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医
食
同
源
の
道
草

二

古
代
中
国
の
ス
ー
プ
ベ
ー
ス
と
漢
方
処
方

真
柳

誠

食
材
・
薬
材
と
調
理
・
調
剤

大
学
卒
業
後
し
ば
ら
く
漢
方
薬
局
で
働
い
た
こ
と
が
あ
る
。
調
剤
し
な
が
ら
生
薬
を
か
じ
り
、
味
覚
な

ど
で
薬
種
や
等
級
も
当
時
は
推
定
で
き
た
。
な
か
に
は
粳
米
（
う
る
ち
玄
米
）・
小
麦
・
生
薑

シ
ョ
ウ
ガ

（
姜
は
あ
て

字
）・
蜀
椒
（
花
椒
と
も
、
サ
ン
シ
ョ
ウ
の
一
種
）・
桂
皮

シ
ナ
モ
ン

（
桂
枝
・
肉
桂
と
も
）・
シ
ソ
葉
・
薤ラ

ッ

白
キ
ョ
ウ

・
大
棗

ナ

ツ

メ

な
ど
、
ク
ス
リ
ら
し
か
ら
ぬ
生
薬
も
あ
る
。
よ
う
す
る
に
穀
物
・
香
辛
料
・
果
物
も
生
薬
と
さ
れ
る
の
だ
。

の
ち
北
京
に
留
学
し
た
と
き
は
学
食
や
先
生
宅
の
厨
房
に
は
い
り
こ
み
、
ネ
ギ
・
シ
ョ
ウ
ガ
・
ニ
ン
ニ
ク
・

サ
ン
シ
ョ
ウ
な
ど
に
よ
る
香
味
づ
け
の
コ
ツ
も
会
得
し
た
。

そ
ん
な
経
験
が
か
さ
な
る
と
、
中
国
伝
統
の
料
理
と
医
療
は
あ
ち
こ
ち
で
お
な
じ
食
材
・
薬
材
を
、
類

似
し
た
発
想
や
方
法
で
利
用
し
て
い
る
の
が
だ
ん
だ
ん
気
に
な
っ
て
き
た
。
味
つ
け
の
「
塩
梅
」
加
減
と

処
方
の
「
匙
」
加
減
、
い
ろ
い
ろ
な
食
材
の
加
工
法
と
修
治
と
い
う
薬
材
の
加
工
法
な
ど
で
あ
る
。
そ
れ

は
な
ぜ
、
ル
ー
ツ
は
な
に
、
な
ど
と
疑
問
が
わ
い
て
く
る
の
だ
っ
た
。
ア
フ
リ
カ
の
野
生
チ
ン
パ
ン
ジ
ー

が
症
状
ご
と
に
薬
草
を
つ
か
い
わ
け
る
京
大
霊
長
類
研
究
所
な
ど
の
観
察
報
告
よ
り
、
ヒ
ト
も
加
熱
調
理

を
は
じ
め
る
以
前
か
ら
草
根
木
皮
を
薬
用
し
て
い
た
の
は
ま
ち
が
い
な
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
火
の
使
用
以

