
は
じ
め
に

辛
い
味
を
つ
け
た
食
べ
物
は
季
節
を
問
わ
ず
食
べ
ら
れ
る
が
、
夏
に
は
特

に
「
暑
さ
に
負
け
な
い
よ
う
に
」
と
い
う
理
由
で
、
汗
を
か
き
な
が
ら
食
べ

る
と
い
う
習
慣
も
一
般
化
し
て
い
る
。
こ
の
「
暑
い
夏
に
は
辛
い
も
の
を
」

と
い
う
、
比
較
的
当
然
視
さ
れ
て
い
る
考
え
方
か
ら
、
「
だ
か
ら
暑
い
地
方

に
は
辛
い
料
理
が
多
い
」
な
ど
と
い
う
趣
旨
の
話
が
続
く
こ
と
が
あ
る
。
し

か
し
、
前
者
に
関
し
て
は
現
代
の
栄
養
学
、
医
学
的
に
説
明
は
可
能
で
も
、

後
者
に
つ
い
て
は
果
た
し
て
地
域
や
民
族
を
問
わ
ず
に
言
え
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
確
か
に
、
タ
イ
や
イ
ン
ド
、
中
南
米
諸
国
で
辛
い
料
理
が
好
ま
れ
る
こ

と
が
多
い
の
は
事
実
だ
が
、
赤
道
直
下
で
も
辛
く
な
い
料
理
を
好
む
地
域
も

あ
る
。
中
国
で
い
え
ば
、
四
川
料
理
は
辛
い
料
理
が
好
ま
れ
る
が
、
よ
り
南

方
の
広
東
料
理
は
、
特
に
そ
の
よ
う
な
傾
向
が
目
立
つ
わ
け
で
は
な
い
。

辛
味
を
つ
け
る
食
材
の
主
役
は
ト
ウ
ガ
ラ
シ
（
唐
辛
子
）
だ
が
、
ア
ジ
ア

へ
の
伝
来
は
さ
ほ
ど
古
く
な
い
。
本
稿
で
は
中
国
を
検
討
の
対
象
に
据
え
、

ま
ず
ト
ウ
ガ
ラ
シ
の
伝
来
を
一
つ
の
重
要
な
転
回
点
と
み
な
し
、
そ
れ
以
前

と
以
後
と
を
区
別
す
る
。
そ
の
上
で
、
ト
ウ
ガ
ラ
シ
伝
来
以
前
の
古
代
中
国

に
お
け
る
味
覚
と
季
節
と
健
康
へ
の
態
度
を
文
献
で
確
認
し
て
い
く
が
、
そ

れ
は
な
か
ば
必
然
的
に
、
五
行
思
想
に
基
づ
く
五
味
と
季
節
と
健
康
の
関
連

に
つ
い
て
の
研
究
に
帰
結
す
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
夏
と
辛
味
と
の
つ
な
が
り

は
中
国
伝
統
思
想
に
そ
の
根
拠
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
見
極
め
て

い
き
た
い
。

一

ト
ウ
ガ
ラ
シ
伝
来
以
前
の
辛
味
素
材

中
国
古
代
の
状
況
を
検
討
す
る
前
に
、
ま
ず
ト
ウ
ガ
ラ
シ
の
伝
来
時
期
と

そ
の
食
品
的
効
能
に
つ
い
て
抑
え
て
お
く
。
ト
ウ
ガ
ラ
シ
の
中
国
伝
来
の
時

期
に
つ
い
て
は
、
先
行
研
究
に
詳
し
い
。
そ
れ
ら
に
よ
る
と
、
一
六
八
八
年

の
陳
�
子
『
花
鏡
』
に
初
出
の
記
録
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
明
末
の
十
七
世
紀
、

ま
ず
は
観
賞
用
と
し
て
中
国
南
部
に
伝
来
し
た
と
推
定
さ
れ
る
。
食
用
が
始

―６４―
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ま
っ
た
の
は
清
初
の
貴
州
お
よ
び
そ
の
周
辺
地
域
か
ら
で
、
塩
の
代
用
と
し

て
利
用
さ
れ
た
ら
し
い
。
十
八
世
紀
の
乾
隆
年
間
に
は
ト
ウ
ガ
ラ
シ
の
食
用

が
雲
南
や
湖
南
地
方
へ
と
広
ま
っ
た
。
十
八
世
紀
末
か
ら
十
九
世
紀
初
め
の

嘉
慶
年
間
に
は
、
江
西
・
湖
南
・
貴
州
・
四
川
な
ど
の
地
に
お
い
て
栽
培
お

よ
び
食
用
が
定
着
し
て
い

（
１
）

る
。

外
来
の
ト
ウ
ガ
ラ
シ
が
食
材
と
し
て
す
ん
な
り
受
容
さ
れ
た
理
由
だ
が
、

周
達
生
『
中
国
の
食
文
化
』
に
お
け
る
詳
細
な
考
察
に
よ
れ

（
２
）

ば
、
ト
ウ
ガ
ラ

シ
が
伝
来
し
た
前
述
の
地
域
で
は
、
も
と
も
と
サ
ン
シ
ョ
ウ
（
山
椒
）、シ
ョ

ウ
ガ
（
生
姜
）
な
ど
の
伝
統
的
ス
パ
イ
ス
文
化
が
す
で
に
形
成
さ
れ
て
い
た

こ
と
と
関
係
す
る
ら
し
い
。
ト
ウ
ガ
ラ
シ
の
食
用
が
始
ま
っ
て
以
後
、
従
来

か
ら
利
用
さ
れ
て
い
た
サ
ン
シ
ョ
ウ
や
シ
ョ
ウ
ガ
は
、
急
速
に
普
及
す
る
ト

ウ
ガ
ラ
シ
に
辛
味
食
材
の
主
役
の
座
を
譲
っ
て
し
ま
っ
た
。

中
国
西
南
地
方
に
お
い
て
古
く
よ
り
辛
味
を
好
む
傾
向
が
あ
っ
た
こ
と
は

文
献
で
確
認
で
き
る
。
晋
の
常
據
『
華
陽
国
志
』
巻
三
蜀
志
で
は
、
蜀
地
方

の
特
色
を
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

蜀
の
國
た
る
や
、
人
皇
に
肇
ま
る
。
…
そ
の
卦
は
坤
に
値
た
る
が
故
に

班
綵
文
章
多
し
。
そ
の
辰
は
未
に
値
た
る
が
故
に
滋
味
を
尚
ぶ
。
�
は

少
昊
に
在
る
が
故
に
辛
香
を
好
む
。
星
は
輿
鬼
に
應
ず
る
が
故
に
君
子

精
敏
に
し
て
、
小
人
鬼
黠
た
り
。
秦
と
分
を
同
じ
う
す
る
が
故
に
悍
勇

多
（
３
）

し
。

陰
陽
五
行
思
想
に
基
づ
い
て
蜀
地
方
に
卦
や
星
、
古
代
の
帝
王
の
徳
な
ど
が

割
り
当
て
ら
れ
て
い
る
。
「
少
昊
」
と
「
辛
香
」
の
つ
な
が
り
も
、
そ
の
五

行
思
想
に
よ
る
。
五
行
思
想
の
詳
細
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
と
し
て
、
こ
の

記
述
か
ら
、
蜀
の
地
方
の
人
々
は
晋
以
前
の
時
代
か
ら
滋
味
を
た
っ
と
び
辛

味
を
好
ん
で
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

ト
ウ
ガ
ラ
シ
の
食
品
的
効
能
は
、
特
有
の
辛
味
成
分
カ
プ
サ
イ
シ
ン
に
よ

る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
カ
プ
サ
イ
シ
ン
に
は
体
熱
の
上
昇
（
体
熱
産
生
）、消

化
促
進
、
抗
菌
な
ど
の
作
用
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、
体
熱
産
生
作
用
は

冬
の
寒
さ
に
効
果
的
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
発
汗
を
促
す
た
め
夏
の
暑
さ
を

し
の
ぐ
効
果
に
も
つ
な
が
る
。
消
化
促
進
作
用
は
夏
に
食
欲
が
減
退
し
た
胃

腸
に
効
果
的
で
あ
り
、
抗
菌
作
用
は
高
温
で
腐
敗
し
や
す
い
環
境
下
で
も
食

品
が
日
持
ち
す
る
点
で
有
用
で
あ

（
４
）

る
。
こ
れ
ら
の
点
か
ら
、
夏
期
に
ト
ウ
ガ

ラ
シ
を
積
極
的
に
摂
取
す
る
行
動
に
は
一
定
の
根
拠
が
存
在
す
る
。
し
か
し
、

こ
れ
ら
の
効
果
は
従
来
か
ら
の
辛
味
食
材
に
も
見
受
け
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、

シ
ョ
ウ
ガ
に
は
発
汗
・
消
化
促
進
、
抗
菌
の
作
用
い
ず
れ
も
あ
る
し
、
コ
シ

ョ
ウ
に
は
発
汗
と
抗
菌
の
作
用
、
カ
ラ
シ
（
芥
子
）
に
は
抗
菌
作
用
が
あ
る
。

た
だ
、
サ
ン
シ
ョ
ウ
に
は
こ
れ
ら
の
効
果
が
見
え
な
い
。
古
代
の
辛
味
の
主

役
で
あ
っ
た
サ
ン
シ
ョ
ウ
と
ト
ウ
ガ
ラ
シ
と
の
間
に
存
在
す
る
食
品
的
効
能

の
大
き
な
差
異
は
重
要
で
あ
る
。

カ
プ
サ
イ
シ
ン
の
特
筆
す
べ
き
特
性
は
、
辛
味
持
続
性
お
よ
び
耐
加
熱
性

が
非
常
に
強
い
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
時
間
経
過
や
加
熱
に
よ
る
辛
味
減
少
度

が
、
他
の
辛
味
素
材
と
比
較
し
て
は
る
か
に
小
さ
い
こ
と
に
あ
る
。
こ
こ
で

な
ま
す

す
し

想
起
す
べ
き
は
、
中
国
で
は
膾
や
鮓
な
ど
、
生
食
の
料
理
が
広
く
行
わ
れ
て

い
た
食
文
化
が
、
元
や
清
な
ど
の
北
方
異
民
族
が
支
配
す
る
時
代
に
一
変
し

た
事
実
で
あ

（
５
）

る
。
加
熱
し
た
料
理
に
辛
味
を
つ
け
る
場
合
、
ト
ウ
ガ
ラ
シ
に

勝
る
も
の
は
な
い
。
そ
う
考
え
る
と
、
清
代
初
期
に
ト
ウ
ガ
ラ
シ
が
普
及
し

た
こ
と
に
は
、
王
朝
交
替
と
い
う
歴
史
的
事
象
が
大
き
く
関
係
し
て
い
た
と

言
え
る
。

―６３―
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以
上
の
こ
と
か
ら
、
ト
ウ
ガ
ラ
シ
の
有
無
に
よ
っ
て
何
が
異
な
っ
て
く
る

