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舌
診
は
重
症
の
傷
寒
病
を
診
察
す
る
中
で
生
ま
れ
た
診
察
方
法
で
あ
る
︒

そ
の
た
め
︑
正
常
な
舌
象
に
つ
い
て
の
研
究
は
︑
舌
診
が
初
め
て
使
わ
れ
て

か
ら
三
百
年
位
経
っ
て
か
ら
よ
う
や
く
始
ま
っ
た
︒
正
常
な
舌
の
状
態
に
つ

い
て
の
認
識
過
程
を
検
討
す
る
こ
と
は
︑
先
人
の
舌
診
の
実
践
と
思
考
を
再

現
し
︑
舌
診
に
込
め
ら
れ
た
深
い
意
味
合
い
を
さ
ら
に
よ
く
理
解
す
る
こ
と

で
あ
り
︑
同
時
に
︑
未
だ
解
決
で
き
て
お
ら
ず
︑
今
な
お
存
在
す
る
問
題
を

発
見
す
る
こ
と
で
も
あ
る
︒

　
本
研
究
は
︑『
中
国
中
医
古
籍
総
目
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
診
法
書
︑『
景

印
文
淵
閣
四
庫
全
書
』
中
の
医
書
︑『
中
華
医
典
』（
第
五
版
︑
古
医
籍

一
一
五
六
部
か
ら
成
る
）︑『
中
国
医
学
大
成
』︑『
中
国
医
学
大
成
続
集
』︑『
中

国
科
学
技
術
典
籍
通
彙
』︑『
臨
床
漢
方
診
断
学
叢
書
』︑『
和
刻
漢
籍
医
書
集

成
』
な
ど
を
基
本
資
料
と
し
て
行
っ
た
︒

　

一
、
正
常
な
舌
象
の
認
識
過
程

　
中
国
の
古
代
の
︑
正
常
な
舌
象
に
関
す
る
認
識
は
︑
傷
寒
病
患
者
を
対
象

と
す
る
段
階
と
︑
正
常
な
人
を
対
象
と
す
る
段
階
と
い
う
二
段
階
に
大
き
く

分
け
ら
れ
る
︒

（
一
）
傷
寒
病
患
者
を
対
象
と
し
た
正
常
な
舌
象
の
認
識

　
こ
れ
は
正
常
な
舌
象
の
認
識
の
第
一
段
階
で
あ
る
︒
こ
の
段
階
で
は
観
察

の
対
象
は
傷
寒
病
の
患
者
で
あ
り
︑
こ
の
場
合
︑
異
常
な
舌
象
の
変
化
を
観

察
す
る
こ
と
を
通
し
て
正
常
な
舌
象
を
認
識
す
る
こ
と
に
な
る
︒

　『
素
問
』
の
「
熱
論
篇
」︑「
刺
熱
篇（

1
）

」
と
『
霊
枢
』
の
「
熱
病
篇（

2
）

」
に
は
す

で
に
︑
熱
病
の
時
に
は
舌
は
乾
き
︑
舌
の
上
が
黄
色
く
な
り
︑
舌
が
た
だ
れ

正
常
な
舌
象
の
歴
史
的
な
認
識
過
程
と
そ
の
問
題
の
検
討

梁
　
　
嶸

研
究
ノ
ー
ト



232

る
と
い
う
記
載
が
あ
る
︒

　『
傷
寒
論（

3
）

』
に
は
︑
傷
寒
病
の
時
に
出
現
す
る
「
舌
上
胎
」︑「
舌
上
白
胎
」︑

「
舌
上
如
胎
」︑「
舌
上
白
胎
滑
」
等
の
記
録
が
あ
る
︒

　
最
初
に
傷
寒
病
の
舌
苔
の
変
化
の
分
析
を
行
っ
た
の
は
︑
金
代
の
成
無
己

で
あ
る
︒
彼
は
『
傷
寒
明
理
論（

4
）

』（
一
一
五
六
年
）
の
中
で
︑
症
状
の
鑑
別
診

断
の
角
度
か
ら
︑
五
十
例
の
症
状
を
挙
げ
て
お
り
︑
上
巻
の
第
二
十
二
例
目

の
症
状
が
「
舌
上
胎
」
で
あ
る
︒

　
成
無
己
は
症
状
の
鑑
別
診
断
を
論
説
す
る
時
︑
常
に
「
傷
寒
○
○
︑
何
以

明
之
？
」
と
い
う
形
式
で
書
い
て
い
る
︒
例
え
ば
︑「
舌
上
胎
」
の
一
つ
前
の

第
二
十
一
例
目
の
症
状
は
「
懊
憹
」
で
あ
る
が
︑
成
無
己
は
「
傷
寒
懊
憹
︑

何
以
明
之
？
懊
者
︑
懊
悩
之
懊
︒
憹
者
︑
鬱
悶
之
貌
︑
即
心
中
懊
懊
悩
悩
煩

煩
憹
憹
︑
鬱
鬱
然
不
舒
暢
︑
憒
憒
然
無
奈
︑
比
之
煩
悶
而
甚
者
」（
傷
寒
の
懊

憹
と
は
︑
何
を
以
て
之
を
明
ら
か
に
す
る
や
︒
懊
は
懊
悩
の
懊
な
り
︒
憹
は
鬱
悶
の

貌
な
り
︒
即
ち
心
中
懊
懊
悩
悩
し
︑
煩
煩
憹
憹
し
︑
鬱
鬱
然
と
し
て
舒
暢
せ
ず
︑
憒

憒
然
と
し
て
い
か
ん
と
も
す
る
な
し
︒
之
を
煩
悶
に
比
ぶ
る
も
甚
だ
し
き
者
な
り
）

と
し
て
い
る
︒
ま
た
︑「
舌
上
胎
」
の
一
つ
後
の
第
二
十
三
例
目
の
症
状
は

「
衄
血
（
じ
っ
け
つ
）」
で
あ
る
が
︑
彼
は
︑「
傷
寒
衄
血
︑
何
以
明
之
？
鼻
中

出
血
是
也
」
と
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑「
舌
上
胎
」
に
つ
い
て
は
︑
成
無
己
は

「
傷
寒
舌
上
胎
︑
何
以
明
之
？
舌
者
心
之
官
︑
法
応
南
方
火
︑
本
紅
而
沢
」

（
傷
寒
の
舌
上
胎
は
︑
何
を
以
て
之
を
明
ら
か
に
す
る
や
︒
舌
は
心
の
官
な
り
︑
法

は
南
方
の
火
に
応
じ
︑
本
紅
に
し
て
沢
な
り
）
と
記
し
て
お
り
︑
こ
こ
で
の
形

式
が
他
の
項
目
と
違
っ
て
い
る
こ
と
は
︑「
舌
上
胎
」
が
一
つ
の
新
し
い
症
状

で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
︒

　
中
医
が
新
し
い
物
事
を
認
識
す
る
時
に
一
番
よ
く
用
い
る
方
法
は
︑
す
で

に
分
か
っ
て
い
る
知
識
に
基
づ
い
て
未
知
の
物
事
を
検
討
す
る
や
り
方
で
あ

る
か
ら
︑
こ
の
場
合
は
︑
ま
ず
中
医
学
の
典
籍
『
黄
帝
内
経
』
の
中
の
臓
象

理
論
か
ら
そ
の
根
拠
を
探
す
必
要
が
あ
っ
た
︒
成
無
己
が
言
う
と
こ
ろ
の
︑

「
舌
者
心
之
官
︑
法
応
南
方
火
」
と
い
う
根
拠
は
︑『
霊
枢
経
』「
五
閲
五
使

篇
」
に
あ
る
「
舌
者
心
之
官
也（

5
）

」︑
な
ら
び
に
『
素
問
』「
陰
陽
応
象
大
論
篇
」

の
︑「
南
方
生
熱
︑
熱
生
火
︑
火
生
苦
︑
苦
生
心
︑
心
生
血
︑
血
生
脾
︑
心
主

舌
︒
其
在
天
為
熱
︑
在
地
為
火
︑
在
体
為
脈
︑
在
蔵
為
心
︑
在
色
為
赤
︐

︙
︙
在
竅
為
舌
」（
南
方
は
熱
を
生
じ
︑
熱
は
火
を
生
じ
︑
火
は
苦
を
生
じ
︑
苦

は
心
を
生
じ
︑
心
は
血
を
生
じ
︑
血
は
脾
を
生
じ
︑
心
は
舌
を
主
る
︒
其
れ
天
に
在

り
て
は
熱
と
な
り
︑
地
に
在
り
て
は
火
と
な
り
︑
体
に
在
り
て
は
脈
と
な
り
︑
蔵
に

在
り
て
は
心
と
な
り
︑
色
に
在
り
て
は
赤
と
な
り
︑
︙
︙
竅
に
在
り
て
は
舌
と
な

る（
6
）

）
で
あ
る
︒

　
臓
象
理
論
は
中
医
学
の
基
礎
理
論
の
中
核
で
あ
る
︒
そ
の
理
論
は
人
の
命

の
表
現
と
︑
病
気
時
の
症
状
の
関
連
度
に
基
づ
い
て
︑
身
体
の
全
て
の
組
織

を
五
つ
に
分
類
し
︑
そ
れ
ぞ
れ
︑
心
臓
︑
肝
臓
︑
脾
臓
︑
肺
臓
︑
腎
臓
と
名

付
け
た
︒
身
体
の
内
部
に
あ
る
臓
の
様
子
は
外
部
に
見
え
る
身
体
の
組
織
と

身
体
の
動
き
に
よ
っ
て
認
識
で
き
る
︒
一
つ
の
臓
は
独
立
し
て
動
い
て
い
る

と
同
時
に
︑
他
の
臓
も
互
い
に
関
わ
り
合
な
が
ら
バ
ラ
ン
ス
を
取
っ
て
い
る
︒
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当
時
の
人
々
が
臓
象
理
論
を
探
し
た
目
的
は
︑
四
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
︑
す

な
わ
ち
舌
︑
心
︑
南
方
︑
火
の
間
の
関
係
を
確
立
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
︒
す

な
わ
ち
︑
舌
と
心
は
関
係
が
あ
り
︑
心
と
南
方
は
関
係
が
あ
り
︑
南
方
と
火

は
関
係
が
あ
る
か
ら
︑
舌
と
火
は
関
係
が
あ
る
と
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒

こ
の
推
論
を
も
と
に
︑
成
無
己
は
正
常
な
舌
象
の
二
つ
の
要
素
を
提
唱
し
た
︒

そ
れ
は
「
本
紅
（
あ
か
）」
と
「
沢
」
で
あ
る
︒「
本
紅
」
と
い
う
の
は
︑
舌

体
が
赤
色
で
あ
る
こ
と
を
指
し
︑「
沢
」
と
い
う
の
は
︑
舌
体
（
舌
苔
）
が
湿

潤
で
あ
る
こ
と
を
指
し
て
い
る
︒

　
上
記
の
推
論
の
意
義
は
︑「
紅
」
と
「
沢
」
と
熱
の
間
に
あ
る
内
在
関
連
を

証
明
す
る
と
と
も
に
︑
ま
た
︑
傷
寒
病
の
裏
熱
証
の
時
に
舌
苔
が
乾
燥
し
︑

か
さ
か
さ
し
て
︑
黄
色
や
黒
に
変
色
し
た
り
す
る
こ
と
を
矛
盾
な
く
自
然
に

説
明
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
︒
成
無
己
が
正
常
な
舌
象
の
要
素
と
し
て
の
舌
色

が
赤
い
と
い
う
の
は
︑
医
者
が
そ
の
視
覚
を
通
し
て
舌
の
赤
色
を
体
験
す
る

と
い
う
診
察
方
法
を
述
べ
て
い
る
の
で
は
な
く
︑
傷
寒
病
の
裏
熱
証
の
「
舌

上
胎
」
と
熱
証
の
病
機
と
の
関
連
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

　
元
代
に
は
︑
現
存
す
る
最
初
の
傷
寒
舌
診
専
門
書
で
あ
る
『
敖
氏
傷
寒
金

鏡
録
』（
一
三
四
一
年
）
が
世
に
出
た
︒
こ
の
本
は
正
常
な
舌
象
に
つ
い
て
︑

「
舌
本
者
︑
乃
心
之
竅
︒
心
属
火
︑
象
离
明
︒
人
得
病
︑
初
在
表
︑
則
舌
自
紅

而
無
白
胎
等
色
」（
舌
本
は
︑
乃
ち
心
の
竅
な
り
︒
心
は
火
に
属
し
︑
象
は
离
明

な
り
︒
人
は
病
を
得
る
や
︑
初
め
表
に
在
れ
ば
︑
則
ち
舌
自
ら
紅
に
し
て
︑
白
胎
等

の
色
無
し（

7
）

）
と
叙
述
し
て
お
り
︑「
自
」
と
い
う
一
文
字
を
使
っ
て
︑
邪
気
が

表
に
あ
る
が
舌
象
は
ま
だ
正
常
な
時
の
特
徴
を
︑「
赤
く
︑
白
苔
は
な
い
」
と

導
き
出
し
て
い
る
︒

　
明
代
︑
薛せ
つ

立
斎
は
︑
長
年
捜
し
求
め
て
い
た
舌
診
書
『
敖
氏
傷
寒
金
鏡
録
』

を
見
つ
け
だ
し
た
の
で
︑
一
五
五
六
年
と
一
五
六
五
年
の
二
度
に
わ
た
っ
て

刊
刻
し
た
︒
序
文
の
中
で
彼
は
︑「
舌
乃
心
之
苗
︒
心
︑
君
主
之
官
︑
応
南
方
︑

赤
色
」（
舌
は
乃
ち
心
の
苗
な
り
︒
心
は
君
主
の
官
な
り
︑
南
方
に
応
じ
︑
赤
色
な

り（
8
）

）
と
︑
正
常
な
舌
象
の
最
も
重
要
な
メ
ル
ク
マ
ー
ル
は
舌
色
が
赤
い
と
い

う
こ
と
を
︑
さ
ら
に
は
っ
き
り
と
強
調
し
て
い
る
︒

　
以
上
で
明
ら
か
な
よ
う
に
︑
明
代
に
至
る
ま
で
︑
正
常
な
舌
象
に
対
す
る

叙
述
は
お
お
む
ね
成
無
己
の
論
述
が
も
と
に
な
っ
て
い
る
︒
な
ぜ
成
無
己
の

観
点
に
沿
わ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
？
　
そ
れ
は
︑
成
無
己
が

