
当
初
、
筆
者
に
与
え
ら
れ
た
テ
ー
マ
は
「
東
洋
に
お
け
る
医
の
倫
理
」
で
あ
っ
た
が
、
東
洋
に
は
人
種
、
言
語
、
文
化
、
宗
教
等
を
異
に
す

る
集
団
が
雑
居
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
を
一
括
し
て
論
ず
る
の
は
不
可
能
で
あ
り
、
筆
者
の
力
量
の
及
ば
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
こ
で

は
問
題
を
日
本
に
し
ぼ
っ
て
論
ず
る
こ
と
と
し
た
。
日
本
人
は
世
界
で
も
稀
に
み
る
単
一
民
族
で
あ
る
と
さ
れ
て
お
り
、
文
化
的
に
は
中
国
の

影
響
を
最
も
強
く
受
け
た
と
云
っ
て
も
、
な
お
中
国
の
そ
れ
と
は
か
な
り
異
っ
た
思
惟
方
法
を
持
ち
続
け
て
き
た
こ
と
は
中
村
元
が
指
摘
し
て

い
る
通
り
で
あ
る
。
近
年
、
日
本
人
お
よ
び
外
国
人
の
手
に
成
る
「
日
本
人
論
」
の
好
著
が
多
く
出
さ
れ
て
お
り
、
医
の
倫
理
の
よ
う
な
問
題

は
、
医
学
、
宗
教
、
思
想
、
社
会
学
、
文
化
人
類
学
等
々
の
学
際
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
必
要
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
・

日
本
人
の
倫
理
観
を
論
ず
る
場
合
に
、
神
道
、
儒
教
、
仏
教
の
影
響
を
無
視
で
き
な
い
。
し
か
し
、
日
本
に
お
い
て
は
、
宗
教
は
そ
れ
自
体

と
し
て
の
意
義
が
稀
薄
で
あ
り
、
日
本
の
社
会
構
造
と
そ
れ
を
維
持
す
る
倫
理
道
徳
に
支
持
を
与
え
る
方
弁
と
し
て
利
用
さ
れ
た
傾
向
が
強

い
。
抽
象
的
な
絶
対
神
に
対
す
る
信
仰
に
代
え
る
に
具
体
的
な
人
間
関
係
を
重
視
し
て
き
た
の
で
あ
り
、
こ
う
し
て
い
わ
ゆ
る
「
タ
テ
社
会
」

の
構
造
が
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
閉
鎖
さ
れ
た
集
団
内
で
の
異
常
な
ま
で
に
高
め
ら
れ
た
人
間
関
係
は
「
甘
え
」
を
生
み
、
そ
の
反
面
、
そ

の
集
団
以
外
の
人
々
に
対
し
て
は
無
関
心
な
い
し
は
排
他
的
な
態
度
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。

大
和
朝
廷
を
中
心
と
す
る
国
家
が
成
立
し
た
年
次
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
対
外
的
に
も
一
国
家
と
し
て
の
立
場
を
明
ら
か
に
し
た
の
は
推
古

日
本
に
お
け
る
「
医
の
倫
理
」

大
塚
恭
男
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朝
の
聖
徳
太
子
で
あ
り
、
六
○
四
年
に
は
「
十
七
条
憲
法
」
が
発
布
さ
れ
、
礼
を
以
て
国
家
統
治
の
根
本
と
す
る
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
、
六
○

七
年
に
は
小
野
妹
子
ら
最
初
の
遣
暗
使
が
海
を
渡
っ
た
。
こ
れ
以
後
、
中
国
文
化
が
急
速
に
日
本
に
流
入
し
、
特
に
知
識
階
級
に
与
え
た
影
響

は
き
わ
め
て
大
き
か
っ
た
。
仏
教
は
西
暦
紀
元
前
後
に
中
国
に
伝
え
ら
れ
、
日
本
に
は
欽
明
朝
の
五
五
二
年
に
百
済
よ
り
伝
え
ら
れ
た
が
、
日

本
に
お
い
て
は
現
世
中
心
主
義
的
な
性
格
に
変
え
ら
れ
て
独
自
の
発
展
を
と
げ
た
。

七
○
一
年
に
は
大
宝
律
令
が
、
つ
い
で
七
一
八
年
に
は
養
老
律
令
が
定
め
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
は
唐
律
を
範
と
し
て
作
ら
れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て