降
、
食
材
→
調
理
と
薬
材
→
調
剤
は
な
に
か
関
係
を
も
ち
つ
つ
発
展
し
て
き
た
よ
う
に
お
も
え
る
。
し
か

し
発
端
ら
し
き
調
理
→
調
剤
の
現
象
は
紀
元
前
の
こ
と
で
、
決
定
的
証
拠
が
の
こ
っ
て
い
な
い
。

そ
こ
で
今
回
も
反
論
大
歓
迎
。
刑
事
コ
ロ
ン
ボ
気
分
で
、
古
代
中
国
の
肉
や
わ
ら
か
煮
ス
ー
プ
ベ
ー
ス

と
漢
方
処
方
の
関
係
を
推
理
し
て
み
た
。

殷
の
酒
池
肉
林
と
伊
尹
の
グ
ル
メ
談

前
十
一
世
紀
こ
ろ
の
殷
の
紂
王
は
淫
乱
な
暴
君
ゆ
え
、
周
に
と
っ
て
か
わ
ら
れ
た
と
『
史
記
』
は
記
す
。

そ
れ
で
「
酒
を
以
て
池
と
な
し
、
肉
を
懸
け
て
林
と
な
し
、
男
女
を
し
て
裸
し
、
そ
の
間
に
相
い
逐
わ
し

め
」
た
「
酒
池
肉
林
」
で
、
後
世
に
汚
名
を
の
こ
し
て
し
ま
っ
た
。
肉
林
は
子
ブ
タ
の
ま
る
焼
き
を
ぶ
ら



下
げ
た
と
一
般
に
解
釈
さ
れ
る
が
、
ど
う
だ
ろ
う
か
。
と
は
い
え
酒
肴
の
第
一
は
や
は
り
肉
だ
っ
た
。

殷
朝
を
き
ず
い
た
の
は
前
十
七
世
紀
こ
ろ
の
湯
王
で
、
賢
相
・
伊
尹

イ

イ

ン

の
補
佐
が
お
お
き
か
っ
た
と
さ
れ

る
。
も
と
も
と
伊
尹
は
有
力
者
の
料
理
人
で
、
そ
の
娘
が
湯
王
に
嫁
い
だ
の
と
一
緒
に
湯
王
に
つ
か
え
、

の
ち
宰
相
に
な
っ
た
と
い
う
。
こ
れ
も
あ
り
、
伊
尹
が
湯
王
に
か
た
っ
た
と
い
う
以
下
の
グ
ル
メ
談
が
『
呂

氏
春
秋
』
（
前
二
三
九
年
）
の
本
味
篇
に
あ
る
。

お
よ
そ
味
の
本
質
は
水
か
ら
は
じ
ま
り
、
五
味
三
材
の
九
沸
九
変
は
火
が
統
括
す
る
。
…
…
「
甘

酸
苦
辛
鹹
の
調
和
（
味
つ
け
）
」
が
先
か
後
か
、
多
い
か
少
な
い
か
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
ぞ
れ
の
「
斉
（
調
味
料
）
」
は
わ
ず
か
で
も
、
皆
ち
が
い
が
で
る
。
「
鼎な

べ

」
の
中
の
変
化
は
精
妙

で
、
こ
と
ば
に
な
ら
ず
、
た
と
え
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
…
…

う
ま
い
肉
は

猩

猩

シ
ョ
ウ
ジ
ョ
ウ

（
酒
ず
き
な
伝
説
の
類
人
猿
、
オ
ラ
ン
ウ
ー
タ
ン
？
）
の
く
ち
び
る
…
…
。

う
ま
い
魚
は
洞
庭
湖
の
鱄セ

ン

（
ソ
ウ
ギ
ョ
？
）
…
…
。
う
ま
い
蔬
菜
は
崑
崙
の
蘋ヒ

ン

（
ジ
ュ
ン
サ
イ
？
）

…
…
。
う
ま
い
和ま

ぜ

も
の
（
調
味
料
）
は
四
川
の
「
薑
」
、
招
搖
山
の
「
桂
」
、
越
駱
国
（
い
ま
広
西
チ

ワ
ン
族
自
治
区
）
の

菌
き
の
こ

、
鱣テ

ン

鮪イ

（
チ
ョ
ウ
ザ
メ
）
の
醢カ

イ

（
し
お
か
ら
）
、
大
夏
（
中
央
ア
ジ
ア
）
の

塩
、
宰
掲
山
の
玉
色
甘
露
（
メ
ー
プ
ル
シ
ロ
ッ
プ
の
類
？
）
、
長
沢
の
卵
（
塩
づ
け
魚
卵
）
。
う
ま
い

飯
は
玄
山
の
禾イ

ネ

…
…
。
う
ま
い
水
は
敦
煌
の
露
水
…
…
。
う
ま
い
果
物
は
沙
棠

ミ
カ
イ
ド
ウ

の
実
…
…
。

こ
の
後
半
に
み
え
る
猩
猩
や
招
搖
山
な
ど
が
、
は
じ
め
て
記
載
さ
れ
た
の
は
前
漢
ま
で
に
で
き
た
『
山

海
経
』
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
当
グ
ル
メ
談
は
伊
尹
の
実
話
で
な
く
、
前
三
世
紀
の
作
だ
ろ
う
。
そ
れ
よ

