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本
　
草
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に
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虎
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一
、
　
悪
鬼
を
食
ら
う
虎

　
中
国
の
古
代
に
お
い
て
虎
は
か
な
り
重
要
な
扱
い
を
う
け
て
い
た
。
仰
紹
文

化
の
河
南
漢
陽
西
水
披
遺
跡
（
紀
元
前
四
五
一
〇
年
頃
）
4
5
号
墓
に
す
で
に
虎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ら
す
が
い

と
龍
が
形
象
化
さ
れ
て
い
る
。
墓
主
人
の
遺
体
を
か
こ
み
、
蜂
　
　
の
殻
で
虎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ね
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

と
龍
が
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
。
同
車
に
は
、
上
記
と
は
別
に
、
龍
に
騎
る
人
の

姿
も
あ
る
。
後
世
、
龍
は
天
に
登
る
と
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
そ
の
特
性
を
考

え
る
と
、
こ
の
時
代
に
す
で
に
龍
は
魂
を
天
界
に
運
ぶ
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
一
方
、
虎
は
、
魂
の
ぬ
け
た
あ
と
の
遺
体
に
入
り
こ
も
う
と
す
る

悪
鬼
を
は
ら
う
役
割
を
は
た
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
股
代
に
入
っ
て
、
乳
虎
人
占
は
虎
が
悪
鬼
を
食
ら
う
造
形
で
あ
り
、
林
巳
奈

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

夫
氏
紹
介
の
饗
饗
も
同
様
で
あ
る
。
饗
獲
は
負
欲
な
悪
獣
と
さ
れ
る
が
、
霧
」

の
一
部
に
は
「
虎
」
の
文
字
が
使
わ
れ
て
お
り
、
こ
れ
も
本
来
、
悪
鬼
を
駆
逐

●

O
み叫

ゆ
冒

鬼を食べる聾甕、林巳奈夫

暇中期に由来する鬼神」

（東方学報第41冊1970）

13頁

．　一
三饗文

（西清古鑑）

　
　
　
　
　
　
（
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
4
）

す
る
神
獣
で
あ
ろ
う
。
そ
の
後
、
虎
は
客
室
の
壁
画
、
墓
前
の
石
獣
、
鏡
の
紋

様
な
ど
に
あ
ら
わ
れ
る
。
い
ず
れ
も
悪
鬼
を
追
い
は
ら
う
と
い
う
役
割
を
果
た

　
　
　
　
　
　
　
〔
5
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
6
〕

し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
　
『
続
漢
書
』
礼
儀
志
、
大
酔
の
注
で
は
、
鬼
門
の
門

番
の
神
茶
・
欝
橿
が
、
悪
鬼
を
つ
か
ま
え
虎
に
食
わ
せ
る
話
を
し
る
し
、
　
「
虎

は
陽
物
、
百
獣
の
長
、
能
く
鷲
牲
を
撃
ち
、
魑
魅
を
食
ら
う
物
な
り
」
と
の
べ

ら
れ
る
。



68継
愈　　

@　
@　
@　
@　
@　
@　
@　
@　
@　
@　ﾙ
の
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
矯
，

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
研
鬼
文

　
甲
骨
文
の
虎
・
龍
・
鳳
は
い
ず
れ
も
冠
飾
を
つ
防
“
の
ち
に
玄
武
を
く
わ
え

て
四
神
へ
と
発
展
し
て
い
く
。
龍
や
鳳
鳳
は
注
目
さ
れ
る
こ
と
が
多
堕
け
れ

ど
も
虎
に
関
し
て
は
、
そ
れ
ほ
ど
論
ぜ
ら
れ
て
い
な
堕
龍
や
鳳
は
空
想
上
の

動
物
で
あ
る
が
、
虎
は
実
在
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
そ
の
原
因
の
ひ

と
つ
で
あ
ろ
う
。

　
『
論
語
』
で
は
「
暴
虎
漏
河
（
述
而
篇
）
」
と
い
い
、
　
『
礼
記
』
で
は
「
苛

　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
リ
　

政
は
虎
よ
り
も
猛
な
り
」
と
さ
れ
、
ま
た
善
政
を
お
こ
な
っ
た
た
め
に
虎
が
そ

　
　
　
　
　
　
け
ロ

の
地
を
去
っ
た
と
い
う
話
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
儒
教
系
の
話
で
は
虎
の
神
性
は

失
わ
れ
、
た
ん
に
人
に
危
害
を
く
わ
え
る
猛
獣
と
し
て
あ
っ
か
わ
れ
る
に
過
ぎ

門の門神、神茶と虎（『南陽漢代画像嘲
物出版社、1988年）

な
い
。

　
け
れ
ど
も
本
草
書
の
中
で
は
虎
は
、
悪
鬼
を
お
い
は
ら
う
と
い
う
役
割
を
忠

実
に
守
っ
て
い
る
。
古
代
、
悪
鬼
が
体
内
に
侵
入
し
て
疾
病
が
お
こ
る
と
考
え

ら
れ
て
い
た
。
こ
の
原
理
に
よ
れ
ば
体
内
か
ら
悪
鬼
を
追
い
は
ら
え
ば
病
は
治

る
。
こ
こ
に
お
い
て
虎
が
薬
物
と
し
て
登
場
す
る
。
虎
を
服
用
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
体
内
の
悪
鬼
を
駆
逐
し
う
る
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
小
論
で
は
本
草
書
の
な

か
に
あ
ら
わ
れ
る
虎
に
焦
点
を
し
ぼ
っ
て
論
じ
た
い
。

二
、
　
本
草
書
の
虎

『
名
医
別
録
』
の
記
述

　
最
古
の
本
草
書
『
神
農
本
草
経
』
に
は
「
虎
」
は
あ
ら
わ
れ
な
い
。
し
か
し

『
名
医
別
録
』
　
（
梁
、
陶
早
年
集
、
尚
志
鈎
当
校
）
（
以
下
、
　
『
別
録
』
と
略

称
）
で
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
し
る
さ
れ
て
い
る
。

　
　
虎
骨
は
邪
悪
の
気
を
除
き
、
鬼
症
の
毒
を
殺
し
、
驚
悸
を
止
ど
め
、
悪
瘡
、

　
　
鼠
痩
を
治
す
る
こ
と
を
主
る
。
頭
骨
尤
も
良
し
。
膏
、
狗
の
噛
瘡
を
治
す
。

　
　
爪
、
悪
魅
を
辟
く
。
肉
は
悪
心
嘔
か
ん
と
欲
す
る
を
治
し
、
気
力
を
益
す
。

　
　
又
、
尿
は
悪
瘡
を
治
す
。
其
の
眼
晴
は
癩
を
治
す
。
其
の
燦
中
の
骨
廊
愉

　
　
立
退
を
治
す
。
牙
は
丈
夫
の
陰
頭
の
瘡
及
び
疽
痩
を
治
す
。
鼻
は
癩
疾
、

　
　
小
児
の
禰
を
治
す
。

本
草
書
と
し
て
は
『
別
録
』
に
み
え
る
虎
の
記
述
が
も
っ
と
も
ふ
る
い
。
こ
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ロ
ほ
り

こ
で
は
邪
悪
気
を
除
き
、
悪
魅
を
辟
け
る
も
の
と
し
て
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
。

後
世
の
本
草
書
も
基
本
的
に
こ
の
枠
組
み
に
も
と
づ
き
な
が
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な

説
を
付
加
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　
驚
悸
は
「
び
．
つ
く
り
し
て
動
悸
が
は
げ
し
く
な
る
こ
と
」
で
あ
る
。
こ
れ
は

魂
が
ぬ
け
る
こ
と
と
関
連
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
小
児
の
癩
痴
も
ま
た
一
種

の
脱
魂
現
象
で
あ
ろ
う
。
晴
、
巣
元
方
撰
『
諸
病
源
候
論
』
巻
四
六
、
六
一

「
為
鬼
所
持
候
」
に
は
「
小
児
は
神
気
軟
弱
、
精
爽
微
巖
に
し
て
、
神
魂
は
鬼

の
持
録
す
る
所
を
被
る
」
と
、
悪
鬼
が
小
児
の
魂
を
捕
ま
え
て
い
く
と
い
う
表

現
が
み
え
る
。
魂
が
ぬ
け
る
こ
と
は
死
を
意
味
す
る
が
、
こ
こ
は
虎
の
威
力
に

よ
っ
て
悪
鬼
を
追
い
は
ら
う
方
法
と
み
な
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

　
悪
瘡
は
、
か
さ
・
で
き
も
の
の
類
を
い
う
。
悪
瘡
に
は
悪
鬼
が
入
り
こ
ん
で

い
る
と
考
え
ら
れ
た
。
『
五
十
二
病
方
』
に
は
呪
文
を
併
用
し
た
治
療
法
が
多

数
、
記
さ
れ
て
い
る
。
呪
文
は
悪
鬼
を
お
い
は
ら
う
善
神
を
呼
び
出
し
た
り
、

悪
鬼
を
お
ど
し
つ
け
た
り
す
る
こ
と
ば
で
あ
る
。
ま
た
豚
の
膏
な
ど
臭
い
の
強

い
も
の
を
塗
り
、
火
で
あ
ぶ
り
、
針
や
小
刀
で
刺
し
た
り
切
っ
た
り
し
て
中
の

悪
鬼
を
迫
い
は
ら
お
う
と
す
る
。
そ
こ
で
は
虎
は
使
わ
れ
て
い
な
い
が
、
腫
れ

物
を
爪
で
云
々
は
虎
に
つ
な
が
る
話
で
あ
ろ
う
。

　
こ
こ
か
ら
は
虎
の
各
部
位
に
わ
け
て
考
察
を
加
え
た
い
。
そ
の
際
、
『
別
録
』

の
記
述
に
も
と
づ
き
な
が
ら
、
後
世
の
本
草
書
で
付
加
さ
れ
て
い
く
部
分
に
着

目
し
て
考
察
を
す
す
め
た
い
。

『飲膳正要』（元、忽思慧撰）にも本草書と

同様の記述がみえる。

　
頭
　
骨

　
『
別
録
』
は
虎
骨
の
効
能
か
ら
説
き
は
じ
め
る
が
、
　
「
頭
骨
も
っ
と
も
良
し
」

と
頭
骨
が
特
別
視
さ
托
て
い
る
。
こ
こ
で
は
頭
骨
の
意
味
か
ら
考
察
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
ロ

人
の
場
合
、
頭
骨
は
本
来
、
魂
が
入
っ
て
い
た
場
所
と
意
識
さ
れ
て
い
た
。
死

に
よ
っ
て
頭
骨
を
離
れ
た
霊
魂
も
、
ふ
た
た
び
そ
こ
に
依
り
つ
く
と
考
え
ら
れ

た
。
そ
の
こ
と
か
ら
中
国
の
古
代
で
は
頭
骨
信
仰
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
よ
う

だ
。
動
物
の
場
合
も
ま
た
同
様
に
考
え
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
悪
鬼
（
悪
霊
）

を
追
い
は
ら
う
に
は
、
や
は
り
霊
魂
に
た
よ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
神
も
ま
た
霊

