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蟆
鍼
は
生
き
て
い
る
水
蛭
を
廠
瘡
な
ど
の
腫
物
の
上
に
お
き
、

そ
の
膿
血
を
吸
い
出
さ
せ
る
古
代
の
外
科
療
法
で
あ
る
。
丹
波
康

頼
「
医
心
方
』
、
唐
慎
微
「
証
類
本
草
」
は
共
に
陳
藏
器
「
本
草
拾

遺
』
を
引
い
て
「
水
蛭
は
本
功
の
外
、
人
赤
白
瀞
疹
及
び
廠
腫
毒

腫
を
患
へ
ぱ
、
十
余
枚
を
取
り
て
病
処
に
咳
せ
し
む
」
と
あ
り
、

ま
た
丹
波
雅
忠
『
医
略
抄
』
に
は
宋
侠
「
経
心
録
方
」
を
引
い
て

「
水
蛭
を
以
て
悪
血
を
食
去
す
」
と
あ
り
、
中
国
で
は
す
で
に
唐
代

に
は
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

蟆
鍼
と
い
う
呼
称
は
陳
自
明
「
外
科
精
要
」
に
洪
遵
「
洪
氏
集

験
方
」
を
引
い
て
「
洪
丞
相
方
用
蟆
鍼
法
」
と
し
た
の
が
初
出
で

あ
る
。
元
代
の
危
亦
林
は
様
々
の
医
方
・
家
伝
・
経
験
を
集
め
て

編
集
し
た
『
世
医
得
効
方
』
の
中
で
蟆
鍼
の
効
用
を
説
い
て
い
る
。

そ
れ
以
降
も
明
代
の
張
時
徹
「
急
救
良
方
」
、
李
時
珍
『
本
草
綱
目
」

な
ど
に
も
収
録
さ
れ
て
い
る
。

妬
蟆
鍼
に
つ
い
て

上
田
善
信

以
上
の
よ
う
な
肯
定
的
な
評
価
が
あ
る
一
方
で
、
明
代
の
楼
英

「
医
学
綱
目
』
、
虞
傳
「
医
学
正
伝
」
、
王
機
「
外
科
理
例
』
の
よ
う

に
「
軽
小
の
症
候
に
の
み
用
い
る
べ
き
で
あ
り
、
徒
に
血
を
出
す

の
は
無
益
で
あ
る
」
と
い
う
評
価
を
す
る
も
の
も
現
れ
、
情
・
祁

坤
『
外
科
大
成
』
に
い
た
っ
て
は
「
蟆
鍼
一
法
、
．
：
之
を
禁
ず
」

と
否
定
し
て
い
る
。
こ
の
様
に
賛
否
両
論
が
あ
る
こ
と
は
、
清
代

に
も
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

一
方
、
我
国
で
は
『
医
心
方
」
『
医
略
抄
」
に
収
録
さ
れ
て
い
る

以
外
に
、
日
記
文
学
と
い
わ
れ
る
も
の
の
中
に
「
蛭
飼
」
「
蛭
啼
」

「
蛭
喰
」
或
い
は
「
飼
蛭
」
と
い
う
呼
称
で
多
量
に
記
載
さ
れ
て
い

る
。
例
え
ば
、
藤
原
定
家
『
明
日
記
」
の
中
に
は
建
仁
三
年
（
一
二

○
三
）
か
ら
嘉
禎
元
年
（
一
二
三
五
）
に
至
る
ま
で
の
間
に
三
○
回

以
上
も
見
ら
れ
、
治
療
法
と
し
て
は
鍼
灸
以
上
に
用
い
て
い
る
。

症
状
も
藤
瘡
以
外
に
口
歯
の
腫
れ
な
ど
の
諸
症
に
用
い
ら
れ
、
一

度
に
用
い
る
水
蛭
の
数
も
「
三
○
頭
」
と
『
医
心
方
」
中
の
数
よ

り
も
多
い
。
さ
ら
に
『
御
湯
殿
の
上
の
日
記
」
の
中
に
は
「
ひ
る

御
か
い
。
か
す
百
七
十
あ
ま
り
」
と
多
量
に
用
い
た
例
も
あ
る
。

こ
の
ほ
か
に
『
為
房
卿
記
』
『
中
右
記
』
「
玉
葉
」
『
東
鏡
』
「
花
園

院
辰
記
」
『
尺
素
往
来
」
な
ど
の
中
に
も
「
蛭
飼
」
が
散
見
し
て
お
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り
、
室
町
時
代
に
か
け
て
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え