か
を
ま
と
め
る
と
、
ま
ず
は
加
熱
し
た
料
理
で
は
辛
さ
が
違
う
。
ま
た
、
シ

ョ
ウ
ガ
を
利
用
し
な
い
限
り
、
先
に
挙
げ
た
三
つ
の
作
用
は
期
待
で
き
な
い
。

ゆ
え
に
、
食
品
効
能
の
面
か
ら
は
、
暑
い
気
候
が
「
辛
味
」
一
般
の
摂
取
を

促
す
要
因
に
な
っ
て
い
る
と
は
結
論
づ
け
ら
れ
な
い
。
「
暑
さ
に
は
辛
い
も

の
」
で
は
な
く
「
暑
さ
に
は
ト
ウ
ガ
ラ
シ
」
と
言
い
換
え
た
方
が
妥
当
性
が

高
い
。
さ
ら
に
、
暑
さ
を
し
の
ぐ
効
果
を
期
待
で
き
る
ト
ウ
ガ
ラ
シ
が
普
及

し
た
の
は
、
食
品
的
効
能
が
す
ぐ
れ
て
い
た
か
ら
で
も
あ
ろ
う
が
、
そ
の
背

景
と
し
て
生
食
文
化
が
消
滅
し
て
耐
加
熱
性
の
強
く
な
い
辛
味
素
材
が
も
は

や
辛
味
目
的
で
利
用
し
に
く
く
な
っ
た
と
い
う
事
実
も
大
き
く
関
与
し
て
い

る
。
も
し
、
伝
統
的
に
暑
さ
と
辛
味
と
の
関
連
が
一
般
化
さ
れ
て
い
た
と
す

れ
ば
、
そ
れ
は
食
品
効
能
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
地
域
の
住
民
が
有

す
る
文
化
的
嗜
好
の
影
響
を
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
次
章
で
は
、
そ
の
文
化

的
要
因
を
探
る
た
め
、
食
と
健
康
に
関
わ
る
記
述
を
も
と
に
、
季
節
と
味
と

の
関
係
を
確
認
し
て
い
く
。

二

五
行
と
辛
味
と
医
学
理
論

中
国
古
代
に
発
生
し
た
五
行
思
想
は
、
森
羅
万
象
を
木
火
土
金
水
の
五
つ

の
カ
テ
ゴ
リ
に
分
類
す
る
。
そ
の
五
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
は
独
立
し
て
静
的
に
存

在
す
る
の
み
な
ら
ず
、
互
い
に
影
響
を
及
ぼ
し
あ
う
関
係
に
も
あ

（
６
）

る
。
今
後

の
説
明
の
便
の
た
め
、
一
般
的
な
五
行
の
配
当
表
と
五
行
間
の
対
応
関
係
を

そ
れ
ぞ
れ
図
１
、
表
１
に
掲
げ
て
お
く
。

本
稿
で
問
題
と
な
る
味
と
季
節
に
つ
い
て
の
み
、
記
述
を
確
認
し
て
お
こ

う
。
五
行
と
味
と
の
対
応
に
つ
い
て
は
、
経
書
の
『
尚
書
』
洪
範
篇
に
、

一
に
曰
く
水
、
二
に
曰
く
火
、
三
に
曰
く
木
、
四
に
曰
く
金
、
五
に
曰

く
土
。
水
は
潤
下
と
曰
い
、
火
は
炎
上
と
曰
い
、
木
は
曲
直
と
曰
い
、

金
は
從
革
と
曰
い
、
土
は
爰
に
稼
穡
な
り
。
潤
下
は
鹹
を
作
り
、
炎
上

は
苦
を
作
り
、
曲
直
は
酸
を
作
り
、
從
革
は
辛
を
作
り
、
稼
穡
は
甘
を

作
（
７
）

る
。

と
あ
り
、
木
―
酸
、
火
―
苦
、
土
―
甘
、
金
―
辛
、
水
―
鹹
と
い
う
対
応
関

係
が
確
認
で
き

（
８
）

る
。
季
節
と
味
の
関
係
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
同
じ
く
経

書
の
『
礼
記
』
月
令
篇
が
そ
の
代
表
例
で
、
例
え
ば
秋
の
冒
頭
、
孟
秋
の
月

で
は
、孟

秋
の
月
、
日
は
翼
に
在
り
、
昏
は
建
星
中
に
、
旦
は
畢
中
に
あ
り
、

そ
の
日
は
庚
辛
、
そ
の
帝
は
少
�
、
そ
の
神
は
蓐
收
、
そ
の
蟲
は
毛
、

あ
た

そ
の
音
は
商
、
律
は
夷
則
に
中
り
、
そ
の
數
は
九
、
そ
の
味
は
辛
、
そ

の
臭
は
腥
、
そ
の
祀
は
門
、
祭
る
に
肝
を
先
に

（
９
）

す
。

五
行

五
時

五
臓
五
味

木

春

肝

酸

火

夏

心

苦

土

土
用（
四
季
）

脾

甘

金

秋

肺

辛

水

冬

腎

鹹

―６２―

表１ 五行対応表

図１ 五行相関図
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と
あ
る
。
続
く
仲
秋
、
季
秋
も
同
様
の
記
述
で
あ
り
、
秋
と
辛
味
の
対
応
が

明
瞭
に
見
て
取
れ
る
。

で
は
、
辛
味
と
季
節
の
秋
が
な
ぜ
対
応
す
る
の
か
。
宋
の
衛
�
『
禮
記
集

説
』
に
引
く
馬
�
孟
の
解
説
で
は
次
の
よ
う
に
解
説
す
る
。

味
は
形
よ
り
生
じ
、
臭
は
氣
よ
り
生
ず
。
故
に
形
成
り
て
後
に
味
有
り
、

氣
化
し
て
後
に
臭
有
り
。
…
秋
は
�
中
る
を
以
て
金
を
生
ず
。
金
の
形

を
成
す
や
從
い
革
む
、
從
い
革
む
る
は
辛
を
作
る
。
故
に
そ
の
味
辛（
１０
）す

。。

一
年
を
通
じ
た
陰
陽
の
気
の
消
長
に
則
っ
て
秋
は
金
を
生
じ
る
。
生
じ
た
金
、

す
な
わ
ち
金
属
類
は
加
工
作
業
に
よ
っ
て
自
由
に
形
を
変
え
る
（
從
革
）
性

質
が
あ
る
。
そ
の
性
質
か
ら
自
ず
と
辛
い
味
が
生
じ
る
、
と
い
う
。
ま
た
、

漢
代
に
は
ほ
ぼ
成
立
し
て
い
た
と
さ
れ
る
古
代
の
医
学
理
論
書
『
黄
帝
内
経

素
問
』
天
元
紀
大
論
篇
第
六
六
に
西
方
と
金
徳
と
辛
味
の
関
係
を
説
明
す
る

記
述
が
あ
る
が
、
唐
の
王
冰
の
注
で
は
「
今
西
方
の
野
草
木
は
多
く
辛
し
」

と
付
記
し
て
い

（
１１
）

る
。
い
ず
れ
も
説
得
力
を
有
す
る
説
明
で
あ
る
か
は
疑
問
だ

が
、
こ
れ
ら
以
上
に
秋
―
金
―
辛
味
と
い
う
関
係
を
根
拠
づ
け
よ
う
と
い
う

努
力
は
見
あ
た
ら
な
い
。

以
上
は
季
節
と
味
覚
の
単
純
な
対
応
関
係
を
説
く
に
過
ぎ
な
い
が
、
で
は

各
季
節
に
配
置
さ
れ
た
味
は
、
そ
の
季
節
と
ど
う
関
わ
っ
て
く
る
の
か
。『
礼

記
』
内
則
篇
お
よ
び
『
周
礼
』
天
官
・
食
医
に
は
、
季
節
と
味
覚
の
摂
取
量

と
の
関
係
を
説
く
同
一
の
文
が
見
え
る
。

凡
そ
和
す
る
に
、
春
は
酸
多
く
、
夏
は
苦
多
く
、
秋
は
辛
多
く
、
冬
は

鹹
多
く
、
調
う
る
に
滑
甘
を
以
て

（
１２
）

す
。

こ
の
文
章
に
対
し
、
後
漢
の
鄭
玄
は
『
礼
記
』
と
『
周
礼
』
い
ず
れ
に
も
注

釈
を
施
し
て
お
り
、
前
者
で
は
「
そ
の
時
味
を
多
く
し
て
以
て
気
を
養

（
１３
）う

」、

後
者
で
は
「
各
の
そ
の
時
味
を
尚
ぶ
。
甘
以
て
之
を
成
す
と
は
、
猶
お
水
火

金
木
の
土
に
載
る
が
ご
と

（
１４
）

し
」と
あ
る
。
い
ず
れ
も
、
そ
の
季
節
の
味
「
時

味
」
を
多
め
に
と
る
こ
と
と
解
釈
し
て
い
る
こ
と
は
明
瞭
だ
。
こ
れ
に
対
し

て
隋
の
蕭
吉
『
五
行
大
義
』
論
配
気
味
篇
で
は
、
も
う
一
つ
の
解
釈
を
紹
介

す
る
。解

に
兩
家
有
り
。
一
に
云
わ
く
、
宜
し
く
時
氣
に
従
い
、
春
に
食
す
る

は
須
く
酸
多
く
す
べ
く
、
夏
に
食
す
る
は
須
く
苦
多
く
す
べ
し
、
と
。

一
に
云
わ
く
、
多
と
は
過
な
り
。
春
に
食
す
れ
ば
酸
過
ぎ
た
れ
ば
、
宜

し
く
そ
の
鹹
味
を
減
ず
べ
く
、
夏
に
食
す
れ
ば
苦
過
ぎ
た
れ
ば
、
宜
し

く
そ
の
酸
味
を
減
ず
べ
し
。
是
を
以
て
後
句
に
云
わ
く
、
調
う
る
に
滑

甘
を
以
て
す
、
と
。
今
前
解
に
依
り
、
四
時
の
味
、
各
の
時
の
当
た
る

所
に
随
う
べ

（
１５
）

し
。

二
説
の
う
ち
、
前
者
は
鄭
玄
の
解
釈
に
沿
う
も
の
で
、
『
周
礼
正
義
』
を
著

し
た
清
の
孫
詒
譲
も
こ
ち
ら
の
説
を
正
し
い
も
の
と
す
る
。
今
便
宜
的
に
こ

れ
を
（
Ⅰ
）
と
す
る
。
一
方
、
別
説
で
は
「
多
」
を
「
過
」
と
解
釈
し
、
季

節
ご
と
の
食
事
で
は
、
そ
の
季
節
に
配
当
さ
れ
る
味
が
自
ず
と
過
剰
に
な
り

身
体
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
た
め
、
春
な
ら
ば
鹹
味
、
夏
な
ら
ば
酸
味
を
減
ら

す
べ
し
と
い
う
。
こ
れ
は
五
行
相
生
説
に
基
づ
く
理
論
で
あ
り
、
時
味
の
発

生
源
を
抑
え
る
こ
と
を
訴
え
て
い
る
。先
の（
Ⅰ
）に
対
し
て
こ
ち
ら
を（
Ⅱ
）

と
す
る
と
、
蕭
吉
は
結
論
と
し
て
経
文
を
（
Ⅰ
）
で
解
釈
す
る
こ
と
を
支
持

し
、
（
Ⅱ
）
に
は
関
心
を
払
わ
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
唐
の
孔
穎
達
が
編
纂

