館
建
立
二
十
周
年
に
田
畑
正
久
先
生
を
お
招
き
し
て
、
記
念
講
演
を
た
ま
わ

り
ま
し
た
。
そ
の
講
演
が
こ
の
度
、
本
願
寺
出
版
社
よ
り
刊
行
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
こ
と
、
随

喜
に
堪
え
ま
せ
ん
。

広
島
大
学
仏
教
青
年
会
館
は
、
沼
田
恵え

範は
ん

先
生
（
公
益
財
団
法
人
仏
教
伝
道
協
会
創
立
者
）
に
よ
る
建

設
用
地
の
ご
提
供
と
、
渋
谷
昇
先
生
（
公
益
財
団
法
人
渋
谷
育
英
会
創
立
者
）
の
ご
建
立
に
よ
り
、
二
〇
〇
二

年
に
落
成
し
ま
し
た
。
そ
の
時
の
式
典
で
は
、
西
元
宗
助
先
生
（
元
京
都
府
立
大
学
教
授
）
よ
り
記
念
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日
本
一
の
高
さ
を
誇
る
富
士
山
を
見
る
と
、
五
合
目
よ
り
上
が
名
峰
・
富
士
と
思
わ
れ
が
ち
で
す

が
、
実
は
六
合
目
以
下
の
広
大
無
辺
な
裾
野
に
こ
そ
名
峰
た
る
所ゆ
え
ん以

が
あ
り
ま
す
。
師
の
訓
言
を
思
い

起
こ
し
ま
す
と
き
、
田
畑
先
生
の
ご
活
動
は
ま
こ
と
に
説
得
力
に
溢
れ
、
大だ
い

法ほ
う

伝で
ん

布ぷ

へ
の
至
純
な
願
い

に
貫
か
れ
、
改
め
て
敬
服
申
し
あ
げ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。「
仏
教
と
医
療
の
協
働
」
は
現
代
喫き
っ

緊き
ん

の
課
題
で
あ
り
、
先
生
の
一
層
の
ご
活
躍
と
ご
貢
献
が
願
わ
れ
ま
す
。

合
掌

二
〇
一
四
年
十
二
月

講
演
を
た
ま
わ
り
ま
し
た
。
建
立
二
十
周
年
に
、
田
畑
先
生
よ
り
『
現
代
日
本
の
医
療
文
化
と
仏
教
文

化
』
と
題
し
て
ご
講
演
を
い
た
だ
い
た
こ
と
に
特
別
な
感
慨
を
覚
え
ま
す
。

私
は
、
細
川
巌い
わ
お先
生
（
広
島
大
学
教
授
、
福
岡
教
育
大
学
名
誉
教
授
）
の
お
勧
め
で
『
歎
異
抄
』
の
月

例
講
座
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
が
、
先
生
の
ご
注
意
は
、「
一
人
の
科
学
者
と
し
て
、
親
鸞
聖

人
の
教
え
に
ど
う
救
わ
れ
た
か
を
語
れ
。
一
人
の
教
育
者
と
し
て
人
間
形
成
の
課
題
に
ど
う
応
え
て
い

く
か
を
語
っ
て
い
く
な
ら
ば
、
お
役
に
立
つ
」
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
そ
れ
は
、
机
上
の
空
論
に
終
わ

る
こ
と
な
く
、
時
代
の
諸
問
題
に
取
り
組
ん
で
い
け
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
細
川
先
生
と
今こ
ん

生じ
ょ
うの
お

別
れ
を
し
て
、
与
え
ら
れ
た
課
題
に
お
応
え
す
る
力
の
無
さ
に
消
沈
し
て
い
る
頃
、
拝
読
し
た
の
が

信し
が
ら
き楽

峻た
か

麿ま
ろ

先
生
の
『
仏
教
の
生
命
観
』（
法
藏
館
）
で
し
た
。
こ
の
書
は
二
部
構
成
で
、
第
一
部
で
は

「
仏
教
の
生
命
観
」
と
し
て
近
代
医
療
の
生
命
観
と
仏
教
の
生
命
観
の
決
定
的
相
違
が
論
じ
ら
れ
、
正

し
く
田
畑
正
久
先
生
の
「
協
働
」
の
必
要
性
が
訴
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
第
二
部
で
は
「
念
仏

