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本
書
は
著
者
が
序
で
述
べ
る
よ
う
に
、
氏
の
4
0
年
来
の
香
料
史
研
究
の
集

大
成
で
あ
る
。
山
田
氏
は
昭
和
1
7
年
に
「
東
亜
香
料
史
」
を
出
さ
れ
て
以
来
、

「
良
本
香
料
史
」
（
昭
和
2
3
年
）
、
　
「
東
亜
香
薬
史
」
（
昭
和
3
1
年
）
、
　
「
愛
情

の
匂
い
と
生
命
の
味
」
（
昭
和
3
5
年
）
、
　
「
香
料
の
歴
史
ー
ス
パ
イ
ス
を
中

心
に
i
」
　
（
昭
和
3
9
年
）
と
研
究
成
果
を
一
連
の
著
馨
に
ま
と
め
ら
れ
て

き
た
。
そ
の
際
、
磯
の
一
貫
し
た
二
野
関
心
は
東
酋
交
渉
史
上
重
要
な
香
料

の
基
礎
研
究
を
通
じ
て
東
西
交
流
の
姿
を
解
明
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
が
、
本

書
で
は
特
に
東
ア
ジ
ア
樵
界
の
香
料
史
の
体
系
化
が
め
ざ
さ
れ
て
い
る
。
す

な
わ
ち
本
書
の
構
成
を
見
る
と
、
本
書
の
中
心
を
な
す
第
一
部
「
群
動
薬
品

を
中
心
と
す
る
南
海
貿
易
の
最
盛
期
に
撰
述
さ
れ
た
『
諸
蕃
志
』
（
酢
物
）
の

香
料
の
研
究
」
で
は
、
そ
の
中
国
伝
播
の
来
歴
の
解
明
と
、
中
国
の
香
料
使

用
の
歴
史
が
イ
ン
ド
、
西
南
ア
ジ
ア
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
ど
の
よ
う
に
異
な
っ

て
い
る
か
を
跡
づ
け
る
こ
と
が
課
題
と
さ
れ
る
。
第
二
部
「
艮
本
沈
香
志
」

は
第
一
部
の
難
論
と
し
て
、
東
ア
ジ
ア
世
界
に
お
け
る
香
料
使
用
の
中
心
を

な
し
た
「
香
」
の
使
用
の
実
態
が
日
本
の
場
合
に
即
し
て
歴
史
的
に
概
観
さ

れ
る
。
第
三
部
「
肉
穣
史
の
研
究
」
は
古
代
泰
西
、
中
世
ペ
ル
シ
ャ
、
ア
ラ

ビ
ア
の
肉
桂
と
東
方
ア
ジ
ア
の
肉
桂
の
関
係
の
分
析
か
ら
、
古
代
の
東
西
交

通
上
の
問
題
に
一
つ
の
解
答
を
試
み
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
従
来
、
中
国
と

南
ア
ジ
ア
諸
地
域
と
の
関
係
史
の
上
で
香
料
貿
易
が
大
き
な
部
分
を
占
め
、

特
に
南
海
貿
易
の
最
盛
期
た
る
宋
元
時
代
に
お
い
て
は
そ
の
国
家
財
政
に
占

め
る
割
合
が
唖
め
て
高
か
っ
た
こ
と
は
多
く
の
と
こ
ろ
で
指
摘
さ
れ
て
き
た

こ
と
で
あ
る
。
ま
た
香
料
は
古
代
以
来
の
東
西
交
通
に
お
け
る
海
上
ル
ー
ト

の
主
要
交
易
品
の
一
つ
で
あ
り
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
絶
対
主
義
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
諸
國
の
ア
ジ
ア
進
出
の
一
つ
の
目
的
は
こ
の
香
料
確
保
に
あ
っ
た
。

更
に
評
者
の
問
題
関
心
か
ら
す
れ
ば
、
か
つ
て
ス
フ
リ
ー
ケ
は
東
南
ア
ジ
ア

史
上
の
諸
国
家
を
商
業
交
易
に
依
存
す
る
沿
岸
商
業
国
家
と
農
業
に
依
存
す

る
内
陸
畏
業
国
家
に
類
型
化
し
た
が
、
前
者
の
場
合
に
は
直
接
的
に
国
家
財

政
の
問
題
と
し
て
香
料
貿
易
の
問
題
が
か
か
わ
っ
て
く
る
。
後
者
の
場
合
で

も
、
例
え
ば
ジ
ャ
ワ
に
お
い
て
中
国
と
の
貿
易
関
係
が
深
ま
る
と
と
も
に
胡

椒
栽
培
が
拡
大
し
た
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
在
来
農
業
の
変
化
と
し
て
、
あ
る

い
は
国
家
権
力
の
農
民
支
配
の
一
側
面
と
し
て
香
料
の
問
題
は
等
閑
視
で
き

な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
見
る
な
ら
ば
、
香
料
の
問
題
の
解
明
は
ア
ジ
ア
史
上
の
多