魂
で
あ
る
。
こ
こ
は
虎
の
頭
骨
に
よ
り
つ
く
虎
の
霊
魂
に
よ
っ
て
悪
鬼
を
追
い
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は
ら
う
の
で
あ
ろ
う
。
悪
鬼
は
体
内
に
入
り
こ
み
疾
病
を
お
こ
す
。
そ
こ
で
虎

の
頭
骨
を
服
用
し
、
体
内
の
悪
霊
を
追
い
は
ら
う
。

　
唐
、
蘇
敬
等
撰
『
唐
・
新
修
本
草
』
　
（
顕
慶
二
年
［
六
五
七
年
］
）
（
以
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
り

『
新
修
本
草
』
）
は
、
　
「
俗
に
云
う
」
と
し
て

　
　
虎
頭
も
て
枕
を
作
れ
ば
悪
魔
を
辟
く
。
戸
上
に
置
か
ば
鬼
を
辟
く
。

と
い
う
。

　
ほ
か
に
宋
、
唐
慎
微
『
重
修
政
和
証
類
本
草
』
（
大
観
二
年
□

巻
十
七
「
虎
骨
」
は
、
張
文
仲
を
引
用
し
て
、

　
　
卒
か
に
翻
す
る
を
療
す
る
に
虎
の
頭
骨
を
以
て
枕
と
為
す
。

と
い
う
。

一
〇
八
年
ピ

　
こ
れ
ら
は
内
服
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
呪
術
的
な
効
果
を
期
待
し
て
の
こ
と

で
あ
る
。

　
虎
の
枕
の
こ
と
は
膏
、
葛
洪
（
二
八
三
～
三
四
三
）
の
『
肘
後
備
二
方
』
に

み
え
る
。
悪
夢
を
さ
け
る
た
め
に
、

　
　
虎
頭
の
枕
を
以
て
す
。
尤
も
佳
し
（
治
卒
魔
嫁
不
磨
方
第
五
）
。

と
さ
れ
る
。

　
同
巻
二
に
は
「
虎
頭
殺
鬼
方
」
を
記
す
。

　
　
虎
頭
骨
五
両
、
貯
砂
、
雄
黄
、
雌
黄
各
一
両
半
、
鬼
臼
、
阜
葵
、
蕪
葵
各

　
　
　
　
　
　
　
ふ
る

　
　
一
両
、
掲
き
節
い
、
蝋
蜜
を
以
て
和
し
弾
丸
の
如
く
し
、
緯
嚢
も
て
貯
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
す
み

　
　
皆
に
繋
げ
、
男
は
左
、
女
は
右
に
す
。
家
中
、
屋
の
四
角
に
懸
く
。
月
の

　
　
朔
望
の
夜
半
に
中
庭
に
一
丸
を
焼
く
。
一
方
、
菖
蒲
、
蓼
藍
有
り
。
虎
頭
・

　
　
鬼
臼
・
阜
葵
無
し
。
散
を
作
り
遺
れ
を
帯
ぶ
。

　
こ
れ
ら
の
薬
物
も
ま
た
服
用
し
な
い
。
丸
薬
に
し
て
腎
に
か
け
る
。
あ
る
い

は
散
薬
に
し
て
身
に
帯
び
る
。
虎
を
薬
物
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
は
、
こ
う
い
つ

た
身
体
の
外
部
に
侃
び
る
方
法
が
さ
き
に
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
な
お
絡

い
嚢
に
い
れ
て
骨
に
か
け
る
方
法
は
『
続
斉
諮
記
』
に
み
え
蘇
卵

　
悪
魔
は
悪
夢
に
う
な
さ
れ
る
こ
と
。
魂
が
睡
眠
中
に
一
時
、
肉
体
を
離
脱
す

る
こ
と
が
夢
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
遊
離
し
た
魂
が
悪
鬼
に
出
く
わ
す
こ
と

が
悪
魔
で
あ
ろ
う
。
　
『
諸
病
源
画
論
』
巻
二
三
、
九
魔
不
磨
候
に
は
「
人
、
眠

睡
す
れ
ば
、
則
ち
魂
暁
外
遊
し
、
鬼
邪
の
魔
屈
す
る
所
と
為
る
」
と
、
夢
中
に

魂
が
離
脱
し
、
悪
鬼
に
連
れ
さ
ら
れ
る
こ
と
を
記
す
。

ま
た
甲
骨
文
の
「
塵
は
悪
夢
に
う
な
さ
れ
て
死
ぬ
こ
昂
ど
さ
れ
る
・
魂
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
の
　

頭
の
白
門
か
ら
抜
け
る
と
考
え
ら
れ
た
よ
う
だ
が
枕
は
頭
に
用
い
る
も
の
で
あ

る
。
枕
に
よ
り
つ
く
虎
の
霊
魂
で
悪
霊
を
追
い
は
ら
う
の
で
あ
ろ
う
。

　
な
お
虎
の
頭
を
枕
に
す
る
話
は
、
宋
、
趙
一
時
撰
『
侯
鯖
録
』
に
こ
う
み
え

る
。

　
李
広
、
臥
虎
を
射
。
其
の
頭
を
断
ち
枕
と
為
し
、
銅
を
鋳
て
其
の
形
を
象

　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
ロ

　
り
、
漫
器
と
為
す
。
今
に
至
る
ま
で
捜
器
、
論
れ
を
虎
子
と
謂
い
、
或
い

　
は
虎
枕
と
為
す
。

李
広
は
漢
の
武
帝
の
時
に
活
躍
し
た
将
軍
で
あ
る
。
弓
が
得
意
で
「
草
中
の
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石
を
見
て
、
虎
だ
と
思
い
、
射
た
と
こ
ろ
石
に
あ
た
り
、
鍛
が
石
に
め
り
こ
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　

だ
」
と
い
う
有
名
な
話
が
あ
る
。

　
な
お
こ
こ
で
は
虎
子
が
漫
器
で
あ
る
こ
と
を
の
べ
る
が
人
の
頭
蓋
骨
を
溺
器

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
れ
ロ

と
し
た
と
い
う
話
も
あ
る
。

　
ま
た
股
の
時
代
に
虎
の
枕
を
つ
く
っ
た
と
い
う
話
が
あ
る
。
宋
、
高
承
撰

『
事
物
紀
原
』
、
舟
車
帷
握
部
、
虎
枕
は
、

　
　
西
京
雑
記
に
甘
く
、
　
「
李
広
、
兄
と
袖
山
の
北
に
遊
猟
し
、
猛
虎
を
見
、

　
　
一
矢
も
て
法
れ
を
塾
す
。
其
の
頭
を
断
ち
、
枕
と
為
し
服
を
示
す
な
り
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
ね
　
　
　
　
　
ロ

　
　
と
。
事
始
記
、
遇
え
ら
く
、
　
「
虎
枕
の
始
め
、
魏
の
威
煕
中
、
梁
翼
の
玉

　
　
虎
枕
を
得
る
。
臆
下
に
題
有
り
て
曰
く
、
『
帝
辛
九
年
』
と
。
帝
辛
は
即

　
　
ち
紺
な
り
。
是
れ
則
ち
商
紺
の
時
、
已
に
其
の
制
有
り
」
と
。

　
こ
の
話
に
よ
れ
ば
、
股
の
紺
王
の
時
に
す
で
に
玉
で
作
っ
た
虎
の
枕
が
あ
っ

た
と
い
う
。

　
虎
の
頭
骨
を
戸
上
に
か
け
る
こ
と
は
犬
の
礫
や
羽
子
の
習
俗
と
同
様
の
意
味

を
も
つ
と
思
わ
れ
る
。
の
ち
に
は
虎
の
絵
や
虎
の
字
を
門
戸
に
貼
る
よ
う
に
な

る
。

　
虎
　
骨

　
虎
骨
は
実
際
上
、
も
っ
と
も
重
要
な
薬
と
さ
れ
て
い
る
。
『
新
修
本
草
』
・

唐
、
潜
思
遙
撰
『
干
果
菜
方
』
は
、
ほ
ぼ
『
別
録
』
と
同
じ
。
た
だ
し
『
新
修

本
草
』
の
「
俗
に
云
う
」
の
部
分
で
は
「
骨
、
朱
を
雑
え
符
を
書
す
」
と
み
え

虎骨（難波恒夫編
『原色和漢薬図鋤）

る
。
骨
を
砕
い
て
朱
と
混
ぜ
て
道
教
の
符
を
書
す
時
に
用
い
る
の
だ
ろ
う
。
符

は
悪
鬼
を
追
い
は
ら
っ
た
り
、
使
役
す
る
と
き
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。

そ
れ
に
も
虎
の
骨
が
有
効
だ
と
い
う
。
　
『
本
草
綱
目
』
で
は
「
初
生
の
小
児
煎

湯
も
て
曲
れ
を
浴
び
れ
ば
、
悪
気
を
辟
け
、
瘡
痔
・
野
鼠
・
鬼
症
を
去
り
、
長

大
に
し
て
由
無
し
」
と
す
る
。
こ
れ
も
辟
邪
の
効
用
で
あ
る
。

　
明
、
陳
嘉
謹
撰
『
本
草
蒙
笙
』
で
は
、

　
　
虎
骨
。
味
は
辛
。
気
微
か
に
熱
。
無
毒
。
各
処
の
山
林
に
倶
に
有
り
。
色

　
　
黄
、
雄
な
る
者
、
佳
と
為
す
。

と
い
う
。
雄
が
よ
い
の
は
陰
陽
思
想
の
関
係
で
あ
ろ
う
。
当
然
、
雄
が
陽
で
あ

ろ
う
。

　
　
務
め
て
薬
箭
の
中
り
傷
つ
く
る
に
非
ざ
る
を
審
ら
か
に
し
（
薬
箭
も
て
射

　
　
死
す
る
者
は
、
薬
に
入
る
る
可
か
ら
ず
。
薬
毒
の
骨
血
の
間
に
浸
潰
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

　
　
甚
だ
能
く
人
を
害
す
る
を
覧
る
。
必
ず
綱
［
網
？
］
も
て
捕
殺
し
死
す
る

　
　
者
を
得
て
方
に
思
う
）
、
縷
か
に
蘇
油
を
取
り
塗
り
脆
を
贈
る
。

　
毒
矢
に
よ
っ
て
殺
傷
し
た
虎
は
用
い
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
。
毒
矢
の
毒
に
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あ
た
る
こ
と
を
恐
れ
て
の
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
続
け
て
、

　
　
湯
液
を
煎
ず
る
こ
と
勿
か
れ
。
惟
だ
散
・
丸
を
製
す
る
の
み
。
畏
る
る
所

　
　
の
玉
薬
、
須
ら
く
蜀
漆
・
蜀
椒
・
磁
石
と
知
る
べ
し
。
風
痺
を
治
す
る
に

　
　
用
う
。
乃
ち
虎
恥
き
風
従
う
に
因
る
。
膝
痩
を
補
す
る
に
用
う
。
祇
だ
虎

　
　
の
走
力
健
な
る
に
縁
る
。
邪
症
を
殺
し
、
上
焦
驚
悸
す
る
を
止
む
。

と
い
う
。
こ
れ
は
薬
物
と
し
て
実
際
に
使
用
さ
れ
て
い
く
過
程
で
の
経
験
を
記

し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　
ま
た
「
虎
囎
風
従
」
と
「
風
」
と
の
関
係
か
ら
「
風
痺
」
を
結
び
つ
け
る
。

