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モムサル薬
お願いします

る
。
急
に
病
気
を
患
っ
た
り
、
悪
い
こ
と
が
起
こ
っ
た
り

す
る
場
合
は
「
急ク
ッ

煞サ
ル

に
当
た
る
」
と
い
う
表
現
も
使
わ

れ
た
。
こ
の
よ
う
に
「
煞
」
が
、
仕
事
を
邪
魔
し
た
り
人

を
傷
つ
け
た
り
す
る
悪
い
気
運
を
包
括
的
に
示
し
て
使

わ
れ
る
た
め
、
全
身
が
痛
み
、
熱
が
出
る
症
状
が
民
間

で
「
モ
ム
サ
ル
」
と
よ
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
推
測
す
る
。

し
か
し
、
一
九
世
紀
の
書
簡
文
で
、
モ
ム
サ
ル
が
ひ
と
つ

の
症
状
や
病
名
と
し
て
認
識
さ
れ
「
ひ
く
、
患
う
、
か
か

る
」
も
の
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
み
る
と
、
そ
の

当
時
す
で
に
、
煞
の
「
悪
霊
」
と
い
う
概
念
か
ら
は
分
離

し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

現
代
の
モ
ム
サ
ル
は
、
運
動
会
や
引
っ
越
し
な
ど
の
過

度
の
身
体
的
労
働
の
後
に
か
か
る
こ
と
も
あ
る
が
、
仕

事
の
ス
ト
レ
ス
、
試
験
、
ま
た
は
失
恋
の
後
に
も
か
か
る

こ
と
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
モ
ム
サ
ル
は
、
精
神
的
に
も
身

体
的
に
も
、
そ
の
人
に
耐
え
難
い
ほ
ど
の
負
担
、
ま
た
は

刺
激
（
ウ
イ
ル
ス
も
含
む
）
が
加
わ
り
、
そ
の
結
果
と
し

て
発
熱
、
悪
寒
、
筋
肉
痛
な
ど
の
全
身
症
状
が
あ
ら
わ

れ
る
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
風
邪
が
ウ
イ
ル
ス
と
細
菌
に

よ
る
感
染
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
一
方
、
モ
ム
サ
ル
に
は
さ

ら
に
、
心
身
の
「
気
」
が
衰
え
た
状
態
と
い
う
イ
メ
ー
ジ

が
あ
る
。
そ
の
た
め
、モ
ム
サ
ル
に
か
か
っ
た
人
に
は
普
通
、

周
り
は
同
情
し
て
く
れ
る
し
、
病
気
に
な
っ
た
個
人
の
責

任
も
、
比
較
的
問
わ
れ
な
い
。
も
し
、
あ
な
た
が
韓
国

の
薬
局
に
行
っ
て
「
モ
ム
サ
ル
薬
お
願
い
し
ま
す
」
と
言
っ

た
ら
、
薬
剤
師
が
か
わ
い
そ
う
に
と
い
う
表
情
で
「
と
て

も
無
理
な
さ
っ
た
ん
で
す
ね
。
頑
張
っ
て
く
だ
さ
い
」
と

慰
め
な
が
ら
、
栄
養
ド
リ
ン
ク
剤
を
た
だ
で
く
れ
る
か
も

し
れ
な
い
。

昨
年
九
月
中
旬
ご
ろ
、
大
切
な
試
験
の
後
、
わ
た
し

は
病
気
に
な
っ
た
。
骨
の
な
か
ま
で
風
が
入
る
よ
う
に
寒

く
感
じ
ら
れ
、
家
に
あ
る
布
団
を
全
部
と
り
出
し
て
、

鼻
以
外
の
体
を
す
べ
て
覆
っ
た
。
そ
う
し
て
も
体
が
ガ
タ

ガ
タ
震
え
た
。
四
〇
度
近
く
の
熱
が
続
き
、
全
身
が
殴

ら
れ
た
よ
う
に
痛
か
っ
た
。
高
熱
に
う
な
さ
れ
て
う
わ
ご

と
を
言
っ
て
、
ず
っ
と
悪
夢
を
み
て
い
た
。
熱
が
三
八
度

ま
で
下
が
る
と
、
今
度
は
体
に
全
然
力
が
入
ら
な
く
な
っ

た
。歩
く
こ
と
も
で
き
ず
、手
を
上
げ
る
気
力
す
ら
な
か
っ

た
。
わ
た
し
は
と
て
も
ひ
ど
い
「
モ
ム
サ
ル
（
몸
살
）」
に

か
か
っ
た
の
だ
と
思
っ
て
病
院
や
薬
局
を
訪
ね
て
回
っ
た

が
、
ど
こ
に
も
「
モ
ム
サ
ル
」
に
ぴ
っ
た
り
当
て
は
ま
る

病
名
や
薬
は
見
当
た
ら
な
か
っ
た
。日
本
に
は「
モ
ム
サ
ル
」

が
な
い
の
か
。

韓
国
に
お
け
る
モ
ム
サ
ル
は
一
般
的
に
風
邪
の
一
種
と

し
て
考
え
ら
れ
、
寒
気
が
す
る
、
体
調
を
崩
す
、
苦
痛

を
感
じ
る
、
う
ず
う
ず
す
る
、
む
ず
む
ず
す
る
な
ど
の

症
状
を
引
き
起
こ
し
、
そ
れ
が
全
身
に
お
よ
ぶ
の
が
特

徴
で
あ
る
。
モ
ム
サ
ル
の
語
源
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、

「
体
」を
意
味
す
る
固
有
語
の「
몸モ
ム

」と
漢
字
語
の「
煞サ
ル（

살サ
ル
）」

の
組
み
合
わ
せ
と
み
ら
れ
る
。
興
味
深
い
の
は
「
煞
」
の

部
分
で
あ
る
。「
煞
」
は
中
国
の
文
献
に
由
来
す
る
と
み

ら
れ
、
凶
神
を
指
す
意
味
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
高
麗
時

代
に
朝
鮮
半
島
へ
伝
来
す
る
と
、
巫
俗
信
仰
と
風
水
地

理
論
、
そ
し
て
民
間
に
お
い
て
、
少
し
ず
つ
異
な
る
意
味

で
定
着
し
た
。
特
に
民
間
で
は
「
살サ

이リ 

끼キ

다ダ

（
煞
が
と

り
つ
く
）」、「
살
을 

맞マ
ッ
タ다

（
煞
に
当
た
る
）」
と
い
う
表
現

で
お
も
に
使
わ
れ
て
き
た
が
、
こ
れ
は
悪
鬼
に
と
り
つ
か

れ
た
り
、
邪
気
が
つ
い
て
運
が
悪
く
な
る
こ
と
を
意
味
す

サ
ル
ル
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