舌
の
赤
い
こ
と
と
火
熱
と
の
関
係
を
推
論
し
て
導
き
出
し
た
か
ら
で
あ
る
︒

こ
の
段
階
で
観
察
し
た
対
象
は
み
な
患
者
で
あ
る
か
ら
︑
舌
色
が
赤
い
と
い

う
表
現
に
は
︑
二
つ
の
意
味
が
あ
る
︒
一
つ
に
は
︑
正
常
な
舌
色
を
表
し
て

い
る
の
だ
が
︑
但
し
推
論
し
て
導
き
出
し
た
正
常
な
舌
色
と
い
う
側
面
が
強

い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
当
時
の
人
々
は
正
常
な
舌
色
に
対
し
て
︑
ま
だ
十

分
な
観
察
が
で
き
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
︒
二
つ
に
は
︑
傷
寒
病
熱
証

の
舌
色
で
あ
っ
て
︑
熱
証
を
診
断
す
る
実
用
的
な
価
値
が
あ
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
︒
敖
氏
が
図
で
表
し
た
十
二
の
舌
図
も
︑
多
く
は
こ
の
種
類
に
属
す
る
︒

　
成
無
己
の
正
常
な
舌
色
に
対
す
る
論
述
は
後
世
に
ま
で
深
い
影
響
を
及
ぼ

し
︑
そ
の
論
述
は
清
代
末
期
に
至
る
ま
で
医
家
に
よ
り
引
用
さ
れ
た
︒
ま
た
︑
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何
人
か
の
医
家
は
舌
の
「
本
紅
而
沢
」
を
少
し
書
き
変
え
て
い
る
︒
例
え
ば
︑

李
梴
は
『
医
学
入
門
』（
一
五
七
五
年
）
の
中
で
︑「
舌
紅
而
潤（

9
）

」︑
朱
慧
明
の

『
痘
疹
伝
心
録
』（
一
五
九
四
年
）︑
馮
兆
張
の
『
馮
氏
錦
嚢
秘
録
』
で
は
「
舌

紅
潤
」︑
李
中
梓
の
『
診
家
正
眼
』（
一
六
六
七
年
）
で
は
「
舌
色
鮮
紅
潤
」
な

ど
と
し
て
い
る
︒
た
だ
し
︑
こ
れ
ら
の
医
家
の
立
論
の
角
度
は
一
致
し
て
お

り
︑
み
な
患
者
の
舌
象
変
化
を
基
礎
と
し
て
︑
正
常
な
舌
象
を
推
論
し
て
い

る
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
赤
い
舌
が
正
常
な
舌
色
で
あ
り
︑
ま
た
異
常
な
舌
色
で
も

あ
る
と
い
う
矛
盾
が
一
様
に
存
在
す
る
︒

　
中
国
に
現
存
す
る
最
古
の
舌
診
書
『
敖
氏
傷
寒
金
鏡
録
』
は
日
本
に
伝
え

ら
れ
た
後
︑
一
六
五
四
年
に
和
刻
︑
出
版
さ
れ
︑
現
存
す
る
だ
け
で
も
そ
の

写
本
は
十
種
以
上
残
さ
れ
て
い
る
（
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
版
︑
訂
正
版
も
含
む
）︒
例

え
ば
京
都
大
学
富
士
川
文
庫
の
蔵
書
『
舌
診
書
』︑『
経
験
舌
証
明
鑑
』︑
狩
野

文
庫
の
蔵
書
『
金
鏡
録
傷
寒
験
証
古
法
図
説
』︑
東
京
大
学
総
合
図
書
館
の
蔵

書
『
病
相
舌
之
伝
』︑『
舌
診
考
』（
一
八
五
六
年
）︑『
舌
考
』（
一
七
九
九
年
）︑

内
藤
記
念
く
す
り
博
物
館
の
蔵
書
『
傷
寒
三
十
六
舌
』（
一
七
七
八
年
）︑『
杜

清
碧
験
証
舌
法
』︑『
舌
胎
験
証
舌
法
』
な
ど
が
あ
り
︑『
敖
氏
傷
寒
金
鏡
録
』

の
当
時
の
影
響
の
強
さ
を
物
語
っ
て
い
る
︒

　
薛
立
斎
に
よ
る
刊
本
『
敖
氏
傷
寒
金
鏡
録
』
と
二
種
の
和
刻
本
『
敖
氏
傷

寒
金
鏡
録
』
は
彩
色
さ
れ
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
が
︑
日
本
の
『
敖
氏
傷
寒

金
鏡
録
』
の
写
本
に
は
︑
彩
色
の
も
の
が
少
な
く
な
い
︒
舌
診
図
の
色
彩
か

ら
見
る
と
︑
図
に
書
か
れ
た
文
字
を
根
拠
と
し
て
︑
舌
色
を
塗
っ
た
こ
と
が

推
測
で
き
る
︒

　 

薛
立
斎
は
文
字
で
舌
色
を
注
解
す
る
た
め
に
︑「
本
色
」
と
い
う
造
語
を

考
案
し
た
が
︑
こ
れ
は
正
常
な
舌
色
を
指
す
と
思
わ
れ
る
（
図
１
︑２
）︒
傷

寒
病
の
舌
色
は
淡
紅
色
︑
紅
色
︑
純
紅
色
に
分
け
ら
れ
る
が
︑
日
本
の
写
本

に
描
か
れ
た
「
本
色
」
と
病
的
状
態
の
舌
色
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
り
︑
日

本
の
医
家
の
正
常
な
舌
色
に
対
す
る
認
識
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
た
︒
図

３
か
ら
図
６
に
は
正
常
な
舌
色
と
︑
病
的
状
態
の
淡
紅
舌
︑
紅
舌
︑
純
紅
舌

の
違
い
が
描
か
れ
て
い
る
︒
こ
こ
で
は
︑
淡
紅
舌
は
明
ら
か
に
疾
病
時
の
舌

色
と
さ
れ
て
い
る
︒

（
二
）
健
康
な
人
を
対
象
に
し
た
正
常
な
舌
象
の
認
識

　
こ
れ
は
︑
正
常
な
舌
象
の
認
識
の
第
二
段
階
で
あ
り
︑
正
常
な
人
（
健
康

な
人
）（『
黄
帝
内
経
』
で
「
平
人
」
と
言
う
）︑
な
ら
び
に
未
病
の
人
の
舌
象
に

注
目
し
て
い
る
︒

　
高
世
栻
の
『
医
学
真
伝（

10
）

』（
一
六
九
九
年
）
の
中
に
次
の
一
文
が
あ
る
︒「
舌

者
︑
心
之
竅
︒
心
︑
火
也
︒
舌
紅
︑
火
之
正
色
也
︒
上
舎
微
胎
︑
火
之
蘊
蓄

也
︒
此
為
平
人
之
舌
色
︒」（
舌
は
︑
心
の
竅
な
り
︒
心
は
︑
火
な
り
︒
舌
の
紅
き

は
︑
火
の
正
色
な
り
︒
上
に
微
胎
を
舎
す
は
︑
火
は
蘊
蓄
な
り
︒
之
を
平
人
の
舌
色

と
為
す
︒）
こ
の
文
章
の
前
半
部
分
は
今
ま
で
述
べ
て
き
た
従
来
の
知
識
で
あ

る
が
︑
後
半
部
分
は
当
時
の
新
し
い
概
念
か
ら
成
る
︒
こ
の
新
し
い
概
念
に

対
し
て
高
世
栻
自
身
は
︑「
余
之
弁
舌
︑
不
合
方
書
︑
観
者
未
必
能
信
」（
余
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の
舌
を
弁
ず
る
は
︑
方
書
に
合
わ
ず
︑
観
者
は
い
ま
だ
必
ず
し
も
信
ず
る
能
わ
ず
）

と
自
己
評
価
し
て
い
る
︒

　「
未
必
能
信
」
と
は
︑
何
を
指
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
？
　
高
世
栻
に
よ
れ

ば
︑
舌
苔
形
成
の
認
識
で
あ
る
︒
こ
の
著
作
の
中
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
︑

当
時
流
行
し
て
い
た
︑
舌
苔
が
厚
く
な
る
の
は
︑
体
内
に
食
積
や
熱
が
あ
る

か
ら
と
の
認
識
で
あ
る
︒
そ
れ
ゆ
え
治
療
に
は
寒
凉
薬
物
が
使
わ
れ
る
こ
と

が
多
か
っ
た
︒
こ
の
た
め
︑
高
世
栻
は
健
康
な
人
の
舌
苔
の
変
化
に
つ
い
て
︑

食
後
︑
酸
味
の
あ
る
も
の
を
食
べ
た
後
︑
服
薬
後
な
ど
︑
各
種
条
件
の
下
で

観
察
し
て
︑
健
康
な
人
の
舌
苔
の
特
徴
を
︑「
微
有
胎
者
︑
不
過
隐
隐
微
微
︑

淡
白
︑
淡
黄
之
間
耳
」
と
し
︑
こ
れ
に
も
と
づ
い
て
︑
正
常
な
舌
苔
の
形
成

は
「
火
之
蘊
蓄
」
で
あ
る
と
い
う
観
点
を
唱
え
た
の
で
あ
る
︒「
須
知
舌
者
火

也
︒
火
得
其
色
︑
乃
為
平
人
︒
平
人
五
火
斉
明
︐
如
天
日
光
明
︑
陰
翳
消
除
︑

何
胎
之
有
？
惟
傷
寒
大
病
︑
君
火
不
明
︑
至
三
焦
相
火
乗
于
君
位
︑
則
舌
色

反
常
︒
夫
相
火
乗
于
君
位
也
︑
非
相
火
有
余
︑
乃
君
火
之
不
足
」（
須
く
舌
は

火
な
る
を
知
る
べ
し
︒
火
そ
の
色
を
得
れ
ば
︑
乃
ち
平
人
と
為
す
︒
平
人
は
五
火
斉

明
し
︑
天
日
の
光
明
の
如
く
︑
陰
翳
消
除
し
︑
何
の
胎
か
之
れ
有
ら
ん
︒
惟
︑
傷
寒

の
大
病
は
︑
君
火
明
ら
か
な
ら
ず
︑
三
焦
の
相
火
君
位
に
乗
ず
る
に
至
れ
ば
︑
即
ち

舌
色
は
常
に
反
す
︒
夫
れ
相
火
君
位
に
乗
ず
る
や
︑
相
火
の
有
余
な
る
に
非
ず
し
て
︑

乃
ち
君
火
の
不
足
な
り
）
と
高
世
栻
は
説
明
し
た
︒

　
高
世
栻
は
︑
舌
苔
と
食
積
︑
熱
と
の
関
係
を
検
証
す
る
た
め
に
︑
正
常
な

人
の
舌
苔
を
観
察
し
た
が
︑
こ
の
こ
と
が
図
ら
ず
も
健
康
な
人
の
舌
象
を
研

図 2　和刻本『敖氏傷寒金鏡録』の舌図図 1　薛立斎『敖氏傷寒金鏡録』の舌図
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究
す
る
こ
と
へ
の
大
扉
を
開
く
こ
と
と
な
っ
た
︒
特
に
︑
舌
色
と
舌
苔
を
結