く
の
問
題
と
か
か
わ
り
を
持
つ
重
要
な
課
題
で
あ
る
と
言
え
よ
う
が
、
史
料

上
の
困
難
も
あ
っ
て
、
従
来
、
体
系
的
に
香
料
を
取
り
扱
っ
た
研
究
は
僅
か

で
あ
る
。
　
「
諸
蕃
志
」
の
研
究
で
は
ヒ
ル
ト
、
ロ
ッ
ク
ヒ
ル
両
瑛
に
よ
る
英

訳
畑
違
、
、
Ω
回
窪
冒
齢
奏
や
匹
。
，
≦
o
鱒
8
夢
Φ
〇
三
g
。
。
Φ
丁
重
諺
奉
び

肩
蜜
α
o
ヨ
9
①
　
ブ
＜
9
津
プ
即
口
O
　
霊
代
＃
8
算
げ
○
①
簿
負
δ
μ
、
、
お
員
”
ω
酋

℃
簿
負
ω
げ
霞
σ
q
■
及
び
、
こ
れ
を
も
と
に
し
た
漏
承
鈎
撰
「
諸
蕃
志
校
註
」
（
長

沙
這
合
）
が
あ
る
。
ま
た
宋
代
の
香
料
貿
易
を
扱
っ
た
最
近
の
も
の
と
し
て

は
、
林
天
金
「
宋
代
香
薬
貿
易
史
稿
」
（
香
港
お
①
O
）
が
あ
り
、
宋
朝
の
国

家
財
政
に
占
め
る
香
料
の
意
義
に
つ
い
て
は
河
原
由
郎
氏
の
論
考
も
あ
る
。

し
か
し
い
ず
れ
も
山
田
氏
の
一
連
の
研
究
と
比
較
す
る
な
ら
ば
、
香
料
の
基
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評

礎
的
研
究
と
し
て
は
詳
細
さ
に
お
い
て
右
に
出
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
意

味
で
本
書
は
、
東
ア
ジ
ア
の
香
料
史
を
体
系
化
し
た
唯
一
の
基
礎
的
研
究
と

言
え
よ
う
。

　
さ
て
小
稿
で
は
本
書
の
第
一
部
を
中
心
に
そ
の
内
容
を
紹
介
し
、
評
者
の

感
じ
た
点
を
述
べ
て
み
た
い
。
と
こ
ろ
で
第
一
部
は
「
諸
蕃
志
」
の
解
説
で

あ
る
が
同
蒔
に
香
料
の
潮
源
史
的
研
究
で
あ
り
、
そ
の
内
容
は
多
岐
に
わ
た

る
。
紙
数
の
制
約
も
あ
り
そ
の
全
部
を
も
れ
な
く
紹
介
す
る
こ
と
は
不
可
能

で
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
著
者
の
課
題
設
定
に
沿
っ
て
各
香
料
の
来
歴
及
び

中
国
で
の
使
用
の
問
題
を
中
心
に
お
き
た
い
。

　
ま
ず
緒
雷
に
お
い
て
「
お
よ
そ
物
産
の
歴
史
を
考
究
す
る
と
き
、
第
一
の

条
件
は
、
そ
の
物
資
が
な
ん
で
あ
っ
た
の
か
を
正
確
に
す
る
こ
と
が
、
ま
ず

何
よ
り
も
必
要
で
あ
る
」
が
、
従
来
の
研
究
は
と
も
す
れ
ば
動
植
物
学
上
の

学
名
比
定
に
終
っ
て
い
た
、
そ
う
で
は
な
く
て
「
宋
代
の
社
会
生
活
が
需
要

し
消
費
し
た
物
資
と
し
て
、
商
品
史
的
に
考
察
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

と
本
書
の
方
法
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。

　
第
一
章
「
龍
脳
」
で
は
、
中
国
で
は
こ
の
香
料
を
最
初
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ

ト
の
カ
ル
プ
ー
ラ
の
転
音
で
あ
る
隅
布
羅
と
呼
ん
だ
が
、
そ
の
後
7
世
紀
半

ば
ご
ろ
に
龍
脳
香
と
い
う
独
自
の
名
称
が
与
え
ら
れ
た
と
い
わ
れ
る
。
こ
の

龍
脳
の
中
国
へ
の
伝
来
に
つ
い
て
は
唐
言
の
「
酉
陽
雑
魏
」
1
8
の
「
龍
脳
香

樹
繊
婆
利
国
、
呼
為
固
着
婆
律
、
亦
出
惜
斯
国
…
…
」
の
解
釈
を
め
ぐ
る
論

争
が
あ
る
。
ヒ
ル
ト
、
ロ
ヅ
ク
ヒ
ル
両
氏
は
「
亦
出
仙
仮
斯
国
」
を
ペ
ル
シ
ャ

船
に
よ
っ
て
カ
ン
フ
ル
が
輸
入
さ
れ
て
い
た
と
解
釈
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て