虎
が
囎
く
、
つ
ま
り
吼
え
る
と
風
が
お
こ
る
。
こ
れ
は
「
恩
許
き
て
谷
風
至
り
、

龍
挙
が
り
て
景
雲
属
す
（
『
准
南
子
』
天
文
訓
）
」
な
ど
数
多
く
み
え
る
麦
騨

で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
例
で
は
、
た
ん
な
る
「
風
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で

は
病
気
に
か
ん
す
る
「
風
」
つ
ま
り
風
邪
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
虎

と
龍
が
対
と
し
て
表
現
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
こ
こ
で
は
龍
と
は
切
り
は
な

さ
れ
て
い
る
。

　
膝
の
痛
み
を
治
す
こ
と
は
、
虎
の
脚
力
が
す
ぐ
れ
て
い
る
こ
と
と
関
連
す
る
。

脚
力
が
す
ぐ
れ
る
の
は
、
虎
の
骨
が
つ
よ
い
か
ら
で
あ
る
。

　
脛
　
骨

　
「
脛
骨
」
に
対
し
て
は
「
和
む
る
に
堪
ゆ
」
と
き
わ
め
て
簡
単
で
あ
る
。
し

か
し
「
脛
骨
」
と
い
う
項
目
は
『
別
録
』
や
『
新
修
本
草
』
に
は
な
か
っ
た
も

の
で
あ
る
。
陳
嘉
護
は
こ
う
付
け
加
え
る
。

　
　
按
ず
る
に
「
古
人
、
虎
潜
丸
を
立
つ
。
方
中
、
虎
の
脛
骨
を
用
う
る
こ
と

　
　
】
味
、
其
の
理
、
甚
だ
優
雅
な
り
。
蓋
し
虎
は
金
な
り
。
陰
に
属
す
。
風

　
　
は
木
な
り
。
陽
に
属
す
。
虎
消
し
風
従
う
。
乃
ち
木
、
金
の
制
を
被
れ
ば

　
　
然
ら
ざ
る
を
得
ざ
る
な
り
。
故
に
凡
そ
脚
漆
拘
攣
し
、
擁
痩
痩
痛
等
の
証
、

　
　
骨
を
用
い
調
治
す
れ
ば
、
即
ち
能
く
風
を
迫
い
痛
を
定
む
。
此
れ
又
た
陰

　
　
　
　
　
か
く

　
　
出
で
陽
蔵
る
る
の
義
な
り
。
況
ん
や
虎
は
一
身
の
筋
節
力
気
、
皆
な
前
足

　
　
の
脛
の
中
よ
り
出
づ
。
其
の
性
気
倶
に
諮
る
。
入
観
に
之
れ
を
用
う
・
名

　
　
づ
け
て
配
電
と
日
う
所
以
な
り
。
今
人
別
骨
を
襲
う
る
は
、
則
ち
虎
潜
の

　
　
義
に
非
ざ
る
な
り
。

　
虎
骨
の
う
ち
、
と
く
に
脛
の
骨
が
有
効
だ
と
い
う
。
虎
の
威
力
が
肢
、
と
く

に
獲
物
を
嘱
す
前
肢
に
集
約
さ
れ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
膝
の
治
療
と
結

び
つ
け
ら
れ
て
い
く
。
　
『
本
草
綱
目
』
で
も
、

　
　
煮
汁
も
て
写
れ
を
浴
び
れ
ば
、
骨
折
の
風
毒
腫
を
去
る
。
酔
を
和
し
膝
に

　
　
浸
さ
ば
、
脚
の
痛
腫
を
止
む
。
脛
骨
尤
も
良
し
。

と
さ
れ
る
。
こ
れ
は
頭
骨
の
重
視
と
は
異
な
る
感
覚
で
あ
る
。

　
興
味
深
い
の
は
陰
陽
五
行
の
観
念
で
あ
る
。
　
「
虎
は
金
な
り
」
は
次
の
よ
う

な
考
え
に
も
と
つ
く
。
虎
は
四
神
の
一
、
白
虎
に
通
ず
る
。
白
虎
は
西
に
配
当

さ
れ
る
。
五
行
思
想
は
四
神
と
か
ら
ん
だ
場
合
、
中
央
が
土
、
東
が
木
、
南
が

火
、
西
が
金
、
北
が
水
と
な
る
。
　
「
陰
に
属
す
」
の
は
青
龍
と
白
虎
の
関
係
に

よ
る
の
だ
ろ
う
か
。
別
の
箇
所
で
は
虎
は
陽
と
さ
れ
て
い
る
。
虎
は
「
風
は
木
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な
り
。
陽
に
属
す
」
と
対
立
す
る
位
置
に
あ
る
。
木
は
東
で
あ
り
、
西
の
白
虎

と
対
面
す
る
。
木
が
陽
で
あ
れ
ば
、
金
く
虎
）
は
陰
と
な
る
。
こ
こ
で
は
な
ぜ

か
龍
の
こ
と
は
あ
ら
わ
れ
な
い
。
風
は
た
ん
な
る
「
風
」
と
病
気
を
引
き
起
こ

す
「
風
邪
」
の
意
味
の
両
方
に
掛
け
合
わ
せ
て
い
る
。

　
威
　
骨

　
骨
に
関
し
て
は
「
威
骨
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
。

　
　
威
骨
は
脇
の
両
懸
に
在
り
（
虎
威
に
骨
有
り
。
乙
の
字
の
如
し
。
長
さ
↓

　
　
寸
。
肉
を
破
り
覧
れ
を
取
る
。
尾
端
に
も
煮
た
有
り
、
脇
の
者
に
如
か

　
　
ず
）
。
之
れ
を
帯
ぶ
れ
ば
日
に
威
勢
を
添
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
に
く
づ
き

　
「
脇
」
と
「
脅
」
は
月
と
務
か
ら
構
成
さ
れ
、
基
本
的
に
同
じ
文
字
で
あ

る
。
脇
は
「
わ
き
」
だ
が
、
脅
は
「
お
び
や
か
す
」
の
意
味
を
も
つ
。
ゆ
え
に

脇
の
骨
は
脅
威
を
あ
た
え
る
骨
と
い
う
事
に
な
る
。
そ
れ
を
身
に
帯
び
る
と
虎

の
威
が
身
に
つ
く
と
い
う
。
一
種
の
類
感
呪
術
で
あ
る
。
　
『
本
草
綱
目
』
で
は
、

陳
蔵
器
の
説
を
引
き
、
　
「
之
れ
を
帯
び
、
官
に
臨
む
に
佳
し
。
官
無
け
れ
ば
則

ち
人
の
僧
む
所
と
為
る
」
と
つ
け
加
え
て
い
る
。

　
虎
の
骨
と
、
他
の
骨
た
と
え
ば
豚
の
骨
で
は
成
分
に
そ
れ
ほ
ど
か
わ
り
が
あ

る
と
は
思
え
な
い
。
虎
で
あ
る
こ
と
に
意
味
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。

　
膏

　
『
別
録
』
で
は
「
狗
の
噛
瘡
を
治
す
」
と
あ
る
。
　
『
本
草
綱
目
』
で
は
、

　
　
〔
主
治
〕
狗
の
噛
瘡
（
別
録
）
。
下
部
に
納
る
れ
ば
五
痔
下
血
を
治
む

　
　
（
短
甲
）
。
之
れ
を
服
さ
ば
反
胃
を
治
む
。
煎
消
し
小
児
の
頭
瘡
白
禿
に

　
　
塗
る
（
時
珍
）
。
　
〔
附
方
〕
一
切
の
反
胃
。

と
す
る
。
本
来
、
塗
り
薬
で
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
こ
こ
で
は
服
用
も
行
な
わ
れ

て
い
る
。
膏
自
体
は
『
五
十
二
恵
方
』
に
豚
の
膏
が
多
数
み
え
る
。

　
爪

　
『
別
録
』
で
は
「
爪
、
悪
魅
を
辟
く
」
と
さ
れ
る
。
　
『
新
修
本
草
』
で
は

「
爪
、
多
く
以
て
小
児
の
皆
に
系
く
れ
ば
、
悪
鬼
を
辟
く
」
と
さ
れ
る
。
小
児

の
魂
が
悪
鬼
に
つ
れ
さ
ら
れ
や
す
い
こ
と
と
関
連
す
る
で
あ
ろ
う
。

　
『
本
草
綱
目
』
で
は
、

　
　
爪
（
〔
聖
日
〕
、
「
爪
井
び
に
指
・
骨
・
毛
倶
に
用
う
る
べ
し
。
雄
虎
を

　
　
以
て
勝
れ
り
と
為
す
」
と
）
。
　
〔
主
治
〕
小
児
の
醤
に
旧
く
れ
ば
、
悪
魅

　
　
を
温
く
（
別
録
）
（
〔
時
鳥
日
〕
、
外
台
、
悪
魅
を
遍
く
る
に
、
虎
爪
・

　
　
苦
爪
・
赤
朱
・
雄
黄
を
以
て
末
と
為
し
、
松
脂
も
て
丸
に
和
し
、
正
旦
ご

　
　
と
に
至
れ
を
焚
く
）
。

と
さ
れ
る
。

　
　
「
虎
の
能
く
狗
を
伏
せ
し
む
る
所
以
の
も
の
は
爪
牙
な
り
（
『
韓
非
子
』
二

柄
篇
）
」
と
、
爪
と
牙
は
虎
の
も
っ
と
も
強
力
な
武
器
で
あ
る
。
こ
れ
が
爪
が

、
薬
用
と
さ
れ
る
も
っ
と
も
大
き
な
理
由
で
あ
ろ
う
。

　
　
『
神
農
本
草
経
』
で
丹
砂
（
赤
綿
）
は
「
精
魅
・
邪
悪
鬼
を
殺
す
」
と
さ
れ
、

雄
黄
も
「
精
物
・
悪
鬼
・
邪
気
・
百
盤
毒
を
殺
す
」
と
い
う
。
い
ず
れ
も
悪
鬼
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を
さ
け
る
薬
物
・
丹
砂
に
関
し
て
は
さ
ら
に
来
歴
が
ふ
霞
ゴ
の
爪
と
い
う