り
注
目
し
た
い
の
は
、
湯
（
熱
い
水
や
ス
ー
プ
）
王
に
つ
か
え
た
料
理
人
の
伊
尹
に
仮
託
す
る
こ
と
。
美

食
を
鼎
に
よ
る
煮
物
と
す
る
こ
と
（
炒
め
物
は
唐
宋
代
か
ら
）
。
五
味
の
調
和
を
強
調
し
、
そ
の
各
種
調
味

料
を
剤
の
古
字
「
斉
」
で
表
現
す
る
こ
と
。
う
ま
い
食
材
は
肉
・
魚
・
蔬
菜
の
つ
ぎ
に
調
味
料
、
し
か
も

シ
ョ
ウ
ガ
・
シ
ナ
モ
ン
を
最
初
に
あ
げ
る
こ
と
で
あ
る
。
当
時
ふ
つ
う
は
新
鮮
な
肉
や
魚
が
ま
れ
で
、
辛

味
と
香
気
の
シ
ョ
ウ
ガ
・
シ
ナ
モ
ン
が
必
須
だ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
こ
れ
を
「
薑
桂
之
和
」
と
い
い
、

薑
桂
は
年
月
に
つ
れ
辛
味
が
ま
す
と
誤
認
さ
れ
、
辛
口
な
老
人
を
宋
代
か
ら
「
薑
桂
之
性
」
と
形
容
す
る

よ
う
に
な
っ
た
。

前
漢
ま
で
に
で
き
た
『
礼
記
』
檀
弓
に
も
、「
肉
を
食
ら
い
酒
を
飲
む
に
、
必
ず
草
木
の
滋
あ
ら
ん
と
は
、

お
も
え
ら
く
薑
・
桂
の
謂
な
り
」
と
あ
る
。
同
書
内
則
に
は
牛
な
ど
の
薄
切
り
肉
に
薑
・
桂
の
粉
末
を
ふ

り
か
け
、
塩
味
を
つ
け
て
ほ
し
肉
に
す
る
と
い
う
。
同
様
の
調
理
法
は
前
漢
の
『
周
礼
』
天
官
ほ
か
に
も

多
い
。
前
三
～
二
世
紀
の
肉
に
は
シ
ョ
ウ
ガ
・
シ
ナ
モ
ン
が
な
い
と
、
美
食
た
り
え
な
か
っ
た
の
だ
。
と
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図
１