ラ
ウ
フ
ァ
ー
氏
は
、
唐
代
の
波
斯
に
は
ペ
ル
シ
ャ
本
土
と
マ
レ
ー
諸
島
の
ペ

ル
シ
ャ
の
二
つ
が
あ
り
、
文
中
の
波
斯
は
後
者
を
指
す
と
考
え
た
。
ま
た
ペ

リ
オ
氏
は
ペ
ル
シ
ャ
本
土
に
生
育
す
る
一
種
の
カ
ン
フ
ル
が
中
国
に
輸
入
さ

れ
て
い
た
と
し
て
ヒ
ル
ト
、
ロ
ッ
ク
ヒ
ル
説
を
支
持
し
た
。
本
書
は
カ
ン
フ

ル
の
輸
入
が
ペ
ル
シ
ャ
船
の
独
占
に
近
か
っ
た
と
は
解
釈
で
き
な
い
、
波
斯

艮
マ
レ
ー
説
は
そ
の
前
提
と
し
て
当
時
そ
こ
に
ペ
ル
シ
ャ
人
コ
ロ
ニ
ー
の
類

の
存
在
が
必
要
と
な
る
が
こ
れ
は
疑
問
で
あ
る
、
ペ
ル
シ
ャ
本
土
に
一
種
の

カ
ン
フ
ル
が
存
在
し
た
と
す
る
の
は
考
証
が
先
行
し
す
ぎ
で
あ
る
と
諸
説
を

批
判
し
た
上
で
、
要
は
当
時
の
中
国
人
に
ど
う
解
釈
さ
れ
て
い
た
か
で
あ
る
、

五
時
イ
ラ
ン
系
民
族
の
東
西
交
渉
史
上
の
活
躍
に
よ
っ
て
東
西
の
物
資
の
多

く
が
波
斯
産
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
場
合
カ
ン
フ
ル
採
取
に
関
す
る
波

斯
人
の
説
明
を
実
際
に
波
三
人
が
そ
の
よ
う
に
採
取
し
て
い
る
と
解
釈
し
た

か
ら
「
亦
出
波
斯
国
」
と
書
か
れ
た
と
述
べ
る
。
次
に
「
婆
利
圏
」
に
つ
い

て
は
「
婆
律
」
の
誤
記
で
あ
っ
て
バ
リ
島
に
は
あ
た
ら
な
い
、
「
固
塔
婆
律
」

は
「
婆
律
の
箇
布
（
カ
ン
フ
ル
）
」
の
意
味
で
あ
る
、
す
る
と
講
参
の
位
置
の

み
が
問
題
に
な
る
が
こ
れ
は
ス
マ
ト
ラ
西
北
部
沿
岸
一
帯
で
あ
る
と
解
釈
さ

れ
る
。
以
下
、
本
章
で
は
渤
泥
、
マ
レ
イ
半
島
、
三
仏
斉
の
カ
ン
フ
ル
、
採

集
と
品
種
、
値
段
と
用
途
が
述
べ
ら
れ
る
。

　
第
二
章
は
「
乳
香
と
没
薬
」
で
あ
る
が
乳
下
を
中
心
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

「
諸
蕃
志
」
で
は
乳
香
は
別
名
を
薫
、
陸
香
と
い
う
と
記
し
て
い
る
。
本
書
に

よ
れ
ば
こ
の
薫
陸
香
は
4
世
紀
頃
か
ら
ま
ず
大
秦
国
海
辺
に
産
す
る
西
域
伝

来
の
も
の
と
し
て
認
め
ら
れ
、
5
、
6
世
紀
に
は
南
海
経
由
の
も
の
と
南
の

波
斯
に
産
す
る
も
の
が
知
ら
れ
、
7
世
紀
に
入
る
と
イ
ン
ド
産
を
中
心
と
す

る
も
の
の
よ
う
に
受
け
取
ら
れ
て
き
た
と
さ
れ
、
そ
の
実
体
を
明
ら
か
に
す

る
た
め
イ
ン
ド
の
グ
グ
ル
、
ク
ソ
ズ
ル
が
分
析
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
が

ア
ラ
ビ
ア
乳
香
、
没
薬
と
混
合
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
薫
陸
は
ク
ン

ズ
ル
の
譲
与
で
あ
り
こ
の
混
合
物
の
通
称
で
あ
っ
た
こ
と
、
波
斯
に
産
す
る

と
あ
る
の
は
ア
ラ
ビ
ア
乳
香
が
波
斯
経
由
で
イ
ン
ド
に
伝
播
し
こ
こ
で
加
工
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さ
れ
イ
ラ
ン
系
の
人
々
の
乎
で
中
国
に
運
ば
れ
た
た
め
で
あ
る
こ
と
が
述
べ