の
は
、
爪
が
蟹
の
武
器
で
あ
る
こ
と
か
ら
の
発
想
で
あ
ろ
う
。

　
こ
こ
で
は
薬
物
を
百
石
に
焼
い
た
μ
煙
に
よ
っ
て
、
目
に
み
え
な
い
鬼
を
追

い
は
ら
う
。
原
理
的
に
は
蚊
遣
り
と
同
じ
。
　
『
日
書
』
に
も
同
様
の
方
法
が
み

え
る
。
灘
の
儀
式
に
も
丹
砂
の
粉
を
ま
ぶ
し
た
赤
丸
を
ま
い
た
。
こ
れ
も
服
用

し
な
い
。
い
わ
ば
消
毒
の
た
め
の
薬
物
撒
布
で
一
種
の
予
防
医
学
と
い
う
こ
と

に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
り

　
な
お
爪
や
牙
は
身
に
つ
け
て
魔
除
け
と
す
る
例
が
あ
り
、
勾
玉
な
ど
も
そ
れ

に
由
来
す
る
と
さ
れ
る
。

　
肉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，

　
虎
の
肉
は
「
悪
心
嘔
か
ん
と
欲
す
る
を
治
し
、
気
力
を
益
す
（
『
別
録
』
）
」

と
さ
れ
た
が
、
『
新
修
本
草
』
の
「
俗
云
」
で
は
「
玉
繭
を
熱
食
す
れ
ば
、
人

の
歯
を
壊
す
」
と
い
う
。
虎
は
陽
で
あ
り
、
陽
を
さ
ら
に
火
（
陽
）
で
熱
す
る

こ
と
は
よ
く
な
い
と
い
う
考
え
か
た
で
あ
ろ
う
。

　
『
本
草
蒙
笙
』
で
は
「
肌
肉
を
啖
食
す
れ
ば
、
力
を
益
し
、
嘔
悪
を
止
む
る

こ
と
尤
も
霊
な
り
」
と
い
う
。
力
を
益
す
の
は
虎
の
力
を
体
内
に
と
り
こ
む
と

い
う
発
想
で
あ
ろ
う
。

　
『
本
草
綱
目
』
で
は
、

　
　
〔
気
味
〕
酸
、
平
、
無
毒
。
　
（
…
急
雨
曰
く
、
　
「
正
月
、
虎
を
食
ら
う
勿

　
　
か
れ
。
神
を
傷
つ
く
」
と
。
李
時
珍
曰
く
、
　
「
虎
肉
、
土
気
を
労
し
、
味

　
　
は
甚
だ
し
く
は
佳
か
ら
ず
。
竪
食
し
て
稻
く
可
な
り
」
と
）
。

と
い
う
。
孟
読
は
「
正
月
に
虎
を
食
べ
て
は
い
け
な
い
」
と
い
う
。
　
『
本
草
蒙

笙
』
の
豹
肉
に
「
正
月
食
ら
う
勿
か
れ
（
正
月
建
寅
、
故
に
虎
豹
の
肉
を
食
ら

う
を
忌
む
）
」
と
あ
る
。
建
寅
は
陰
暦
正
月
の
別
名
。
寅
に
虎
と
い
う
連
想
だ

ろ
う
。

　
さ
ら
に
『
本
草
綱
目
』
か
ら
、

　
　
〔
主
治
〕
悪
心
嘔
か
ん
と
欲
す
。
気
力
を
益
す
。
多
唾
を
止
ど
む
（
別
録
）
。

　
　
之
れ
を
食
す
れ
ば
瘡
を
治
す
。
三
十
六
種
の
精
魅
を
辟
く
。
山
に
入
れ
ば
、

　
　
虎
見
て
之
れ
を
畏
る
（
孟
読
）
。

　
『
続
漢
書
』
礼
儀
志
、
大
灘
の
三
相
氏
に
従
う
十
二
獣
の
一
、
脾
胃
も
「
虎

を
食
ら
う
」
と
さ
れ
る
。
鬼
は
虎
を
お
そ
れ
る
。
そ
の
虎
を
た
べ
る
こ
と
に
よ

り
鬼
が
よ
り
っ
か
ず
、
ま
た
虎
を
も
さ
け
う
る
と
い
う
。
ま
た
こ
こ
で
は
三
十

六
種
精
霊
と
あ
り
、
鬼
の
種
類
は
格
段
に
多
く
な
っ
て
い
る
。

　
血

　
『
本
草
綱
目
』
で
は
、

　
　
〔
主
治
〕
神
を
壮
ん
に
し
志
を
強
く
す
。

　
　
　
　
　
し
ん

と
い
う
。
　
「
神
」
や
「
志
」
は
精
神
や
気
力
に
関
わ
る
が
、
血
は
そ
れ
を
つ
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
み

く
さ
せ
る
。
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
の
よ
う
な
感
覚
が
あ
る
。
血
は
神
の
活
力
を
た
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
ロ

め
る
た
め
に
神
に
さ
さ
げ
ら
れ
て
い
た
。
　
こ
こ
で
も
そ
う
い
っ
た
感
覚
が
残

存
し
て
い
る
。
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〔
時
曜
日
〕
、
猟
人
、
李
次
口
云
う
、
　
「
虎
の
心
血
を
刺
し
て
詣
れ
を
飲

　
ま
ば
、
能
く
神
志
を
壮
ん
に
す
」
と
。
又
た
『
抱
魚
子
』
に
云
う
、
　
［
，
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
る
す
べ
り

　
　
月
三
日
、
殺
し
て
虎
血
を
取
り
、
生
剥
血
、
白
虎
の
頭
皮
、
紫
綬
、
履

　
　
（
2
8
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
　
　
ご
と

　
　
組
、
流
捧
、
合
わ
せ
て
泊
れ
を
種
う
。
初
め
草
を
生
じ
胡
麻
の
子
の
似
し
。

　
　
即
ち
此
の
実
を
取
り
、
之
れ
を
種
う
。
一
た
び
生
じ
輯
ち
一
た
び
異
な
る

　
　
も
、
凡
そ
七
た
び
己
れ
を
種
え
、
そ
の
実
を
取
り
合
わ
せ
て
用
う
れ
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か

　
　
以
て
形
を
移
し
貌
を
易
う
る
べ
し
」
。

　
猟
師
が
虎
の
血
を
飲
む
こ
と
は
実
経
験
に
も
と
っ
く
の
で
あ
ろ
う
。
　
『
抱
朴

子
』
は
内
篇
巻
十
九
遽
覧
篇
「
白
虎
七
変
法
」
か
ら
の
引
用
。
こ
こ
で
は
虎
の

血
を
直
接
、
服
用
す
る
事
は
な
い
。
し
か
し
上
記
の
不
思
議
な
方
法
で
得
ら
れ

た
草
の
実
を
飲
め
ば
容
貌
が
変
わ
る
と
さ
れ
る
。
　
『
抱
綿
子
』
の
原
文
は
こ
の

あ
と
「
上
下
自
在
に
空
を
飛
べ
る
」
と
記
す
が
『
本
草
綱
目
』
で
は
省
略
さ
れ

て
い
る
。

　
牙

　
『
別
録
』
で
は
「
丈
夫
の
陰
頭
の
瘡
及
び
着
痩
を
治
す
」
と
あ
る
。
陽
で
陰

を
治
療
す
る
の
だ
ろ
う
。

　
『
本
草
綱
目
』
で
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
な
　
　
け
ず

　
　
（
孫
思
逡
）
（
労
虫
を
殺
し
、
猫
犬
の
傷
、
発
狂
を
治
す
。
末
に
刮
り
、

　
　
酒
も
て
方
寸
の
七
を
服
す
。

と
い
う
。
虎
と
犬
の
関
係
は
他
に
も
み
え
る
。
猛
獣
と
し
て
の
実
力
は
虎
は
犬

よ
り
も
格
段
に
上
で
あ
る
。
ゆ
え
に
犬
の
咬
み
傷
に
、
虎
の
武
器
で
あ
る
牙
を

使
用
し
た
薬
が
威
力
を
発
揮
す
る
。
こ
こ
の
発
狂
は
狂
犬
病
か
も
し
れ
な
い
。

　
　
（
三
洋
）
〔
附
方
〕
　
（
新
一
）
白
虎
風
流
（
大
虎
牙
一
副
（
四
個
）
、
赤

　
　
足
直
轄
十
条
（
酒
も
て
浸
す
こ
と
三
日
、
晒
干
す
）
、
天
麻
二
両
、
乳
香
、

　
　
没
薬
各
一
両
、
癖
香
半
両
、
末
と
為
し
、
毎
に
服
す
る
こ
と
二
銭
、
温
酒

　
　
も
て
下
し
、
一
日
三
服
す
（
『
聖
済
総
録
』
）
。

と
い
う
よ
う
な
処
方
が
記
さ
れ
て
い
る
。
前
掲
『
葛
洪
肘
後
備
急
方
』
巻
七

「
療
猫
犬
咬
人
方
」
に
も
虎
の
牙
を
刮
っ
て
服
用
す
る
こ
と
が
記
さ
れ
る
。

　
鼻

　
虎
の
鼻
は
魔
除
け
と
さ
れ
る
。
『
別
録
』
　
（
『
新
修
本
草
』
所
引
）
で
は

「
顯
疾
、
小
児
の
癩
痴
を
治
す
」
と
あ
る
。
　
『
新
修
本
草
』
の
「
俗
学
」
で
は

頭
骨
と
同
様
に
戸
上
に
懸
け
る
と
さ
れ
る
。

　
　
鼻
、
戸
上
に
懸
く
れ
ば
、
男
児
を
生
ま
し
む
。
　
（
『
新
修
本
草
』
虎
骨

　
　
「
俗
云
」
）

　
男
児
を
生
む
の
は
、
虎
が
露
な
の
で
男
（
陽
）
を
生
む
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た

「
鼻
は
漢
時
代
の
観
念
で
初
出
、
始
祖
の
意
味
が
あ
り
、
血
族
が
始
め
て
う
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
ね

れ
、
繁
栄
し
て
ゆ
く
と
い
う
意
味
合
い
を
も
つ
語
で
あ
っ
た
」
と
さ
れ
る
こ
と

も
関
連
す
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
　
『
本
草
蒙
釜
』
は
、

　
　
鼻
、
戸
上
に
懸
く
れ
ば
、
男
を
生
む
（
孕
婦
、
虎
の
鼻
を
以
て
門
戸
の
上
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に
懸
く
。
男
を
生
む
を
主
る
）
。
癩
疾
傍
ち
治
す
。

と
述
べ
、
妊
婦
が
戸
の
上
に
か
け
る
こ
と
を
記
す
。

　
『
本
草
綱
目
』
で
は
、

　
　
〔
主
治
〕
癩
疾
、
小
児
驚
痛
（
別
録
）
。
戸
上
に
堅
く
れ
ば
、
男
を
生
ま

　
　
し
む
（
弘
景
）
。
　
（
〔
時
珍
日
〕
按
ず
る
に
『
龍
魚
秘
図
』
に
云
う
、

　
　
「
虎
の
鼻
、
門
中
に
懸
く
る
こ
と
一
年
、
焼
き
て
屑
と
作
す
を
取
り
、
婦

　
　
に
与
え
て
飲
ま
し
む
れ
ば
、
便
ち
貴
子
を
生
む
。
人
及
び
婦
に
知
ら
し
む

　
　
る
勿
か
れ
。
知
ら
ば
則
ち
験
あ
ら
ず
」
と
。
干
た
云
う
「
門
上
に
懸
く
れ

　
　
ば
官
に
宜
う
し
。
子
孫
、
印
綬
を
帯
ぶ
。
此
れ
古
は
胎
教
、
虎
豹
を
見
、

　
　
皆
な
其
の
勇
壮
を
取
ら
ん
と
欲
す
る
の
義
と
同
じ
な
り
」
と
）
。

　
こ
こ
で
は
妊
婦
に
虎
の
鼻
を
服
用
さ
せ
て
い
る
。
ま
た
人
や
妊
婦
に
知
ら
れ

て
は
い
け
な
い
と
い
う
。
ま
た
古
に
胎
教
で
虎
や
豹
を
み
せ
る
と
勇
壮
に
な
る

と
い
う
言
い
伝
え
が
あ
っ
た
ら
し
い
。

　
皮

　
『
本
草
綱
目
』
に
、

　
　
（
」
名
皐
毘
。
　
『
荘
子
』
に
見
ゆ
）
。
　
〔
主
治
〕
瘡
疾
（
蔵
器
）
。
邪
魅

　
を
導
く
（
時
潮
）
。
　
〔
発
明
〕
　
（
〔
時
駐
日
〕
、
按
ず
る
に
応
酌
『
風
俗

　
通
』
に
云
う
、
　
「
虎
は
陽
物
、
百
獣
の
長
、
能
く
鬼
魅
を
辟
く
。
今
人
卒

　
か
に
悪
病
に
中
ら
ば
、
皮
を
焼
き
惚
れ
を
飲
む
。
或
い
は
衣
服
に
系
く
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ね
ソ