北
京
で
市
販
の
炖
肉
料
パ
ッ
ク

ろ
火
で
や
わ
ら
か
く
煮
こ
む

現
代
の

炖
Ｄ
ｕ
ｎ

肉
ｒ
ｏ
ｕ

に
も
い
ろ
い

ろ
な
香
辛
料
を
い
れ
る
が
、

写
真
の
市
販
「
炖
肉
料
」
パ

ッ
ク
（
図
１
）
の
中
央
に
シ

ナ
モ
ン
二
本
が
み
え
る
よ
う

に
、
い
ま
も
シ
ョ
ウ
ガ
・
シ

ナ
モ
ン
は
常
用
さ
れ
る
。

や
や
後
世
に
な
る
が
、
三

世
紀
の
『
三
国
志
』
「
魏
書
」

倭
人
に
、
「
そ
の
地
に
牛
・

馬
・
虎
・
豹
・
羊
・

鵲
カ
サ
サ
ギ

な

し
」
「
冬
夏
に
生
菜
を
食
ら
う
」
「
食
飲
に
籩た

か

豆つ
き

を
用
い
、
手
で
食
ら
う
」
「
人
の
性
、
酒
を
嗜
む
」
、
と
あ

る
の
は
わ
か
る
。
し
か
し
「
薑
・
橘
・

椒
サ
ン
シ
ョ
ウ

・
蘘

ミ
ョ
ウ

荷ガ

あ
る
に
、
以
て
滋
味
と
な
す
を
知
ら
ず
」
と
指
摘

さ
れ
て
い
た
。
香
辛
料
の
あ
る
肉
食
に
な
れ
た
魏
国
の
使
節
は
、
邪
馬
台
国
な
ど
の
接
待
料
理
に
ど
う
も

不
満
だ
っ
た
ら
し
い
。

伊
尹
伝
説
と
医
書

伊
尹
伝
説
に
託
し
た
医
書
も
前
一
世
紀
ま
で
に
出
現
し
た
。
前
漢
政
府
図
書
館
の
蔵
書
目
録
、
『
漢
書
』

芸
文
志
の
経
方
に
み
え
る
『
湯
液
経
法
』
で
あ
る
。
湯
液
と
は
処
方
を
煮
だ
し
た
ス
ー
プ
で
、
日
本
語
は

湯
を
熱
水
に
限
定
す
る
の
で
煎
じ
薬
と
い
う
。
す
る
と
本
書
は
ス
ー
プ
剤
に
よ
る
治
療
書
ら
し
い
。
前
三

世
紀
の
出
土
医
書
『
五
十
二
病
方
』
で
は
、
散
剤
・
丸
剤
・
湯
剤
が
混
在
し
、「
湯
」
と
し
か
表
現
し
な
い
。

湯
液
の
語
彙
は
前
一
世
紀
の
『
史
記
』
扁
鵲
伝
が
初
出
の
た
め
、
前
漢
代
で
も
最
新
の
表
現
だ
っ
た
。
さ

ら
に
『
漢
書
』
芸
文
志
・
方
技
は
経
方
の
定
義
を
こ
う
記
し
、
ス
ー
プ
剤
に
も
言
及
す
る
。

経
方
は
草
石
の
寒
温
に
本
づ
き
、
疾
病
の
浅
深
を
量
り
、「
薬
味
の
滋
」
を
仮
り
、
気
感
の
宜
し
き
に

因
り
、
五
苦
六
辛
を

弁
わ
き
ま

え
、「
水
火
の
斉
」
を
致
し
、
以
て
閉
を
通
じ
結
を
解
き
、
之
れ
を
平
に
反か

え

す
。

こ
こ
で
は
「
薬
味
の
滋
」
と
「
水
火
の
斉
」
に
注
目
し
た
い
。「
薬
味
の
滋
」
が
伊
尹
の
グ
ル
メ
談
で
強



調
さ
れ
る
「
味
の
本
質
」
と
、
魏
国
使
節
の
い
う
香
辛
料
に
よ
る
「
滋
味
」
に
ち
か
い
こ
と
。「
水
火
の
斉
」

が
、
グ
ル
メ
談
に
い
う
調
味
の
「
斉
」
と
類
似
す
る
か
ら
で
あ
る
。
む
ろ
ん
「
水
火
の
斉
」
と
は
、
水
と

火
で
煮
る
ス
ー
プ
剤
に
相
違
な
い
。
う
ま
い
煮
物
も
よ
く
効
く
処
方
も
、
そ
の
滋
味
＝
味
の
本
質
を
発
揮

さ
せ
る
の
が
重
要
だ
っ
た
。
そ
こ
で
肉
な
ど
の
煮
物
に
は
シ
ョ
ウ
ガ
・
シ
ナ
モ
ン
な
ど
調
味
の
剤
、
処
方

に
は
煮
だ
し
た
湯
液
の
剤
が
使
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ど
う
も
調
味
剤
と
湯
液
剤
は
関
係
す
る
ら
し
い
。