合
し
て
観
察
す
る
方
法
は
︑
後
世
に
大
き
な
影
響
を
与
え
︑
正
常
な
舌
に
対

す
る
研
究
の
発
展
を
促
し
た
︒

　
章
虚
谷
は
「
凡
事
必
以
明
理
為
要
」
と
い
う
立
場
か
ら
︑
正
常
な
人
の
舌

象
に
つ
い
て
検
討
を
進
め
た
︒
彼
は
『
医
門
棒
喝（

11
）

』（
一
八
二
五
年
）
の
中
で
︑

「
蓋
舌
為
心
之
苗
︑
心
属
火
︑
故
其
本
色
紅
也
︒
心
脾
同
気
︑
火
土
相
生
︑
故

胃
気
由
心
脾
発
生
︒
可
知
舌
苔
︑
由
胃
中
生
気
所
現
︑
而
胃
気
由
心
脾
発
生
︒

故
無
病
之
人
︑
常
有
薄
苔
︑
是
胃
中
之
生
気
︑
如
地
上
之
微
草
也
︒
︙
︙
苔

如
地
上
之
草
︑
根
従
下
生
」（
蓋
し
舌
は
心
の
苗
為
り
︑
心
は
火
に
属
す
︑
故
に

其
の
本
色
は
紅
な
り
︒
心
脾
は
同
気
︑
火
土
は
相
生
ず
︑
故
に
胃
気
は
心
脾
由
り
発

生
す
︒
知
る
可
し
︑
舌
苔
は
胃
中
の
生
気
よ
り
現
れ
︑
而
し
て
胃
気
は
心
脾
由
り
発

生
す
る
︒
故
に
無
病
の
人
は
︑
常
に
薄
苔
有
り
︑
是
れ
胃
中
の
生
気
︑
地
上
の
微
草

の
如
く
な
り
︒
︙
︙
苔
は
地
上
の
草
の
如
く
︑
根
は
下
従
り
生
ず
）
と
述
べ
て
い

る
が
︑
こ
れ
は
高
世
栻
の
言
う
「
微
有
胎
者
」
か
ら
︑
さ
ら
に
一
歩
踏
み
込

ん
だ
観
察
で
あ
る
︒
彼
は
舌
苔
と
舌
体
の
関
係
を
観
察
し
︑
正
常
な
舌
苔
に

は
「
根
」
が
あ
る
と
い
う
観
点
を
明
ら
か
に
し
た
︒

　
章
虚
谷
は
ま
た
︑「
故
苔
白
而
舌
尖
︑
舌
本
或
反
紅
甚
也
︒
︙
︙
白
苔
退
︑

而
舌
本
亦
不
紅
矣
︒
若
非
外
邪
︑
但
胃
中
病
︑
其
舌
本
亦
如
常
色
不
变
也
」

（
故
に
苔
白
に
し
て
舌
尖
︑
或
は
舌
本
は
反
っ
て
甚
だ
し
く
紅
な
り
︒
︙
︙
白
苔
は

退
け
ば
︑
舌
本
も
亦
紅
な
ら
ず
︒
若
し
外
邪
非
ざ
れ
ば
︑
但
胃
中
の
病
な
り
︑
其
の

舌
本
も
亦
常
色
の
如
く
︑
変
わ
ら
ざ
る
な
り
）
と
観
察
し
︑
初
め
て
舌
の
「
常

色
」
の
概
念
を
明
ら
か
に
し
た
︒
こ
こ
で
言
う
「
常
色
」
は
︑
上
に
述
べ
て

き
た
赤
い
色
と
は
異
な
っ
て
い
る
︒
病
気
に
な
っ
た
時
︑
舌
は
「
す
こ
ぶ
る

赤
く
」
な
り
︑
病
気
が
治
っ
た
時
に
は
︑
舌
は
「
赤
く
な
い
」
と
こ
ろ
ま
で

回
復
す
る
︒
こ
の
「
赤
く
な
い
」
と
い
う
の
が
「
常
色
」
で
あ
る
︒
こ
の
よ

う
に
︑
章
虚
谷
は
舌
象
の
臨
床
観
察
を
も
と
に
︑
正
常
と
熱
証
の
舌
色
が
ど

ち
ら
も
「
赤
い
」
と
い
う
ジ
レ
ン
マ
か
ら
抜
け
出
す
試
み
を
開
始
し
た
の
で

あ
る
︒

　
そ
の
後
︑
石
寿
棠
が
『
医
原（

12
）

』（
一
八
六
一
年
）
の
中
で
︑
章
虚
谷
の
「
苔

如
地
上
之
微
草
」
の
比
喩
を
「
舌
之
有
苔
︑
如
地
之
有
苔
」（
舌
の
苔
有
る
は
︑

地
の
苔
あ
る
が
如
し
）
に
修
正
し
︑「
地
之
苔
︑
湿
気
上
泛
而
生
︒
舌
之
苔
︑

脾
胃
津
液
上
潮
而
生
」（
地
の
苔
は
︑
湿
気
が
上
泛
し
て
生
ず
︒
舌
の
苔
は
︑
脾

胃
の
津
液
上
潮
し
て
生
ず
）
と
し
た
︒
こ
の
よ
う
に
︑
苔
を
地
の
苔
と
舌
の
苔

に
区
別
し
て
︑
後
に
舌
質
と
舌
苔
の
二
者
を
区
別
し
て
い
く
上
で
の
基
礎
を

築
い
た
の
で
あ
る
︒

　
費
伯
雄
は
『
医
醇
謄
義（

13
）

』（
一
八
六
三
年
）
の
中
で
︑
健
康
な
人
の
舌
苔
は

「
不
膩
亦
不
乾
」
と
し
︑
湿
潤
度
（
津
液
）
の
角
度
か
ら
正
常
な
舌
苔
の
特
徴

を
ま
と
め
た
︒

　
傅
松
元
は
『
舌
胎
統
誌（

14
）

』（
一
八
七
四
年
）
の
中
で
︑
正
常
な
舌
色
は
淡
紅

色
で
あ
る
こ
と
を
挙
げ
た
︒
彼
は
「
舌
色
淡
紅
︑
平
人
之
常
候
」（
淡
紅
は
︑

平
人
の
常
候
な
り
）︑「
淡
紅
者
︑
為
臓
腑
未
受
邪
之
舌
色
也
」（
淡
紅
は
︑
臓
腑

未
だ
邪
を
受
け
て
ざ
る
の
舌
色
為
り
）
と
述
べ
て
︑
さ
ら
に
︑「
今
之
所
論
者
︑
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図 3　『傷寒三十六舌』の「本色」舌図 図 4　『傷寒三十六舌』の「淡紅舌」

図 5　『傷寒三十六舌』の「紅舌」 図 6　『傷寒三十六舌』の「純紅舌」
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偏
重
以
淡
紅
之
舌
︑
弁
別
変
徵
︑
条
分
軽
重
︑
蓋
為
弁
未
至
之
先
兆
︑
雖
非

治
未
病
之
良
工
︑
亦
足
表
明
防
危
之
意
也
」（
今
の
論
ず
る
所
の
者
︑
淡
紅
の
舌

を
以
て
偏
重
し
︑
変
徵
を
弁
別
し
︑
軽
重
を
条
分
す
る
は
︑
蓋
し
未
至
の
先
兆
を
弁

ず
と
為
す
︒
未
病
を
治
す
良
工
に
非
ず
と
雖
も
︑
亦
危
を
防
ぐ
の
意
を
表
明
す
る
に

足
る
）
と
説
明
し
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
初
め
て
紅
（
あ
か
）
舌
で
は
な
く
淡
紅

舌
を
︑
各
種
舌
色
と
の
比
較
の
基
礎
と
し
た
の
で
あ
る
︒
そ
れ
以
前
は
︑
淡

紅
色
は
熱
証
の
診
断
や
︑
虚
証
︑
寒
証
の
診
断
に
も
用
い
ら
れ
︑
そ
の
見
解

は
混
乱
を
極
め
て
い
た
︒

　
数
十
年
に
わ
た
る
健
康
な
人
の
舌
象
観
察
の
蓄
積
の
上
で
︑
周
学
海
は

『
形
色
外
診
簡
摩（

15
）

』（
一
八
九
四
年
）
の
中
で
︑「
舌
質
舌
苔
弁
」
と
い
う
章
を

著
し
︑「
前
人
之
論
舌
診
詳
矣
︑
而
只
論
舌
苔
︑
不
論
舌
質
︒
非
不
論
舌
質
也
︑

混
苔
與
質
而
不
分
也
︒
︙
︙
其
尖
上
紅
粒
細
於
粟
者
︑
心
気
挾
命
門
真
火
而

鼓
起
者
也
︒
其
正
面
白
色
軟
刺
如
豪
毛
者
︑
肺
気
挾
命
門
真
火
而
生
所
出
也
︒

至
於
苔
︑
乃
胃
気
之
所
備
蒸
」（
前
人
の
論
は
舌
診
に
詳
し
︑
而
れ
ど
も
只
舌
苔

を
論
じ
︑
舌
質
を
論
ぜ
ず
︒
舌
質
を
論
ぜ
ざ
る
に
非
ず
︑
苔
と
質
を
混
じ
て
分
か
た

ざ
る
な
り
︒
︙
︙
其
の
尖
上
の
紅
粒
粟
よ
り
細
な
る
も
の
は
︑
心
気
命
門
の
真
火
を

挾
み
︑
而
し
て
鼓
起
す
る
も
の
な
り
︒
其
の
正
面
の
白
色
軟
刺
の
毫
毛
の
如
き
も
の

は
︑
肺
気
命
門
の
真
火
を
挾
み
︑
而
し
て
生
じ
出
づ
る
も
の
な
り
︒
苔
に
至
れ
ば
︑

乃
ち
胃
気
の
備
蒸
す
る
所
な
り
）
と
記
し
て
い
る
︒

　
周
学
海
の
言
う
舌
質
と
は
何
だ
ろ
う
か
？
　
そ
れ
は
︑
先
人
言
う
と
こ
ろ

の
「
地
」
で
あ
る
︒
周
学
海
は
「
地
」
の
上
に
二
つ
の
構
造
が
あ
る
の
を
発

見
し
た
︒
周
学
海
の
論
述
に
よ
る
と
︑
舌
粘
膜
の
表
面
で
数
が
最
も
多
い
の

は
二
種
類
の
舌
乳
頭
で
あ
る
こ
と
が
そ
の
描
写
か
ら
読
み
取
れ
る
︒
一
つ
は

舌
の
先
に
あ
る
粟
粒
の
よ
う
に
小
さ
い
赤
い
点
で
︑
茸
状
乳
頭
に
あ
た
る
︒

周
学
海
は
こ
れ
を
「
心
気
が
命
門
の
真
火
と
合
わ
さ
っ
て
鼓
舞
さ
れ
た
」
と

記
し
た
︒
も
う
一
つ
は
舌
背
の
粘
膜
の
︑
毫
毛
の
よ
う
な
白
い
柔
ら
か
い
突

起
で
︑
糸
状
乳
頭
に
あ
た
る
︒
周
学
海
は
こ
れ
を
「
肺
気
が
命
門
の
真
火
と

合
わ
さ
っ
て
生
え
出
る
」
と
記
し
た
︒
章
虚
谷
が
発
見
し
た
「
苔
は
地
面
の

草
の
如
し
」
と
い
う
基
礎
の
上
に
︑
周
学
海
は
「
地
」（
舌
質
）
と
「
草
」（
舌

苔
）
の
両
者
を
そ
れ
ぞ
れ
観
察
し
︑
つ
い
に
舌
質
と
舌
苔
を
区
別
し
て
認
識

す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
︒

　
清
代
の
末
︑
民
国
初
年
は
︑
中
医
学
と
西
洋
医
学
が
合
流
し
た
時
代
で
あ

る
︒
こ
の
頃
か
ら
正
常
な
舌
象
の
研
究
に
西
洋
医
学
の
内
容
を
導
入
す
る
こ

と
が
始
ま
っ
た
︒
例
え
ば
︑
何
廉
臣
は
『
感
症
宝
箋
』（
一
九
一
二
年
）
の
中

で
︑「
舌
苔
：
正
常
之
舌
︑
以
口
腔
分
泌
物
之
掩
︑
故
有
一
種
之
光
沢
」
と
書

い
て
い
る
︒
曹
炳
章
の
『
彩
図
　
弁
舌
指
南
』
は
︑
舌
診
の
集
大
成
の
書
と

さ
れ
て
い
る
が
︑
そ
の
中
で
正
常
な
舌
象
を
「
如
平
人
無
病
常
苔
︑
宜
舌
地

淡
紅
︑
舌
苔
微
白
隠
紅
︑
須
要
紅
潤
内
充
︑
白
苔
不
厚
︑
或
略
厚
有
底
︒
然

皆
乾
湿
得
中
︑
斯
為
無
病
之
苔
」（
平
人
無
病
の
常
苔
の
如
き
は
︑
ほ
と
ん
ど
舌

地
は
淡
紅
︑
舌
苔
は
微
白
に
し
て
隠
紅
︑
須
く
紅
潤
内
充
し
︑
白
苔
は
厚
か
ら
ず
︑

或
は
や
や
厚
く
︑
底
有
る
を
要
す
︒
然
し
て
皆
乾
湿
中
を
得
る
は
︑
斯
れ
無
病
の
苔

と
為
す
）
と
総
括
し
て
い
る（

16
）

︒
曹
炳
章
は
さ
ら
に
異
な
る
体
質
や
性
情
別
の
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偏
重
以
淡
紅
之
舌
︑
弁
別
変
徵
︑
条
分
軽
重
︑
蓋
為
弁
未
至
之
先
兆
︑
雖
非

治
未
病
之
良
工
︑
亦
足
表
明
防
危
之
意
也
」（
今
の
論
ず
る
所
の
者
︑
淡
紅
の
舌

を
以
て
偏
重
し
︑
変
徵
を
弁
別
し
︑
軽
重
を
条
分
す
る
は
︑
蓋
し
未
至
の
先
兆
を
弁

ず
と
為
す
︒
未
病
を
治
す
良
工
に
非
ず
と
雖
も
︑
亦
危
を
防
ぐ
の
意
を
表
明
す
る
に

足
る
）
と
説
明
し
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
初
め
て
紅
（
あ
か
）
舌
で
は
な
く
淡
紅