　
ば
、
亦
た
甚
だ
験
あ
り
」
。

と
あ
る
。
こ
こ
で
も
ま
た
虎
が
薬
物
と
さ
れ
る
。
皮
は
焼
い
て
服
用
さ
れ
た
。

焼
く
と
悪
臭
を
放
ち
、
そ
れ
に
よ
り
鬼
を
駆
逐
す
る
の
だ
ろ
筆
『
本
草
轡
』

所
引
『
風
俗
通
』
は
悪
病
し
に
効
く
と
す
る
。
し
か
し
『
風
俗
通
』
の
原
文

に
は
「
病
」
の
文
字
が
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
特
定
の
病
気
を
な
お
す
の
で

は
な
く
、
鬼
を
追
い
は
ら
う
。
薬
物
を
身
に
つ
け
る
風
習
は
『
山
海
経
』
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
お
　

「
侃
」
や
「
服
」
と
し
て
み
え
る
。

　
　
『
起
居
雑
記
』
に
云
う
、
一
一
の
皮
上
に
睡
ら
ば
、
人
の
神
を
し
て
驚

　
　
か
し
む
。
其
の
毛
、
瘡
に
入
ら
ば
大
毒
有
り
」
。

　
こ
こ
で
は
虎
の
皮
は
内
服
し
な
い
。
虎
豹
の
皮
の
う
え
に
眠
る
と
人
の
神
魂

を
驚
か
す
と
い
う
。
虎
が
鬼
（
霊
魂
）
を
お
い
は
ら
う
の
で
睡
眠
中
に
出
游
し

た
人
の
霊
魂
ま
で
驚
か
し
て
し
ま
う
の
で
あ
ろ
う
。

　　ξ“「
　　　き
　　　く
　　　祠

　　1「　，．1

璽～ρ

虎皮を敷き存想する

「太上除三　九虫保生経」
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は

コ

虎
皮
を

取

噴

焦轄虎埴。蕪幣は羊皮で

つくり車拭をおおう。量

感は虎の皮の縁飾り。
（　『ネし言己匡墨』　）

息
、｝））艀

虎皮（『礼記図』）

　
唐
、
『
杜
子
春
伝
』
に
は
　
　
　
　
　
　
　
　
西
壁
に
惨
き
、
東
向
し
て
坐

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
れ
ロ

す
」
と
あ
る
。
西
と
い
う
の
は
白
虎
が
西
に
配
当
さ
れ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　
皮
を
し
く
話
は
『
詩
経
』
秦
風
、
小
躍
、
　
「
文
言
暢
鍛
」
の
毛
伝
に
「
文
菌

は
虎
皮
な
り
」
と
あ
る
。
鄭
箋
は
「
文
菌
は
虎
皮
を
以
て
菌
と
為
す
。
菌
は
士

籍
な
り
」
と
述
べ
、
車
の
座
席
に
敷
く
こ
と
が
わ
か
る
。
劉
煕
『
釈
名
』
釈
車

第
二
四
は
「
文
姻
は
車
中
の
坐
す
る
所
の
者
な
り
。
虎
皮
を
用
い
文
采
有
り
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
う
ひ

と
述
べ
る
。
後
世
、
師
が
敷
い
た
こ
と
か
ら
、
畢
比
（
虎
の
皮
）
は
講
義
の
席

を
さ
し
た
。
ま
た
武
将
も
敷
い
た
と
さ
れ
る
。

　
虎
皮
は
戦
争
の
際
に
も
用
い
ら
れ
た
。
　
『
礼
記
』
曲
礼
上
に
「
前
に
士
師
有

　
　
　
　
　
　
　
　
か
か

れ
ば
、
則
ち
虎
皮
を
塞
ぐ
」
と
あ
る
。
後
漢
、
鄭
玄
の
注
は
「
虎
は
其
の
威
勇

有
る
に
取
る
な
り
」
と
の
べ
、
虎
の
猛
威
に
意
味
を
も
た
せ
て
い
る
。
唐
、
孔

穎
達
の
疏
は
［
虎
は
是
れ
威
健
し
。
亦
た
兵
衆
の
象
、
若
し
前
に
兵
衆
有
る
を

見
れ
ば
、
則
ち
虎
皮
を
竿
首
に
挙
げ
、
兵
書
を
し
て
見
て
以
て
防
を
為
さ
し
む
」

と
い
う
。
こ
こ
で
は
敵
発
見
の
合
図
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
本
来
は
敵
を
威

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

嚇
し
悪
霊
を
は
ら
う
も
の
で
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
　
『
礼
記
』
は
こ
の
後
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
か

「
前
に
摯
獣
有
れ
ば
、
則
ち
貌
緋
を
載
ぐ
」
と
い
う
。
摯
獣
は
疏
に
「
虎
狼
の

属
」
と
さ
れ
、
猛
獣
で
あ
る
。
戦
争
の
際
、
そ
れ
ら
を
放
ち
敵
を
襲
わ
せ
た
の

だ
ろ
う
。

　
虎
は
四
神
の
一
、
白
虎
（
西
方
）
で
あ
り
、
か
つ
ま
た
十
二
支
の
一
（
方
角

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ね

と
し
て
は
東
北
だ
が
東
に
収
轍
さ
れ
る
）
の
寅
で
も
あ
る
。
陰
陽
で
は
ふ
つ
う

陽
だ
が
陰
に
も
配
当
さ
れ
る
。

　
虎
　
購

　
『
別
録
』
で
は
「
其
の
眼
晴
、
癩
を
治
す
」
と
み
え
る
。
元
、
羅
天
益
『
衛

生
宝
鑑
』
で
は
、
龍
と
の
か
か
わ
り
で
次
の
よ
う
に
説
く
。

　
　
龍
歯
、
魂
を
安
ん
じ
、
国
巡
、
塊
を
定
む
。
此
れ
各
お
の
其
の
類
を
言
う

　
　
な
り
。
東
方
は
蒼
龍
、
木
な
り
。
肝
に
属
し
て
魂
を
蔵
す
。
西
方
は
白
虎
、

　
　
金
な
り
。
肺
に
属
し
て
塊
を
蔵
す
。
龍
能
く
変
化
す
。
故
に
魂
遊
び
て
定

　
　
ま
ら
ず
。
虎
能
く
静
を
専
ら
に
す
。
故
に
魂
止
ま
り
て
能
く
守
る
。
予
謂

　
　
え
ら
く
、
照
隠
か
ら
ざ
る
者
を
治
す
る
は
、
宜
し
く
虎
晴
を
以
て
す
べ
し
。

　
　
魂
飛
揚
す
る
者
を
治
す
る
は
、
宜
し
く
龍
歯
を
以
て
す
べ
し
。
万
物
、
成

　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
ロ

　
　
理
有
り
て
失
わ
ず
。
亦
た
夫
の
人
に
在
り
て
之
れ
に
達
す
る
の
み
（
『
衛

　
　
生
宝
鑑
』
巻
八
）
。

　
こ
れ
は
「
神
気
寧
か
ら
ず
、
臥
す
れ
ば
則
ち
夢
に
飛
揚
し
、
身
、
躰
に
在
る

と
難
も
、
神
魂
、
体
を
離
れ
、
驚
悸
し
魔
多
く
、
宵
を
通
じ
て
窯
ね
ず
」
と
い
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う
董
生
と
い
う
人
を
治
療
す
る
際
の
理
論
と
し
て
示
さ
れ
る
。

　
こ
こ
で
は
龍
．
虎
が
対
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
。
龍
と
虎
は
西
水
披
遺
跡
に
お

い
て
、
す
で
に
精
神
と
肉
体
を
つ
か
さ
ど
る
よ
う
に
み
え
た
。
こ
こ
で
も
全
く

同
様
の
感
覚
が
あ
る
。
龍
は
魂
（
精
神
）
を
、
虎
は
魂
（
肉
体
）
を
つ
か
さ
ど

る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

　
『
本
草
蒙
笙
』
で
は
「
眼
光
」
と
し
て
、

　
　
形
、
自
石
の
如
し
（
凡
そ
虎
、
夜
視
る
に
、
一
目
を
以
て
光
り
を
放
ち
、

　
　
一
目
も
て
物
を
看
る
。
猟
人
候
い
て
彩
れ
を
射
る
に
、
弩
箭
繊
か
に
及
び
、

　
　
目
光
便
ち
随
い
て
地
に
堕
つ
。
昇
れ
を
得
る
者
は
、
形
、
白
石
の
如
し
）
、

　
　
得
る
者
は
夜
、
独
り
行
き
憩
い
臥
す
回
し
。

と
あ
る
。

　
眼
光
が
地
に
お
ち
白
石
と
な
る
。
そ
れ
を
身
に
着
け
る
と
夜
行
し
て
も
恐
れ

る
も
の
は
な
い
。
こ
れ
は
股
の
青
銅
器
に
数
多
く
刻
ま
れ
る
邪
眼
と
同
じ
効
果

を
も
つ
。
悪
霊
よ
け
の
お
守
り
で
あ
る
。
そ
れ
は
悪
鬼
を
射
す
く
め
る
猛
獣
、

虎
の
晴
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
『
本
草
綱
目
』
は
、

　
　
〔
主
治
〕
癩
疾
（
別
録
）
。
疲
病
、
小
児
熱
疾
驚
悸
（
孟
読
。
驚
帰
、
客

　
　
杵
、
癌
気
、
心
を
鎮
め
神
を
安
ん
ず
（
日
華
）
。
目
を
明
ら
か
に
し
窮
を

　
　
去
る
（
時
珍
）
。
　
〔
話
方
〕
虎
晴
丸
。
小
児
驚
痛
、
小
児
夜
半
、
邪
癖
時

　
　
に
作
る
。

と
い
う
。

　
こ
こ
で
も
癩
腐
や
癒
な
ど
の
治
療
に
も
ち
い
ら
れ
る
。
虎
晴
丸
は
と
く
に
小

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
ね

児
の
夜
泣
き
や
癖
に
も
ち
い
る
。
癒
は
舌
咽
と
さ
れ
邪
鬼
が
ひ
き
お
こ
す
。

　
邪
痙
の
注
は
『
聖
恵
方
』
を
引
用
す
る
。

　
　
生
虎
晴
一
枚
、
騰
月
の
猪
血
少
し
許
り
。
朱
砂
、
阿
魏
各
一
分
、
末
と
為

　
　
す
。
端
午
の
日
に
綜
尖
七
枚
を
取
り
て
和
え
、
黍
米
の
大
に
丸
く
す
。
毎

　
　
に
綿
も
て
一
丸
を
包
み
、
耳
中
を
塞
ぐ
。
男
は
左
、
女
は
右
。
『
聖
恵
方
』
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
み
だ
ま