さ
て
問
題
の
『
湯
液
経
法
』
も
ふ
く
め
、『
漢
書
』
芸
文
志
に
あ
っ
た
医
書
は
、
六
世
紀
後
半
の
資
料
に

も
と
づ
く
『
隋
書
』
経
籍
志
に
一
点
も
み
え
な
い
。
だ
が
『
湯
液
経
法
』
は
六
世
紀
前
後
ま
で
一
部
に
存

在
し
て
い
た
ら
し
い
。
三
世
紀
後
半
の
『
針
灸
甲
乙
経
』
の
皇
甫
謐
序
文
は
、
は
じ
め
て
『
湯
液
経
法
』

を
伊
尹
の
作
と
明
言
す
る
。
の
み
な
ら
ず
皇
甫
謐
よ
り
半
世
紀
ま
え
の
張
仲
景
が
、『
湯
液
経
法
』
に
も
と

づ
く
医
書
を
編
纂
し
、
そ
の
処
方
は
よ
く
効
く
と
い
う
。
一
方
、
近
年
や
っ
と
全
貌
が
あ
き
ら
か
に
な
っ

た
敦
煌
出
土
の
『
輔
行
訣
臓
腑
用
薬
法
要
』
は
、
五
臓
と
五
味
か
ら
治
療
処
方
を
論
じ
る
。
六
世
紀
前
後

の
陶
弘
景
の
言
も
こ
う
記
さ
れ
て
い
た
。

殷
の
伊
尹
は
三
百
六
十
処
方
を
の
せ
た
『
湯
液
経
法
』
を
編
纂
し
た
。
…
…
わ
た
し
は
本
書
か
ら
常

用
の
六
十
処
方
を
引
用
す
る
。
…
…
張
仲
景
も
本
書
に
も
と
づ
き
『
傷
寒
論
』
を
編
纂
し
た
が
、
…

…
道
家
流
を
さ
け
て
処
方
名
を
薬
名
で
あ
ら
た
め
た
。

こ
の
言
に
信
憑
性
が
あ
る
こ
と
は
、『
輔
行
訣
』
の
処
方
が
み
な
○
○
湯
と
い
う
湯
液
剤
だ
っ
た
こ
と
な

ど
で
わ
か
る
。
た
と
え
ば
小
陽
旦
湯
と
い
う
処
方
の
構
成
薬
は
、
張
仲
景
の
作
と
し
て
つ
た
わ
る
『
傷
寒

論
』
の
桂
枝
湯
と
一
致
し
て
い
た
。
仲
景
が
道
家
系
ら
し
い
「
陽
旦
」
の
表
現
を
さ
け
、
主
薬
の
桂
枝
か

ら
桂
枝
湯
と
改
名
し
た
こ
と
も
わ
か
っ
た
。

か
の
葛
根
湯
の
出
典
が
『
傷
寒
論
』
で
、
傷
寒
と
は
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
な
ど
発
熱
・
悪
寒
を
最
初
に
発

症
す
る
急
性
病
を
い
う
。
本
書
は
収
載
処
方
が
よ
く
効
く
理
由
も
あ
り
、
い
ま
も
中
国
や
日
本
で
漢
方
家

の
バ
イ
ブ
ル
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
湯
液
剤
が
圧
倒
的
に
多
い
た
め
、
の
ち
各
国
と
も
処
方
は
煎
じ
薬
が

一
般
的
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

『
傷
寒
論
』
の
薬
食
併
用
処
方

『
傷
寒
論
』
は
宋
代
十
一
世
紀
に
は
じ
め
て
印
刷
物
と
な
り
、
今
日
ま
で
つ
よ
い
影
響
を
あ
た
え
て
い

る
。
し
か
し
張
仲
景
が
後
漢
の
二
一
〇
年
こ
ろ
に
編
纂
し
た
原
本
は
お
ろ
か
、
唐
宋
代
ま
で
の
古
写
本
も
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図
２