し
た
『
礼
記
正
義
』
で
は
さ
ら
に
考
察
を
加
え
る
。

經
方
に
依
れ
ば
、
春
は
酸
を
食
ら
う
を
用
い
ず
、
苦
を
食
ら
う
を
用
い

ず
、
四
時
各
の
そ
の
時
味
を
減
ず
。
此
に
「
そ
の
時
味
を
多
く
し
て
以
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て
気
を
養
う
」
と
云
う
は
、
經
方
に
云
う
所
は
「
時
氣
壯
ん
な
れ
ば
、

そ
の
時
味
を
減
じ
、
以
て
盛
氣
を
殺
す
」
と
謂
え
ど
も
、
こ
の
經
に
云

う
所
は
、
食
以
て
人
を
養
う
に
、
氣
の
虚
羸
な
る
を
恐
る
る
が
故
に
そ

の
時
味
を
多
く
し
て
以
て
氣
を
養
う
こ
と
な

（
１６
）

り
。

「
経
方
」
す
な
わ
ち
中
国
医
学
理
論
で
は
、
各
季
節
ご
と
に
「
時
気
」
が
盛

ん
と
な
り
バ
ラ
ン
ス
を
欠
い
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
た
め
、
そ
の
場
合
に
は

意
識
的
に
「
時
味
」
を
減
ら
さ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
。
つ
ま
り
、
蕭
吉
が

挙
げ
た
（
Ⅱ
）
説
は
、
「
経
方
」
と
は
減
ず
る
味
が
異
な
る
も
の
の
、
医
学

理
論
を
踏
ま
え
た
解
釈
で
あ
る
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
に
等
し
い
。
た
だ

し
、
『
正
義
』
は
経
文
の
解
釈
は
（
Ⅰ
）
説
に
基
づ
く
鄭
玄
注
の
と
お
り
で

よ
い
と
す
る
。
そ
の
上
で
、
（
Ⅰ
）
説
は
人
体
に
時
気
が
不
足
し
て
い
る
「
気

虚
」
の
状
況
を
想
定
し
て
の
記
述
だ
と
し
て
、
医
学
理
論
と
の
相
違
を
合
理

的
に
解
決
し
よ
う
と
す
る
。
中
国
医
学
で
は
過
不
足
を
調
整
し
適
正
な
状
態

に
保
つ
こ
と
が
身
体
の
健
康
に
つ
な
が
る
と
考
え
る
。
医
学
に
限
ら
ず
、
儒

教
で
重
視
さ
れ
る
「
中
庸
」
と
い
う
概
念
か
ら
考
え
て
も
、
状
況
の
如
何
に

よ
ら
ず
常
に
補
う
か
減
ら
す
か
の
一
方
を
説
く
だ
け
で
は
不
十
分
だ
。
適
正

な
バ
ラ
ン
ス
が
保
た
れ
た
状
態
と
比
べ
て
不
足
が
生
じ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、

時
味
を
多
め
に
摂
取
し
て
時
気
を
増
や
す
必
要
が
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、『
正

義
』
の
説
明
は
周
到
か
つ
有
益
で
あ
る
。
た
だ
次
に
問
題
と
な
る
の
は
、
な

ら
ば
な
ぜ
中
国
医
学
書
で
は
過
剰
を
抑
制
す
る
必
要
性
し
か
言
及
さ
れ
な
い

の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
人
体
と
い
う
も
の
は
、
あ
る
季
節

に
お
い
て
対
応
す
る
時
気
が
過
剰
と
な
り
や
す
い
の
か
、
そ
れ
と
も
不
足
し

や
す
い
の
か
。
中
国
医
学
で
は
恐
ら
く
そ
の
あ
た
り
を
意
識
し
て
の
記
述
で

あ
ろ
う
と
思
う
。
し
か
し
以
後
の
経
学
で
は
鄭
注
に
基
づ
く
（
Ⅰ
）
説
の
み

が
注
目
さ
れ
る
ば
か
り
で
あ
る
。
経
学
と
医
学
理
論
と
の
間
に
は
一
定
の
距

離
が
存
在
し
続
け
た
と
言
え
よ
う
。
本
稿
の
目
的
を
鑑
み
た
場
合
、
こ
の
両

者
の
不
一
致
に
は
十
分
注
意
を
払
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

こ
こ
で
明
ら
か
と
な
っ
た
の
は
、
文
献
に
よ
っ
て
各
季
節
ご
と
に
対
応
す

る
時
味
は
増
や
す
べ
き
か
減
ら
す
べ
き
か
と
い
う
相
違
が
存
在
す
る
こ
と
、

た
だ
し
そ
の
相
違
は
前
提
を
異
に
す
る
た
め
に
生
じ
て
い
る
可
能
性
が
高
い

こ
と
、
ま
た
、
増
や
し
た
り
減
ら
し
た
り
す
べ
き
味
も
異
な
る
場
合
が
あ
る

こ
と
、
等
で
あ
る
。
次
章
で
は
、
こ
う
い
っ
た
複
雑
な
状
況
を
整
理
す
る
過

程
を
通
じ
て
、
五
味
と
季
節
と
身
体
と
の
関
係
を
さ
ら
に
追
求
し
て
い
き
た

い
。三

五
味
の
調
節
を
記
す
文
献

食
経
類
は
、
食
に
関
す
る
知
識
の
蓄
積
を
書
物
に
し
た
も
の
で
、
料
理
の

レ
シ
ピ
を
数
多
く
記
す
こ
と
が
中
心
の
場
合
と
、
料
理
の
基
本
原
則
を
理
論

的
に
解
説
す
る
場
合
と
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
後
者
に
注
目
す
る
。
日
本
の
平

安
時
代
の
九
八
二
年
、
丹
波
康
頼
が
撰
し
た
医
学
大
事
典
『
医
心
方
』
に
は
、

中
国
で
は
散
佚
し
て
し
ま
っ
た
貴
重
な
文
献
か
ら
の
引
用
が
多
く
、
食
経
か

ら
も
い
く
つ
か
引
か
れ
て
い

（
１７
）

る
。
巻
二
九
四
時
宜
食
篇
所
引
の
『
崔
禹
錫
食

経
』
で
は
、

春
七
十
二
日
、
宜
し
く
酸
鹹
味
を
食
す
べ
し
。
夏
七
十
二
日
、
宜
し
く

甘
苦
味
を
食
す
べ
し
。
秋
七
十
二
日
、
宜
し
く
辛
鹹
味
を
食
す
べ
し
。

冬
七
十
二
日
、
宜
し
く
鹹
酸
味
を
食
す
べ
し
。
四
季
十
八
日
、
宜
し
く
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辛
苦
甘
味
を
食
す
べ
し
。

右
、
相
生
の
味
な
り
、
そ
れ
能
く
生
長
化
成

（
１８
）

す
。

と
あ
る
。
各
季
節
ご
と
の
時
味
と
、
五
行
相
生
の
関
係
に
あ
る
味
を
、
積
極

的
に
摂
取
す
る
こ
と
が
推
奨
さ
れ
る
。
た
だ
、
春
は
相
生
関
係
で
い
う
母
、

夏
か
ら
冬
ま
で
は
子
、
四
季
す
な
わ
ち
土
用
に
は
母
と
子
の
両
方
と
な
っ
て

お
り
、
い
さ
さ
か
の
混
乱
を
思
わ
せ
る
。
同
じ
巻
二
九
の
四
時
食
禁
篇
に
引

か
れ
る
『
崔
禹
錫
食
経
』
で
は
、
逆
に
摂
取
を
禁
じ
る
味
お
よ
び
食
材
が
示

さ
れ
る
。

春
七
十
二
日
、
辛
味
を
禁
ず
。
黍
、
�
、
桃
、
葱
、
是
な
り
。

夏
七
十
二
日
、
鹹
味
を
禁
ず
。
大
豆
、
猪
、
栗
、
�
、
是
な
り
。

秋
七
十
二
日
、
酸
味
を
禁
ず
。
麻
、
犬
、
李
、
韭
、
是
な
り
。

冬
七
十
二
日
、
苦
味
を
禁
ず
。
麦
、
羊
、
杏
、
薤
、
是
な
り
。

四
季
十
八
日
、
土

王
た
り
。
酸
鹹
味
を
禁
ず
。
麻
、
大
豆
、
猪
、
犬
、

李
、
栗
、
�
、
是
な

（
１９
）

り
。

五
行
相
克
関
係
に
あ
る
味
が
禁
じ
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、
春
と
夏
は
克
さ
れ

る
対
象
（
以
下
「
克
客
」）、
秋
と
冬
は
克
す
る
対
象
（
以
下
「
克
主
」）、
土

用
は
そ
の
両
方
と
、
や
や
統
一
性
に
欠
け
る
よ
う
に
見
え
る
。
同
篇
に
引
か

れ
る
『
膳
夫
経
』
で
は
、

春
は
肝
を
食
す
る
な
か
れ
。
須
く
鹹
苦
を
増
す
べ
し
。
脾
肺
及
び
辛
甘

を
食
す
る
を
禁
ず
。

夏
は
心
を
食
す
る
な
か
れ
。
須
く
酸
甘
を
増
す
べ
し
。
肝
脾
を
食
す
る

を
得
。
腎
肺
及
び
苦
辛
を
食
す
る
を
禁
ず
。

秋
は
肺
を
食
す
る
な
か
れ
。
須
く
甘
鹹
を
増
す
べ
し
。
脾
腎
を
食
す
る

を
得
。
肝
心
及
び
苦
酸
を
食
す
る
を
禁
ず
。

冬
は
腎
を
食
す
る
な
か
れ
。
須
く
辛
酸
を
増
す
べ
し
。
心
脾
及
び
甘
苦

を
食
す
る
を
禁
ず
。

四
季
は
脾
を
食
す
る
な
か
れ
。
須
く
苦
辛
を
増
す
べ
し
。
心
肺
を
食
す

る
を
得
。
肝
腎
と
酸
鹹
を
禁

（
２０
）

ず
。

と
あ
る
。
こ
れ
は
五
行
の
相
関
性
す
べ
て
を
考
慮
に
入
れ
た
内
容
に
な
っ
て

い
て
、「
勿
食
（
食
す
る
な
か
れ
）」
は
同
じ
五
行
カ
テ
ゴ
リ
に
属
す
る
臓
器
、

「
禁
食
」
は
五
行
相
克
関
係
に
あ
る
二
つ
、
「
須
増
」
は
残
り
二
つ
で
、
五

行
相
生
関
係
に
あ
る
二
つ
で
あ

（
２１
）

る
。

続
い
て
、
医
書
の
カ
テ
ゴ
リ
に
属
す
る
文
献
に
見
え
る
記
述
を
挙
げ
る
。

『
医
心
方
』
四
時
宜
食
篇
に
は
『
千
金
方
』
か
ら
の
引
用
も
多
い
。
『
千
金

方
』
は
唐
の
孫
思
�
が
著
し
た
医
学
書
で
、
道
教
経
典
の
集
大
成
た
る
『
道

蔵
』
に
も
『
孫
真
人
備
急
千
金
要
方
』
と
し
て
収
め
ら
れ
て
い

（
２２
）

る
。
そ
の
『
千

金
方
』
で
は
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

春
七
十
二
日
、
酸
を
省
き
甘
を
�
し
て
以
て
脾
氣
を
養
う
。
夏
七
十
二

日
、
苦
を
省
き
辛
を
�
し
て
以
て
肺
氣
を
養
う
。
秋
七
十
二
日
、
辛
を

省
き
酸
を
�
し
て
以
て
肝
氣
を
養
う
。
冬
七
十
二
日
、
鹹
を
省
き
苦
を

�
し
て
以
て
心
氣
を
養
う
。
四
季
十
八
日
、
甘
を
省
き
鹹
を
�
し
て
以

て
腎
氣
を
養

（
２３
）

う
。

摂
取
を
減
ら
す
べ
き
は
時
味
、
増
し
て
養
う
べ
き
は
克
主
の
味
お
よ
び
臓
器

と
な
っ
て
い
る
。
同
じ
く
『
道
蔵
』
所
収
の
、
元
の
李
鵬
飛
撰
『
三
元
延
寿

参
賛

（
２４
）

書
』
巻
三
「
五
味
」
に
も
健
康
と
五
味
と
の
関
係
に
つ
い
て
ま
と
ま
っ

た
記
述
が
あ
る
が
、
季
節
ご
と
の
味
覚
調
整
の
仕
方
は
『
千
金
方
』
と
同
じ

で
あ
る
。

不
老
長
生
を
代
表
と
す
る
現
世
利
益
の
追
求
を
追
い
求
め
る
道
教
で
は
、
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肉
体
の
保
全
が
一
つ
の
大
き
な
目
標
と
な
っ
て
お
り
、
必
然
的
に
養
生
、
医