初
め
て
の
医
事
制
度
が
定
め
ら
れ
、
高
齢
者
、
病
弱
者
、
身
体
障
害
者
、
妊
婦
な
ど
に
対
す
る
法
的
優
遇
措
置
が
示
さ
れ
、
更
に
医
療
過
誤
、

毒
薬
売
買
・
使
用
等
に
対
す
る
罰
則
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
法
令
が
ど
の
程
度
に
効
力
を
持
ち
得
た
か
は
明
ら
か
で
な
く
、
平

安
中
期
（
一
○
○
○
頃
）
に
は
衰
退
の
徴
が
み
ら
れ
、
保
元
・
平
治
の
乱
（
二
五
六
’
五
九
）
以
後
は
殆
ど
形
骸
を
残
す
の
み
と
な
っ
た
と

い
う
。
堕
胎
は
間
引
き
と
と
も
に
我
国
で
は
古
く
か
ら
行
わ
れ
、
特
に
江
戸
時
代
に
は
大
き
な
問
題
と
な
っ
た
が
、
律
令
に
は
こ
れ
を
罰
す
る

条
文
は
無
く
、
『
今
昔
物
語
』
は
じ
め
諸
書
に
堕
胎
の
事
実
が
記
さ
れ
て
い
る
。

奈
良
・
平
安
朝
の
仏
僧
中
で
社
会
福
祉
に
特
に
貢
献
の
著
し
か
っ
た
者
と
し
て
は
道
昭
、
行
基
、
空
也
等
が
あ
げ
ら
れ
る
。
道
昭
は
七
○
○

年
に
没
し
た
が
、
こ
の
時
に
我
が
国
で
最
初
の
火
葬
が
行
わ
れ
た
。

現
存
す
る
我
が
国
最
初
の
医
書
で
あ
る
『
医
心
方
』
は
九
八
四
年
に
丹
波
康
頼
に
よ
っ
て
著
わ
さ
れ
た
が
、
本
書
に
は
七
世
紀
中
葉
に
孫
思

迩
に
よ
っ
て
著
わ
さ
れ
た
『
千
金
方
』
を
引
い
て
医
の
倫
理
が
説
か
れ
て
い
る
。

源
頼
朝
が
二
九
二
年
に
征
夷
大
将
軍
に
任
ぜ
ら
れ
て
よ
り
、
一
八
六
八
年
に
大
政
奉
還
が
行
わ
れ
る
ま
で
、
時
代
に
よ
っ
て
ニ
ュ
ア
ン
ス

の
違
い
は
あ
っ
て
も
武
家
を
中
心
と
す
る
封
建
政
治
が
行
わ
れ
た
。
鎌
倉
時
代
に
は
医
事
制
度
は
設
け
ら
れ
ず
、
初
期
に
あ
っ
て
は
、
朝
廷
の

官
医
に
往
診
を
請
い
、
こ
れ
に
応
分
の
謝
礼
を
す
る
こ
と
が
次
第
に
慣
例
と
な
っ
た
。
そ
し
て
鎌
倉
末
期
よ
り
開
業
医
制
が
お
こ
り
、
南
北
朝

の
吉
田
兼
好
の
『
徒
然
草
』
に
は
「
よ
き
友
三
つ
あ
り
、
一
は
物
く
る
る
友
、
二
に
は
く
す
し
、
三
に
は
智
恵
あ
る
友
」
と
記
さ
れ
る
に
至

る
。
鎌
倉
期
の
僧
叡
尊
は
非
人
、
乞
食
、
貧
者
、
病
者
ら
を
文
殊
菩
薩
の
化
身
と
し
て
そ
の
救
療
に
努
め
、
そ
の
弟
子
忍
性
も
師
の
事
業
を
受
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け
継
ぎ
、
鎌
倉
極
楽
寺
に
救
療
院
を
建
て
、
二
○
年
間
に
四
六
八
○
○
人
が
治
療
を
受
け
、
一
○
四
五
○
人
が
死
亡
し
た
と
い
わ
れ
る
。
ま
た