ら
れ
、
こ
れ
ら
の
点
か
ら
薫
陸
香
の
実
体
は
初
期
に
は
イ
ン
ド
の
加
工
品
で

あ
る
、
7
世
紀
に
な
る
と
こ
れ
よ
り
す
ぐ
れ
た
イ
ン
ド
乳
香
が
主
体
と
な
っ

た
が
、
8
僅
紀
に
純
品
の
ア
ラ
ビ
ア
乳
香
が
伝
来
す
る
と
薫
陸
香
は
こ
れ
を

中
心
と
す
る
も
の
に
変
っ
て
し
ま
っ
た
と
変
遷
が
説
朋
さ
れ
る
。
宋
代
に
は

ア
ラ
ビ
ア
乳
香
の
輸
入
は
急
増
し
、
南
海
貿
易
貨
物
中
と
く
に
重
視
さ
れ
政

府
専
売
品
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
る
。
山
田
娩
に
よ
れ
ば
宋
代
の
香
料
の
使
用

は
三
二
に
も
質
的
に
も
沈
香
、
乳
香
、
檀
番
、
胡
椒
の
四
つ
を
も
っ
て
代
表

さ
れ
る
と
さ
れ
、
当
時
中
国
で
乳
香
に
対
す
る
大
消
費
が
存
在
し
た
と
述
べ

ら
れ
る
。

　
第
三
章
は
安
息
香
と
金
顔
香
に
つ
い
て
で
あ
る
。
本
来
の
安
患
香
と
は
タ

イ
、
ベ
ト
ナ
ム
、
ス
マ
ト
ラ
、
ジ
ャ
ワ
、
マ
レ
ー
半
島
に
産
す
る
も
の
で
あ

る
が
、
1
0
世
紀
以
前
の
中
国
で
い
う
安
息
香
は
イ
ン
ド
の
芳
香
樹
脂
で
あ
り
、

ガ
ン
ダ
ー
ラ
地
方
経
由
で
伝
来
し
た
薫
陸
番
中
の
あ
る
特
定
鹸
で
あ
っ
た
と

述
べ
ら
れ
る
。
安
息
と
い
う
名
の
由
来
に
つ
い
て
は
従
来
説
か
れ
て
い
る
よ

う
に
ω
安
息
国
と
い
う
国
名
に
由
来
す
る
、
②
患
を
安
ん
じ
る
の
意
味
に
よ

る
と
い
っ
た
も
め
で
は
な
く
、
当
勝
の
中
国
で
こ
の
香
料
を
ガ
ソ
ダ
…
う
か

ら
来
る
パ
ル
チ
ア
人
の
香
料
と
解
釈
し
た
こ
と
に
よ
る
と
さ
れ
る
。
と
こ
ろ

が
皿
世
紀
以
降
に
な
る
と
南
海
の
ベ
ン
ゾ
イ
ン
が
安
息
香
、
温
顔
香
と
し
て

輸
入
さ
れ
て
い
る
。
本
書
は
こ
の
名
称
の
転
用
に
つ
い
て
触
れ
、
イ
ス
ラ
ム

商
人
達
は
ベ
ン
ゾ
イ
ン
を
直
接
に
中
国
へ
は
運
ば
ず
、
東
西
に
転
送
加
工
し
、

こ
れ
が
イ
ン
ド
、
ペ
ル
シ
ャ
、
ア
ラ
ビ
ア
各
地
の
主
要
港
の
輪
出
入
晶
と
な

っ
て
い
た
纂
情
と
関
係
が
あ
る
と
述
べ
る
。

　
第
四
章
篤
欝
香
で
は
「
篤
褥
」
音
が
中
国
木
来
の
語
で
あ
る
こ
と
、
第
五

章
蘇
合
香
湘
で
は
「
蘇
合
」
が
中
国
独
自
の
言
葉
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
る
。

　
第
六
章
は
沈
香
に
関
し
て
詳
細
に
述
べ
ら
れ
る
。
香
料
を
焚
播
料
、
化
粧

料
、
調
味
料
の
三
部
門
に
明
確
に
分
類
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
使
用
法
に
対
し
、

東
ア
ジ
ア
で
は
焚
香
料
が
主
体
で
あ
り
通
番
は
そ
の
中
心
で
あ
る
。
宋
代
の

墨
東
輸
入
毒
中
、
沈
香
木
は
乳
香
と
と
も
に
特
に
注
罎
さ
れ
て
お
り
、
中
国

の
版
図
内
か
ら
も
大
量
に
産
出
、
他
の
香
料
と
混
合
し
て
焚
く
合
香
や
沈
香

木
の
み
を
焚
く
こ
と
が
大
流
行
し
た
と
い
わ
れ
る
。
産
地
に
つ
い
て
は
唐
以

前
は
イ
ン
ド
シ
ナ
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
、
マ
レ
ー
半
島
で
あ
っ
た
が
、
唐
中
期
か

ら
海
北
、
嶺
南
、
唐
末
以
降
は
海
南
島
の
も
の
が
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、