学
へ
の
興
味
が
強
い
。
医
書
と
道
教
文
献
と
の
境
界
さ
え
も
あ
い
ま
い
で
あ

る
。
以
下
、
道
教
経
典
に
見
え
る
数
種
の
記
述
を
挙
げ
て
お
こ
う
。
六
朝
梁

の
陶
弘
景
は
道
教
理
論
に
詳
し
く
、
ま
た
養
生
理
論
や
薬
学
に
も
精
通
し
て

い
た
。
彼
が
著
し
た
『
養
性
延
命
録
』
巻
上
食
誡
篇
に
は
、
『
千
金
方
』
と

は
異
な
る
系
統
の
記
述
が
見
え
る
。

春
に
は
宜
し
く
辛
を
食
す
べ
し
。
夏
に
は
宜
し
く
酸
を
食
す
べ
し
。
秋

に
は
宜
し
く
苦
を
食
す
べ
し
。
冬
に
は
宜
し
く
鹹
を
食
す
べ
し
。
此
れ

皆
五
藏
を
助
け
て
血
氣
を
益
し
、
諸
病
を
辟
く
。
酸
鹹
甜
苦
を
食
す
る

に
即
ち
分
を
過
ぎ
て
食
す
る
を
得
ず
。
春
に
は
肝
を
食
せ
ず
。
夏
に
は

心
を
食
せ
ず
。
秋
に
は
肺
を
食
せ
ず
。
冬
に
は
腎
を
食
せ
ず
。
四
季
に

は
脾
を
食
せ
ず
。
如
し
能
く
此
の
五
藏
を
食
ら
わ
ざ
れ
ば
尤
も
天
埋
に

順
（
２５
）

ふ
。

と
あ
る
。
そ
の
季
節
の
時
味
を
食
し
て
は
な
ら
な
い
点
で
は
『
千
金
方
』
と

同
じ
だ
が
、
推
奨
さ
れ
る
味
に
つ
い
て
は
全
く
異
な
っ
て
お
り
、
冬
に
腎
臓

が
禁
止
さ
れ
る
一
方
で
同
じ
水
徳
の
鹹
味
が
推
奨
さ
れ
る
な
ど
、
五
行
理
論

で
は
説
明
で
き
な
い
配
当
で
あ
る
。
ま
た
、
符
度
仁
の
『
修
真
秘
�
』
食
宜

篇
に
は
「
八
素
に
云
わ
く
」
と
し
て
次
の
よ
う
に
言
う
。

春
は
宜
し
く
辛
を
食
ら
う
べ
し
（
辛
能
く
散
ず
れ
ば
な
り
）、夏
は
宜
し

く
鹹
を
食
ら
う
べ
し
（
鹹
は
能
く
潤
せ
ば
な
り
）、長
夏
は
宜
し
く
酸
を

食
ら
う
べ
し
（
酸
は
能
く
收
む
れ
ば
な
り
）、秋
は
宜
し
く
苦
を
食
ら
う

べ
し
（
苦
は
能
く
堅
け
れ
ば
な
り
）、冬
は
宜
し
く
甘
肥
を
食
ら
う
べ
し

（
甘
は
能
く
中
を
緩
め
て
肌
肉
を
長
じ
、
肥
は
能
く
理
を
密
に
し
て
中

を
補
え
ば
な
り
）。
皆
五
藏
を
益
し
て
邪
氣
を
散
ず
。
此
の
四
時
の
味
、

宜
し
く
加
う
べ
き
に
隨

（
２６
）

う
。

こ
こ
で
は
五
行
相
克
に
従
い
克
主
の
味
を
推
奨
し
て
お
り
、そ
の
点
で
は『
千

金
方
』
の
裏
返
し
に
な
っ
て
い
る
。

最
後
に
、
宋
代
に
編
纂
さ
れ
た
道
教
関
連
書
の
集
大
成
『
雲
笈
七
籤
』
卷

三
六
に
引
か
れ
る
『
黄
帝
内
伝
』
を
引
く
。

春
は
宜
し
く
甘
を
食
ら
う
べ
し
、
甘
は
肉
を
走
ら
せ
、
甘
を
多
食
す
れ

ば
則
ち
痰
溢
れ
、
皮
膚
粟
起
す
。

夏
は
宜
し
く
辛
を
食
ら
う
べ
し
、
辛
は
氣
を
走
ら
せ
、
辛
を
多
食
す
れ

ば
則
ち
氣
躁
た
り
て
好
く
�
く
。

秋
は
宜
し
く
酸
を
食
ら
う
べ
し
、
酸
は
骨
を
走
ら
せ
、
酸
を
多
食
す
れ

ば
則
ち
筋
縮
み
骨
中
疼
む
。

冬
は
宜
し
く
鹹
を
食
ら
う
べ
し
、
鹹
は
血
を
走
ら
せ
、
鹹
を
多
食
す
れ

ば
則
ち
血
澀
く
口
乾
く
。

苦
を
多
食
す
れ
ば
則
ち
嘔
逆
し
て
齒
踈
た

（
２７
）

り
。

最
後
の
苦
味
に
関
す
る
語
句
だ
け
他
の
四
項
目
と
不
揃
い
の
記
述
と
な
っ
て

い
る
た
め
、
土
用
の
項
の
脱
誤
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。

こ
こ
ま
で
引
用
し
て
き
た
各
文
献
の
記
述
に
基
づ
き
、
各
季
節
に
お
い
て

推
奨
さ
れ
る
味
、
禁
じ
た
り
減
じ
た
り
す
る
味
を
表
２
に
ま
と
め
て
み
た
。

季
節

崔
禹
錫
食
経

膳
夫
経

千
金
方

養
性
延
命
録

八
素
黄
帝
内
伝

増

減

増

減

増

減

増

減

増

増

春夏土用秋冬

酸
鹹

苦
甘

甘
辛

鹹
辛

鹹
酸

辛鹹酸鹹酸苦

鹹
苦

酸
甘

苦
辛

甘
鹹

辛
酸

辛
甘

苦
辛

酸
鹹

苦
酸

甘
苦

甘辛鹹酸苦

酸苦甘辛鹹

辛酸苦鹹

肝心肺腎

辛鹹酸苦甘肥

甘辛
（
苦
？
）

酸鹹

―５８―
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言
及
の
な
い
と
こ
ろ
は
空
白
に
し
て
い
る
。

一
見
し
て
、
文
献
間
で
記
述
内
容
に
大
き
な
開
き
が
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

こ
の
差
異
は
何
を
示
す
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
を
解
明
す
る
た
め
に
、
今

一
度
五
行
の
相
関
関
係
を
整
理
し
て
こ
の
問
題
に
適
用
し
て
い
き
た
い
。

四

五
行
間
の
影
響
関
係

図
２
は
、
先
に
掲
げ
た
図
１
の
五
行
相
関
図
を

Ａ
〜
Ｅ
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
に
置
き
換
え
た
模
式

図
で
あ
る
。
ま
た
、
Ａ
を
と
り
ま
く
Ｂ
〜
Ｅ
の
４

要
素
が
増
え
た
場
合
、
Ａ
が
ど
の
よ
う
に
変
化
す

る
か
を
一
覧
に
ま
と
め
た
の
が
表
３
で
あ
る
。
相

生
関
係
に
よ
っ
て
Ａ
を
生
じ
る
源
と
な
る
Ｅ
が
増

え
た
場
合
、
当
然
な
が
ら
そ
こ
か
ら
生
じ
る
Ａ
は

増
え
る
。
し
か
し
、
同
じ
相
生
関
係
で
も
Ａ
か
ら

生
じ
る
Ｂ
が

増
え
た
場
合

は
、
そ
の
作

用
は
Ａ
に
直

接
関
与
し
な

い
。
図
２
の

矢
印
が
Ｂ
か

ら
Ａ
へ
到
達

す
る
最
短
経
路
を
見
る
と
、
ま
ず
は
相
克
作
用
に
よ
っ
て
Ｄ
を
減
ら
し
、
Ｄ

が
減
れ
ば
Ａ
へ
の
相
克
効
果
も
減
る
わ
け
だ
か
ら
Ａ
は
相
対
的
に
増
え
る
こ

と
に
な
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
あ
る
要
素
か
ら
別
の
要
素
に
影
響
を
及
ぼ
す
現

象
を
今
「
ス
テ
ッ
プ
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
と
、
ス
テ
ッ
プ
数
に
違
い
は
あ

る
し
、
そ
の
過
程
で
利
用
さ
れ
る
反
応
に
も
違
い
は
あ
る
が
、
Ａ
と
相
生
関

係
に
あ
る
Ｂ
と
Ｅ
は
、
と
も
に
Ａ
と
正
の
相
関
関
係
に
あ
る
。
Ｃ
と
Ｄ
に
つ

い
て
も
同
様
の
検
証
を
行
う
と
、
や
は
り
同
様
に
ス
テ
ッ
プ
数
に
違
い
は
あ

る
も
の
の
、
Ａ
と
相
克
関
係
に
あ
る
こ
の
二
つ
は
、
と
も
に
Ａ
と
負
の
相
関

関
係
に
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
よ
っ
て
、
Ａ
を
増
や
す
必
要
が
あ
る
時
、

Ｂ
や
Ｅ
な
ら
ば
増
や
し
、
Ｃ
や
Ｄ
な
ら
ば
減
ら
さ
ね
ば
な
ら
ず
、
逆
に
Ａ
を

減
ら
す
必
要
が
あ
る
時
、
Ｂ
や
Ｅ
な
ら
ば
減
ら
し
Ｃ
や
Ｄ
な
ら
ば
増
や
さ
ね

ば
な
ら
な
い
。
Ａ
自
身
の
量
を
直
接
増
減
す
る
方
法
も
含
め
る
と
、
Ａ
の
量

を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
た
め
の
方
法
は
全
部
で
十
通
り
あ
る
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
視
点
を
変
え
る
と
、
た
と
え
ば
Ａ
を
増
や
せ
ば
五
角
形
の
隣