　
こ
こ
は
耳
の
中
に
丸
薬
を
つ
め
る
。
死
者
の
耳
に
も
唄
を
つ
め
、
悪
霊
が

耳
の
穴
か
ら
遺
体
に
侵
入
す
る
の
を
防
い
だ
。
こ
こ
も
同
様
の
感
覚
だ
ろ
う
。

騰
は
陰
暦
十
二
月
で
神
々
の
集
ま
る
月
。
端
午
の
綜
は
悪
霊
よ
け
と
関
連
す
る
。

茅
で
ま
い
た
も
の
も
あ
る
。
茅
は
『
日
書
』
な
ど
で
悪
鬼
を
封
じ
込
め
る
た
め

に
使
用
さ
れ
た
も
の
。
橡
は
本
来
、
悪
鬼
を
ま
い
て
食
べ
て
し
ま
う
と
い
う
意

味
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
『
本
草
綱
目
』
は
虎
晴
の
あ
と
に
號
塊
を
別
項
目
と
し
て
た
て
る
。
ま
ず

「
本
草
蒙
笙
』
の
注
に
も
ひ
か
れ
た
蔵
器
の
「
目
光
が
地
に
お
ち
て
白
石
と
な

る
」
説
を
あ
げ
る
。
そ
の
後
す
ぐ
、
宗
爽
の
所
論
を
紹
介
す
る
。

　
　
翼
翼
の
所
謂
、
乙
骨
及
び
目
光
、
地
に
堕
つ
る
の
説
、
終
に
謹
を
免
れ
ざ

　
　
る
な
り
。

　
宋
、
冠
宗
円
の
『
本
草
術
義
』
巻
十
六
、
虎
骨
に
は
「
必
ず
着
れ
を
人
に
得
、

終
に
其
の
趣
す
る
所
を
免
れ
ざ
る
な
り
」
と
し
る
さ
れ
る
。
要
す
る
に
人
の
つ
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く
り
あ
げ
た
で
た
ら
め
だ
と
い
う
。

　
こ
れ
に
対
し
て
李
時
珍
は
、

　
　
乙
骨
の
説
、
怪
し
む
に
足
ら
ず
。
目
溢
の
説
、
亦
た
猶
お
人
総
死
す
れ
ば

　
　
則
ち
魂
、
地
に
入
る
。
随
い
て
即
ち
膨
れ
を
掘
る
に
、
状
、
麩
炭
の
如
き

　
　
の
義
の
ご
と
し
。

と
強
弁
す
る
。
薬
量
爽
は
、
迷
信
を
打
破
し
よ
う
と
す
る
立
場
だ
が
、
李
時
珍

は
そ
う
い
っ
た
迷
信
に
近
い
説
を
「
怪
し
む
に
足
ら
ず
」
と
否
定
し
な
い
。
こ

の
あ
た
り
李
時
珍
の
『
本
草
綱
目
』
の
ス
タ
ン
ス
が
感
じ
ら
れ
て
興
味
深
い
。

李
時
運
は
明
ら
か
に
鬼
あ
る
い
は
鬼
に
起
因
す
る
病
を
肯
定
し
て
い
る
。
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ぬ
け

証
拠
に
『
本
草
綱
目
』
に
は
悪
霊
の
「
岡
両
」
や
木
の
精
の
「
彰
侯
」
ま
で
が

と
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
こ
こ
に
引
か
れ
る
塊
の
こ
と
は
『
本
草
綱
目
』

巻
五
十
二
、
人
魂
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
。

　
　
〔
集
解
〕
　
此
れ
是
れ
縮
死
の
人
、
其
の
下
に
物
有
り
行
掛
の
如
し
。
即

　
　
時
掘
り
取
り
便
ち
得
。
稽
や
遅
け
れ
ば
則
ち
深
く
入
る
。
掘
ら
ざ
れ
ば
則

　
　
　
　
　
　
　
く
び
く
く

　
　
ち
必
ず
再
び
重
る
の
禍
有
り
。
蓋
し
人
は
陰
陽
呼
気
を
受
け
、
形
体
を

　
　
合
成
す
。
魂
魂
聚
ま
れ
ば
則
ち
生
ま
れ
、
散
ず
れ
ば
則
ち
死
す
。
死
さ
ば

　
　
則
ち
魂
、
天
に
謙
り
、
魂
、
地
に
下
る
。
塊
は
陰
に
属
し
、
其
の
精
、
沈

　
　
坐
し
地
に
入
り
、
化
し
て
此
の
物
と
為
る
。
亦
た
猶
お
星
阻
ち
て
石
と
為

　
　
り
、
虎
死
し
て
目
光
地
に
墜
ち
て
化
し
て
白
石
と
為
り
、
人
血
、
地
に
入

　
　
り
て
礒
と
為
り
碧
と
為
る
の
意
の
ご
と
き
な
り
。

　
　
〔
主
治
〕
心
を
鎮
め
、
神
塊
を
安
ん
じ
、
恐
怖
、
顛
狂
を
定
む
。
磨
き
て

　
　
水
も
て
之
れ
を
服
す
（
時
珍
）
。

　
心
を
鎮
め
、
魂
醜
を
安
ん
じ
、
恐
怖
や
突
然
の
発
狂
を
落
ち
着
か
せ
る
。
い

ず
れ
も
精
神
・
魂
に
か
か
わ
る
も
の
に
効
果
を
も
つ
。
魂
魂
の
病
は
、
死
者
の

塊
が
地
中
に
し
み
入
っ
て
物
質
化
し
た
薬
物
に
よ
っ
て
治
療
す
る
。
塊
か
ら
薬

物
が
と
れ
る
と
す
る
が
、
そ
の
根
拠
が
、
虎
の
目
光
が
白
石
と
化
す
事
で
あ
っ

た
。
ゆ
え
に
白
石
の
説
を
荒
唐
無
稽
と
す
る
憲
宗
爽
に
は
、
つ
よ
く
反
駁
を
く

わ
え
る
必
要
が
あ
っ
た
。
な
お
虎
の
目
光
が
石
と
な
る
こ
と
の
根
拠
は
、
夜
空

に
光
り
輝
く
星
が
阻
石
と
な
る
、
つ
ま
り
、
光
り
が
石
に
変
化
す
る
事
に
よ
る
。

そ
れ
は
ま
た
人
血
が
燐
と
な
り
地
に
入
り
て
碧
玉
と
化
し
た
故
事
と
も
通
じ
る

　
　
ロ
お
ロ

と
い
う
。

　
『
本
草
綱
目
』
は
先
行
文
献
の
集
積
の
上
に
李
時
珍
が
意
見
を
開
陳
す
る
事

が
多
い
。
と
こ
ろ
が
こ
の
部
分
に
は
先
行
文
献
が
全
く
な
い
。
つ
ま
り
人
魂
を

薬
用
に
も
ち
い
る
こ
と
は
李
時
珍
の
独
創
と
い
え
る
。
そ
れ
だ
け
に
こ
こ
の
記

述
に
は
李
時
珍
の
思
想
が
看
取
さ
れ
る
の
で
あ
る

　
尿

　
『
別
録
』
で
は
「
悪
瘡
を
治
す
」
と
さ
れ
る
。
　
『
本
草
蒙
笙
』
で
は
「
尿
、

鳶
口
を
封
ず
れ
ば
毒
を
殺
す
。
鬼
魅
も
亦
た
駆
る
」
。
　
『
五
十
二
口
琴
』
や

『
葛
洪
肘
後
備
急
方
』
な
ど
で
は
、
尿
の
類
を
用
い
る
治
療
法
が
多
く
記
さ
れ

る
。
悪
瘡
は
鬼
が
そ
の
中
に
入
り
込
ん
で
生
ず
る
。
そ
こ
に
尿
な
ど
の
悪
臭
の
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す
る
汚
物
を
塗
り
つ
け
、
鬼
を
追
い
出
そ
う
と
い
う
発
想
で
あ
る
。
『
韓
非
子
』

内
儲
説
下
に
は
、
鬼
を
見
た
こ
と
を
祓
除
す
る
た
め
に
五
牲
（
牛
・
羊
・
豚
・

犬
．
鶏
）
の
矢
（
簾
）
を
塗
り
つ
け
る
こ
と
を
記
す
。
そ
こ
で
は
ま
だ
虎
の
尿

は
使
用
さ
れ
て
い
な
い
。

　
『
本
草
二
半
』
で
は
「
鬼
魅
も
亦
た
駆
る
」
と
「
亦
た
」
の
文
字
が
使
用
さ

れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
鬼
魅
が
悪
瘡
の
理
由
で
あ
る
と
い
う
意
識
が
す
で
に
消

え
か
け
て
い
る
。
悪
瘡
を
治
療
で
き
る
が
鬼
魅
を
も
退
治
で
き
る
と
い
う
感
覚

で
あ
る
。

　
『
本
草
綱
目
』
で
は
、

　
　
〔
主
治
〕
悪
瘡
（
別
記
）
。
鬼
気
（
蔵
器
）
。
療
疽
、
血
肥
を
療
す
。
焼

　
　
き
て
研
し
酒
も
て
服
す
。
獣
の
骨
硬
を
治
す
（
時
無
）
。
　
〔
附
方
〕
（
旧

　
　
一
）
。
療
疽
、
手
、
足
、
肩
、
背
に
着
き
、
累
々
と
し
て
米
の
如
く
起
つ
。

　
　
色
白
し
。
之
れ
を
刮
ら
ば
罷
出
で
、
愈
え
て
復
た
発
す
。
虎
の
深
の
白
き

　
　
者
、
馬
尿
を
以
て
曇
れ
を
和
し
、
晒
し
干
し
焼
き
て
灰
に
し
、
之
れ
を
粉

　
　
に
す
（
千
金
）
。

と
い
う
。
虎
の
尿
に
馬
尿
を
混
ぜ
合
わ
せ
て
も
ち
い
る
。

　
尿
中
の
骨

　
『
別
録
』
に
「
其
の
採
中
の
骨
灰
は
、
悪
瘡
を
治
す
」
と
あ
る
。
　
『
本
草
綱

目
』
は
、

　
　
〔
主
治
〕
屑
と
為
し
、
火
瘡
を
治
す
（
別
録
）
。
破
傷
風
（
時
珍
）
。

　
　
〔
裏
方
〕
（
新
一
）
。
断
酒
（
虎
の
尿
中
の
骨
、
焼
き
て
灰
に
し
、
酒
も

　
　
て
方
寸
の
七
を
服
す
。
則
ち
飲
ま
ず
）
（
千
金
方
）
。

と
あ
る
。

　
骨
灰
は
骨
屑
と
も
さ
れ
る
が
、
虎
の
尿
中
に
あ
っ
た
未
消
化
の
骨
で
あ
る
。

尿
を
薬
用
に
し
た
こ
と
か
ら
使
わ
れ
だ
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
虎
　
髪