1
2
、
1
3
世
紀
に
は
海
南
島
産
が
群
を
抜
い
て
い
た
と
さ
れ
る
。
さ
て
沈
香
木

中
の
最
優
秀
晶
を
迦
關
香
と
か
棋
楠
香
と
い
い
、
そ
の
値
段
は
金
に
等
し
か

っ
た
と
い
わ
れ
る
が
、
こ
の
名
称
の
由
来
が
考
察
さ
れ
る
。
従
来
、
　
ク
ロ

フ
ォ
ー
ド
氏
が
説
い
た
よ
う
に
、
　
三
一
の
語
源
は
マ
レ
ー
、
　
ジ
ャ
ワ
語
の

冨
5
彦
審
F
冨
5
ヨ
ぴ
号
、
棋
楠
は
チ
ャ
ソ
バ
語
の
嫁
津
誇
と
考
え
ら
れ

て
き
た
。
こ
れ
に
対
し
、
杉
本
衡
治
郎
氏
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
惹
㌶
の
す

な
わ
ち
黒
に
中
国
語
の
木
を
つ
け
た
合
成
語
伽
羅
木
が
宋
宋
元
初
に
南
方
へ

伝
播
し
霊
域
で
犀
巴
ρ
館
げ
巴
ハ
と
呼
ば
れ
、
こ
の
語
尾
を
省
略
し
た
冨
衝
ヨ

が
転
じ
て
琶
二
三
に
な
り
、
中
国
へ
再
輸
入
さ
れ
棋
楠
の
字
を
あ
て
ら
れ

た
と
説
い
た
。
本
書
は
杉
本
説
に
依
り
つ
つ
も
、
伽
羅
木
と
い
う
舎
成
語
発

生
の
事
情
に
つ
い
て
更
に
考
察
を
進
め
、
冨
冨
ヨ
σ
躊
が
中
圏
国
内
で
発
生

し
た
も
の
で
は
な
く
、
宋
宋
元
初
に
占
城
の
あ
る
特
定
の
地
域
に
出
る
黒
色

の
潤
沢
な
香
木
を
現
地
で
こ
の
よ
う
に
通
称
す
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
あ

る
と
解
釈
す
る
。

　
第
七
章
降
真
番
で
は
、
そ
れ
が
唐
代
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
、

宋
代
に
は
一
般
庶
畏
の
香
と
し
て
流
行
し
た
こ
と
、
「
香
録
」
に
記
さ
れ
る

産
地
の
う
ち
海
常
と
あ
る
の
は
南
海
の
誤
り
で
あ
る
こ
と
な
ど
が
説
か
れ
る
。
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評書

　
第
八
章
は
胡
椒
で
あ
る
。
本
書
で
は
先
ず
「
東
方
見
聞
録
」
の
記
述
が
引

か
れ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ぽ
泉
州
の
胡
椒
輸
入
蚤
ぱ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
体
の
消
費

の
た
め
輸
入
さ
れ
る
量
の
百
倍
に
達
す
る
と
さ
れ
る
が
、
山
田
馬
は
こ
の
記

述
か
ら
当
時
の
中
国
の
胡
徽
消
費
墨
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
体
の
そ
れ
を
上
ま
わ

っ
て
い
た
こ
と
、
そ
れ
は
大
都
市
の
繁
栄
に
よ
る
消
費
生
活
の
変
化
、
と
く

に
食
生
活
の
変
化
に
原
因
が
あ
る
と
想
定
さ
れ
る
。
以
下
、
本
章
で
は
こ
の

点
が
中
国
で
の
ス
パ
イ
ス
使
用
の
実
態
、
胡
轍
の
中
国
伝
来
、
宋
～
明
の
胡

微
輸
入
の
面
か
ら
考
察
さ
れ
る
。
中
国
で
は
古
来
、
食
生
活
に
種
々
の
薬
味

を
使
用
し
て
き
た
が
、
宋
以
後
に
な
る
と
そ
の
使
用
は
｝
段
と
進
歩
し
事
物

と
呼
ば
れ
る
薬
味
を
あ
ら
か
じ
め
調
合
し
た
香
辛
料
が
登
場
し
、
こ
の
中
に

胡
椒
を
は
じ
め
と
す
る
南
海
産
ス
パ
イ
ス
が
多
く
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

中
国
で
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
よ
う
に
ス
パ
イ
ス
を
調
味
料
と
し
て
独
立
し
て
使

用
す
る
の
で
な
く
、
在
来
の
薬
味
料
の
中
に
包
含
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
特
色

が
あ
る
と
述
べ
ら
れ
る
。
胡
椒
の
中
国
伝
来
は
、
ま
ず
イ
ン
ド
産
ペ
ッ
パ
ー

が
西
域
の
イ
ラ
ン
系
民
族
を
通
じ
て
知
ら
れ
、
7
、
8
世
紀
か
ら
ジ
ャ
ワ
産

の
キ
ュ
ベ
ー
ブ
と
胡
椒
が
伝
わ
り
1
0
～
1
2
世
紀
か
ら
そ
の
輸
入
が
し
だ
い
に

増
加
す
る
。
と
こ
ろ
で
「
諸
蕃
志
」
以
前
の
盛
代
の
南
方
地
誌
類
の
中
で
は

僅
か
に
「
嶺
外
代
答
」
に
胡
栂
が
闇
婆
の
産
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
み