り
合
う
頂
点
で
あ
る
Ｅ
と
Ｂ
は
増
加
し
、
Ｃ
と
Ｄ
は
減
少
す
る
こ
と
も
分
か

る
。こ

の
Ａ
に
五
行
の
各
要
素
を
当
て
は
め
て
み
よ
う
。
た
と
え
ば
木
気
を
増

や
し
た
い
場
合
、
木
気
自
身
を
増
や
す
他
に
、
相
生
関
係
の
Ｂ
と
Ｅ
に
相
当

す
る
火
気
と
水
気
は
増
や
し
、
相
克
関
係
の
Ｃ
と
Ｄ
に
相
当
す
る
土
気
と
金

気
は
減
ら
せ
ば
よ
い
。
木
気
を
減
ら
し
た
い
場
合
は
、
こ
の
逆
を
考
え
れ
ば

よ
い
。
次
の
表
４
は
、
五
行
す
べ
て
に
お
い
て
、
増
や
し
た
い
場
合
と
減
ら

し
た
い
場
合
ご
と
に
、
各
五
行
に
と
っ
て
の
Ａ
〜
Ｅ
と
、
そ
れ
ら
の
増
減
の

仕
方
を
一
覧
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

関係

相生
相生
相克
相克

相関
―
正
正
負
負

Step数
０
１
２
１
２

Step2

Ａ＋

Ａ－

―克→

―克→

Step1

Ａ＋
Ｄ－
Ａ－
Ｄ＋

―生→
―克→
―克→
―生→

Step0
Ａ＋
Ｅ＋
Ｂ＋
Ｄ＋
Ｃ＋

１
２
３
４
５

―５７―

表３ 各要素の増減とAへの影響（２Step以内） ＋：増 －：減

図２ 五行相関図（ABCモデル）
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こ
れ
を
先
の
各
種
文
献
に
当
て
は
め
る
と
ど
う
な
る
か
。
『
崔
禹
錫
食
経
』

で
試
し
て
み
よ
う
。

春

（
木
）

…
酸
鹹
＋

↓
木
＋

辛
－

↓
木
＋

夏

（
火
）

…
甘
苦
＋

↓
火
＋

鹹
－

↓
火
＋

秋

（
金
）

…
辛
鹹
＋

↓
金
＋

酸
－

↓
金
＋

冬

（
水
）

…
鹹
酸
＋

↓
水
＋

苦
－

↓
水
＋

四
季
（
土
）

…
辛
苦
甘
＋
↓
土
＋

酸
鹹
－

↓
土
＋

こ
の
よ
う
に
、
各
季
節
に
増
や
し
た
り
減
ら
し
た
り
す
る
味
は
、
す
べ
て
時

気
を
増
や
す
た
め
に
調
節
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
続
け
て
『
膳
夫

経
』
で
は
、

春

（
木
）

…
鹹
苦
＋

↓
木
＋

辛
甘
－

↓
木
＋

夏

（
火
）

…
酸
甘
＋

↓
火
＋

苦
辛
－

↓
土
－

秋

（
金
）

…
甘
鹹
＋

↓
金
＋

苦
酸
－

↓
金
＋

冬

（
水
）

…
辛
酸
＋

↓
水
＋

甘
苦
－

↓
水
＋

四
季
（
土
）

…
苦
辛
＋

↓
土
＋

酸
鹹
－

↓
土
＋

夏
に
減
ら
す
味
を
除
く
と
、
『
崔
禹
錫
食
経
』
と
は
挙
げ
て
い
る
味
に
相
違

が
あ
る
も
の
の
、
や
は
り
時
気
を
増
や
す
と
い
う
目
的
で
あ
る
こ
と
に
変
わ

り
は
な
い
。
夏
の
苦
味
と
辛
味
を
減
ら
す
点
に
つ
い
て
だ
け
は
こ
れ
と
合
致

し
な
い
。
「
苦
辛
」
で
は
な
く
「
鹹
辛
」
で
あ
れ
ば
「
火
＋
」
が
目
的
と
な

り
矛
盾
が
な
く
な
る
の
だ
が
。

一
方
、
『
千
金
方
』
と
「
八
素
」
で
は
、
時
気
を
減
ら
す
目
的
で
味
の
調

節
が
行
わ
れ
て
い
る
。

『
千
金
方
』

「
八
素
」

春
（
木
）…
酸
－

↓
木
－

甘
＋

↓
木
－

辛
＋

↓
木
－

夏
（
火
）…
苦
－

↓
火
－

辛
＋

↓
火
－

鹹
＋

↓
火
－

秋
（
金
）…
辛
－

↓
金
－

酸
＋

↓
金
－

苦
＋

↓
金
－

冬
（
水
）…
鹹
－

↓
水
－

苦
＋

↓
水
－

甘
＋

↓
水
－

四
季（
土
）…
甘
－

↓
土
－

鹹
＋

↓
土
－

酸
＋

↓
土
－

こ
こ
ま
で
の
検
討
か
ら
は
、
食
経
類
に
含
ま
れ
る
二
書
で
は
、
時
気
を
増
や

し
て
虚
を
補
う
前
述
の
（
Ⅰ
）
説
と
同
趣
旨
で
あ
り
、
道
教
系
の
二
書
で
は

時
気
を
減
ら
し
て
過
剰
を
抑
え
る
（
Ⅱ
）
説
と
同
趣
旨
で
あ
る
と
い
う
鮮
や

か
な
対
照
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
先
に
「
統
一
性
に
欠
け
る
よ
う
に
見

え
る
」
な
ど
と
記
し
た
書
物
も
あ
る
が
、
実
は
本
質
に
お
い
て
ほ
ぼ
方
針
が

一
貫
し
て
い
る
と
い
う
事
実
も
、
こ
の
分
析
で
分
か
る
。

『
養
性
延
命
録
』
の
場
合
は
各
季
節
の
時
気
を
増
や
す
か
減
ら
す
か
と
い

う
視
点
だ
け
で
見
る
と
統
一
性
が
な
い
。
し
か
し
、
目
的
が
増
減
の
ど
ち
ら

か
に
そ
ろ
う
場
合
を
探
す
た
め
に
、
先
の
Ａ
〜
Ｅ
の
関
係
を
持
ち
だ
し
て
く

る
と
、

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

春
（
木
）…
辛
＋

↓
木
－

火
－

土
－

金
－

水
＋

夏
（
火
）…
酸
＋

↓
火
＋

土
－

金
－

水
＋

木
＋

木

＋

－

火

＋

－

土

＋

－

金

＋

－

水

＋

－

Ａ
木
酸
＋
酸
－
火
苦
＋
苦
－
土
甘
＋
甘
－
金
辛
＋
辛
－
水
鹹
＋
鹹
－

Ｂ
火
苦
＋
苦
－
土
甘
＋
甘
－
金
辛
＋
辛
－
水
鹹
＋
鹹
－
木
酸
＋
酸
－

Ｅ
水
鹹
＋
鹹
－
木
酸
＋
酸
－
火
苦
＋
苦
－
土
甘
＋
甘
－
金
辛
＋
辛
－

Ｃ
土
甘
－
甘
＋
金
辛
－
辛
＋
水
鹹
－
鹹
＋
木
酸
－
酸
＋
火
苦
－
苦
＋

Ｄ
金
辛
－
辛
＋
水
鹹
－
鹹
＋
木
酸
－
酸
＋
火
苦
－
苦
＋
土
甘
－
甘
＋
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秋
（
金
）…
苦
＋

↓
金
－

水
－

木
＋

火
＋

土
＋

冬
（
水
）…
鹹
＋

↓
水
＋

木
＋

火
－

土
－

金
＋

各
季
節
の
時
気
か
ら
見
て
Ｅ
、
す
な
わ
ち
相
生
関
係
の
親
側
に
あ
る
気
を
増

す
こ
と
が
共
通
目
的
と
な
っ
て
い
る
。
Ｅ
が
増
え
れ
ば
Ａ
も
増
え
る
の
で
、

こ
れ
は
時
気
を
増
や
す
こ
と
が
目
的
の
（
Ⅰ
）
説
の
亜
種
で
あ
り
、
（
Ⅱ
）

説
の
立
場
に
立
つ
先
の
道
教
系
の
二
書
と
は
異
質
で
あ
る
。

最
後
に
『
黄
帝
内
伝
』
だ
が
、
こ
れ
も
時
気
の
増
減
だ
け
で
考
え
る
と
辻

褄
が
合
わ
な
い
。
前
述
し
た
よ
う
に
最
後
の
苦
味
に
つ
い
て
は
土
用
の
脱
誤

が
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
の
で
、
土
用
は
苦
味
を
補
う
記
述
が
抜
け
て
い
る
と

考
え
て
み
る
。

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

春
（
木
）…
甘
＋

↓
木
－

火
＋

土
＋

金
＋

水
－

夏
（
火
）…
辛
＋

↓
火
－

土
＋

金
＋

水
＋

木
－

秋
（
金
）…
酸
＋

↓
金
－

水
＋

木
＋

火
＋

土
－

冬
（
水
）…
鹹
＋

↓
水
＋

木
＋

火
－

土
－

金
＋

〔
土
用（
土
）…
苦
＋

↓
土
＋

金
－

水
－

木
＋

火
＋
〕

土
用
を
補
わ
ね
ば
Ｂ
、
す
な
わ
ち
相
生
関
係
の
子
側
に
あ
る
気
を
増
す
こ
と

が
共
通
目
的
と
見
な
す
こ
と
も
で
き
よ
う
が
、
土
用
を
交
え
る
と
統
一
方
針

が
見
え
な
く
な
る
。
そ
こ
で
、
冬
の
み
時
味
を
増
や
す
こ
と
に
な
っ
て
い
る

項
目
を
疑

（
２８
）

い
、
鹹
味
増
加
は
土
用
に
、
冬
に
苦
味
増
加
を
当
て
は
め
て
み
る

と
、
季
節
ご
と
の
増
加
さ
せ
る
味
の
組
み
合
わ
せ
は
『
千
金
方
』
と
同
じ
に

な
り
、
時
気
を
減
ら
す
（
Ⅱ
）
の
立
場
に
す
っ
き
り
と
収
ま
る
。
こ
れ
に
つ

い
て
は
、
あ
く
ま
で
も
推
測
の
域
を
出
な
い
た
め
、
一
つ
の
可
能
性
に
留
め

て
お
く
。

こ
こ
ま
で
は
一
年
を
四
季
あ
る
い
は
五
時
に
分
類
し
て
の
話
だ
っ
た
が
、

月
ご
と
の
味
覚
調
節
を
説
く
文
献
も
存
在
す
る
。
『
雲
笈
七
籤
』
巻
三
六
雑

修
攝
に
は
、
孟
春
か
ら
始
ま
る
十
二
ヶ
月
す
べ
て
に
つ
い
て
、
『
礼
記
』
月

令
篇
に
類
似
し
た
解
説
が
な
さ
れ
る
。
そ
こ
に
は
味
の
調
節
の
必
要
性
も
説

か
れ
る
の
だ
が
、
長
文
に
わ
た
る
た
め
こ
こ
で
は
必
要
情
報
だ
け
を
抜
き
出

し
て
お
く
。

孟
春
…
味
は
酸

仲
春
…
〔
情
報
な
し
〕

季
春
…
〔
情
報
な
し
〕

孟
夏
…
味
は
苦

仲
夏
…
〔
情
報
な
し
〕

季
夏
…
鹹
を
増
し
甘
を
減
ず

孟
秋
…
味
は
辛

仲
秋
…
酸
を
増
し
辛
を
減
ず

季
秋
…
酸
を
増
し
辛
を
減
ず

孟
冬
…
味
は
鹹

仲
冬
…
苦
を
増
し
鹹
を
減
ず

季
冬
…
苦
を
増
し
鹹
を
減
ず

四
季
ご
と
の
冒
頭
の
月
は
、
そ
の
季
節
を
総
括
す
る
形
で
対
応
す
る
天
地
の

運
行
状
況
や
対
応
す
る
星
、
卦
、
神
、
動
物
、
穀
物
、
味
、
色
な
ど
の
一
要

素
と
し
て
、
そ
の
月
の
味
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
残
る
八
つ
の
月
は
、
そ
の