『
〔
宋
板
〕
傷
寒
論
』
の
桂
枝
湯

現
存
し
な
い
。
そ
の
た
め

来
歴
に
ナ
ゾ
が
あ
り
、
こ

れ
ま
で
多
く
の
議
論
が
か

さ
ね
ら
れ
て
き
た
。
と
こ

ろ
が
、
ま
っ
た
く
と
い
っ

て
い
い
ほ
ど
見
お
と
さ
れ

て
い
た
の
が
、
中
国
古
代

の
料
理
と
の
関
係
で
あ
る
。

前
出
の
桂
枝
湯
は
桂

枝
・
芍
薬
（
シ
ャ
ク
ヤ
ク

の
根
）・
甘
草
（
カ
ン
ゾ
ウ

の
走
出
茎
）・
生
薑
・
大
棗

か
ら
な
り
（
図
２
）
、
の
ち

「
衆
方
の
祖
」
と
よ
ば
れ

た
。
そ
れ
は
症
状
の
変
化

に
あ
わ
せ
、
桂
枝
湯
の
構

成
薬
を
加
減
す
る
方
法
が
『
傷
寒
論
』
に
い
く
つ
も
記
さ
れ
、
後
世
お
な
じ
よ
う
に
多
数
の
処
方
が
開
発

さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
強
い
解
熱
と
鎮
痛
が
必
要
な
ら
桂
枝
湯
に
葛
根
（
ク
ズ
の
根
）
と
麻
黄

（
マ
オ
ウ
の
茎
）
を
加
え
、
こ
れ
を
葛
根
湯
と
い
う
。
腹
痛
が
あ
る
虚
弱
者
に
は
芍
薬
を
倍
増
し
て
膠
飴

（
水
ア
メ
）
を
加
え
、
小
建
中
湯
と
い
う
。
そ
う
し
た
「
薬
味
の
加
減
」
は
、
食
事
す
る
者
の
ち
が
い
や

体
調
・
気
分
に
応
じ
た
「
調
味
の
加
減
」
と
お
な
じ
、
と
わ
た
し
は
み
る
。
桂
枝
湯
は
お
だ
や
か
な
発
汗

解
熱
薬
な
の
で
、
服
用
後
は
「
熱
い
稀
粥
」
を
す
す
っ
て
薬
力
を
助
け
る
、
と
い
う
指
示
も
『
傷
寒
論
』

に
あ
る
。
こ
の
粥
は
薬
用
に
ち
か
く
、
医
食
同
源
思
想
が
垣
間
み
え
る
で
は
な
い
か
。

な
お
シ
ナ
モ
ン
に
は
樹
木
の
品
種
と
樹
皮
の
部
位
・
加
工
法
の
ち
が
い
か
ら
、
ア
ジ
ア
各
国
で
多
く
の

製
品
が
あ
る
。
そ
の
ひ
と
つ
、
中
国
カ
ッ
シ
ア
種
の
シ
ナ
モ
ン
ス
テ
ィ
ッ
ク
が
『
傷
寒
論
』
の
記
す
桂
枝
、

と
わ
た
し
は
推
定
し
て
い
る
。
ま
た
漢
代
は
桂
の
一
字
で
記
す
の
で
、
薬
名
の
桂
枝
は
宋
代
出
版
時
の
改

変
も
ま
ち
が
い
な
い
。
と
も
あ
れ
シ
ナ
モ
ン
に
は
芳
香
と
と
も
に
甘
味
と
辛
味
が
あ
る
。
カ
ン
ゾ
ウ
に
は

強
い
甘
味
成
分
が
あ
り
、
酵
母
の
栄
養
源
に
な
ら
な
い
た
め
醤
油
の
甘
味
づ
け
に
も
使
用
さ
れ
る
。
ナ
ツ

メ
も
甘
い
。
シ
ャ
ク
ヤ
ク
に
は
特
有
の
香
気
と
わ
ず
か
な
苦
味
が
あ
る
。
シ
ョ
ウ
ガ
の
辛
味
と
香
気
は
い

う
ま
で
も
な
い
。
さ
ら
に
シ
ャ
ク
ヤ
ク
以
外
は
調
味
料
で
も
あ
る
た
め
、
桂
枝
湯
は
薬
食
併
用
処
方
と
い



図
３

前
１
１
２
年
埋
葬
の
銅
器
に
あ
る

「
医
工
」
の
刻
字

え
る
だ
ろ
う
。
水
ア
メ
を
加
え
た
前
記
の
小
建
中
湯
は
と
て
も
お
い
し
く
、
小
児
患
者
用
に
「
小
建
中
湯

飴
」
な
る
ニ
ッ
キ
ア
メ
に
ち
か
い
薬
品
ま
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
桂
枝
湯
は
香
り
た
か
く
辛
味
と
甘
味
が