奈
良
の
北
の
北
山
に
北
山
十
八
間
戸
と
言
わ
れ
る
癩
患
者
の
救
療
施
設
を
も
設
け
た
。

室
町
時
代
は
き
わ
め
て
政
情
も
不
安
定
で
、
天
災
も
頻
発
し
た
が
、
我
が
国
の
医
学
が
急
成
長
を
と
げ
た
の
は
こ
の
時
期
で
あ
り
、
坂
浄

運
、
竹
田
昌
慶
、
田
代
三
喜
、
吉
田
宗
桂
、
安
芸
守
定
ら
の
名
医
が
輩
出
し
た
。
し
か
し
戦
乱
が
あ
い
つ
い
だ
の
で
、
毒
殺
な
ど
も
頻
り
に
行

わ
れ
、
そ
の
際
に
医
師
が
関
与
す
る
こ
と
も
多
か
っ
た
。
ま
た
七
癩
の
治
療
に
小
児
の
新
鮮
な
肝
や
脳
が
効
果
が
あ
る
と
の
考
え
か
ら
京
都
の

内
外
で
小
児
の
誘
拐
が
頻
発
し
た
と
い
う
。

一
五
四
三
年
に
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
が
初
め
て
渡
来
し
て
以
来
、
西
洋
と
の
交
流
が
も
た
れ
る
に
至
っ
た
。
ル
イ
ス
・
フ
ロ
イ
ス
（
一
五
六
二
～

九
六
在
日
）
は
日
本
で
の
堕
胎
、
間
引
き
の
事
実
を
批
判
し
て
い
る
。
室
町
幕
府
は
一
五
七
三
年
に
崩
壊
し
、
戦
国
時
代
を
経
て
、
一
六
○
三

年
に
江
戸
幕
府
が
成
立
し
た
。
新
し
く
伝
え
ら
れ
た
キ
リ
ス
ト
教
は
西
日
本
、
特
に
九
州
に
お
い
て
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
江
戸
幕
府
は

キ
リ
ス
ト
教
を
一
六
四
○
年
に
完
全
に
禁
止
し
た
。
殉
死
は
封
建
制
度
で
は
盛
ん
に
行
わ
れ
た
が
、
一
六
六
三
年
に
至
っ
て
禁
止
さ
れ
た
。
し

か
し
仇
討
ち
は
封
建
時
代
を
通
じ
て
許
容
さ
れ
、
一
八
七
三
年
に
至
っ
て
初
め
て
公
式
に
禁
止
さ
れ
た
。
一
六
八
七
年
に
将
軍
綱
吉
は
生
類
憐

れ
み
の
令
を
説
け
た
が
、
こ
の
令
に
抵
触
し
た
人
間
が
死
刑
を
含
む
罰
則
を
受
け
る
と
い
う
皮
肉
な
結
果
を
生
み
、
綱
吉
の
死
と
と
も
に
廃
止

さ
れ
た
。
日
本
の
人
口
は
一
七
一
二
年
か
ら
一
八
六
○
年
に
至
る
ま
で
二
五
○
○
万
人
程
度
で
定
着
し
て
い
た
が
、
こ
れ
は
飢
饅
な
ど
の
ほ
か

に
、
堕
胎
、
間
引
き
な
ど
の
悪
習
が
半
ば
公
然
と
行
わ
れ
た
た
め
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

医
師
免
許
の
制
度
は
明
治
以
前
に
は
確
立
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
医
師
の
質
は
き
わ
め
て
ば
ら
つ
き
が
多
く
、
医
師
仲
間
で
の
批
判
も

多
く
行
わ
れ
た
。
緒
方
惟
勝
の
『
杏
林
内
省
録
』
は
そ
の
代
表
的
な
一
つ
で
あ
る
。
江
戸
時
代
の
医
学
教
育
は
幕
府
や
諸
藩
の
経
営
す
る
医
学

館
の
よ
う
な
公
的
教
育
機
関
、
著
名
な
医
師
の
経
営
す
る
私
塾
、
な
い
し
は
親
子
な
ど
の
私
的
関
係
に
お
い
て
行
わ
れ
た
が
、
い
ず
れ
も
学
問