月
ご
と
の
行
動
お
よ
び
選
択
上
の
注
意
を
述
べ
る
形
と
な
っ
て
お
り
、
味
の

選
択
に
関
す
る
言
及
が
季
夏
以
降
に
見
ら
れ
る
。
情
報
は
不
十
分
だ
が
、
先

の
場
合
と
同
様
に
分
析
し
て
み
よ
う

春
：
記
述
な
し

季
夏

（
火
）
…
鹹
＋

↓
火
－

甘
－

↓
火
－

仲
秋
・
季
秋
（
金
）
…
酸
＋

↓
金
－

辛
－

↓
金
－

仲
冬
・
季
冬
（
水
）
…
苦
＋

↓
水
－

鹹
－

↓
水
－

た
と
え
季
夏
を
土
用
に
当
て
は
め
た
と
し
て
も
、
鹹
味
を
増
や
し
甘
味
を
減

ら
す
こ
と
は
土
気
の
減
少
に
つ
な
が
る
。
時
気
の
減
少
を
説
く
（
Ⅱ
）
的
立

―５５―
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場
か
ら
の
記
述
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

以
上
の
分
析
か
ら
、
身
体
の
健
康
を
保
つ
た
め
、
季
節
ご
と
に
味
の
調
節

を
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
説
く
各
文
献
は
、
多
種
多
様
な
説
を
唱
え
る
よ
う
に

見
え
る
が
、
実
は
時
気
の
不
足
を
補
う
（
Ｉ
）
と
、
時
気
の
過
剰
を
抑
制
す

る
（
Ⅱ
）
の
ど
ち
ら
か
を
そ
の
根
本
方
針
と
し
て
お
り
、
調
節
す
べ
き
味
の

細
か
な
相
違
は
本
質
的
な
矛
盾
を
来
し
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

五

夏
と
辛
味
と
の
関
係

夏
に
辛
味
を
積
極
的
に
と
る
こ
と
は
、
中
国
の
古
代
医
学
養
生
思
想
で
ど

の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
た
か
を
検
証
す
る
と
い
う
本
稿
の
目
的
に
立
ち
返
ろ

う
。
辛
味
は
ど
の
季
節
に
増
や
す
べ
き
か
、
今
回
検
討
し
た
文
献
の
記
述
を

比
較
し
た
の
が
、
次
の
表
５
で
あ
る
。
『
礼
記
』
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
『
五

行
大
義
』
や
『
礼
記
正
義
』
が
問
題
と
し
た
（
Ⅰ
）
と
（
Ⅱ
）
に
つ
い
て
も

参
考
に
付
記
し
て
お
く
。

前
述
し
た
よ
う
に
、
仮
に
『
黄
帝
内
伝
』
の
内
容
の
一
部
に
テ
キ
ス
ト
の
混

乱
を
認
め
修
正
し
た
場
合
、
そ
の
記
述
は
『
千
金
方
』
と
同
じ
内
容
に
な
っ

て
し
ま
う
。
こ
の
こ
と
を
考
え
併
せ
る
と
、
夏
に
辛
味
を
増
や
す
べ
き
と
説

く
記
述
は
『
千
金
方
』
な
ど
過
剰
な
時
気
を
抑
制
す
る
た
め
に
味
を
調
節
す

る
（
Ⅱ
）
の
立
場
に
見
ら
れ
る
。
た
だ
、
（
Ⅱ
）
の
立
場
に
も
色
々
あ
り
、

夏
の
過
剰
を
抑
制
す
る
た
め
の
方
法
は
辛
味
の
増
加
に
限
ら
な
い
た
め
、
夏

の
辛
味
推
奨
が
一
般
的
と
も
言
い
切
れ
な
い
。
逆
に
、
不
足
を
補
う
（
Ⅰ
）

の
立
場
で
は
夏
と
辛
味
摂
取
と
の
親
和
性
は
ま
っ
た
く
な
い
。

（
Ⅱ
）
は
、
『
礼
記
正
義
』
に
言
う
「
経
方
」
の
立
場
で
あ
る
。
医
学
的

見
地
か
ら
は
、
人
体
の
不
調
を
解
決
す
る
と
い
う
問
題
に
真
剣
に
正
対
せ
ね

ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
故
医
学
的
に
は
、
各
季
節
ご
と
の
時
気
過
剰
を
ま
ず
注

意
す
べ
き
と
い
う
判
断
が
な
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
。
た
だ
、
そ
う
判

断
す
る
の
は
、
多
く
の
人
が
陥
り
や
す
い
か
ら
注
意
す
べ
き
な
の
か
、
そ
れ

と
も
一
旦
そ
の
状
態
に
陥
る
と
容
易
に
回
復
し
な
い
深
刻
な
事
態
と
な
る
か

ら
な
の
か
、
断
言
し
に
く
い
が
、
『
礼
記
』
を
始
め
と
し
た
経
学
お
よ
び
食

経
類
が
気
虚
を
補
う
（
Ⅰ
）
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
る
と
、
季
節
ご
と

の
身
体
的
不
調
と
し
て
多
く
発
症
し
、
か
つ
医
学
的
な
処
置
を
必
要
と
す
る

ま
で
に
至
ら
な
い
事
例
は
、
気
虚
の
方
だ
と
い
う
事
実
を
暗
に
示
し
て
い
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
が
正
し
い
と
す
る
と
、（
Ⅱ
）
に
基
づ
い
て

夏
に
辛
味
を
多
く
と
る
こ
と
は
、
日
常
生
活
で
出
く
わ
し
や
す
い
夏
季
の
身

体
不
調
を
防
ぐ
た
め
の
一
般
的
な
心
構
え
と
は
見
な
し
が
た
い
こ
と
に
な
る
。

こ
の
推
測
に
つ
い
て
は
今
後
の
検
討
に
よ
っ
て
確
認
し
て
い
く
つ
も
り
で

あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
夏
季
の
暑
気
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
身
体
不
調
に

関
す
る
記
述
二
つ
を
、
や
や
不
十
分
で
は
あ
る
が
そ
の
根
拠
と
し
て
示
し
て

書
名

春

夏

土
用

秋

冬

系
統
別

『
礼
記
』内
則

（
Ⅰ
）

－

○

（
Ⅱ
）

－

×

崔
禹
錫
食
経

×

○

○

（
Ⅰ
）

膳
夫
経

×

×

○

▲

○

（
Ⅰ
）

千
金
方

○

×

（
Ⅱ
）

養
性
延
命
録

○

－

×

（
Ⅰ
）

八
素

○

（
Ⅱ
）

黄
帝
内
伝

○

（
Ⅱ
）？

七
籤
３６
雜
修
攝

－

×

（
Ⅱ
）

―５４―

○
…
摂
取
を
推

奨

×
…
摂
取
を
禁

止
あ
る
い

は
抑
制

▲
…
肺
を
禁
止

―
…
該
当
季
節

の
記
述
自

体
が
欠
落

表５

福
井
県
立
大
学
論
集

第
三
十
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お
く
。
一
つ
は
宋
の
葉
夢
得
『
避
暑
録
話
』
卷
上
の
、
暑
気
あ
た
り
と
味
の

調
節
と
の
関
わ
り
を
説
く
文
章
で
あ
る
。

今
歳
熱
き
こ
と
甚
し
く
、
聞
く
に
道
路
城
市
の
間
、
�
仆
し
て
死
す
る

者
多
し
と
。
此
れ
皆
虚
人
勞
人
、
或
い
は
飢
飽
節
を
失
い
、
或
い
は
素

よ
り
疾
有
り
、
一
に
暑
氣
の
中
る
所
と
な
り
、
泄
す
る
を
得
ざ
れ
ば
、

則
ち
關
竅
皆
窒
が
れ
ば
な
り
。
暑
氣
の
然
ら
し
む
る
に
非
ず
、
氣
閉
塞

し
て
死
せ
り
。
産
婦
嬰
兒
尤
も
甚
だ
し
。
古
方
の
暑
を
治
す
に
他
法
無

し
、
但
だ
辛
甘
を
用
い
て
發
散
疏
導
し
、
心
氣
と
水
と
流
行
せ
し
む
れ

ば
、
則
ち
能
く
之
を
害
す
る
無

（
２９
）

し
。

こ
こ
で
は
、
「
古
方
」
に
基
づ
く
暑
気
対
策
と
し
て
辛
味
と
甘
味
の
摂
取
を

挙
げ
る
。
再
び
表
４
を
利
用
す
る
と
、
辛
味
の
増
加
は
金
気
と
水
気
の
増
加
、

ひ
い
て
は
火
気
の
抑
制
に
つ
な
が
り
、
「
心
氣
と
水
と
流
行
」
を
実
現
す
る

（
Ⅱ
）
的
措
置
に
当
て
は
ま
る
（
た
だ
し
甘
味
の
増
加
に
つ
い
て
は
説
明
が

つ
か
な
い
）。こ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
暑
気
に
よ
り
死
者
が
出
る
ほ
ど

の
重
い
症
状
（
熱
射
病
の
類
か
）
を
ど
う
予
防
ま
た
は
治
療
す
る
か
と
い
う

こ
と
で
あ
り
、
ま
さ
に
医
学
的
措
置
が
必
要
な
特
別
な
状
況
と
見
な
す
こ
と

が
可
能
だ
。
一
方
、
夏
負
け
の
症
状
を
意
味
す
る
「
注
夏
（
�
夏
）」に
関
し

て
、
宋
の
楊
士
瀛
撰
『
仁
齋
直
指
』
巻
三
で
は
、

注
夏
、
陰
虚
に
屬
す
。
元
氣
足
ら
ざ
れ
ば
な

（
３０
）

り
。

と
あ
り
、
五
行
の
気
で
は
な
く
陰
陽
や
元
気
で
は
あ
る
が
、
夏
負
け
が
気
虚

に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
が
分
か
る
。
医
者
の
治
療
を
受
け
る
ま
で
に