者
の
社
会
的
責
任
」
が
多
岐
に
亘
り
論
考
さ
れ
て
い
ま
す
。
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本
文
中
、
聖
教
類
の
引
用
に
つ
い
て
は
、
本
願
寺
出
版
社
刊
『
浄
土
真
宗

聖
典
（
註
釈
版
）
第
二
版
』（『
註
釈
版
聖
典
』）
を
用
い
て
お
り
ま
す
。
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は
じ
め
に

「
医
者
の
不
養
生
」
と
申
し
ま
す
が
、
医
者
も
時
々
は
病
気
に
な
っ
て
み
て
患
者
さ
ん
の
気
持
ち
を

経
験
し
な
け
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
に
立
っ
て
み
て
、
は
じ
め
て
見
え
て
く
る
も

の
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

私
が
通
っ
て
い
た
九
州
大
学
に
は
仏
教
青
年
会
が
あ
り
ま
し
て
、
数
年
前
、
百
周
年
記
念
の
式
典
を

い
た
し
ま
し
た
。
現
在
も
会
館
が
あ
り
ま
し
て
、
寮
生
が
二
十
数
名
生
活
を
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
も
仏

教
に
ご
縁
が
つ
な
が
れ
ば
と
い
う
こ
と
で
、
先
輩
方
が
願
い
を
持
っ
て
取
り
組
ん
で
こ
ら
れ
た
か
ら
こ

そ
で
す
。
す
ぐ
に
結
果
が
出
て
、
仏
教
に
ご
縁
が
あ
る
学
生
が
誕
生
す
る
と
い
う
わ
け
に
は
ま
い
り
ま

せ
ん
が
、
気
の
長
い
取
り
組
み
が
継
続
さ
れ
て
い
ま
す
。
私
の
師
、
細
川
巌
先
生
が
、「
仏
教
の
仕
事

は
効
率
が
悪
い
ん
だ
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
が
、
本
当
に
そ
う
だ
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。
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私
は
学
生
時
代
、
福
岡
教
育
大
学
で
化
学
の
教
授
を
さ
れ
て
い
た
細
川
巌
先
生
に
め
ぐ
り
あ
い
、
浄

土
真
宗
と
の
ご
縁
が
で
き
ま
し
た
。
細
川
先
生
は
広
島
大
学
の
ご
出
身
で
広
島
大
学
仏
教
青
年
会
に
も

深
い
ご
縁
が
あ
り
ま
す
。
私
は
細
川
先
生
か
ら
継
続
し
た
仏
教
の
お
育
て
を
い
た
だ
き
、
勉
強
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。