で
あ
る
が
、
そ
れ
か
ら
5
0
年
後
の
「
諸
蕃
志
」
に
な
る
と
突
然
に
ジ
ャ
ワ
胡

椒
の
明
確
で
詳
細
な
記
述
が
出
現
す
る
。
山
田
氏
は
こ
の
間
の
変
化
を
、
胡

轍
に
対
す
る
需
要
が
急
増
し
た
こ
と
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
ろ
う
と
癬
釈
さ
れ
る
。

「
諸
蕃
志
」
は
上
巻
の
閣
婆
の
条
で
商
人
が
禁
制
の
銅
銭
を
ひ
そ
か
に
持
ち

出
し
て
ジ
ャ
ワ
の
胡
椒
を
買
お
う
と
す
る
の
に
対
し
宋
朝
が
ジ
ャ
ワ
へ
の
渡

海
を
禁
じ
た
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
銅
銭
が
胡
椒
輸
入
の
急
増
に

よ
っ
て
突
然
に
大
量
流
出
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
と
説
明
さ
れ
る
。
次
に
「
島

夷
志
略
」
門
難
壁
勝
覧
」
の
検
討
か
ら
、
1
3
世
紀
前
半
に
は
ジ
ャ
ワ
、
1
4
、

15

｢
紀
に
は
マ
ラ
バ
ル
海
岸
と
ス
マ
ト
ラ
西
北
部
で
胡
微
生
産
が
盛
ん
に
な

っ
た
こ
と
、
こ
れ
ら
は
私
貿
易
に
よ
っ
て
大
量
に
中
国
へ
輸
入
さ
れ
た
こ
と

が
明
ら
か
に
さ
れ
、
か
く
し
て
「
諸
貴
志
」
の
時
か
ら
中
国
の
胡
椒
時
代
が

始
ま
っ
た
と
結
ば
れ
る
。

　
第
九
章
は
龍
誕
香
で
あ
る
。
こ
の
名
称
は
9
～
1
0
世
紀
初
に
成
立
し
た
中

国
独
自
の
も
の
で
、
実
体
は
抹
香
鯨
の
体
内
に
生
じ
る
ア
ソ
バ
ル
で
あ
る
。

こ
れ
を
東
西
に
広
め
た
ア
ラ
ビ
ア
人
は
焚
香
、
化
粧
料
そ
の
他
多
く
の
用
途

に
利
用
し
た
が
、
中
属
へ
は
U
～
1
2
世
紀
に
伝
来
し
用
途
は
焚
香
料
の
保
香

材
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
産
地
は
大
食
と
そ
の
近
海
と
さ
れ
る
が
、
　
「
島
夷

志
略
」
に
な
る
と
ア
ン
パ
ル
の
産
地
と
し
て
龍
涯
峻
と
い
う
島
名
を
あ
げ
て

い
る
。
こ
の
位
置
に
つ
い
て
は
早
く
か
ら
わ
が
国
で
も
藤
田
豊
八
氏
、
桑
田

六
郎
氏
な
ど
が
言
及
さ
れ
て
い
る
。
本
書
で
は
従
来
の
研
究
の
よ
う
に
そ
の

範
囲
を
せ
ま
く
限
定
す
る
必
要
は
な
い
と
し
て
、
こ
れ
は
ア
ソ
バ
ル
の
よ
く

取
れ
る
と
伝
え
ら
れ
る
イ
ン
ド
洋
中
の
ス
マ
ト
ラ
西
北
沖
の
島
礁
の
こ
と
で

あ
り
｝
定
の
島
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
の
解
釈
が
示
さ
れ
る
。

　
第
十
章
は
雑
纂
と
い
う
形
で
組
子
花
、
薔
薇
水
、
壇
香
、
丁
香
、
肉
董
蓬
、

白
董
蓬
、
華
澄
茄
、
膿
励
騎
の
8
品
霞
が
解
説
さ
れ
る
。
山
田
氏
に
よ
れ
ぽ
、

こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
原
産
地
に
お
け
る
原
植
物
の
生
育
状
況
を
充
分
に
見
て