は
至
り
そ
う
も
な
い
夏
負
け
の
症
状
は
『
避
暑
録
話
』
の
そ
れ
と
は
異
質
に

し
て
よ
り
日
常
的
で
あ
り
、
（
Ⅰ
）
説
を
基
調
と
す
る
食
経
類
が
活
躍
す
る

場
と
言
え
そ
う
だ
。

六

お
わ
り
に

本
稿
の
目
的
は
、
ト
ウ
ガ
ラ
シ
伝
来
以
前
の
中
国
に
お
い
て
、
夏
と
辛
味

と
の
つ
な
が
り
を
肯
定
す
る
医
学
的
な
思
想
的
根
拠
が
あ
る
か
否
か
を
検
討

す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
結
論
と
し
て
、
そ
の
可
能
性
は
低
い
と
言
わ
ざ
る
を

得
な
い
。
夏
に
辛
味
を
多
く
と
る
べ
き
と
い
う
記
述
が
一
部
に
は
見
え
る
が
、

食
生
活
の
中
で
日
常
的
に
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
夏
負
け
程
度
の
身

体
異
常
を
予
防
す
る
目
的
で
は
、
辛
味
が
推
奨
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
時
に

は
『
膳
夫
経
』
の
よ
う
に
禁
ず
る
場
合
さ
え
あ
っ
た
。

一
章
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
ト
ウ
ガ
ラ
シ
の
伝
来
以
前
か
ら
中
国
西
南
部

で
は
辛
い
も
の
が
好
ま
れ
て
い
た
。
し
か
し
そ
れ
は
季
節
に
限
っ
た
こ
と
と

は
言
え
ず
、
特
に
夏
に
辛
い
も
の
を
食
べ
る
習
慣
が
あ
っ
た
か
は
、
今
回
確

認
で
き
て
い
な
い
。
か
つ
て
シ
ョ
ウ
ガ
と
と
も
に
辛
味
の
主
役
を
担
っ
て
い

た
サ
ン
シ
ョ
ウ
の
食
品
的
効
能
が
ト
ウ
ガ
ラ
シ
と
大
き
く
異
な
る
以
上
、
養

生
医
学
関
連
か
ら
の
理
論
的
根
拠
が
見
え
な
い
こ
と
を
も
考
え
併
せ
る
と
、

ト
ウ
ガ
ラ
シ
以
前
の
時
代
に
お
け
る
辛
味
と
夏
の
暑
さ
と
の
つ
な
が
り
は
一

般
化
で
き
そ
う
に
な
い
。
ト
ウ
ガ
ラ
シ
の
登
場
こ
そ
が
、
現
在
広
く
行
き
渡

っ
て
い
る
辛
味
の
通
念
を
形
成
し
た
と
考
え
て
よ
い
。

最
後
に
、
今
回
初
め
て
食
と
健
康
と
い
う
分
野
に
つ
い
て
取
り
組
ん
だ
わ

け
だ
が
、
以
下
に
列
挙
す
る
問
題
に
つ
い
て
は
、
力
及
ば
ず
検
討
す
る
に
至

ら
な
か
っ
た
。

（
１
）温
度
以
外
の
環
境
要
因

藍
勇
氏
の
考
察
で
は
、辛
味
を
好
む
地
域
と
そ
う
で
な
い
地
域
と
の
境

―５３―
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界
は
、冬
季
の
気
温
と
湿
度
、お
よ
び
年
平
均
の
日
射
時
間
で
決
ま
る
と

い
（
３１
）

う
。
こ
れ
ら
は
夏
と
辛
味
の
関
係
に
は
直
接
関
連
し
な
い
が
、夏
季

の
気
候
に
つ
い
て
も
、温
度
以
外
の
地
域
的
特
性
が
要
因
と
し
て
存
在

す
る
可
能
性
は
あ
る
。

（
２
）一
般
的
五
行
理
論
以
外
の
理
論
の
可
能
性

第
四
章
で
行
っ
た
分
析
で
は
十
分
に
解
明
で
き
な
い
資
料
が
あ
る
。『
千

金
方
』の
著
者
孫
思
�
に
よ
る『
孫
真
人
攝
養

（
３２
）

論
』
で
は
、十
二
ヶ
月
す

べ
て
に
わ
た
る
食
事
と
健
康
と
の
関
連
を
記
す
の
だ
が
、『
千
金
方
』と

は
異
な
る
系
統
の
食
養
生
理
論
が
見
え
る
。同
じ
夏
で
あ
る
の
に
四
月

に
は
苦
味
を
減
ら
し
、五
月
に
は
逆
に
増
や
し
た
り
、秋
の
七
月
に
は
辛

味
を
減
ら
す
の
に
八
月
に
は
増
や
す
べ
き
と
言
う
。こ
れ
は
、今
回
の
考

察
が
後
の
時
代
に
一
般
的
で
あ
っ
た
五
行
相
生
お
よ
び
相
克
説
に
依
拠

す
る
だ
け
に
終
わ
り
、他
の
立
場
か
ら
の
五
行
解
釈
や
医
学
的
根
拠
と

な
る
基
礎
理
論
を
利
用
し
て
い
る
可
能
性
に
ま
で
立
ち
入
ら
な
か
っ
た

た
め
と
思
わ
れ
る
。

（
３
）地
域
特
有
の
思
想
の
可
能
性

今
回
は
、古
代
中
国
に
存
在
し
た
一
般
的
思
想
に
基
づ
い
て
分
析
を
行

っ
た
の
み
で
あ
る
。こ
れ
と
は
異
な
る
思
想
が
四
川
地
方
に
存
在
し
、辛

味
と
夏
を
関
連
づ
け
る
文
化
を
形
成
す
る
要
因
に
な
っ
て
い
た
か
も
し

れ
な
い
が
、や
は
り
考
察
が
及
ば
な
か
っ
た
。

（
４
）医
学
養
生
思
想
中
に
お
け
る
具
体
的
な
辛
味
食
材
の
記
述

ト
ウ
ガ
ラ
シ
伝
来
以
前
の
中
心
的
辛
味
食
材
、た
と
え
ば
シ
ョ
ウ
ガ
や

サ
ン
シ
ョ
ウ
の
季
節
ご
と
の
使
わ
れ
方
に
つ
い
て
は
、『
医
心
方
』に
多

く
の
記
述
が
あ
る
。概
念
と
し
て
の
辛
味
で
は
な
く
、具
体
的
な
辛
い
食

材
が
、季
節
ご
と
の
健
康
と
ど
う
関
連
づ
け
ら
れ
て
い
た
か
、追
究
し
き

れ
な
か
っ
た
。

こ
れ
ら
の
検
討
課
題
に
つ
い
て
は
、今
後
研
究
を
重
ね
た
上
で
、稿
を
改
め

て
論
じ
る
こ
と
と
し
た
い
。

注（
１
）
西
南
中
国
へ
の
ト
ウ
ガ
ラ
シ
普
及
に
関
す
る
過
程
に
つ
い
て
は
、
藍
勇
「
中

国
古
代
辛
辣
用
料
的
�
変
、
流
布
与
農
業
社
会
発
展
」
（
中
国
社
会
経
済
史
研

二
〇
〇
〇
年
第
四
期
）
を
参
照
。
ま
た
、
同
氏
の
「
中
国
飲
食
辛
辣
口
味
的
地

理
分
布
及
其
成
因
研
究
」
（
地
理
研
究
第
二
〇
巻
第
二
期
）
で
は
、
辛
み
を
好

む
地
域
の
分
布
を
統
計
的
に
分
析
し
た
上
で
、
そ
の
分
布
の
成
因
と
な
っ
た
自

然
環
境
要
因
や
社
会
要
因
な
ど
を
考
察
し
て
い
る
。

（
２
）
周
達
生
『
中
国
の
食
文
化
』
創
元
社
、
一
九
八
九

（
３
）
劉
琳
『
華
陽
国
志
校
注
』
を
利
用
。
「
蜀
之
爲
國
、
肇
於
人
皇
。
…
其
卦
値

坤
、
故
多
班
綵
文
章
。
其
辰
値
未
、
故
尚
滋
味
。
�
在
少
昊
、
故
好
辛
香
。
星

應
輿
鬼
、
故
君
子
精
敏
、
小
人
鬼
黠
。
與
秦
同
分
、
故
多
悍
勇
。
在
詩
文
王
之

化
、
被
乎
江
漢
之
域
、
秦
�
同
詠
、
故
有
夏
聲
也
。
」

（
４
）
ト
ウ
ガ
ラ
シ
お
よ
び
そ
の
他
の
辛
み
素
材
の
機
能
特
性
に
関
し
て
は
、
久
保

田
紀
久
枝
・
森
光
康
次
郎
編
『
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
栄
養
・
食
物
シ
リ
ー
ズ

食
品

学
―
食
品
成
分
と
機
能
性
』
（
東
京
化
学
同
人
、
二
〇
〇
三
）
お
よ
び
社
団
法

人

日
本
栄
養
・
食
料
学
会
編
『
栄
養
・
食
糧
学

デ
ー
タ
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
』

（
同
文
書
院
、
二
〇
〇
六
）
を
参
照
。

（
５
）
中
国
食
文
化
の
変
遷
に
関
し
て
は
、
篠
田
統
『
中
国
食
物
史
』
（
柴
田
書
店
、

一
九
七
四
）
を
参
照
。

（
６
）
気
の
概
念
を
基
礎
と
し
た
陰
陽
五
行
思
想
の
基
礎
理
念
、
お
よ
び
そ
れ
に
基

づ
く
養
生
思
想
に
つ
い
て
は
、
小
野
沢
静
一
他
『
気
の
思
想

中
国
に
お
け
る

自
然
観
と
人
間
観
の
展
開
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
〇
）
、
坂
出
祥
伸

編
『
中
国
古
代
養
生
思
想
の
総
合
的
研
究
』
（
平
河
出
版
社
、
一
九
八
八
）
、

―５２―
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長
濱
善
夫
『
東
洋
医
学
概
説
』
（
創
元
社
、
一
九
六
一
）
、
根
本
幸
夫
他
『
陰

陽
五
行
説

そ
の
発
生
と
展
開
』
（
薬
業
時
報
社
、
一
九
九
一
）
な
ど
を
参
照
。

（
７
）
阮
元
校
勘
『
十
三
経
注
疏
』
所
収
本
を
利
用
。
「
五
行
、
一
曰
水
、
二
曰
火
、

三
曰
木
、
四
曰
金
、
五
曰
土
。
水
曰
潤
下
、
火
曰
炎
上
、
木
曰
曲
直
、
金
曰
從

革
、
土
爰
稼
穡
。
潤
下
作
鹹
、
炎
上
作
苦
、
曲
直
作
酸
、
從
革
作
辛
、
稼
穡
作

甘
。
」

（
８
）
五
味
に
も
古
代
よ
り
様
々
な
理
論
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
真
柳
誠
「
古