の
授
受
と
い
う
に
と
ど
ま
ら
ず
長
幼
の
序
な
ど
人
間
関
係
が
重
視
さ
れ
、
こ
う
し
た
伝
統
は
近
代
医
学
教
育
下
の
医
学
制
度
に
ま
で
ひ
き
つ
が

れ
て
き
た
。
ま
た
塾
則
に
お
い
て
医
師
対
患
者
の
人
倫
関
係
、
秘
方
の
漏
洩
禁
止
な
ど
が
き
び
し
く
示
さ
れ
て
い
る
。
§
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明
治
以
後
、
西
洋
医
学
を
以
て
唯
一
の
公
認
医
療
体
系
と
す
る
制
度
が
と
ら
れ
、
一
八
八
三
年
に
は
初
め
て
統
一
国
家
と
し
て
の
医
制
が
布

か
れ
、
西
洋
先
進
国
の
制
度
に
従
っ
て
医
師
免
許
制
度
、
各
種
の
伝
染
病
予
防
法
、
健
康
保
険
法
な
ど
の
社
会
医
学
的
な
立
法
措
置
が
と
ら
れ

る
に
至
っ
た
。
貧
し
い
人
々
の
診
療
機
関
と
し
て
、
済
生
会
、
実
費
診
療
所
、
セ
ツ
ル
メ
ン
ト
な
ど
が
生
ま
れ
た
。

一
九
四
五
年
の
終
戦
以
後
数
年
間
は
健
康
問
題
も
含
め
て
き
わ
め
て
困
難
な
時
期
を
過
し
た
が
、
そ
の
後
経
済
状
態
の
好
転
と
と
も
に
、
医

療
水
準
も
著
し
く
向
上
し
、
短
期
間
の
う
ち
に
世
界
的
水
準
に
達
す
る
に
至
っ
た
。
し
か
し
、
反
面
、
水
俣
病
、
ス
モ
ン
な
ど
と
い
う
新
し
い

問
題
を
生
む
に
至
っ
た
。
一
九
六
八
年
に
は
日
本
で
初
め
て
心
臓
移
植
術
が
行
わ
れ
、
死
の
判
定
を
め
ぐ
る
議
論
が
沸
騰
し
た
こ
と
は
記
憶
に

新
し
い
。
こ
の
問
題
で
は
西
欧
諸
国
と
我
が
国
と
で
は
対
応
が
著
し
く
異
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
「
癌
患
者
に
病
名
を
告
げ
る
、
へ
き
か
」
な
ど

の
点
で
も
、
日
本
と
西
欧
と
で
は
異
な
っ
た
態
度
が
と
ら
れ
て
い
る
。

一
九
五
○
年
代
以
降
、
高
度
の
医
学
水
準
に
あ
る
日
本
に
お
い
て
、
漢
方
医
学
再
評
価
の
動
き
が
著
し
く
な
っ
た
の
は
興
味
深
い
。
医
の
倫

理
を
め
ぐ
る
議
論
は
日
ま
し
に
高
ま
り
つ
つ
あ
る
が
、
こ
の
問
題
に
関
し
て
も
世
界
が
統
一
見
解
を
見
出
し
得
る
の
は
容
易
で
は
な
く
、
当
分

は
各
民
族
が
そ
の
民
族
性
に
見
合
っ
た
対
応
を
と
っ
て
い
く
ほ
か
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

（
北
里
研
究
所
附
属
東
洋
医
学
総
合
研
究
所
）

江
戸
時
代
に
お
い
て
も
、
予
後
不
良
の
患
者
は
診
な
い
、
と
い
う
慣
習
が
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
古
来
、
医
師
の
社
会
的

地
位
が
低
く
、
若
し
、
治
療
し
て
死
に
至
ら
し
め
た
場
合
に
受
け
る
不
利
な
情
況
を
考
え
て
の
こ
と
で
、
「
死
生
を
決
し
て
青
褒
を
探
る
」
と

い
う
こ
と
が
保
身
の
術
と
さ
れ
て
き
た
た
め
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
溌
し
た
の
が
吉
益
東
洞
の
「
天
命
説
」
で
、
医
学
界
に
大
き
な
波
紋
を
投
じ

た
0
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