は
い
な
い
か
ら
各
々
の
湖
源
史
研
究
を
草
す
る
ま
で
に
及
ん
で
い
な
い
、
そ

れ
ゆ
え
「
覚
書
」
の
形
を
と
る
と
さ
れ
る
。
と
は
言
う
も
の
の
、
実
際
に
は

か
な
り
詳
細
な
解
説
が
な
さ
れ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
・

　
第
一
部
の
結
語
で
は
ま
ず
「
諸
含
煮
」
の
あ
げ
る
香
料
各
月
が
焚
香
料
、

化
粧
料
、
香
辛
料
に
三
分
さ
れ
、
巾
國
の
香
の
主
体
が
沈
香
で
あ
っ
た
こ
と

が
明
確
に
さ
れ
る
。
次
に
「
諸
蕃
書
」
の
記
事
の
根
拠
が
「
南
墨
香
録
」
か

135 （967）



ら
／
5
品
、
こ
れ
と
「
管
外
代
答
」
を
あ
わ
せ
た
も
の
1
品
、
「
望
外
代
答
」
か

ら
1
品
、
伝
聞
に
よ
る
も
の
6
贔
で
あ
る
と
整
理
さ
れ
、
こ
の
点
か
ら
「
諸

蕃
志
」
の
塞
翁
は
伝
統
的
な
本
草
博
学
の
流
れ
と
異
な
り
極
め
て
実
証
的
な

も
の
で
あ
る
こ
と
が
開
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

　
第
二
部
で
は
日
本
へ
の
沈
香
の
伝
来
は
6
世
紀
末
ご
ろ
で
あ
り
、
最
初
は

仏
教
儀
礼
に
伴
う
も
の
で
あ
っ
た
が
、
平
安
朝
に
な
る
と
貴
族
の
闘
で
「
た

き
も
の
あ
わ
せ
」
が
流
行
す
る
。
や
が
て
新
興
武
士
の
間
か
ら
沈
香
木
の
み

を
焚
く
こ
と
が
流
行
し
、
香
道
へ
と
発
展
し
て
ゆ
く
。
し
か
し
香
道
は
次
第

に
形
式
化
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
と
、
豊
富
な
史
料
に
基
づ
い
て
著
述
さ

れ
る
。

　
第
三
部
第
一
章
「
古
代
オ
リ
エ
ン
ト
、
ギ
リ
シ
ャ
、
ロ
ー
マ
の
シ
ン
ナ
モ

ソ
と
カ
ッ
シ
ア
」
で
は
、
聖
書
に
出
て
く
る
古
代
泰
西
の
ツ
ソ
ナ
モ
ソ
、
ヵ

ッ
シ
ア
が
南
ア
ジ
ア
に
生
育
す
る
本
来
の
肉
桂
と
は
二
種
の
も
の
で
あ
っ
た

こ
と
が
実
証
さ
れ
る
。
第
二
章
で
は
ペ
ル
シ
ャ
語
の
ダ
ル
・
チ
ー
二
一
は
通

説
の
よ
う
に
中
国
の
肉
桂
を
指
す
も
の
で
は
な
く
、
チ
ー
二
i
は
漠
然
と
東

方
を
指
し
た
も
の
で
あ
り
こ
の
場
合
は
イ
ン
ド
肉
桂
が
主
体
で
あ
っ
た
こ
と

が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
以
上
、
か
な
り
大
ざ
っ
ぱ
に
本
書
の
内
容
を
見
て
き
た
。
本
書
を
一
読
し

て
感
じ
る
第
一
の
点
は
、
本
書
が
「
諸
蕃
志
」
出
物
の
研
究
と
し
て
は
従
来

に
な
い
詳
細
な
も
の
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
か
つ
て
和
田
久
徳
氏
は
「
諸
蕃

志
」
の
現
行
ホ
に
は
脱
落
や
誤
り
が
あ
り
、
「
嶺
外
寒
釣
」
や
「
南
蕃
断
乳
偏

と
簿
照
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
相
互
の
史
料
価
値
を
一
段
と
明
確
に
す
る

こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
さ
れ
た
が
、
本
書
で
は
こ
れ
ら
に
基
づ
い
て
「
諸
等

志
」
の
テ
キ
ス
ト
ク
リ
テ
ィ
ッ
ク
が
全
面
的
に
行
な
わ
れ
て
い
る
。
更
に
、

植
物
学
上
の
知
識
が
縦
横
に
駆
使
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
本
書
の
強
み
で
あ
り
、

こ
れ
ら
に
よ
っ
て
本
書
は
ヒ
ル
ト
、
ロ
ッ
ク
ヒ
ル
両
氏
の
も
の
を
は
る
か
に

越
え
る
水
準
に
あ
る
と
思
う
。
従
っ
て
宋
代
の
商
業
史
、
あ
る
い
は
中
国
と

東
南
ア
ジ
ア
の
関
係
史
な
ど
の
研
究
に
と
っ
て
、
本
書
は
貴
重
な
基
礎
研
究

と
い
え
よ
う
。

　
第
二
に
、
本
書
で
は
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
香
料
の
中
心
が
焚
香
で
あ
る
こ

と
、
そ
の
中
で
も
沈
香
が
重
要
で
あ
っ
て
「
沈
す
な
わ
ち
香
」
で
あ
る
と
、

東
ア
ジ
ア
の
香
料
使
用
の
特
質
が
明
快
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
沈
香
の
使
用

の
実
態
の
分
析
の
細
か
さ
な
ど
は
他
に
類
を
み
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点

で
は
著
者
が
序
に
お
い
て
設
定
さ
れ
た
中
国
を
中
心
と
す
る
「
香
」
の
世
界

の
跡
づ
け
と
い
う
課
題
が
見
事
に
果
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
以
上
の
よ
う
に
本
書
は
他
に
類
を
み
な
い
貴
重
な
研
究
で
あ
り
、
わ
れ
わ

れ
は
本
書
を
「
つ
の
閏
発
点
と
し
て
更
に
一
層
の
研
究
の
発
展
を
望
む
こ
と

が
可
能
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
意
味
か
ら
も
本
書
に
対
す
る