　
虎
の
髪
は
歯
痛
を
治
す
。
　
『
新
修
本
草
』
に
「
俗
に
云
う
…
髪
は
歯
痛
を
療

す
」
と
あ
り
、
　
『
本
草
綱
目
』
も
「
髪
〔
主
治
〕
歯
痛
」
と
し
る
す
。
こ
れ
に

は
出
典
が
あ
る
。

　
　
仙
人
鄭
思
遠
、
常
に
虎
に
薫
る
。
故
人
許
隠
、
歯
痛
み
治
せ
ん
こ
と
を
求

　
　
む
。
鄭
曰
く
、
　
「
惟
れ
虎
鑑
を
得
、
熱
し
て
歯
間
に
寄
す
に
及
べ
ば
、
即

　
　
ち
愈
ゆ
」
。
鄭
為
に
数
茎
を
抜
き
、
之
れ
に
与
う
。
因
り
て
虎
髪
、
歯
を

　
　
治
す
る
を
知
る
な
り
（
唐
、
段
成
式
撰
『
酉
陽
雑
姐
』
廣
動
植
、
毛
篇
）
。

　
歯
痛
に
関
し
て
は
甲
骨
文
に
す
で
に
半
玉
の
記
載
が
あ
り
、
祖
霊
の
崇
り
と

さ
れ
て
い
た
。
歯
痛
は
悪
鬼
の
仕
業
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
悪
鬼
を
虎
の

髪
で
突
き
刺
し
て
殺
す
。
虎
の
髪
は
か
な
り
硬
そ
う
で
あ
る
。
こ
れ
も
ま
た
虎

が
鬼
に
勝
つ
と
い
う
こ
と
の
延
長
線
上
に
あ
る
。

　
胆

　
『
本
草
綱
目
』
で
は
、

　
　
〔
主
治
〕
小
児
驚
痛
（
蔵
器
）
。
小
児
瘡
痢
、
神
驚
き
安
ん
ぜ
ず
、
研
し
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水
も
て
之
れ
を
服
す
（
孟
読
）
。

　
こ
れ
も
ま
た
小
児
の
精
神
に
関
す
る
病
で
あ
る
。

　
腎

　
『
本
草
綱
目
』
で
は
、

　
　
〔
主
治
〕
墨
書
（
〔
暦
博
日
〕
千
金
、
療
痙
を
治
す
る
に
、
雌
黄
符
薬
丸

　
　
中
に
之
れ
を
論
う
。
衰
達
『
禽
虫
述
』
に
云
う
、
　
「
虎
腎
、
腹
に
懸
け
、

　
　
　
　
　
お
と
が
い

　
　
象
口
、
順
を
隠
す
」
と
。

と
あ
る
。

　
療
痙
は
首
や
腋
の
し
た
の
リ
ン
パ
腫
が
化
膿
し
た
も
の
と
さ
れ
る
。
　
『
禽
虫

述
』
で
は
「
虎
の
腎
臓
を
腹
に
懸
け
る
」
と
い
う
。
こ
れ
は
鼻
を
戸
口
に
懸
け

る
の
と
同
様
の
意
味
を
持
つ
の
で
あ
ろ
う
。

　
『
本
草
綱
目
』
で
は
、
ほ
か
に
「
肚
」
が
「
〔
主
治
〕
反
胃
吐
食
」
と
し
て

記
さ
れ
て
い
る
。

お
わ
り
に

　
虎
の
薬
物
と
し
て
の
効
用
は
、
　
「
猛
獣
の
虎
が
鬼
を
食
べ
る
こ
と
」
を
軸
と

し
て
展
開
し
て
い
っ
た
。
そ
こ
に
陰
陽
、
五
行
（
四
神
）
、
十
二
支
（
寅
）
と

い
う
互
い
に
異
な
っ
た
理
論
が
か
ら
み
あ
い
、
非
常
に
複
雑
な
も
の
と
な
る
。

薬
物
と
し
て
虎
骨
は
実
際
に
効
果
を
発
揮
す
る
。
し
か
し
『
本
草
綱
目
』
な
ど

の
本
草
書
に
は
鼻
を
門
戸
に
懸
け
る
等
の
呪
術
的
な
効
用
が
数
多
く
し
る
さ
れ

て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
む
ロ

　
『
原
色
和
漢
薬
図
鑑
』
下
は
、
虎
骨
を
薬
用
と
す
る
た
め
の
製
造
法
を
詳
細

に
し
る
す
。
ま
た
薬
理
作
用
と
し
て
、
　
「
虎
骨
膠
は
関
節
炎
に
顕
著
な
抗
炎
作

用
が
あ
り
、
消
腫
の
効
が
あ
る
。
ま
た
持
続
的
な
鎮
痛
作
用
を
も
っ
て
い
る
」

と
の
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
薬
能
に
、
　
「
虎
骨
は
筋
骨
を
強
健
に
し
、
痛
み
を
止

め
る
効
が
あ
り
、
肝
腎
の
虚
寒
、
風
湿
に
よ
る
足
膝
の
疹
痛
を
治
す
要
薬
で
あ

る
。
ま
た
驚
悸
を
鎮
め
る
作
用
が
あ
る
」
と
記
し
て
い
る
。

　
薬
学
の
書
物
で
あ
る
た
め
、
薬
用
と
し
て
の
成
分
と
臨
床
例
が
中
心
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
「
虚
者
」
と
い
う
『
黄
帝
内
経
』
に
も
と
つ
く
中
国
医
学
の
枠
組
み

に
は
の
っ
と
る
も
の
の
、
も
う
一
つ
の
枠
組
み
で
あ
る
鬼
（
悪
霊
）
が
病
気
を

引
き
起
こ
す
と
い
う
観
点
は
完
全
に
無
視
さ
れ
て
い
る
。
本
草
書
で
あ
れ
ほ
ど

多
く
書
か
れ
て
い
た
鬼
に
関
す
る
記
述
は
一
言
も
あ
ら
わ
れ
ず
、
み
ご
と
に
消

し
去
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
た
し
か
に
現
代
医
学
の
観
点
か
ら
考
え
れ
ば
、
そ
う
い
っ
た
も
の
は
迷
信
に

す
ぎ
ず
、
触
れ
な
い
こ
と
が
科
学
的
態
度
な
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
病
は
た
ん

に
物
質
と
し
て
の
身
体
が
病
む
こ
と
で
は
な
い
。
中
国
古
来
の
文
化
に
根
ざ
し

た
精
神
的
な
も
の
も
重
要
な
影
響
を
与
え
て
い
る
。
　
「
鬼
が
身
体
に
侵
入
し
て

疾
病
を
お
こ
す
」
と
信
じ
て
い
た
古
代
の
中
国
人
に
と
っ
て
は
、
鬼
を
退
治
す

る
と
い
う
薬
効
は
確
実
に
効
果
を
あ
げ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
上
記
に
考
察
を
重
ね
た
よ
う
に
虎
が
薬
物
と
し
て
利
用
さ
れ
た
の
は
、
虎
が
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悪
霊
を
食
べ
る
と
い
う
観
念
が
増
幅
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
観
念
な
し

に
虎
の
骨
が
薬
用
と
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
お
も
わ
れ
る
。
こ
れ
は
決
し

て
豚
の
骨
と
虎
の
骨
の
効
能
を
比
べ
た
結
果
、
虎
の
骨
を
服
用
す
る
よ
う
に
な
っ

た
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

　
本
草
書
に
は
『
新
修
本
草
』
の
「
俗
に
云
う
」
の
よ
う
に
、
俗
説
が
多
く
流

れ
込
ん
で
い
る
。
中
国
で
も
応
勘
の
『
風
俗
通
』
や
王
充
の
『
論
衡
』
の
よ
う

に
知
識
人
が
俗
説
を
痛
烈
に
批
判
し
た
も
の
は
多
い
。
俗
説
は
、
無
知
と
迷
信

の
か
た
ま
り
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
む
し
ろ
俗
説
の
な
か
に

こ
そ
古
来
の
思
想
が
忠
実
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
本
草
書
は
そ
の

俗
説
を
も
と
り
込
ん
で
、
一
種
、
混
沌
た
る
一
大
体
系
を
打
ち
立
て
た
。
そ
れ

は
矛
盾
を
ふ
く
み
、
系
統
だ
て
て
理
解
し
づ
ら
い
も
の
で
は
あ
る
。
し
か
し
こ

の
よ
う
な
本
草
書
こ
そ
が
む
し
ろ
中
国
の
医
学
を
総
体
と
し
て
理
解
し
た
も
の

だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
そ
の
本
草
書
に
も
と
づ
き
な
が
ら
、
鬼
系
列
の
病
因
論
を
あ
え
て
排
し
、
成

分
だ
け
で
薬
効
を
と
き
、
中
国
医
学
を
論
じ
よ
う
と
す
る
。
そ
こ
に
は
何
か
重

大
な
も
の
が
欠
落
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
　
　
注

（
1
）
　
「
河
南
漢
陽
西
水
披
覧
趾
発
掘
冷
温
」
　
（
『
文
物
』
一
九
八
八
年
、
第

　
　
三
期
）
、
　
「
一
九
八
八
年
河
南
漢
陽
西
水
披
遺
趾
発
掘
誤
報
」
（
『
考
古
』

　
　
第
η
期
、
一
九
八
九
年
）
参
照
。

（
2
）
『
左
伝
』
文
公
十
八
年
「
聾
餐
」
の
杜
預
の
注
に
「
貧
財
為
饗
、
貧
食

　
　
為
獲
」
と
あ
る
。
ま
た
清
、
趙
翼
壁
咳
余
叢
考
』
　
「
饗
」
参
照
。

（
3
）
白
川
静
『
字
統
』
　
（
一
九
八
四
年
、
平
凡
社
）
二
七
五
頁
、
虎
に
「
饗

　
　
餐
は
虎
を
文
様
化
し
た
、
左
右
の
展
開
図
で
あ
る
」
と
み
え
る
。

（
4
）
『
太
平
御
覧
』
巻
九
五
四
所
引
『
風
俗
通
』
の
逸
文
に
「
図
上
に
柏
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
か
あ
な

　
　
植
え
、
路
頭
の
白
虎
。
　
『
周
礼
』
に
方
相
室
、
壌
に
入
り
魍
象
を
殿
つ
。

　
　
懸
子
好
ん
で
亡
者
の
肝
脳
を
食
ら
う
。
人
家
常
に
三
相
を
し
て
墓
の
側
に

　
　
立
て
以
て
之
れ
を
禁
噛
せ
し
む
る
能
わ
ず
。
而
し
て
魍
象
、
虎
と
柏
を
畏

　
　
る
」
と
あ
る
。

（
5
）
『
仙
の
意
味
の
再
検
討
と
道
教
に
お
け
る
仙
の
位
置
付
け
』
　
（
大
形
、

　
　
科
研
報
告
書
、
一
九
九
四
年
）
二
二
～
三
頁
参
照
。

（
6
）
　
晋
、
司
馬
彪
撰
、
梁
、
劉
昭
注
。

（
7
）
前
掲
『
字
統
』
八
七
七
頁
、
龍
に
「
…
こ
の
種
の
冠
飾
は
鳳
・
虎
の
ト

　
　
文
形
に
も
み
ら
れ
る
も
の
で
、
霊
獣
た
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
四