代
中
国
に
お
け
る
五
味
論
説
の
考
察
」
（
『
矢
数
道
明
先
生
退
任
記
念
東
洋
医

学
論
集
』
北
里
研
究
所
付
属
東
洋
医
学
研
究
所
、
一
九
八
六
）
を
参
照
。

（
９
）
阮
元
校
勘
『
十
三
経
注
疏
』
所
収
本
を
利
用
。
「
孟
秋
之
月
、
日
在
翼
、
昏

建
星
中
、
旦
畢
中
、
其
日
庚
辛
、
其
帝
少
�
、
其
神
蓐
收
、
其
蟲
毛
、
其
音
商
、

律
中
夷
則
、
其
數
九
、
其
味
辛
、
其
臭
腥
、
其
祀
門
、
祭
先
肝
。
」

（
１０
）
『
四
庫
全
書
』
経
部
礼
類
所
収
。
「
味
生
於
形
、
臭
生
於
氣
、
故
形
成
而
後

有
味
、
氣
化
而
後
有
臭
。
…
秋
以
�
中
生
金
、
金
之
成
形
而
從
革
、
從
革
作
辛
、

故
其
味
辛
。
」

（
１１
）
「
今
西
方
之
野
草
木
多
辛
。
」
『
黄
帝
内
経
素
問
』
の
成
立
事
情
に
関
し
て

の
問
題
は
、
石
田
秀
実
『
中
国
医
学
思
想
史
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九

二
）
を
参
照
。

（
１２
）
「
凡
和
、
春
多
酸
、
夏
多
苦
、
秋
多
辛
、
冬
多
鹹
、
調
以
滑
甘
。
」

（
１３
）
「
多
其
時
味
以
養
氣
也
。
」

（
１４
）
「
各
尚
其
時
味
、
而
甘
以
成
之
、
猶
水
火
金
木
之
載
於
土
。
」

（
１５
）
中
村
璋
八
『
五
行
大
義
校
注

増
訂
版
』
（
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
八
）
を
参

照
。
「
解
有
兩
家
、
一
云
、
宜
從
時
氣
、
春
食
須
多
酸
、
夏
食
須
多
苦
。
一
云
、

多
者
過
也
、
春
食
過
酸
、
宜
減
其
鹹
味
、
夏
食
過
苦
、
宜
減
其
酸
味
。
是
以
後

句
云
、
調
以
滑
甘
。
今
依
前
解
、
四
時
之
味
、
各
隨
時
所
當
。
」

（
１６
）
阮
元
校
勘
『
十
三
経
注
疏
』
所
収
本
を
利
用
。
「
依
經
方
、
春
不
用
食
酸
、

夏
不
用
食
苦
、
四
時
各
減
其
時
味
也
。
此
云
多
其
時
味
以
養
氣
者
、
經
方
所
云
、

謂
時
氣
壯
者
、
減
其
時
味
、
以
殺
盛
氣
。
此
經
所
云
、
食
以
養
人
、
恐
氣
虚
羸
、

故
多
其
時
味
以
養
氣
也
。
」

（
１７
）
『
医
心
方
』
に
つ
い
て
は
、
高
文
鋳
『
《
医
心
方
》
校
注
』
（
華
夏
出
版
社
、

一
九
九
六
）
と
、
粟
島
行
春
訳
注
『
医
心
方
〈
食
養
篇
〉
』
（
東
洋
医
学
薬
学

古
典
研
究
会
、
一
九
九
七
）
所
収
の
安
政
版
巻
二
十
九
の
原
文
お
よ
び
図
解
を

参
照
し
た
。

（
１８
）
「
春
七
十
二
日
、
宜
食
酸
鹹
味
。
夏
七
十
二
日
、
宜
食
甘
苦
味
。
秋
七
十
二

日
、
宜
食
辛
鹹
味
。
冬
七
十
二
日
、
宜
食
鹹
酸
味
。
四
季
十
八
日
、
宜
食
辛
苦

甘
味
。
右
相
生
之
味
、
其
能
生
長
化
成
。
」

（
１９
）
「
春
七
十
二
日
、
禁
辛
味
、
黍
�
桃
葱
是
也
。
夏
七
十
二
日
、
禁
鹹
味
、
大

豆
猪
栗
�
是
也
。
秋
七
十
二
日
、
禁
酸
味
、
麻
犬
李
韭
是
也
。
冬
七
十
二
日
、

禁
苦
味
、
麦
羊
杏
薤
是
也
。
四
季
十
八
日
土
王
、
禁
酸
鹹
味
。
麻
大
豆
猪
犬
李

栗
�
是
也
。
」

（
２０
）
春
勿
食
肝
、
須
増
鹹
苦
、
禁
食
碑
肺
及
辛
甘
。
夏
勿
食
心
、
須
増
酸
甘
、
得

食
肝
脾
、
禁
食
腎
肺
及
苦
辛
。
秋
勿
食
肺
、
須
増
甘
鹹
、
得
食
脾
腎
、
禁
食
肝

心
及
苦
酸
。
冬
勿
食
腎
、
須
増
辛
酸
、
禁
食
心
脾
及
甘
苦
。
四
季
勿
食
脾
、
須

増
苦
辛
、
得
食
心
肺
、
禁
肝
腎
及
酸
鹹
。

（
２１
）
例
外
と
し
て
、
夏
に
は
火
徳
自
身
の
苦
味
が
禁
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
意

図
的
な
例
外
な
の
か
、
そ
れ
と
も
誤
記
な
の
か
、
判
断
し
か
ね
る
。

（
２２
）
『
正
統
道
藏
』
太
平
部
。
こ
こ
に
引
か
れ
る
記
述
は
巻
七
九
食
治
に
見
え
る
。

孫
思
�
は
他
に
『
千
金
翼
方
』
と
い
う
医
書
も
残
し
て
い
る
。
『
千
金
要
方
』

と
『
千
金
翼
方
』
と
は
元
々
一
書
だ
っ
た
と
い
う
説
も
あ
る
が
、
定
か
で
な
い
。

（
２３
）
「
春
七
十
二
日
、
省
酸
�
甘
以
養
脾
氣
。
夏
七
十
二
日
、
省
苦
�
辛
以
養
肺

氣
。
秋
七
十
二
日
、
省
辛
�
酸
以
養
肝
氣
。
冬
七
十
二
日
、
省
鹹
�
苦
以
養
心

氣
。
四
季
十
八
日
、
省
甘
�
鹹
以
養
腎
氣
。
」
道
藏
本
『
千
金
要
方
』
で
は

「
四
季
十
八
日
」
を
「
季
月
各
十
八
日
」
と
す
る
。

（
２４
）
『
正
統
道
藏
』
洞
神
部
方
法
類
。

（
２５
）
『
正
統
道
藏
』
洞
神
部
方
法
類
。
「
春
宜
食
辛
、
夏
宜
食
酸
、
秋
宜
食
苦
、

冬
宜
食
鹹
、
此
皆
助
五
藏
益
血
氣
、
辟
諸
病
。
食
酸
鹹
甜
苦
、
即
不
得
過
分
食
。

―５１―
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春
不
食
肝
、
夏
不
食
心
、
秋
不
食
肺
、
冬
不
食
腎
、
四
季
不
食
脾
。
如
能
不
食

此
五
藏
、
尤
順
天
埋
。
」

（
２６
）
『
正
統
道
蔵
』
洞
神
部
方
法
類
。
「
八
素
云
：
春
宜
食
辛
（
辛
能
散
也
）
、

夏
宜
食
鹹
（
鹹
能
潤
也
）
、
長
夏
宜
食
酸
（
酸
能
收
也
）
、
秋
宜
食
苦
（
苦
能

堅
也
）
、
冬
宜
食
甘
肥
（
甘
能
緩
中
而
長
肌
肉
、
肥
能
密
理
而
補
中
）
。
皆
益

五
藏
而
散
邪
氣
矣
。
此
四
時
之
味
、
隨
所
宜
加
之
、
食
皆
能
益
藏
而
除
於
邪
、

養
生
之
道
、
可
不
移
矣
。
」
こ
こ
で
言
う
「
八
素
」
は
道
教
経
典
の
名
だ
が
、

「
八
素
」
と
い
う
名
を
冠
し
て
現
存
す
る
道
教
経
典
『
上
清
太
上
八
素
真
経
』

な
ど
に
こ
の
語
句
は
見
え
な
い
。
『
八
素
真
経
』
お
よ
び
他
の
「
八
素
」
を
関

す
る
書
物
と
の
関
連
や
成
立
事
情
に
つ
い
て
は
、
ア
イ
ク
マ
ン
・
シ
ョ
ン

「
『
八
素
真
経
』
の
成
立
と
展
開
」
（
東
方
宗
教
九
三
）
を
参
照
。
な
お
、

『
修
真
秘
�
』
の
食
宜
篇
は
同
じ
洞
神
部
方
法
類
の
『
枕
中
記
』
に
も
収
め
ら

れ
て
い
る
が
、
任
継
愈
主
編
『
道
蔵
提
要
』
に
よ
れ
ば
、
誤
っ
て
混
入
し
た
可

能
性
が
高
い
と
い
う
。

（
２７
）
「
黄
帝
内
傳
曰
、
春
宜
食
甘
、
甘
走
肉
、
多
食
甘
則
痰
溢
、
皮
膚
粟
起
。
夏

宜
食
辛
、
辛
走
氣
、
多
食
辛
則
氣
躁
好
�
。
秋
宜
食
酸
、
酸
走
骨
、
多
食
酸
則

筋
縮
骨
中
疼
。
冬
宜
食
鹹
、
鹹
走
血
、
多
食
鹹
則
血
澀
口
乾
。
多
食
苦
則
嘔
逆

而
齒
踈
。
」

（
２８
）
『
養
性
延
命
録
』
で
も
冬
の
み
時
味
の
増
減
を
説
い
て
い
る
が
、
『
黄
帝
内

伝
』
の
よ
う
な
テ
キ
ス
ト
の
混
乱
を
疑
う
要
素
が
な
い
の
で
、
問
題
と
は
し
な

い
。

（
２９
）
『
叢
書
集
成
新
編
』
所
収
の
津
逮
秘
書
本
を
利
用
。
「
今
歳
熱
甚
、
聞
道
路

城
市
間
多
�
仆
而
死
者
、
此
皆
虚
人
勞
人
、
或
飢
飽
失
節
、
或
素
有
疾
、
一
為

暑
氣
所
中
、
不
得
泄
、
則
關
竅
皆
窒
、
非
暑
氣
使
然
、
氣
閉
塞
而
死
也
。
産
婦

嬰
兒
尤
甚
。
古
方
治
暑
無
他
法
、
但
用
辛
甘
發
散
疏
導
、
心
氣
與
水
流
行
、
則

無
能
害
之
矣
。
」

（
３０
）
『
四
庫
全
書
』
子
部
医
家
類
所
収
。
「
注
夏
、
屬
陰
虚
、
元
氣
不
足
。
」

（
３１
）
注（
１
）を
参
照
。

（
３２
）
『
正
統
道
藏
』
洞
神
部
方
法
類
。

受
付
日

二
〇
〇
九
・
四
・
十
五

受
理
日

二
〇
〇
九
・
六
・
四

所

属

福
井
県
立
大
学
学
術
教
養
セ
ン
タ
ー

―５０―

福
井
県
立
大
学
論
集

第
三
十
三
号

二
〇
〇
九
・
七

一
五