舌
を
︑
各
種
舌
色
と
の
比
較
の
基
礎
と
し
た
の
で
あ
る
︒
そ
れ
以
前
は
︑
淡

紅
色
は
熱
証
の
診
断
や
︑
虚
証
︑
寒
証
の
診
断
に
も
用
い
ら
れ
︑
そ
の
見
解

は
混
乱
を
極
め
て
い
た
︒

　
数
十
年
に
わ
た
る
健
康
な
人
の
舌
象
観
察
の
蓄
積
の
上
で
︑
周
学
海
は

『
形
色
外
診
簡
摩（

15
）

』（
一
八
九
四
年
）
の
中
で
︑「
舌
質
舌
苔
弁
」
と
い
う
章
を

著
し
︑「
前
人
之
論
舌
診
詳
矣
︑
而
只
論
舌
苔
︑
不
論
舌
質
︒
非
不
論
舌
質
也
︑

混
苔
與
質
而
不
分
也
︒
︙
︙
其
尖
上
紅
粒
細
於
粟
者
︑
心
気
挾
命
門
真
火
而

鼓
起
者
也
︒
其
正
面
白
色
軟
刺
如
豪
毛
者
︑
肺
気
挾
命
門
真
火
而
生
所
出
也
︒

至
於
苔
︑
乃
胃
気
之
所
備
蒸
」（
前
人
の
論
は
舌
診
に
詳
し
︑
而
れ
ど
も
只
舌
苔

を
論
じ
︑
舌
質
を
論
ぜ
ず
︒
舌
質
を
論
ぜ
ざ
る
に
非
ず
︑
苔
と
質
を
混
じ
て
分
か
た

ざ
る
な
り
︒
︙
︙
其
の
尖
上
の
紅
粒
粟
よ
り
細
な
る
も
の
は
︑
心
気
命
門
の
真
火
を

挾
み
︑
而
し
て
鼓
起
す
る
も
の
な
り
︒
其
の
正
面
の
白
色
軟
刺
の
毫
毛
の
如
き
も
の

は
︑
肺
気
命
門
の
真
火
を
挾
み
︑
而
し
て
生
じ
出
づ
る
も
の
な
り
︒
苔
に
至
れ
ば
︑

乃
ち
胃
気
の
備
蒸
す
る
所
な
り
）
と
記
し
て
い
る
︒

　
周
学
海
の
言
う
舌
質
と
は
何
だ
ろ
う
か
？
　
そ
れ
は
︑
先
人
言
う
と
こ
ろ

の
「
地
」
で
あ
る
︒
周
学
海
は
「
地
」
の
上
に
二
つ
の
構
造
が
あ
る
の
を
発

舌
象
の
特
徴
を
ま
と
め
て
お
り
︑
そ
の
内
容
は
︑
快
活
勇
敢
な
人
︑
憂
鬱
な

人
︑
強
壮
体
︑
薄
弱
体
︑
中
等
質
︑
肺
癆
質
︑
卒
中
質
︑
神
経
質
な
ど
に
わ

た
っ
て
い
る
︒

　
一
九
三
〇
年
︑
秦
伯
未
は
『
診
断
学
講
義（

17
）

』
の
中
で
︑
正
常
な
舌
象
に
つ

い
て
「
夫
舌
色
当
紅
︑
紅
不
嬌
艶
︒
其
質
当
沢
︑
沢
非
光
滑
︒
其
象
当
毛
︑

毛
無
芒
刺
︒
必
得
淡
紅
上
有
薄
白
之
苔
︑
方
是
無
病
之
徴
」（
夫
れ
舌
色
は
当

に
紅
な
る
も
︑
紅
は
嬌
艶
な
ら
ず
︒
其
の
質
は
当
に
沢
な
る
も
︑
沢
は
光
滑
に
非
ず
︒

其
の
象
は
当
に
毛
な
る
も
︑
毛
は
芒
刺
無
し
︒
必
ず
淡
紅
の
上
に
薄
白
の
苔
有
る
を

得
て
︑
は
じ
め
て
是
れ
無
病
の
徴
な
り
）
と
総
括
し
て
い
る
が
︑
こ
れ
は
現
在

の
中
医
舌
診
学
が
正
常
な
舌
象
を
「
淡
紅
舌
︑
薄
白
苔
」
と
簡
潔
に
表
現
す

る
根
拠
と
な
っ
て
い
る
︒

　
こ
れ
を
も
っ
て
︑
つ
い
に
中
医
は
︑
視
覚
観
察
力
を
基
礎
に
し
た
正
常
な

舌
象
に
つ
い
て
の
認
知
過
程
の
道
を
歩
み
終
え
た
の
で
あ
る
︒
こ
れ
は
中
医

が
初
め
て
一
つ
の
局
部
器
官
に
対
し
て
行
っ
た
︑
か
く
も
長
期
に
わ
た
る
丹

念
な
観
察
の
成
果
で
あ
っ
た
︒
そ
れ
は
マ
ク
ロ
と
し
て
の
五
行
と
ミ
ク
ロ
と

し
て
の
舌
組
織
を
結
合
さ
せ
て
︑
新
し
い
診
断
理
論
を
構
築
し
た
も
の
で
あ

り
︑
か
つ
臨
床
に
お
い
て
も
ユ
ニ
ー
ク
な
特
色
を
持
つ
診
断
価
値
を
創
り
出

し
た
の
で
あ
る
︒

　
中
国
清
代
の
『
傷
寒
舌
鑑
』
以
後
の
舌
診
研
究
は
ほ
と
ん
ど
日
本
に
影
響

を
与
え
な
か
っ
た
の
で
︑
現
在
の
資
料
調
査
で
は
︑
中
国
に
あ
る
よ
う
な
正

常
な
舌
象
に
関
す
る
研
究
内
容
は
見
つ
け
ら
れ
て
い
な
い
︒
し
か
し
︑
日
本

（
漢
方
医
学
）
で
最
も
広
く
伝
え
ら
れ
て
い
る
池
田
家
痘
疹
の
舌
診
書
の
中
に
︑

病
気
の
際
の
異
常
な
舌
乳
頭
の
変
化
を
描
い
た
舌
診
図
が
あ
る
（
図
７
︑８
）︒

そ
れ
は
︑
中
国
︑
日
本
の
医
師
が
と
も
に
︑
病
的
状
態
の
舌
苔
（
舌
粘
膜
上
の

付
着
物
）
と
生
理
構
造
と
し
て
の
舌
乳
頭
（
舌
粘
膜
）
と
の
関
係
に
注
目
し
て

い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒

　

二
、
正
常
な
舌
象
研
究
の
問
題
の
検
討

　
中
国
の
四
診
の
中
で
︑
最
も
代
表
的
な
の
は
脈
診
と
舌
診
で
あ
る
︒
脈
診

の
歴
史
は
長
く
︑
こ
の
長
い
歴
史
の
中
で
多
く
の
資
料
は
散
逸
し
て
し
ま
っ

た
︒
一
方
︑
舌
診
は
元
代
以
降
に
な
っ
て
普
及
し
た
診
察
方
法
で
あ
り
︑
研

究
の
記
録
も
多
く
残
さ
れ
て
い
る
の
で
︑
舌
診
の
歴
史
は
我
々
が
中
医
診
断

学
の
発
展
過
程
と
そ
の
特
徴
を
探
求
す
る
上
で
一
つ
の
サ
ン
プ
ル
と
な
り
得

る
︒
正
常
な
舌
色
の
認
識
過
程
を
整
理
す
る
中
で
︑
筆
者
は
二
つ
の
問
題
を

措
定
し
︑
検
討
を
行
っ
た
︒

（
一
）
な
ぜ
舌
象
の
認
識
は
、
臓
象
理
論
を
基
礎
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
か

　
歴
史
上
最
も
早
く
傷
寒
病
の
「
舌
上
胎
」
に
対
し
て
分
析
を
行
っ
た
成
無

己
は
︑
そ
の
書
の
中
で
舌
苔
の
変
化
を
論
じ
た
が
︑
舌
色
の
内
容
に
は
触
れ

て
い
な
か
っ
た
︒
し
か
も
︑
当
時
は
す
で
に
︑
舌
苔
が
黄
色
や
黒
色
に
変
色

す
る
こ
と
は
邪
熱
内
結
の
証
拠
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
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成
無
己
は
ど
う
し
て
「
傷
寒
懊
憹
」
や
「
傷
寒
衄
血
」
の
よ
う
に
直
接
傷

寒
病
の
舌
苔
の
論
述
を
せ
ず
︑
先
に
「
舌
は
心
の
官
︑
南
方
の
火
に
応
じ
」

と
い
う
︑
臓
象
理
論
に
話
を
持
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
？
　
以
下
に
そ

の
説
明
を
試
み
よ
う
︒

　
い
わ
ゆ
る
臓
象
は
︑
二
つ
の
概
念
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
︒
一
つ
は
「
臓
」︑

も
う
一
つ
は｢

象｣

で
あ
り
︑
中
国
古
代
の
哲
学
の
概
念
「
体
用
」
を
医
学

の
方
面
に
具
体
的
に
応
用
し
た
も
の
で
︑
臓
象
学
説
の
認
識
論
で
も
あ
る
︒

　
体
用
と
は
中
国
哲
学
上
の
概
念
で
︑
本
体
と
作
用
の
略
称
で
あ
り
︑
本
質

と
そ
の
現
象
の
意
を
表
し
︑
現
象
の
内
奥
に
そ
の
根
源
者
︑
本
質
を
見
よ
う

と
す
る
考
え
方
で
あ
る
︒
体
用
論
が
中
国
思
想
史
上
︑
重
要
な
課
題
と
な
っ

た
の
は
︑
宋
代
以
後
で
あ
る
︒
存
在
の
本
質
を
「
本
体
」
と
い
う
︑
そ
の
発

現
を
作
用
と
い
う
︒
体
用
の
概
念
は
︑
中
国
哲
学
の
中
に
極
め
て
重
要
な
も

の
で
あ
る（

18
）

︒

　
臓
象
理
論
の
中
で
︑
臓
は
人
体
の
構
造
を
指
す
言
葉
で
︑
身
体
を
構
成
す

る
「
形
」
の
部
分
で
あ
り
︑「
体
」
の
範
疇
に
属
し
︑
最
も
根
本
的
︑
内
在
的
︑

本
質
的
な
も
の
で
あ
る
︒
象
は
人
体
の
生
命
活
動
を
指
す
言
葉
で
︑
身
体
を

構
成
す
る
「
能
」
の
部
分
で
あ
り
︑「
用
」
の
範
疇
に
属
す
る
︒「
体
」
の
外

在
的
表
現
で
あ
り
︑
表
象
で
あ
る
︒
唐
代
の
崔
憬
曰
く
︑「
凡
天
地
万
物
︑
皆

有
形
質
︒
就
形
質
之
中
︑
有
体
有
用
︒
体
者
即
形
質
也
︒
用
者
即
形
質
上
之

妙
用
也
」（
凡
そ
天
地
万
物
︑
皆
形
質
有
り
︒
就
き
て
形
質
の
中
に
︑
体
有
り
︑
用

有
り
︒
体
と
は
即
ち
形
質
な
り
︒
用
と
は
︑
即
ち
形
質
の
上
の
妙
用
な
り（

19
）

）
で
あ

図 8　『池田先生唇舌図』の舌心微黒舌図 7　『池田先生唇舌図』の斑点舌
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り
︑
程
頣
は
『
伊
川
易
伝（

20
）

』
の
序
で
︑「
至
微
者
理
也
︑
至
著
者
象
也
︒
体
用

一
源
︑
顕
微
無
間
」（
至
っ
て
微
か
な
る
も
の
は
理
な
り
︒
至
っ
て
著
れ
た
る
も

の
は
象
な
り
︒
体
用
は
源
を
一
に
し
︑
顕
微
は
間
無
し
）
と
述
べ
て
い
る
︒

　
こ
の
二
つ
の
叙
述
は
︑
臓
象
学
説
の
中
の
︑「
臓
」
と
「
象
」
の
関
係
︑
な

ら
び
に
そ
れ
ぞ
れ
の
用
途
を
示
し
て
い
る
︒
中
医
は
「
至
著
」
の
象
を
通
し

て
臓
の
「
至
微
」
の
理
を
認
識
す
る
の
で
あ
り
︑
こ
れ
に
よ
り
身
体
の
中
の

最
も
根
本
的
︑
内
在
的
︑
本
質
的
な
も
の
を
把
握
す
る
の
で
あ
る
︒『
黄
帝
内

経
』
の
中
で
は
︑
一
つ
の
臓
を
め
ぐ
っ
て
多
数
の
象
が
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら

れ
て
い
る
︒
例
え
ば
︑
心
の
象
は
赤
色
︑
苦
︑
南
方
︑
熱
︑
火
な
ど
で
あ
る
︒

中
医
は
そ
れ
ぞ
れ
の
象
に
よ
っ
て
︑
心
と
い
う
「
体
」
の
「
理
」
を
総
括
し

て
い
る
︒

　
臓
象
の
認
知
モ
デ
ル
に
基
づ
い
て
︑
先
人
は
︑
人
体
の
新
し
い
知
識
を
探

求
す
る
時
︑
必
ず
理
の
基
礎
の
上
で
行
う
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
︒
そ

う
で
な
け
れ
ば
︑
新
し
い
知
識
は
根
っ
こ
の
な
い
木
に
な
っ
て
し
ま
い
︑
も

と
も
と
あ
る
知
識
と
「
顕
微
無
間
」
た
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
︒
当
時
︑

傷
寒
病
熱
証
の
治
療
を
実
践
す
る
中
で
︑
黄
苔
と
黒
苔
の
火
熱
病
機
は
証
明

さ
れ
て
は
い
た
が
︑
ま
だ
理
に
よ
る
理
論
的
な
支
持
は
得
ら
れ
て
い
な
か
っ

た
︒
火
熱
の
色
は
赤
で
あ
り
︑
黄
色
や
黒
色
で
は
な
い
︒
成
無
己
が
舌
「
本

紅
に
し
て
沢
な
り
」
の
見
解
を
出
す
や
い
な
や
︑
た
だ
ち
に
支
持
を
集
め
た

の
も
︑
ま
さ
に
こ
の
た
め
で
あ
る
︒
彼
は
臓
象
理
論
を
使
っ
て
︑
舌
苔
の
依

る
と
こ
ろ
の
舌
と
︑
心
︑
火
︑
紅
色
と
の
間
の
体
用
関
係
を
証
明
し
た
か
ら

で
あ
る
︒

　
臓
象
学
説
は
︑
中
医
の
人
体
生
理
に
対
す
る
認
識
を
総
括
し
た
も
の
で
あ

り
︑
そ
の
主
体
と
な
る
知
識
は
︑『
黄
帝
内
経
』
の
時
代
に
す
で
に
確
立
さ
れ

て
い
た
︒
宋
代
以
降
に
な
っ
て
︑
も
う
一
つ
の
「
体
」
の
認
識
が
始
ま
っ
た
︒

す
な
わ
ち
病
証
を
説
明
す
る
病
機
学
説
で
あ
る
︒
そ
の
契
機
と
な
っ
た
の
は

宋
代
︑
陳
言
の
『
三
因
極
一
病
証
方
論
』（
一
一
七
四
年
）
で
あ
る
︒
ほ
ど
な

く
し
て
︑
こ
の
分
野
を
代
表
す
る
金
︑
元
代
の
医
家
︑
劉
完
素
（
一
一
一
〇
～

一
二
〇
〇
年
頃
）
が
登
場
し
た
︒
こ
の
時
︑
新
し
い
病
機
の
認
識
は
︑
ど
の
よ

う
に
し
て
旧
来
の
理
︑
即
ち
臓
象
学
説
の
支
持
を
得
て
︑
一
つ
の
大
き
な

テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
舌
診
を
例
に
分
析
を
試
み
た
い
︒

　
歴
史
上
最
も
早
く
舌
象
の
分
析
を
行
っ
た
成
無
己
は
︑
熱
証
の
際
に
舌
の

上
に
黒
苔
が
出
現
す
る
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
説
明
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
？