　
　
霊
の
観
念
が
こ
れ
ら
の
字
形
の
成
立
し
た
当
時
に
お
い
て
、
す
で
に
胚
胎

　
　
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
」
と
あ
る
。

（
8
）
林
巳
奈
夫
『
龍
の
話
』
　
（
中
公
新
書
、
一
九
九
三
年
）
。
出
石
誠
彦

　
　
『
支
那
神
話
伝
説
の
研
究
』
（
中
央
公
論
社
、
一
九
七
三
年
）
に
「
龍
の

　
　
由
来
に
つ
い
て
」
・
「
鳳
鳳
の
由
来
に
つ
い
て
」
が
あ
る
。
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（
9
）
江
上
波
夫
監
修
『
聖
獣
伝
説
』
　
（
講
談
社
、
一
九
八
八
年
）
は
、
龍
・

　
　
鳳
騒
・
獅
子
・
麟
麟
等
は
大
き
く
と
り
上
げ
ら
れ
る
。
虎
に
関
し
て
は
・

　
　
「
虎
と
四
三
と
ラ
イ
オ
ン
」
　
（
一
〇
九
頁
）
で
「
虎
は
昔
、
聖
獣
だ
っ
た

　
　
け
れ
ど
、
．
檸
猛
さ
が
災
い
し
て
一
段
地
位
が
下
が
っ
た
（
陳
舜
臣
）
」
と

　
　
い
う
認
識
で
あ
る
。

（
1
0
）
孔
子
過
泰
山
側
、
有
婦
人
叩
犬
於
墓
者
而
哀
、
夫
子
式
量
雲
母
、
使
子
路

　
　
問
之
日
、
　
「
子
之
笑
也
、
壼
似
重
重
憂
者
」
、
而
日
、
　
「
然
、
昔
者
吾

　
　
舅
死
於
虎
、
吾
夫
又
死
焉
、
今
吾
子
窒
死
焉
」
。
夫
子
日
、
　
「
何
為
不
去

　
　
也
」
。
日
「
無
苛
政
」
。
夫
子
日
、
　
「
小
子
識
之
、
苛
政
猛
於
虎
」

　
　
（
『
礼
記
』
檀
弓
下
）
。

（
1
1
）
劉
昆
…
先
選
嫌
、
照
駅
道
多
塵
火
、
行
旅
不
通
、
昆
為
政
三
年
、
仁
化

　
　
大
行
、
虎
皆
負
三
度
河
（
『
後
漢
書
』
巻
七
九
上
、
儒
林
列
伝
）
な
ど
多

　
　
数
。

（
1
2
）
　
「
骨
灰
」
は
大
観
ほ
か
は
「
骨
為
屑
」
と
す
る
。
虎
が
禽
獣
を
食
べ
た

　
　
際
の
未
消
化
の
骨
を
さ
す
。

（
1
3
）
邪
気
と
邪
鬼
の
関
連
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
気
系
の
病
因
論
」
　
〈
『
人

　
　
文
学
論
集
』
第
＝
二
集
、
大
阪
府
立
大
学
人
文
学
会
、
一
九
九
五
年
）
・

　
　
「
鬼
系
の
病
因
論
」
　
（
『
大
阪
府
立
大
学
紀
要
』
四
三
号
、
一
九
九
五
年
）

　
　
参
照
。

（
1
4
）
拙
稿
「
被
髪
考
1
魂
と
髪
型
の
関
連
に
つ
い
て
」
　
（
『
東
方
宗
教
』
第

　
　
八
七
号
、
日
本
道
教
学
会
、
一
九
九
五
年
）
参
照
。

（
1
5
）
『
重
心
政
和
証
類
本
草
』
は
「
俗
耳
に
云
う
」
。

（
1
6
）
　
「
汝
南
桓
景
、
随
費
長
房
遊
学
累
年
、
長
房
謂
日
、
九
月
九
日
、
汝
家

　
　
中
陣
有
災
、
勘
当
去
、
令
家
人
各
作
緯
嚢
、
盛
茱
萸
以
繋
腎
、
登
高
飲
菊

　
　
花
酒
、
此
禍
可
除
…
」
。
な
お
こ
の
話
は
梁
、
宗
慎
『
荊
楚
歳
時
記
』
九

　
　
月
九
日
に
も
引
用
さ
れ
て
い
る
。

（
1
7
）
前
掲
『
血
統
』
三
一
五
頁
。

（
1
8
）
前
掲
「
被
髪
考
」
参
照
。

（
1
9
）
　
出
典
は
前
漢
、
劉
散
撰
『
西
京
雑
記
』
巻
下
。
原
文
は
「
李
広
与
兄
弟
、

　
　
其
猟
於
冥
山
之
北
、
見
臥
虎
焉
。
射
之
一
矢
即
言
、
断
其
腫
腰
、
以
為
枕
、

　
　
示
服
猛
也
。
盤
渉
象
其
形
、
為
漫
評
、
旧
誼
審
訊
也
」
。

（
2
0
）
『
史
記
』
巻
一
百
九
、
李
将
軍
列
伝
ほ
か
。

（
2
1
）
『
史
記
』
刺
客
列
伝
。
前
掲
「
被
髪
考
」
注
2
4
参
照
。

（
2
2
）
　
二
六
四
～
五
。

（
2
3
）
？
～
一
五
九
。
後
漢
の
人
。
『
後
漢
書
』
巻
六
四
。

（
2
4
）
　
ほ
か
に
「
虎
囎
而
風
洌
、
龍
興
而
致
雲
（
『
漢
書
』
出
丸
伝
）
」
、

　
　
「
下
酒
風
生
、
龍
騰
雲
起
（
『
北
都
』
張
定
和
伝
の
論
）
」
と
あ
る
。

（
2
5
）
拙
著
『
不
老
不
死
』
　
（
『
講
談
社
現
代
新
書
』
一
九
九
二
年
）
第
四
章
、

　
　
不
老
不
死
の
仙
薬
、
お
よ
び
拙
稿
「
丹
毒
で
命
を
落
と
し
た
人
び
と
」

　
　
（
『
し
に
か
』
一
九
九
五
年
、
1
1
月
号
、
大
修
館
書
店
）
参
照
。



（
2
6
）
『
サ
ン
ゴ
礁
を
わ
た
る
碧
の
風
i
南
西
諸
島
の
中
の
弥
生
文
化
』
大
阪

　
　
府
立
弥
生
博
物
館
、
一
九
九
四
年
、
二
六
頁
に
「
イ
ヌ
犬
歯
・
サ
メ
歯
模

　
　
造
品
を
連
ね
た
首
飾
り
（
沖
縄
県
シ
ヌ
グ
堂
遺
跡
）
」
の
例
が
あ
る
。

（
2
7
）
前
掲
『
不
老
不
死
』
一
五
八
頁
参
照
。

（
2
8
）
　
本
田
濟
訳
注
『
抱
三
子
』
内
篇
（
平
凡
社
、
東
洋
文
庫
、
」
九
九
〇
年
）

　
　
四
〇
三
頁
に
「
『
図
経
衛
義
本
草
』
巻
八
九
に
、
ぞ
う
り
の
鼻
緒
を
薬
用

　
　
に
す
る
説
あ
り
」
と
述
べ
ら
れ
る
。

（
2
9
）
前
掲
『
龍
の
話
』
一
二
六
頁
。

（
3
0
）
　
『
風
俗
通
』
三
八
「
桃
梗
・
葦
菱
・
画
虎
」
は
、
　
「
知
者
陽
物
、
百
獣

　
．
弓
長
也
。
三
三
搏
挫
鋭
、
嘘
食
鬼
魅
（
拾
読
日
、
続
漢
置
注
、
能
撃
驚
牲

　
　
食
魑
魅
三
三
）
、
今
人
三
期
悪
遇
（
拾
補
日
、
疑
術
）
、
焼
悟
（
拾
補
日
、

　
　
杵
同
）
虎
皮
飲
之
。
撃
（
拾
補
日
、
　
『
御
覧
』
繋
）
其
爪
（
拾
補
日
、

　
　
『
太
平
御
覧
』
三
三
衣
服
）
、
亦
能
二
品
。
此
其
験
也
」
に
つ
く
る
。

（
3
1
）
」
『
日
書
』
。
。
お
反
面
／
3
に
は
、
抜
け
毛
や
家
畜
の
毛
を
焼
き
、
そ
の
悪

　
　
臭
に
よ
っ
て
鬼
を
は
ら
う
方
法
が
し
る
さ
れ
る
。

（
3
2
）
『
山
海
経
』
に
は
、
薬
物
の
服
用
法
と
し
て
「
食
」
が
七
十
四
回
、

　
　
「
服
（
外
服
）
」
が
二
十
一
回
、
　
「
侃
」
が
六
回
、
ほ
か
に
席
く
、
浴
び

　
　
る
、
塗
る
」
飲
む
が
一
回
ず
つ
み
え
る
。
拙
稿
「
『
山
海
経
』
の
「
山
経
」

　
　
に
み
え
る
薬
物
と
治
療
」
　
（
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
年
）
参
照
。

（
3
3
）
三
輪
正
胤
「
讐
の
歌
論
一
『
愚
秘
抄
』
の
ば
あ
い
⊥
（
『
歌
論

　
　
の
展
開
』
一
和
歌
文
学
論
集
7
一
風
間
書
房
、
一
九
九
五
年
）
四
、

　
　
虎
皮
を
敷
く
老
翁
、
五
、
化
人
、
人
丸
も
虎
皮
を
敷
く
、
に
虎
の
皮
を
敷

　
　
く
意
味
に
つ
い
て
考
察
さ
れ
て
い
る
。

（
鈎
）
『
礼
記
図
』
の
施
な
ど
毛
髪
状
の
も
の
も
亜
心
霊
ば
ら
い
で
あ
る
・
前
掲

　
　
「
被
髪
考
」
参
照
。

（
3
5
）
前
掲
三
輪
論
文
。

（
3
6
）
『
本
草
蒙
釜
麗
登
所
引
の
『
衛
生
宝
鑑
』
は
『
荘
子
』
知
北
遊

　
　
篇
に
も
と
づ
き
、
　
「
不
失
」
を
「
不
説
」
に
書
き
直
し
て
い
る
。

（
7
3
）
繕
丸
は
小
児
科
の
書
物
、
宋
、
闘
名
四
『
轟
経
』
に
屍
晴
．
犀

　
　
角
．
子
苓
．
楯
子
仁
・
大
黄
」
の
処
方
が
み
え
る
。

（
3
8
）
　
岡
両
は
直
接
、
薬
用
と
は
さ
れ
な
い
。

（
3
9
）
『
荘
子
』
外
物
篇
に
「
蔑
弘
死
干
蜀
、
蔵
回
血
三
年
、
而
言
為
碧
（
注
、

　
　
精
誠
之
至
。
釈
文
、
化
為
碧
。
　
『
呂
氏
春
秋
』
、
蔵
其
血
三
年
、
而
化
為

　
　
碧
玉
）
」
と
あ
る
。

（
⑳
）
難
波
恒
雄
篇
、
保
育
社
、
一
九
八
○
年
、
三
一
四
～
七
頁
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
お
お
が
た
　
と
お
る
・
中
国
思
想
助
教
授
）