あ
る
。
な
ら
ば
中
国
古
代
の
肉
を
や
わ
ら
か
く
煮
こ
む
ス
ー
プ
ベ
ー
ス
の
発
展
で
は
な
か
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で
張
仲
景
が
も
と
も
と
編
纂
し
た
の
は
『
傷
寒
雑
病
論
』
で
、
そ
れ
が
急
性
病
の
『
傷
寒
論
』

と
慢
性
病
（
雑
病
）
の
『
金
匱
要
略
』
と
し
て
現
在
に
つ
た
わ
っ
た
。
両
書
に
は
シ
ョ
ウ
ガ
・
シ
ナ
モ
ン

を
配
剤
す
る
処
方
が
と
て
も
多
い
。
香
味
よ
り
辛
味
と
甘
味
が
主
と
な
る
シ
ョ
ウ
ガ
・
ナ
ツ
メ
・
カ
ン
ゾ

ウ
の
三
種
は
、
ほ
と
ん
ど
の
処
方
の
ベ
ー
ス
と
さ
れ
る
。
食
材
だ
け
と
も
い
え
る
甘
麦
大
棗
湯
（
カ
ン
ゾ

ウ
・
コ
ム
ギ
・
ナ
ツ
メ
）
ま
で
あ
る
。
ロ
ー
ス
ト
す
る
と
ア
ー
モ
ン
ド
に
ち
か
い
食
味
の
杏
仁
（
ア
ン
ズ

の
種
仁
）
や
、
桃
仁
（
モ
モ
の
種
仁
）
を
ふ
く
む
処
方
は
多
い
。
さ
ら
に
ネ
ギ
・
シ
ョ
ウ
ガ
が
あ
る
白
通

湯
、
シ
ソ
葉
が
あ
る
半
夏
厚
朴
湯
、
ラ
ッ
キ
ョ
ウ
と
米
酒
が
あ
る
栝
楼
薤
白
白
酒
湯
、
シ
ョ
ウ
ガ
と
羊
肉

が
あ
る
当
帰
生
薑
羊
肉
湯
、
う
る
ち
玄
米
と
カ
ン
ゾ
ウ
が
あ
る
附
子
粳
米
湯
・
白
虎
湯
・
麦
門
冬
湯
・
竹

葉
石
膏
湯
、
シ
ョ
ウ
ガ
・
サ
ン
シ
ョ
ウ
・
水
ア
メ
が
あ
る
大
建
中
湯
な
ど
な
ど
。
大
建
中
湯
は
大
腸
手
術

後
の
回
復
促
進
効
果
で
、
い
ま
や
外
科
医
も
使
用
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

ル
ー
ツ
と
な
っ
た
食
医
の
ス
ー
プ
ベ
ー
ス

な
ぜ
薬
食
併
用
、
し
か
も
湯
液
剤
が
張
仲
景
の
医
書
に
多
い

の
か
。
ナ
ゾ
を
と
く
カ
ギ
が
『
湯
液
経
法
』
に
あ
っ
た
。
前
述

の
経
緯
か
ら
す
る
と
本
書
は
前
一
世
紀
の
編
纂
ら
し
い
。
前
一

一
二
年
に
埋
葬
さ
れ
た
漢
王
朝
一
族
、
劉
勝
の
満
城
漢
墓
か
ら

は
医
療
用
の
金
針
・
銀
針
と
と
も
に
、
濾
し
器
と
銅
製
の
器
も

出
土
し
て
い
る
。
そ
の
ひ
と
つ
に
は
「
医
工
」（
医
官
）
と
刻
字

さ
れ
て
い
た
（
図
３
）
。
お
そ
ら
く
煎
薬
用
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
中