　『
傷
寒
明
理
論
』
で
は
︑「
若
舌
上
色
黒
者
︑
又
為
熱
之
極
也
」（
若
し
舌
上

色
黒
き
も
の
は
︑
又
熱
の
極
み
と
為
す
）︒『
黄
帝
内
経
』
で
は
︑「
熱
病
口
乾
舌

黒
者
死
︒
以
心
為
君
主
之
官
︑
開
竅
于
舌
︒
黒
為
腎
色
︑
見
于
心
部
︒
心
者

火
︑
腎
者
水
︑
邪
熱
已
極
︑
鬼
賊
相
刑
︑
故
知
必
死
」（
熱
病
の
口
乾
き
︑
舌

黒
き
も
の
は
死
す
︒
心
は
君
主
の
官
た
る
を
以
て
︑
舌
に
開
竅
す
︒
黒
は
腎
色
た
り
︑

心
部
に
見
ね
る
︒
心
は
火
な
り
︑
腎
は
水
な
り
︑
邪
熱
は
已
に
極
ま
り
︑
鬼
賊
は
相

刑
す
︑
故
に
必
ず
死
す
る
を
知
る（

21
）

）
と
そ
れ
ぞ
れ
述
べ
て
い
る
︒

　
臓
象
理
論
の
中
で
は
︑
腎
は
水
に
属
し
︑
水
は
寒
で
あ
り
︑
黒
は
腎
臓
の

色
で
あ
る
︒
推
論
に
基
づ
く
と
︑
黒
は
寒
と
な
る
︒
こ
の
場
合
︑
熱
証
に
お
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い
て
水
の
色
が
出
現
す
る
こ
と
に
な
り
︑
理
屈
に
合
わ
な
い
︒
成
無
己
は
こ

れ
を
説
明
で
き
な
く
な
り
︑「
鬼
賊
相
刑
」
と
い
う
言
い
方
で
お
茶
を
濁
し
て

い
る
︒
上
述
の
よ
う
に
︑
成
無
己
は
臓
象
学
説
を
運
用
し
︑
舌
紅
︱
心
︱
火

熱
病
証
の
関
係
を
確
立
し
︑
新
し
い
病
機
認
識
の
第
一
歩
を
完
成
し
た
︒
し

か
し
︑
本
来
脾
に
属
す
べ
き
黄
色
の
舌
苔
︑
腎
に
属
す
べ
き
黒
色
の
舌
苔
に

つ
い
て
は
︑
ど
の
よ
う
に
し
て
火
熱
病
機
と
関
連
付
け
ら
れ
る
の
だ
ろ
う

か
？

　
劉
完
素
は
︑「
亢
害
承
制
」
理
論
で
こ
の
難
題
を
解
決
し
た
︒
例
え
ば
「
鬱
」

と
い
う
病
症
で
出
て
く
る
︑
従
来
の
理
屈
と
は
合
わ
な
い
状
況
に
つ
い
て
︑

劉
完
素
は
︑「
鬱
︑
怫
鬱
也
︑
結
滞
壅
塞
而
気
不
通
暢
︒
所
謂
熱
甚
則
腠
理
閉

密
而
鬱
結
也
︑
如
火
錬
物
︑
熱
極
相
合
︑
而
不
能
相
離
︑
故
鬱
熱
則
閉
塞
而

不
通
暢
也
︒
然
寒
水
主
于
閉
蔵
︑
而
今
反
属
熱
者
︑
謂
火
熱
亢
極
︑
則
反
兼

水
化
制
之
故
也
」（
鬱
と
は
︑
怫
鬱
な
り
︑
結
滞
壅
塞
し
て
気
は
通
暢
せ
ず
︒
所

謂
熱
甚
だ
し
け
れ
ば
︑
則
ち
腠
理
は
閉
密
し
て
鬱
結
す
る
な
り
︑
火
の
物
を
錬
る
が

如
く
︑
熱
極
ま
り
相
合
し
て
相
離
る
る
能
め
ず
︑
故
に
鬱
熱
す
れ
ば
︑
則
ち
閉
塞
し

通
暢
せ
ざ
る
な
り
︒
然
る
に
寒
水
は
閉
蔵
を
主
る
も
︑
而
も
今
は
反
っ
て
熱
に
属
す

る
は
︑
謂
う
に
火
熱
亢
極
す
れ
ば
︑
則
ち
反
っ
て
水
化
を
兼
ね
て
之
を
制
す
る
が
故

な
り（

22
）

）
と
説
明
し
て
い
る
︒

　
こ
の
一
文
は
二
つ
の
事
実
を
説
明
し
て
い
る
︒
一
つ
に
は
︑「
鬱
」
と
い
う

病
症
で
は
︑
腠
理
が
固
く
閉
ま
る
と
い
う
現
象
が
出
る
の
だ
が
︑
証
に
基
づ

く
観
察
に
よ
る
と
︑
こ
れ
は
体
内
の
熱
が
引
き
起
こ
す
も
の
で
あ
る
︒
二
つ

に
は
︑
臓
象
理
論
の
中
で
は
︑「
固
く
閉
ま
る
」
と
い
う
概
念
に
近
い
の
は

「
閉
蔵
」
で
あ
る
が
︑
閉
蔵
に
は
寒
水
の
特
性
が
あ
る
の
で
︑
こ
の
二
つ
の
事

実
は
体
用
不
合
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
︒
劉
完
素
は
こ
の
二
者
を
関
係
づ

け
る
た
め
に
︑「
変
化
」
と
い
う
要
素
を
加
味
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
︒『
黄

帝
内
経
』
の
中
で
は
︑
気
の
変
化
を
説
明
す
る
理
論
は
五
運
六
気
で
あ
る
︒

劉
完
素
は
︑
病
機
十
九
条
と
五
運
六
気
を
結
合
さ
せ
︑
伝
統
的
な
臓
象
理
論

と
︑
新
し
く
発
見
し
た
臨
床
で
の
事
実
と
の
整
合
性
を
持
た
せ
て
い
っ
た
の

で
あ
る
︒
同
様
の
例
は
︑
劉
完
素
の
著
作
中
に
数
多
く
見
ら
れ
る
︒

　『
敖
氏
傷
寒
金
鏡
録
』
も
ま
た
「
亢
害
承
制
」
を
用
い
て
説
明
し
て
い
る
︒

例
え
ば
︑「
中
焙
舌
」
の
条
で
は
︑「
舌
見
純
紅
︑
内
有
黒
形
如
小
舌
者
︑
乃

邪
熱
結
于
裏
也
︑
君
火
熾
盛
︑
反
兼
水
化
」（
舌
純
紅
を
見
し
︑
内
に
黒
形
小
舌

の
如
き
有
る
と
き
は
︑
乃
ち
邪
熱
が
裏
に
結
す
る
な
り
︒
君
火
は
熾
盛
し
︑
反
っ
て

水
化
を
兼
ぬ
）︒「
紅
星
舌
」
の
条
で
は
︑「
舌
見
淡
紅
︑
中
有
大
紅
星
者
︑
乃

少
陰
君
火
熱
之
盛
也
︒
所
不
勝
者
︑
仮
火
勢
以
侮
脾
土
」（
舌
淡
紅
を
見
し
︑

中
に
大
紅
星
有
る
と
き
は
︑
乃
ち
少
陰
君
火
の
熱
盛
ん
な
り
︒
勝
た
ざ
る
所
の
者
︑

火
勢
を
仮
り
て
以
て
脾
土
を
侮
る
）︒「
裏
圏
舌
」
の
条
で
は
︑「
舌
見
紅
色
︑
内

有
乾
硬
黒
色
︑
形
如
小
長
舌
︑
有
刺
者
︑
此
熱
毒
熾
甚
︑
堅
結
大
腸
︑
金
受

火
制
︑
不
能
平
木
故
也
」（
舌
紅
色
を
見
し
︑
内
に
乾
硬
の
黒
色
有
り
︑
形
は
小

き
長
舌
の
如
く
︑
刺
有
る
と
き
は
︑
此
れ
熱
毒
は
熾
ん
な
る
こ
と
甚
だ
し
く
︑
大
腸

を
堅
結
し
︑
金
は
火
の
制
す
る
を
受
け
︑
木
を
平
か
に
す
る
能
わ
ざ
る
が
故
な
り（

23
）

）

と
述
べ
て
い
る
︒
こ
れ
に
よ
り
舌
の
上
に
ど
ん
な
色
が
現
れ
て
も
五
臓
の
生



正常な舌象の歴史的な認識過程とその問題の検討

243

克
乗
侮
関
係
に
基
づ
い
た
理
論
上
の
支
持
が
得
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
︑
病
機

学
説
の
自
由
な
発
展
の
可
能
性
を
大
き
く
押
し
広
げ
た
の
で
あ
る
︒

　
劉
完
素
は
こ
の
認
識
方
法
を
も
と
に
︑
六
気
化
火
学
説
を
う
ち
立
て
た
︒

六
気
化
火
の
病
機
理
論
も
ま
た
舌
診
に
「
理
」
の
根
拠
を
与
え
る
も
の
と

な
っ
た
︒
真
剣
に
舌
の
赤
色
を
観
察
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
っ
て
︑
舌
象
も

次
第
に
外
感
病
機
を
分
析
す
る
最
も
重
要
な
根
拠
と
な
っ
て
い
っ
た
︒

　
そ
れ
で
は
︑
舌
診
の
認
識
過
程
に
お
い
て
︑
臓
象
理
論
の
意
義
は
ど
こ
に

あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
？

　
臓
象
の
基
礎
と
中
核
は
整
体
観
で
あ
り
︑
臓
象
は
五
つ
に
分
類
さ
れ
る
が
︑

相
互
に
助
け
合
い
︑
制
約
し
合
う
関
係
が
あ
る
の
で
︑
分
離
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
も
の
と
み
る
︒
臓
象
理
論
に
基
づ
く
こ
と
に
よ
っ
て
︑
舌
診
と
い
う

一
局
部
器
官
を
対
象
と
し
た
研
究
に
︑
整
体
観
︑
つ
ま
り
身
体
全
体
を
見
て

い
く
と
い
う
大
き
な
方
向
性
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
︒

　
舌
診
の
研
究
に
お
い
て
︑
宋
元
時
代
以
降
に
発
展
し
て
き
た
病
機
学
説
を

分
析
す
る
と
︑
い
か
に
し
て
臓
象
理
論
の
齟
齬
を
回
避
し
つ
つ
︑
生
理
と
し

て
の
臓
象
知
識
と
疾
病
の
病
機
知
識
の
「
顕
微
無
間
」
の
過
程
で
︑
学
術
の

継
承
と
発
展
を
実
現
し
て
き
た
の
か
が
う
か
が
え
る
︒

　
日
本
に
お
い
て
は
︑
江
戸
時
代
に
は
二
つ
の
医
学
理
念
が
現
れ
た
︒
一
つ

は
︑
医
学
研
究
の
目
的
は
病
を
治
す
こ
と
で
あ
る
と
認
め
て
︑『
傷
寒
論
』
が

治
療
の
基
礎
で
あ
る
と
し
て
古
方
派
を
形
成
し
た
︒
代
表
人
物
は
吉
益
東
洞

で
あ
る
︒
も
う
一
つ
は
︑
医
学
研
究
の
目
的
は
人
体
を
認
識
す
る
こ
と
で
あ

る
と
考
え
︑
解
剖
学
が
医
学
の
基
礎
で
あ
る
と
し
て
日
本
の
現
代
医
学
の
ド

ア
を
開
い
た
︒
代
表
人
物
は
山
脇
東
洋
で
あ
る
︒
こ
れ
に
よ
り
︑
日
本
の
医

学
は
理
念
上
の
︑
分
岐
が
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
︒

　
古
方
派
の
吉
益
東
洞
は
中
医
の
臓
象
理
論
を
排
除
す
る
こ
と
を
主
張
し
た
︒

た
し
か
に
︑
臓
象
理
論
を
排
除
す
る
こ
と
で
︑
古
方
派
は
際
立
っ
た
個
性
を

持
っ
た
が
︑
そ
の
個
性
は
整
体
観
を
脱
し
て
︑
局
部
観
察
の
領
域
に
入
っ
た

の
で
あ
る
︒
例
え
ば
︑
古
方
派
の
代
表
的
存
在
で
あ
る
吉
益
東
洞
は
「
莽
使

太
医
尚
方
與
巧
屠
共
刳
剝
之
︑
度
量
五
臓
︑
以
竹
筳
導
其
脈
︑
知
所
終
始
︑

云
可
以
治
病
︒
為
則
曰
：
疾
医
息
而
陰
陽
医
繁
︑
陰
陽
医
繁
而
穿
鑿
弥
甚
︑

而
治
療
愈
惑
︒
悲
夫
︑
知
毒
之
所
在
︑
而
不
拘
五
臓
︑
因
脈
之
動
静
︑
而
毒

之
多
少
︑
如
斯
耳
︒
量
度
五
臓
経
脈
︑
知
所
終
始
︑
於
治
無
益（

24
）

」
と
記
し
︑

さ
ら
に
︑「
陰
陽
医
者
以
臆
論
之
︑
故
無
徴
焉
︒
是
謂
之
有
論
無
実（

25
）

」
と
︑
陰

陽
の
観
念
を
大
事
に
す
る
中
国
の
医
者
を
批
判
し
た
︒

　
吉
益
東
洞
は
病
を
起
こ
す
「
毒
」
を
中
心
に
し
て
︑
局
部
の
証
拠
︑
と
く

に
腹
部
の
証
拠
を
廻
っ
て
治
療
を
展
開
し
た
︒
彼
は
『
医
断（

26
）

』
の
中
で
「
先

証
而
不
先
脈
︑
先
腹
而
不
先
証
也
」︑「
腹
者
有
生
之
本
︑
故
百
病
根
於
此
焉
︑

是
以
診
病
必
候
其
腹
︑
外
証
次
之
」
と
述
べ
た
︑
中
国
の
整
体
観
念
に
お
け

る
全
人
診
察
の
「
四
診
合
参
」
か
ら
離
れ
て
︑
特
に
脈
診
を
廃
止
し
て
︑
病

だ
け
に
目
を
向
け
て
い
る
局
部
診
断
に
歩
み
出
し
た
（
図
９
︱
11
）︒

　
清
代
以
後
の
中
医
学
も
日
本
と
同
様
な
問
題
に
直
面
し
︑
残
念
な
が
ら
︑
正

常
な
舌
象
に
対
す
る
認
識
が
掘
り
下
げ
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
︒