る
。
そ
の
後
、
曲
直
瀬
玄
朔
『
処
剤
座
右
」
中
に
「
外
科
は
蛭
鍼

を
用
う
」
と
あ
る
以
外
に
は
あ
ま
り
み
ら
れ
な
く
な
る
。
江
戸
中

期
の
伊
勢
貞
文
「
安
斎
随
筆
』
に
は
「
蛭
飼
は
田
舎
な
ど
に
て
は

す
る
事
あ
り
」
と
あ
り
、
当
時
都
下
で
は
絶
え
て
い
た
よ
う
で
あ

る
。
ま
た
伊
沢
藺
軒
も
『
藺
軒
遣
槁
』
の
中
で
「
今
に
至
り
て
も

山
野
僻
地
の
賤
民
は
用
ふ
る
こ
と
を
聞
け
ど
も
、
都
城
の
人
は
知

る
も
の
な
け
れ
ば
用
ふ
る
も
の
は
絶
て
無
き
な
り
」
と
い
い
、
文

化
文
政
年
間
で
も
同
様
な
状
況
で
あ
っ
た
。
そ
の
他
に
望
月
三
英

は
『
鹿
門
随
筆
』
の
な
か
で
「
蛭
針
と
て
腫
物
を
蛭
に
て
す
は
せ

申
候
事
…
無
是
非
事
な
り
無
用
の
事
な
り
」
と
否
定
的
な
評
価
を

し
か
し
、
当
時
伝
来
し
て
い
た
西
洋
医
学
で
は
潟
血
療
法
を
重

要
視
し
、
そ
の
一
法
と
し
て
蟆
鍼
法
を
用
い
る
こ
と
は
一
般
的
な

治
療
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
荻
野
元
凱
が
「
刺
絡
篇
』
の
中
で
洋
方

の
刺
絡
法
・
蟆
鍼
法
を
紹
介
し
て
い
る
。
刺
絡
と
蟆
鍼
と
の
関
係

に
つ
い
て
は
、
帆
足
万
里
が
「
医
学
啓
蒙
』
で
「
刺
絡
は
痙
掌
を

救
の
良
法
な
り
、
蟆
鍼
は
急
症
に
は
間
に
合
ず
、
但
し
一
部
の
患

に
用
ゆ
く
し
」
と
述
べ
て
お
り
、
蟆
鍼
は
あ
く
ま
で
次
善
策
で
あ

し
て
い
る
。

る
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
原
田
善
太
郎
が
蟆
鍼
の
專
書
「
蟆
鍼
治

要
』
を
著
し
、
蟆
鍼
は
適
用
範
囲
も
広
く
速
効
性
が
あ
り
、
潟
血

の
恐
怖
感
を
与
え
ず
痛
み
も
少
な
い
こ
と
な
ど
刺
絡
法
よ
り
優
れ

て
い
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
そ
の
他
、
医
書
以
外
の
も
の
と

し
て
橋
本
左
内
や
佐
久
間
象
山
の
書
簡
の
中
に
も
い
く
つ
か
洋
方

蟆
鍼
法
の
治
験
が
み
ら
れ
る
。

洋
方
蟆
鍼
法
に
対
し
、
今
村
了
庵
の
『
医
事
啓
源
』
や
佐
藤
方

定
の
「
奇
魂
』
な
ど
は
蟆
鍼
は
元
々
漢
方
が
持
っ
て
い
た
も
の
で

あ
る
こ
と
を
示
そ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
以
上
の
こ
と
よ
り
み
れ

ば
、
当
時
は
洋
方
蟆
鍼
法
が
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
漢
方
の

蟆
鍼
法
が
復
興
し
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

（
神
奈
川
地
方
会
）