原
の
医
官
ら
が
ベ
ト
ナ
ム
に
ち
か
い
中
国
南
部
産
の
シ
ナ
モ
ン

を
、
モ
ン
ゴ
ル
に
ち
か
い
北
部
産
の
カ
ン
ゾ
ウ
と
無
理
な
く
併

用
で
き
る
の
は
、
始
皇
帝
の
国
家
統
一
（
前
二
二
一
）
以
降
と

い
う
時
代
背
景
も
あ
っ
た
。

か
れ
ら
は
シ
ョ
ウ
ガ
・
シ
ナ
モ
ン
と
ナ
ツ
メ
・
カ
ン
ゾ
ウ
な

ど
か
ら
な
る
味
の
調
和
に
注
意
し
た
ス
ー
プ
に
、
薬
材
を
加
え

た
湯
液
剤
で
効
果
を
え
た
の
だ
ろ
う
。
体
調
や
症
状
ご
と
に
他
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の
タ
イ
プ
の
ス
ー
プ
ベ
ス
も
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
そ
れ
を
説
明
す
る
の
に
臓
腑
論
と
五
味
の
関
係
を

用
い
た
こ
と
も
、
『
輔
行
訣
』
か
ら
う
か
が
え
た
。

他
方
、『
周
礼
』
天
官
が
記
す
宮
廷
最
高
医
官
の
「
食
医
」
は
、
食
物
の
五
味
の
作
用
を
強
調
し
、
皇
帝

の
健
康
維
持
と
増
進
を
は
か
っ
て
い
た
。
食
医
の
五
味
論
は
『
素
問
』『
霊
枢
』
な
ど
一
～
二
世
紀
の
医
書

に
遺
存
し
、
使
用
さ
れ
る
五
行
説
に
は
紀
元
前
の
形
式
も
み
え
る
。
な
ら
ば
料
理
人
か
ら
賢
宰
と
な
っ
た

伊
尹
伝
説
を
信
奉
し
た
食
医
ら
が
、
味
を
調
和
さ
せ
た
ス
ー
プ
で
煮
こ
む
肉
料
理
や
肉
ス
ー
プ
に
よ
る
食

養
・
食
治
を
実
践
し
、
そ
の
五
味
を
論
じ
て
い
た
こ
と
に
な
ろ
う
。

つ
い
で
肉
な
ど
食
材
の
か
わ
り
に
薬
材
を
加
え
、
効
果
を
た
か
め
た
湯
液
剤
が
前
二
世
紀
か
ら
医
官
ら

に
普
及
し
、『
湯
液
経
法
』
に
体
系
化
さ
れ
た
ら
し
い
。
一
世
紀
に
な
る
と
『
素
問
』
の
湯
液
醪
醴
論
篇
ほ

か
に
湯
液
や
五
味
へ
の
言
及
が
急
増
す
る
。
や
は
り
一
世
紀
の
『
神
農
本
草
経
』
凡
例
で
も
、「
薬
に
酸
鹹

甘
苦
辛
の
五
味
あ
り
」
「
薬
に
丸
に
宜
し
き
も
の
、
散
に
宜
し
き
も
の
、
水
煮
（
湯
液
）
に
宜
し
き
も
の
、

…
…
あ
り
」
、
と
薬
材
の
五
味
や
湯
液
を
強
調
す
る
。
そ
し
て
三
世
紀
の
張
仲
景
が
『
湯
液
経
法
』
を
引
用
・

改
変
し
、
現
在
の
『
傷
寒
論
』
と
『
金
匱
要
略
』
に
つ
た
え
ら
れ
た
の
だ
っ
た
。

つ
ま
り
前
二
世
紀
よ
り
以
前
の
食
医
ら
が
、
薬
食
同
源
の
信
念
に
も
と
づ
き
開
発
し
た
保
健
と
医
療
の

各
種
ス
ー
プ
ベ
ー
ス
が
あ
っ
た
。
こ
れ
を
ル
ー
ツ
に
葛
根
湯
な
ど
薬
食
併
用
の
湯
液
剤
が
開
発
さ
れ
た
、

と
わ
た
し
は
推
理
す
る
。
か
れ
ら
の
成
果
が
後
世
の
中
国
や
日
本
に
ま
で
影
響
し
、
現
代
の
臨
床
に
応
用

さ
れ
て
い
る
の
だ
。

あ
な
ど
る
な
か
れ
、
中
国
ウ
ン
千
年
の
信
念
。
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