244

（
二
）
淡
紅
舌
の
認
識
過
程
で
明
ら
か
に
な
っ
た
視
覚
情
報
伝
達
の
困
難
さ

　
正
常
な
舌
象
の
認
識
過
程
の
中
で
︑
最
も
困
難
な
の
は
正
常
な
舌
色
の
確

定
で
あ
る
︒

　
成
無
己
は
︑
正
常
な
舌
色
は
紅
色
で
あ
る
と
打
ち
出
し
は
し
た
が
︑
こ
れ

は
五
行
に
よ
る
分
類
の
角
度
か
ら
論
述
し
た
に
す
ぎ
な
い
︒
彼
の
比
較
し
た

色
は
︑
黄
色
︑
黒
色
︑
白
色
︑
青
色
の
み
を
対
象
と
し
て
お
り
︑
実
際
の
舌

に
発
生
し
た
色
で
は
な
い
の
で
︑
筆
者
は
こ
れ
を
理
論
舌
色
と
呼
ぶ
こ
と
に

す
る
︒

　
一
番
早
く
淡
紅
舌
に
つ
い
て
記
述
が
あ
る
の
は
『
敖
氏
傷
寒
金
鏡
録
』
で

図 9　『東洞先生腹診伝（27）』腹診図（例 1）

図 11　『東洞先生腹診伝』の腹診図（例 3）

図 10　『東洞先生腹診伝』の腹診図（例 2）
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あ
る
︒
こ
の
本
の
中
で
淡
紅
舌
に
つ
い
て
記
述
が
見
ら
れ
る
の
は
以
下
の
よ

う
に
︑
第
五
舌
︑
第
七
舌
︑
第
二
十
六
舌
の
三
箇
所
で
あ
る（

28
）

︒

第
五
舌
　「
紅
星
舌
　
舌
見
淡
紅
︑
中
有
大
紅
星
者
︑
乃
少
陰
君
火
熱
之

盛
也
︒
所
不
勝
者
︑
仮
火
勢
以
侮
脾
土
︑
将
欲
発
黄
之
候
︒
宜
用
茵
蔯

五
苓
散
治
之
︒」（
舌
淡
紅
を
見
し
︑
中
に
大
紅
星
あ
る
と
き
は
︑
乃
ち
少
陰

君
火
の
熱
が
盛
ん
な
り
︒
勝
た
ざ
る
所
の
者
︑
火
勢
を
仮
り
て
以
て
脾
土
を

侮
り
︑
将
に
黄
の
候
を
発
せ
ん
と
欲
す
︒
宜
し
く
茵
蔯
五
苓
散
を
用
い
て
︑

之
を
治
す
べ
し
︒）

第
七
舌
　「
裏
圏
舌
　
舌
見
淡
紅
色
︑
而
中
有
一
紅
暈
︑
沿
皆
純
黒
︑
乃

余
毒
遺
于
心
胞
絡
之
間
︑
与
邪
火
鬱
結
︑
二
火
亢
極
︑
故
有
是
証
︒
以

承
気
湯
下
之
︒」（
舌
に
淡
紅
色
を
見
し
︑
而
し
て
中
に
一
紅
暈
有
り
︑
沿
は

皆
純
黒
な
れ
ば
︑
乃
ち
余
毒
は
心
胞
絡
の
間
に
遺
り
︑
邪
火
と
と
も
に
鬱
結

し
て
︑
二
火
亢
極
す
︑
故
に
是
の
証
あ
り
︒
承
気
湯
を
以
て
之
を
下
す
︒）

第
二
十
六
舌
　「
舌
見
外
淡
紅
︑
心
淡
黒
者
︑
如
悪
風
︑
表
未
罷
︑
用
双

解
散
加
解
毒
湯
相
半
︑
微
汗
之
︒
汗
罷
︑
急
下
之
︒
如
結
胸
煩
躁
︑
目

直
視
者
︑
不
治
︒
非
結
胸
者
︑
可
治
︒」（
舌
外
に
淡
紅
を
見
し
︑
心
淡
黒

な
る
と
き
は
︑
悪
風
の
如
く
︑
表
未
だ
罷
ま
ず
︑
双
解
散
を
用
い
て
解
毒
湯

に
加
う
る
こ
と
相
半
︑
微
に
之
を
汗
す
︒
汗
罷
め
ば
︑
急
に
之
を
下
す
︒
結
胸
︑

煩
躁
の
如
き
は
︑
目
直
視
す
る
と
き
は
治
せ
ず
︒
結
胸
に
非
る
と
き
は
︑
治

す
べ
し
︒）

　
敖
氏
は
︑
第
五
舌
と
第
七
舌
は
熱
が
甚
だ
し
い
こ
と
に
よ
る
も
の
だ
と

は
っ
き
り
と
述
べ
て
い
る
︒
第
二
十
六
舌
も
ま
た
「
汗
罷
即
下
」
の
治
療
方

法
に
基
づ
い
て
裏
熱
に
よ
る
舌
象
で
あ
る
と
し
て
お
り
︑
淡
紅
舌
が
裏
熱
の

舌
象
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
︒

　『
敖
氏
傷
寒
金
鏡
録
』
に
記
録
さ
れ
て
い
る
紅
舌
は
七
つ
あ
り
︑
第
二
︑
第

四
︑
第
六
︑
第
八
か
ら
第
十
一
舌
ま
で
で
あ
る（

29
）

︒

第
二
舌
　「
将
瘟
舌
　
舌
見
純
紅
色
︑
熱
蓄
于
内
而
病
将
発
也
︒
不
問
何

経
︑
宜
用
透
頂
清
神
散
治
之
︒」（
将
瘟
舌
　
舌
純
紅
色
を
見
し
︑
熱
内
に

蓄
え
ら
れ
て
︑
病
将
に
発
せ
ん
と
す
る
な
り
︒
何
の
経
な
る
か
を
問
わ
ず
︑

宜
し
く
透
頂
清
神
散
を
用
い
て
︑
之
を
治
す
べ
し
︒）

第
四
舌
　「
生
斑
舌
　
舌
見
紅
色
︑
而
有
小
黒
点
者
︑
熱
毒
乗
虚
入
胃
︑

蓄
熱
則
発
斑
也
︒
宜
用
元
参
昇
麻
葛
根
湯
︑
化
斑
湯
解
之
︒」（
生
斑
舌

　
舌
紅
色
を
見
し
︑
而
し
て
小
き
黒
点
有
る
と
き
は
︑
熱
毒
虚
に
乗
じ
て
胃

に
入
り
︑
畜
熱
す
れ
ば
則
ち
発
斑
す
︒
宜
し
く
元
参
昇
麻
葛
根
湯
︑
化
斑
湯

を
用
い
て
之
を
解
す
べ
し
︒）
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第
六
舌
　「
黒
尖
舌
　
舌
見
紅
色
︑
尖
見
青
黒
者
︑
水
虚
火
実
︑
腎
熱
所

致
︒
宜
用
竹
葉
石
膏
湯
治
之
︒」（
黒
尖
舌
　
舌
紅
色
を
見
し
︑
尖
に
青
黒

を
見
す
と
き
は
︑
水
虚
し
火
実
し
て
︑
腎
熱
の
致
す
所
な
り
︒
宜
し
く
竹
葉

石
膏
湯
を
用
い
て
之
を
治
す
べ
し
︒）

第
八
舌
　「
人
裂
舌
　
舌
見
紅
色
︑
更
有
裂
紋
如
人
字
形
︑
乃
君
火
燔
灼
︑

熱
毒
炎
上
︑故
発
裂
也
︒
宜
用
凉
膈
散
治
之
︒」（
人
裂
舌
　
舌
紅
色
を
見
し
︑

更
に
裂
紋
人
字
の
形
の
如
き
有
れ
ば
︑
乃
ち
君
火
燔
灼
し
︑
熱
毒
炎
上
す
︑

故
に
裂
を
発
す
る
な
り
︒
宜
し
く
凉
膈
散
を
用
い
て
之
を
治
す
べ
し
︒）

第
九
舌
　「
虫
砕
舌
　
舌
見
紅
色
︑
更
有
紅
点
如
虫
蝕
之
状
者
︑
乃
熱
毒

熾
甚
︒
火
在
上
︑水
在
下
︑不
能
相
済
故
也
︒
宜
用
小
承
気
湯
下
之
︒」（
虫

砕
舌
　
舌
紅
色
を
見
し
︑
更
に
紅
点
虫
蝕
の
状
の
如
き
有
る
と
き
は
︑
乃
ち

熱
毒
熾
ん
な
る
こ
と
甚
だ
し
︒
火
は
上
に
在
り
︑
水
は
下
に
在
り
︑
相
済
す

る
こ
と
を
能
わ
ざ
る
が
故
な
り
︒
宜
し
く
小
承
気
湯
を
用
い
て
之
を
下
す
べ

し
︒）

第
十
舌
　「
裏
黒
舌
　
舌
見
紅
色
︑
内
有
乾
硬
黒
色
︑
形
如
小
長
舌
︑
有

刺
者
︑
此
熱
毒
熾
甚
︑
堅
結
大
腸
︑
金
受
火
制
︑
不
能
平
木
故
也
︒
急

用
調
胃
承
気
湯
下
之
︒」（
裏
黒
舌
　
舌
紅
色
を
見
し
︑
内
に
乾
硬
く
な
る
黒

色
有
り
︑
形
は
小
き
長
舌
の
如
く
︑
刺
有
る
と
き
は
︑
此
れ
熱
毒
は
熾
ん
な

る
こ
と
甚
だ
し
く
︑
大
腸
を
堅
結
し
︑
金
は
火
の
制
を
受
け
て
︑
木
を
平
か

に
す
る
能
わ
ざ
る
が
故
な
り
︒
急
い
で
調
胃
承
気
湯
を
用
い
て
之
を
下
す
べ

し
︒）

第
十
一
舌
　「
厥
陰
舌
　
舌
見
紅
色
︑
内
有
黒
紋
者
︑
乃
陰
毒
厥
于
肝
経
︒

肝
主
筋
︑
故
舌
見
如
糸
形
也
︒
用
理
中
合
四
逆
湯
温
之
︒」（
厥
陰
舌
　
舌

紅
色
を
見
し
︑
内
に
黒
紋
有
る
と
き
は
︑
乃
ち
陰
毒
肝
経
に
厥
す
︒
肝
は
筋

を
主
る
︑
故
に
舌
は
糸
形
の
如
き
を
見
す
な
り
︒
理
中
合
四
逆
湯
を
用
い
て

之
を
温
む
︒）

　
上
述
の
七
つ
の
紅
舌
の
中
で
︑
六
つ
が
熱
証
︑
一
つ
が
寒
証
と
さ
れ
て
い

る
︒
そ
の
前
の
段
階
の
淡
紅
舌
に
比
べ
て
︑
紅
舌
の
病
機
は
「
毒
」
の
一
文

字
が
追
加
さ
れ
て
い
る
︒
中
医
は
し
ば
し
ば
「
毒
」
と
い
う
字
で
病
状
が
重

い
こ
と
を
表
す
た
め
︑
舌
の
色
が
「
紅
」（
赤
い
）
場
合
︑
そ
の
熱
象
が
淡
紅

舌
よ
り
も
重
い
と
敖
氏
が
認
識
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
お
り
︑
ゆ
え
に
︑

敖
氏
が
「
淡
紅
」
と
「
紅
」
の
区
別
を
厳
格
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

　『
敖
氏
傷
寒
金
鏡
録
』
の
第
一
か
ら
第
十
二
舌
は
敖
氏
が
書
い
た
も
の
で
あ

り
︑
第
十
三
舌
か
ら
三
十
六
舌
は
杜
清
碧
が
選
ん
だ
も
の
で
あ
る
︒
こ
れ
を

見
る
と
︑
舌
色
が
紅
い
方
に
変
化
し
て
い
く
か
ど
う
か
を
観
察
す
る
こ
と
こ

そ
︑
敖
氏
に
よ
る
傷
寒
病
の
舌
診
の
重
点
で
あ
る
こ
と
が
見
て
と
れ
る
︒
舌

が
淡
紅
色
な
の
か
︑
紅
（
赤
）
色
な
の
か
が
︑
裏
熱
の
軽
重
を
判
断
す
る
尺
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度
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

　
こ
れ
以
降
︑
淡
紅
舌
を
め
ぐ
る
論
述
は
︑
諸
説
紛
紛
の
段
階
に
入
っ
て
い

く
︒
総
括
す
る
と
︑
淡
紅
舌
は
以
下
の
六
つ
の
状
況
に
お
い
て
見
ら
れ
る
と

い
え
る
︒

①
熱
証

　『
敖
氏
傷
寒
金
鏡
録
』
の
見
解
に
従
い
︑
傷
寒
病
の
中
で
︑
淡
紅
舌
は
体
内

に
裏
熱
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
認
識
す
る
も
の
で
︑
例
え
ば
『
四
診