医
学
の
方
で
は
、
消
化
器
外
科
と
い
う
仕
事
を
し
て
い
ま
し
た
が
、
ち
ょ
う
ど
四
十
五
歳
の
時
に
地

方
の
市
立
病
院
の
院
長
に
な
り
ま
し
た
。
十
年
間
院
長
業
の
仕
事
を
し
ま
し
た
ら
、
外
科
医
と
し
て
急

性
期
の
医
療
に
対
応
す
る
の
は
能
力
的
に
難
し
い
と
自
覚
し
、
そ
こ
で
外
科
は
や
め
ま
し
た
。

仏
教
の
勉
強
を
は
じ
め
た
頃
は
、仏
教
と
医
療
は
別
々
の
こ
と
を
し
て
い
る
と
思
っ
て
お
り
ま
し
た
。

あ
る
時
に
埼
玉
医
科
大
学
の
哲
学
の
教
授
を
し
て
お
ら
れ
ま
し
た
秋あ
き

月づ
き

龍り
ょ
う

珉み
ん

（
一
九
二
一
〜
一
九
九
九
）

と
い
う
方
が
、
医
学
部
の
学
生
さ
ん
に
「
医
療
は
、
人
間
が
生
ま
れ
て
老
病
死
し
て
い
く
、
生
老
病
死

の
四
苦
の
課
題
に
取
り
組
む
の
で
す
。
こ
の
同
じ
課
題
に
取
り
組
ん
で
い
る
仏
教
は
二
千
数
百
年
の
歴

史
が
あ
り
、
そ
の
解
決
の
方
法
を
見
出
し
て
い
る
。
同
じ
こ
と
を
課
題
と
す
る
わ
け
で
す
か
ら
、
医
療

を
志
す
者
は
、
仏
教
的
素
養
を
も
っ
て
ほ
し
い
」
と
、
語
り
か
け
て
い
た
と
い
う
文
章
に
出
会
い
ま
し

た
。
あ
あ
、
そ
う
だ
っ
た
の
か
、
仏
教
を
学
ぶ
と
い
う
こ
と
と
医
療
を
学
ぶ
と
い
う
こ
と
は
、
同
じ
こ

と
を
課
題
に
す
る
こ
と
な
ん
だ
な
と
心
強
く
勇
気
づ
け
ら
れ
ま
し
た
。

仏
教
の
学
び
を
続
け
て
い
ま
す
と
、
仏
教
は
人
間
の
生
老
病
死
の
四
苦
の
課
題
へ
の
取
り
組
み
で
あ

り
、
医
学
で
は
捉
え
き
れ
な
い
幅
の
広
い
深
い
世
界
が
あ
る
こ
と
を
感
じ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ

し
て
、
医
療
と
仏
教
が
協
力
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
大
切
で
は
な
い
か
と
思
う
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し

た
。
ど
の
よ
う
に
協
力
し
て
い
く
か
に
つ
い
て
は
、
後
で
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

医
療
と
仏
教
が
協
力
す
る
こ
と
の
大
事
さ
に
思
い
に
至
っ
た
そ
の
過
程
と
し
て
、
医
療
の
限
界
を
知

る
出
来
事
を
、
私
が
現
役
の
外
科
医
を
し
て
い
た
時
に
経
験
し
た
の
で
す
。

七
十
代
の
大
腸
癌
の
患
者
さ
ん
の
手
術
を
し
た
時
の
こ
と
で
す
。
五
年
間
ず
っ
と
様
子
を
診
て
、
無

事
に
経
過
し
ま
し
た
。
そ
こ
で
、「
よ
か
っ
た
で
す
ね
。
も
う
大
腸
癌
の
再
発
の
心
配
は
あ
り
ま
せ
ん

よ
」
と
説
明
し
て
、
開
業
医
の
先
生
に
お
返
し
を
し
ま
し
た
。
し
か
し
そ
の
二
年
後
に
、
今
度
は
、
身
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体
が
黄
色
く
な
っ
て
、
受
診
し
に
来
ら
れ
た
の
で
す
。
肝
臓
が
悪
い
と
体
が
黄
色
く
な
り
、
こ
れ
を
黄お
う

疸だ
ん

と
い
い
ま
す
。
検
査
し
て
み
ま
し
た
ら
、
今
度
は
膵す
い

臓ぞ
う

の
方
に
癌
が
新
し
く
で
き
て
い
て
、
肝
臓
に

た
く
さ
ん
転
移
し
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
が
原
因
の
黄
疸
で
、
も
う
手
術
で
き
な
い
状
態
で
し
た
。
結
果

と
し
て
そ
れ
で
亡
く
な
り
ま
し
た
。
こ
の
事
実
が
示
す
こ
と
は
、
私
た
ち
外
科
の
チ
ー
ム
は
老
病
死
を

五
年
な
い
し
七
年
先
送
り
し
た
だ
け
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
結
果
と
し
て
患
者
の
死
、
す
な
わ
ち
「
医

療
の
敗
北
」
に
終
わ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
れ
に
対
し
て
仏
教
は
、
生し
ょ
う
死じ

を
超
え
る
道
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
く
れ
て
い
ま
す
。
た

だ
し
、
医
療
の
道
に
携
わ
っ
て
い
る
人
に
「
生
死
を
超
え
る
道
」
が
あ
る
と
い
っ
て
も
、
な
か
な
か
わ

か
っ
て
も
ら
え
ま
せ
ん
。
仏
教
の
い
う
「
生
死
を
超
え
る
道
」
と
い
う
の
は
、
ど
う
い
う
こ
と
で
し
ょ

う
か
。

そ
こ
で
、
第
一
章
で
は
現
代
の
日
本
社
会
の
中
で
、
医
療
と
仏
教
の
両
方
の
世
界
に
身
を
お
い
て
、

学
び
か
つ
仕
事
を
し
た
経
験
の
中
で
見
え
て
き
た
課
題
を
紹
介
し
ま
す
。
第
二
章
で
は
、
仏
教
の
教
え

る
「
生
死
の
四
苦
を
超
え
る
道
」
を
医
療
関
係
者
お
よ
び
、
一
般
の
人
に
関
心
を
持
っ
て
も
ら
う
た
め

に
、
現
在
私
が
ど
の
よ
う
に
仏
教
を
理
解
し
て
受
け
取
っ
て
い
る
か
を
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。