二
、
三
の
三
毛
点
を
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
患
う
。

　
そ
の
第
一
は
回
心
部
緒
雷
で
示
さ
れ
て
い
る
本
書
の
方
法
「
商
贔
史
的
」

考
察
の
内
容
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ
る
。
た
し
か
に
本
書
で
は
各
香
料
が
宋

代
を
中
心
に
中
国
に
輸
入
さ
れ
使
用
さ
れ
た
商
品
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
、

こ
と
に
沈
香
、
胡
轍
に
つ
い
て
は
そ
の
使
用
実
態
が
克
明
に
描
か
れ
て
は
い

る
。
し
か
し
そ
の
際
、
こ
れ
ら
の
香
料
の
黒
黒
に
お
け
る
輸
入
の
増
大
が
、

都
市
の
発
展
に
よ
る
消
費
の
増
大
と
い
う
シ
ェ
ー
マ
で
一
般
的
に
し
か
説
明

さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
、
今
㎜
つ
説
得
力
に
欠
け
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
た
し

か
に
都
市
に
お
い
て
こ
れ
ら
香
料
各
晶
が
ど
の
よ
う
に
消
費
さ
れ
て
い
た
の

か
を
官
府
の
鎖
骨
書
の
類
か
ら
追
跡
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
が
、
宋
代

に
は
例
え
ば
コ
果
京
夢
華
録
」
の
如
き
都
市
生
活
を
描
い
た
記
録
も
存
在
す

る
。
こ
れ
ら
を
丹
念
に
検
討
し
て
ゆ
け
ば
、
宋
代
の
香
料
使
用
の
方
法
の
み
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評ゴ四

阿

な
ら
ず
都
市
で
ど
の
よ
う
に
使
用
さ
れ
た
か
、
そ
の
程
度
が
い
か
な
る
も
の

で
あ
っ
た
か
と
い
っ
た
点
が
も
う
少
し
具
体
的
に
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

　
次
に
本
書
の
内
容
の
一
部
に
か
か
わ
る
点
で
あ
る
が
、
第
一
章
「
龍
脳
」

に
お
け
る
「
酉
陽
雑
姐
」
の
「
繊
波
斯
国
」
の
解
釈
を
め
ぐ
り
本
書
で
は
ラ

ウ
フ
ァ
ー
氏
の
波
斯
昌
マ
レ
ー
群
島
説
は
事
実
と
し
て
疑
問
で
あ
る
と
退
け

ら
れ
る
。
し
か
し
最
近
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
遅
く
と
も
元
代
に
は
マ
レ
ー
半

島
ペ
ナ
ン
近
隣
に
ペ
ル
シ
ャ
人
の
コ
ロ
ニ
ー
が
存
在
し
た
こ
と
も
明
ら
か
に

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
す
れ
ぽ
唐
代
に
ペ
ル
シ
ャ
人
の
コ
ロ
ニ
ー
が

存
在
し
な
か
っ
た
と
簡
単
に
否
定
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
こ

の
問
題
は
今
後
の
研
究
の
発
展
に
待
つ
以
外
な
い
。

　
第
三
に
い
さ
さ
か
欲
ば
っ
た
注
文
に
な
ろ
う
が
、
本
書
で
は
中
困
に
お
け

る
香
料
使
用
と
そ
の
来
歴
に
つ
い
て
は
詳
細
で
あ
り
そ
れ
が
本
書
の
最
大
の

メ
リ
ッ
ト
な
の
で
は
あ
る
が
、
来
歴
解
明
の
方
法
は
主
と
し
て
音
韻
の
比
較

を
中
心
と
す
る
考
証
に
よ
っ
て
お
り
、
香
料
貿
易
の
構
造
自
体
に
つ
い
て
は

あ
ま
り
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
氏
の
旧
著
「
香
料
の
歴
史
ー
ス
パ
イ
ス
を

中
心
に
し
て
i
」
を
見
る
と
交
易
ル
ー
ト
、
交
易
船
の
問
題
な
ど
が
比
較

的
詳
細
に
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
本
書
で
も
こ
の
面
か
ら
各
香
料
の
来
歴
の
分

析
が
進
め
ら
れ
た
な
ら
ば
本
書
の
体
系
は
一
層
豊
か
な
も
の
に
な
っ
た
で
あ

ろ
う
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
、
自
ら
の
不
勉
強
を
省
み
ず
、
思
い
つ
く
ま
ま
を
述
べ
た
。
本
書
の

内
容
は
多
岐
に
わ
た
っ
て
お
り
、
評
者
が
著
者
の
意
図
を
充
分
理
解
で
き
て

い
な
い
ま
ま
に
意
見
を
述
べ
た
部
分
も
多
い
と
思
わ
れ
る
が
こ
れ
ら
の
点
に

つ
い
て
は
お
許
し
ね
が
い
た
い
と
思
う
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
最
後
に
本
書
が

香
料
史
の
基
礎
研
究
と
し
て
貴
重
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
再
度
確
認
し
て
お

き
た
い
。
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