抉
微（

30
）

』
に
は
︑「
舌
淡
紅
而
砕
裂
如
川
字
紋
者
︑
外
症
神
昏
︑
自
利
︑
用
導
赤

散
︑
加
黄
連
︑
再
用
生
脈
散
︑
加
黄
連
︑
棗
仁
」
と
記
さ
れ
て
い
る
︒

　
ま
た
医
家
の
中
に
は
︑
淡
紅
舌
は
内
傷
病
で
も
見
ら
れ
る
と
し
て
い
る
者

も
い
る
︒
例
え
ば
『
舌
胎
統
誌
』
に
は
︑「
淡
紅
舌
両
辺
白
沫
白
涎
︑
為
相
火

之
動

（
31
）

」
と
い
う
記
述
が
あ
り
︑『
望
診
遵
経（

32
）

』
に
は
︑「
苔
薄
而
渋
︑
舌
淡
紅

者
︑
虚
熱
也
」
と
︑
さ
ら
に
一
歩
踏
み
込
ん
で
淡
紅
舌
の
診
断
範
囲
が
実
熱

証
か
ら
虚
熱
証
に
ま
で
拡
げ
て
語
ら
れ
て
い
る
︒

②
虚
証

　
淡
紅
舌
は
虚
証
を
主
す
る
と
い
う
認
識
の
過
程
に
お
い
て
︑
最
も
早
く
気

づ
か
れ
た
の
は
淡
紅
舌
と
胃
津
傷
と
の
関
係
で
あ
り
︑『
温
熱
論（

33
）

』
の
中
に
は

「
舌
若
淡
紅
無
色
︑
或
乾
而
色
不
栄
者
︑
乃
是
胃
津
傷
而
気
無
化
液
也
」（
舌

若
し
淡
紅
無
色
︑
或
は
乾
き
て
色
栄
え
ざ
る
も
の
は
︑
是
こ
に
及
び
て
胃
の
津
は
傷

ら
れ
︑
而
し
て
気
は
液
に
化
す
る
こ
と
無
き
な
り
）
と
書
か
れ
て
お
り
︑『
厘
正

按
摩
要
術
』（
一
八
八
八
年
）︑『
形
色
外
診
簡
摩
』（
一
八
九
四
年
）︑『
用
薬
禁

忌
書
』（
一
九
二
〇
年
）
等
の
著
作
に
も
同
様
の
記
述
が
あ
る
︒『
望
診
遵
経
』

（
一
八
七
五
年
）
は
さ
ら
に
「
淡
紅
者
為
不
及
」
の
観
点
を
提
起
し
︑
淡
紅
舌

が
現
れ
る
根
本
原
因
は
虚
で
あ
る
と
し
て
い
る
︒
こ
れ
に
つ
い
て
後
世
の
医

家
は
数
々
の
論
述
を
し
て
お
り
︑
例
え
ば
淡
紅
舌
は
脾
虚
︑
気
虚
︑
陽
虚
で

見
ら
れ
る
と
い
う
も
の
な
ど
が
あ
る
︒

　『
傷
寒
指
掌（

34
）

』（
一
七
九
六
年
）
は
︑「
不
拘
傷
寒
雑
症
︑
正
気
虚
者
︑
其
舌

胎
必
嬌
嫩
而
薄
︑
或
淡
紅
︑
或
微
白
︑
皆
可
投
補
」（
傷
寒·

雑
症
に
拘
ら
ず
︑

正
気
虚
な
る
と
き
は
︑
其
の
舌
胎
は
必
ず
嬌
嫩
薄
く
︑
或
は
淡
紅
︑
或
は
微
白
な
り
︑

皆
な
補
を
投
す
べ
く
）
と
述
べ
て
お
り
︑『
望
診
遵
経
』
は
さ
ら
に
「
淡
紅
者

為
不
及（

35
）

」
と
概
括
し
て
︑
淡
紅
舌
の
根
本
的
な
原
因
が
虚
で
あ
る
と
の
認
識

を
示
し
た
︒
そ
の
後
︑
淡
紅
舌
が
脾
虚
︑
気
虚
︑
陽
虚
︑
血
虚
な
ど
に
み
ら

れ
る
こ
と
が
次
々
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒

③
寒
証

　『
敖
氏
傷
寒
金
鏡
録
』
に
は
「
厥
陰
舌
」
と
い
う
の
が
出
て
く
る
が
︑
同
書

の
中
に
記
録
さ
れ
て
い
る
舌
色
は
紅
色
で
あ
る
︒
寒
証
の
場
合
に
見
ら
れ
る

も
の
で
あ
る
か
ら
︑
後
世
に
な
っ
て
舌
色
は
淡
紅
色
で
あ
る
と
修
正
さ
れ
た
︒

例
え
ば
『
四
診
抉
微
』
に
は
︑「
舌
淡
紅
而
中
見
紫
黒
筋
数
道
者
︑
此
厥
陰
真

寒
症
也
」（
舌
淡
紅
に
て
︑
中
に
紫
黒
の
筋
数
道
を
見
す
と
き
は
︑
此
れ
厥
陰
の
真
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寒
症
と
な
り（

36
）

）︑『
望
診
遵
経
』
に
は
︑「
舌
淡
紅
︑
中
見
紫
黒
筋
数
道
者
︑
厥

陰
之
寒
証
也
」（
舌
淡
紅
︑
中
に
紫
黒
の
筋
数
道
を
見
す
と
き
は
︑
厥
陰
の
寒
証
と

為
す（

37
）

）
と
記
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
を
基
礎
に
し
て
︑
後
世
に
な
っ
て
寒
証
で

現
れ
た
淡
紅
舌
を
記
録
し
た
医
家
が
い
た
︒
例
え
ば
『
類
証
治
裁
』（
一
八
三
九

年
）
に
は
︑「
若
無
苔
而
舌
白
兼
淡
紅
者
︑
方
是
虚
寒
︑
亦
非
温
症
」（
若
し

苔
無
く
し
て
舌
白
淡
紅
を
兼
ね
る
も
の
は
︑
方
に
是
れ
虚
寒
に
し
て
︑
亦
温
症
に
非

ず（
38
）

）︑『
重
訂
広
温
熱
論
』（
一
九
一
一
年
）
の
「
陽
虚
当
補
之
候
」
で
は
陽
虚

の
舌
象
の
特
徴
が
「
舌
淡
紅
而
胖
嫩
︑
或
微
白
而
円
厚
」
と
述
べ
ら
れ
て
い

る（
39
）

︒
④
正
常
な
人

　
清
代
の
医
家
は
︑
淡
紅
舌
が
健
康
な
人
の
舌
で
あ
る
と
い
う
観
点
を
打
ち

出
し
た
︒『
舌
胎
統
誌
』︑『
舌
鑑
弁
証
』︑『
四
診
要
訣
』
な
ど
の
診
断
学
専
門

書
に
は
︑
み
な
そ
れ
に
関
連
す
る
論
述
が
あ
る
︒
民
国
時
代
に
は
︑
淡
紅
舌

が
正
常
な
舌
色
で
あ
る
と
い
う
の
は
医
家
の
間
で
共
通
認
識
と
な
っ
た
︒

⑤
体
質
特
徴

　
こ
の
観
点
は
民
国
の
時
期
に
出
現
し
た
︒
例
え
ば
『
彩
図 

辨
舌
指
南
』
で

論
じ
ら
れ
て
い
る
強
壮
体
︑
中
等
質
︑
卒
中
質
は
み
な
︑
舌
が
淡
紅
で
あ
る

と
い
う
特
徴
を
持
っ
て
い
る
︒

⑥
疾
病
の
軽
重
と
予
後
の
判
断

　
痘
疹
︑
痧
な
ど
の
外
感
病
で
は
︑
舌
が
淡
紅
で
あ
る
こ
と
は
︑
疾
病
の
軽

重
を
判
断
す
る
重
要
な
メ
ル
ク
マ
ー
ル
で
あ
る
︒
例
え
ば
『
痧
脹
玉
衡
』
で

は
︑「
痧
者
︑
急
症
也
︒
︙
︙
治
宜
先
観
其
唇
舌
︒
色
黒
者
凶
︑
色
黄
者
重
︑

色
淡
紅
者
︑
較
之
略
軽
」（
痧
は
︑
急
症
な
り
︒
︙
︙
治
す
る
に
は
宜
し
く
先
に

其
の
唇
舌
を
観
る
べ
し
︒
色
黒
き
も
の
は
凶
︑
色
黄
な
る
も
の
は
重
し
︑
色
淡
紅
な

る
も
の
は
︑
之
に
較
べ
て
や
や
軽
し（

40
）

）
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒『
舌
診
問
答
』

（
一
九
四
七
年
）
で
は
︑
病
証
が
重
く
な
っ
た
時
︑「
其
苔
常
由
淡
紅
微
潤
変
為

深
紅
︑
而
乾
︑
而
紫
︑
而
光
」（
其
の
苔
は
常
に
淡
紅
微
潤
よ
り
変
じ
て
深
紅
と

為
り
︑
す
な
わ
ち
乾
き
︑
す
な
わ
ち
紫
を
お
び
︑
す
な
わ
ち
光
る
）
と
さ
れ
て
い

る
︒

　
以
上
の
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
︑
淡
紅
舌
は
議
論
が
最
も
多
く
︑
解
釈

も
多
い
舌
象
で
あ
る
︒

　
健
康
な
人
に
も
見
ら
れ
る
し
︑
病
人
に
も
見
ら
れ
る
︒
熱
証
に
も
見
ら
れ

る
し
︑
寒
証
に
も
見
ら
れ
る
︒
実
証
に
も
見
ら
れ
る
し
︑
虚
証
に
も
見
ら
れ

る
︒
こ
う
い
う
現
象
が
起
こ
る
原
因
は
ど
こ
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
？
　
淡

紅
舌
の
診
断
上
の
複
雑
性
以
外
に
︑
筆
者
は
も
う
一
つ
の
問
題
を
提
起
し
た

い
︒
そ
れ
は
視
覚
の
共
通
認
識
の
問
題
で
あ
る
︒

　
淡
紅
舌
は
正
常
な
舌
色
で
あ
る
と
同
時
に
︑
病
気
に
な
っ
た
時
の
舌
色
変

化
の
起
点
で
も
あ
る
︒
淡
紅
舌
が
浅
い
色
の
方
に
発
展
す
れ
ば
︑
淡
白
舌
︑
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淡
紫
舌
な
ど
と
な
り
得
る
し
︑
深
い
色
の
方
に
発
展
す
れ
ば
︑
紅
舌
︑
絳
舌
︑

絳
紫
舌
︑
紫
舌
な
ど
と
な
り
得
る
︒
健
常
者
の
淡
紅
舌
は
︑
そ
れ
自
身
も
淡

紅
色
を
中
心
と
し
た
色
の
区
間
に
あ
る
の
だ
が
︑
も
し
色
を
測
量
す
る
尺
度

が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
な
ら
︑
各
人
が
見
る
こ
と
の
で
き
る
淡
紅
舌
は
ど

う
し
て
も
主
観
性
を
帯
び
て
し
ま
う
︒
上
に
述
べ
た
淡
紅
舌
が
虚
実
寒
熱
な

ど
各
種
状
況
で
見
ら
れ
る
理
由
は
︑
淡
紅
舌
に
つ
い
て
の
視
覚
の
共
通
認
識

が
未
だ
に
確
立
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
と
無
縁
で
は
あ
る
ま
い
︒

　
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
︑
中
国
古
代
の
医
家
は
二
つ
の
方
法
を
採

用
し
た
︒
一
つ
は
さ
ら
に
具
体
的
に
色
を
描
写
す
る
こ
と
で
︑
例
え
ば
林
佩

琴
は
「
舌
白
兼
淡
紅
」
と
表
現
し
て
︑
舌
色
が
淡
白
色
と
淡
紅
色
の
間
に
あ

る
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒
ま
た
︑『
舌
胎
統
誌
』
が
紅
舌
を
描
写
す
る
時
に
は
︑

「
舌
正
紅
者
︑
為
較
之
淡
紅
而
無
粉
色
︑
比
之
血
色
而
又
浅
淡
也
」（
舌
正
紅

な
る
も
の
は
︑
之
を
淡
紅
に
較
べ
て
粉
色
無
く
︑
之
を
血
色
に
較
べ
て
︑
又
浅
淡
と

な
り
）
と
述
べ
︑
色
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
描
写
で
舌
色
を
認
識
し
て
い
く

こ
と
を
通
し
て
視
覚
の
共
通
認
識
を
期
待
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
︒

　
も
う
一
つ
の
方
法
は
比
喩
で
あ
る
︒
例
え
ば
淡
紅
色
を
描
写
す
る
時
に
︑

「
所
謂
淡
紅
者
︑
桃
紅
也
」
と
い
う
ふ
う
に
言
う
わ
け
で
あ
る
︒
清
代
末
期
に

出
版
さ
れ
た
舌
診
の
著
作
の
中
で
は
︑
比
喩
は
最
も
豊
富
に
使
わ
れ
て
い
る
︒

例
え
ば
『
察
舌
辨
症
新
法（

41
）

』
の
中
の
「
舌
質
深
紅
︑
如
紅
蘿
蔔
乾
有
塩
霜
」

（
舌
質
は
深
紅
な
り
︑
紅
蘿
蔔
の
乾
き
て
塩
霜
有
る
が
如
し
）
や
︑
舌
苔
の
黄
色

い
こ
と
を
「
粟
米
染
着
」︑「
卵
黄
」︑「
炒
っ
た
枳き

殻こ
く

の
色
」
な
ど
と
例
え
て

い
る
︒
人
が
み
な
知
っ
て
い
る
︑
熟
知
し
て
い
る
色
で
舌
の
色
を
表
す
こ
と

に
よ
っ
て
︑
医
者
の
舌
象
に
対
す
る
共
同
認
識
を
構
築
す
る
わ
け
で
あ
る
︒

　
舌
診
が
日
本
に
伝
わ
っ
て
か
ら
は
︑
日
本
の
医
家
は
第
三
の
方
法
を
採
用

し
た
︒
す
な
わ
ち
︑
彩
色
舌
図
を
描
く
こ
と
で
あ
る
︒
色
彩
を
用
い
て
視
覚

の
共
通
認
識
の
構
築
を
実
現
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
の
で
あ
る
（
図
12
︑
13
）︒

　
こ
の
手
法
は
の
ち
に
中
国
に
も
影
響
を
与
え
︑
民
国
の
時
代
に
は
︑
中
国

で
も
彩
色
画
の
つ
い
た
舌
診
専
門
書
が
出
現
し
た
（
図
14
）︒
た
だ
し
︑
こ
れ

ら
の
彩
色
画
を
見
て
み
る
と
︑
次
に
述
べ
る
薛
立
斎
の
や
り
方
も
十
分
に
理

由
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
な
ぜ
な
ら
︑
絵
に
描
か
れ
た
の
と
同
じ
よ

う
な
舌
象
は
存
在
し
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
︒

　
薛
立
斎
は
歴
史
上
初
め
て
舌
診
の
著
作
を
刻
し
た
人
物
で
あ
る
︒
彼
は
刻

し
た
『
敖
氏
傷
寒
金
鏡
録
』
を
刊
行
す
る
に
あ
た
り
︑
序
文
の
中
で
こ
う
述

べ
て
い
る
︒「
大
医
官
舎
本
皆
以
五
彩
︑
恐
其
久
而
色
渝
︑
因
致
謬
誤
︑
乃
分

注
其
色
于
上
︑
使
人
得
以
意
会
焉
」︒
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
︑
皇
家
図
書

館
が
保
存
し
て
い
る
舌
診
書
は
み
な
彩
色
で
あ
る
︒
た
だ
︑
刊
行
し
た
時
に

彩
色
画
を
採
用
し
て
も
︑
絵
の
色
彩
は
時
間
と
と
も
に
褪
せ
て
い
く
の
で
︑

読
者
各
位
に
誤
解
を
与
え
る
の
を
避
け
る
た
め
に
︑
刊
行
に
あ
た
っ
て
は
文

字
に
よ
る
説
明
を
舌
図
の
色
に
注
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
作
者
の
本
来
の
意

図
を
伝
え
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
（
図
15
）︒

　
こ
の
よ
う
に
︑
歴
史
上
︑
舌
象
の
色
を
識
別
す
る
に
は
三
種
類
の
方
法
が

採
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
が
︑
舌
診
に
お
け
る
視
覚
の
共
同
認
識
の
問
題
は
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図 12　『池田先生唇舌図』の舌図（例 1）（42） 図 13　『池田先生唇舌図』の舌図（例 2）

図 14　『彩図　弁舌指南』の舌図

図 15　  『外傷金鏡録』（『敖氏傷寒金鏡録』の一つの
伝本）の舌図（43）
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現
代
に
至
る
ま
で
妥
当
な
解
決
が
な
さ
れ
て
い
な
い
︒
中
で
も
淡
紅
舌
は
︑

依
然
と
し
て
臨
床
上
最
も
複
雑
で
︑
最
も
共
同
認
識
を
構
築
し
に
く
い
舌
色

で
あ
る
︒

　
歴
史
を
紐
解
き
︑
正
常
な
舌
象
の
認
識
過
程
を
整
理
し
て
い
く
目
的
は
︑

中
医
学
術
思
考
の
特
性
を
理
解
し
︑
そ
の
特
性
の
持
つ
優
位
性
と
︑
そ
こ
に

存
在
す
る
問
題
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
︒
清
末
民
国
時
代
の
医

家
は
︑
舌
診
を
中
医
学
と
西
洋
医
学
を
合
流
さ
せ
る
た
め
の
切
り
口
と
す
る

こ
と
を
選
ん
で
い
っ
た
︒
彼
ら
に
よ
る
と
︑
中
医
学
と
西
洋
医
学
の
そ
れ
ぞ

れ
の
特
徴
は
︑「
西
医
重
実
迹
︑
中
医
重
気
化（

44
）

」
と
い
う
こ
と
に
あ
る
︒
舌
診

は
︑
形
の
あ
る
身
体
と
い
う
「
実
迹
」
と
︑
生
命
運
動
の
表
現
と
そ
の
状
態

で
あ
る
「
気
化
」
の
両
方
を
体
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
︑
最
も
適
切
な

研
究
対
象
と
な
っ
た
の
で
あ
る
︒
気
化
と
い
う
の
は
決
し
て
玄
学
空
論
の
類

い
で
は
な
く
︑
目
に
見
え
る
も
の
で
あ
る
︒「
気
化
」
が
「
実
迹
」
と
違
っ
て

い
る
の
は
︑
身
体
の
状
態
を
観
察
す
る
に
は
︑
整
体
（
身
体
全
体
）
の
角
度
か

ら
見
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒

　
ど
の
よ
う
に
し
て
常
に
整
体
の
高
み
を
立
脚
点
に
す
る
こ
と
を
確
保
し
つ

つ
︑
舌
診
の
視
覚
共
同
認
識
を
確
立
し
て
い
く
べ
き
か
︒
そ
れ
が
本
研
究
に

よ
っ
て
得
ら
れ
た
新
た
な
重
要
な
課
題
で
あ
り
︑
研
究
の
新
た
な
始
点
で
も

あ
る
︒

注（
1
）  

『
黄
帝
内
経
素
問
』
北
京
・
人
民
衛
生
出
版
社
︑
一
九
六
三
年
︑
一
八
四
頁
︑

一
八
八
頁
︒

（
2
）  

『
霊
枢
経
』︑『
中
国
科
学
技
術
典
籍
通
彙
』
医
学
巻
一
所
収
︑
鄭
州
・
河
南
教
育
出

版
社
︑
一
九
九
三
年
︑
三
七
〇
頁
︒

（
3
）  

東
漢
張
仲
景
『
傷
寒
論
』
北
京
・
人
民
衛
生
出
版
社
︑
二
〇
〇
五
年
︑

二
十
四
︑五
十
五
︑七
十
四
頁
︒

（
4
）  

宋 

成
無
己
『
傷
寒
明
理
論
』︑『
中
国
医
学
大
成
』
四
冊
所
収
︑
上
海
・
上
海
科
学

技
術
出
版
社
︑
一
九
九
〇
年
︑
三
十
四
～
三
十
五
頁
︒

（
5
）  

同
（
2
）︑
三
八
二
頁
︒

（
6
）  

同
（
1
）︑
三
十
七
～
三
十
八
頁
︒

（
7
）  

元 

杜
清
碧
『
敖
氏
傷
寒
金
鏡
録
』︑『
中
国
医
学
大
成
続
集
』
十
冊
所
収
︑
上
海
・

上
海
科
学
技
術
出
版
社
︑
二
〇
〇
〇
年
︑
一
～
二
頁
︒

（
8
）  

元 

杜
清
碧
︑
史
介
石 

重
訂
『
敖
氏
傷
寒
金
鏡
録
』
上
海
・
上
海
衛
生
出
版
社
︑

一
九
五
六
年
︑
六
頁
︒

（
9
）  

明 

李
梴
『
医
学
入
門
』
上
冊
︑
太
原
・
山
西
科
学
技
術
出
版
社
︑
二
〇
一
三
年
︑

六
七
〇
頁
︒

（
10
）  

清 

高
世
栻
『
医
学
真
伝
』
南
京
・
江
蘇
科
学
技
術
出
版
社
︑
一
九
八
三
年
︑

二
十
九
～
三
十
五
頁
︒

（
11
）  

清 

章
虚
谷
『
増
批
評
点
医
門
棒
喝
』
台
北
・
自
由
出
版
社
︑
一
九
七
三
年
︑

三
七
三
～
三
七
四
頁
︒

（
12
）  

清 

石
寿
棠
『
医
原
』『
中
国
医
学
大
成
』
二
十
一
冊
所
収
︑
上
海
・
上
海
科
学
技
術

出
版
社
︑
一
九
九
〇
年
︑
四
十
三
頁
︒

（
13
）  
清 
費
伯
雄
『
医
醇
賸
義
』
塩
城
・
江
蘇
科
学
技
術
出
版
社
︑
一
九
八
二
年
︑
九
頁
︒

（
14
）  

清 
傅
松
元
『
舌
胎
統
誌
』︑『
臨
床
漢
方
診
断
学
叢
書
』
二
十
八
冊
所
収
︑
大
阪
・

オ
リ
エ
ン
ト
出
版
社
︑
一
九
九
四
年
︑
二
十
六
～
二
十
七
頁
︒

（
15
）  

清 

周
学
海
『
形
色
外
診
簡
摩
』
北
京
・
人
民
衛
生
出
版
社
︑
一
九
八
七
年
︑
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八
十
九
頁
︒

（
16
）  

曹
炳
章
『
彩
図 

弁
舌
指
南
』
南
京
・
江
蘇
科
学
技
術
出
版
社
︑
一
九
六
二
年
︑

十
八
頁
︒

（
17
）  
秦
伯
未
『
診
断
学
講
義
』︑『
中
医
舌
診
大
全
』
所
収
︑
北
京
・
学
苑
出
版
社
︑

一
九
九
五
年
︑
四
四
一
頁
︒

（
18
）  

相
賀
徹
夫
『
日
本
大
百
科
全
書
』
十
四
︑
東
京
・
小
学
館
︑
一
九
八
七
年
︑
五
七
四

頁
︒

（
19
）  

唐 

李
鼎
祚
『
周
易
集
解
』︑『
景
印
文
淵
閣
四
庫
全
書
』
七
冊
所
収
︑
台
北
・
台
湾

商
務
印
書
館
︑
一
九
八
三
～
一
九
八
六
年
︑
八
三
五
～
八
三
六
頁
︒

（
20
）  

宋 

程
頤
『
伊
川
易
伝
』︑『
景
印
文
淵
閣
四
庫
全
書
』
九
冊
所
収
︑
台
北
・
台
湾
商

務
印
書
館
︑
一
九
八
三
～
一
九
八
六
年
︑
一
五
八
頁
︒

（
21
）  

同
（
4
）︑
三
十
五
～
三
十
六
頁
︒

（
22
）  

金 

劉
完
素
『
素
問
玄
機
原
病
式
』︑『
中
国
医
学
大
成
続
集
』
十
七
冊
所
収
︑
上
海
・

上
海
科
学
技
術
出
版
社
︑
二
〇
〇
〇
年
︑
三
十
一
頁
︒

（
23
）  

同
（
7
）︑
五
︑九
︑十
二
︑十
五
～
十
六
頁
︒

（
24
）  

吉
益
東
洞
『
古
書
医
言
』
巻
之
四
︑皇
都
書
林
︑浪
華
書
林
︑文
化
十
一
年
（
一
八
一
四

年
）︑
十
八
頁
︒

（
25
）  

同
（
24
）︑
三
十
頁
︒

（
26
）  

吉
益
東
洞
（
述
）︑
鶴
冲
（
編
）『
医
断
』
浪
華
書
林
︑
文
化
六
年
（
一
八
〇
九
年
）︑

三
～
四
頁
︒

（
27
）  

吉
益
東
洞
『
東
洞
先
生
腹
診
傳
』︑『
日
本
漢
方
腹
診
叢
書
』
五
冊
所
収
︑
大
阪
・

オ
リ
エ
ン
ト
出
版
社
︑
一
九
九
四
年
︑
七
十
一
～
七
十
三
頁
︒

（
28
）  

同
（
7
）︑
九
︑十
二
︑三
十
六
頁
︒

（
29
）  

同
（
7
）︑
三
︑七
︑十
一
︑十
三
～
十
七
頁
︒

（
30
）  

清 

林
慎
庵
『
四
診
抉
微
』︑『
中
国
医
学
大
成
続
集
』
十
冊
所
収
︑
上
海
・
上
海
科

学
技
術
出
版
社
︑
二
〇
〇
〇
年
︑
八
十
七
頁
︒

（
31
）  

同
（
14
）︑
四
頁
︒

（
32
）  

清 

汪
宏
『
望
診
遵
経
』
上
海
・
上
海
科
学
技
術
出
版
社
︑
一
九
五
九
年
︑
六
十
五
頁
︒

（
33
）  

清 

葉
桂
『
温
熱
論
』︑『
中
国
科
学
技
術
典
籍
通
彙
』
医
学
巻
三
所
収
︑
鄭
州
・
河

南
教
育
出
版
社
︑
一
九
九
三
年
︒

（
34
）  

清 

呉
坤
安
『
傷
寒
指
掌
』
上
海
・
上
海
科
学
技
術
出
版
社
︑
一
九
五
九
年
︑

三
十
三
頁
︒

（
35
）  

同
（
32
）︑
五
十
七
頁
︒

（
36
）  

同
（
30
）︑
九
十
一
頁
︒

（
37
）  

同
（
32
）︑
六
十
一
頁
︒

（
38
）  

清 

林
珮
琴
『
類
証
治
裁
』
上
海
・
上
海
科
学
技
術
出
版
社
︑
二
〇
〇
八
年
︑

五
一
六
頁
︒

（
39
）  

清 

戴
天
章
著
︑
何
廉
臣
重
訂
『
重
訂
広
温
熱
論
』
福
州
・
福
建
科
学
技
術
出
版
社
︑

二
〇
〇
五
年
︑
二
四
〇
～
二
四
一
頁
︒

（
40
）  

清 

郭
右
陶
『
痧
脹
玉
衡
』︑『
中
国
医
学
大
成
』
十
五
冊
所
収
巻
上
︑
上
海
・
上
海

科
学
技
術
出
版
社
︑
一
九
九
〇
年
︑
六
頁
︒

（
41
）  

劉
恒
瑞
『
察
舌
辨
症
新
法
』︑『
中
国
医
学
大
成
』
十
二
冊
所
収
︑
上
海
・
上
海
科

学
技
術
出
版
社
︑
一
九
九
〇
年
︑
五
～
六
︑九
頁
︒

（
42
）  

『
池
田
先
生
唇
舌
図
』
京
都
大
学
附
属
図
書
館
富
士
川
文
庫
蔵
写
本
︒

（
43
）  

明 

薛
己
『
外
傷
金
鏡
録
』︑『
薛
己
医
案
二
四
種
』
所
収
︑
早
稲
田
大
学
図
書
館
所

蔵
刊
本
︑
六
頁
︒

（
44
）  

同
（
16
）︑
巻
一
︑二
頁
︒

謝
辞

　
本
稿
の
完
成
す
る
過
程
に
お
け
る
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
教
授
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・

ク
レ
イ
ン
ス
先
生
と
名
誉
教
授
山
田
慶
兒
先
生
の
ご
指
導
に
感
謝
す
る
︒
ま
た
日
本
語
の

翻
訳
を
助
け
て
く
だ
さ
っ
た
吉
川
淳
子
女
史
︑
光
平
有
希
女
史
に
お
礼
を
申
し
上
げ
る
︒




