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本
書
は
、
同
じ
著
者
の
「
鍼
の
道
一
内
科
医
の
青
春
」
の
続
編
で

あ
る
。
前
著
が
、
亡
き
父
君
の
意
志
を
継
い
で
鍼
の
道
を
極
め
よ
う

と
医
師
の
道
に
進
ん
だ
が
、
時
代
の
波
に
翻
弄
さ
れ
て
、
或
い
は
療

養
所
の
医
官
と
な
り
、
或
い
は
戦
地
に
お
も
む
い
た
が
発
病
の
為
内

地
に
送
還
さ
れ
、
或
い
は
戦
後
医
師
に
し
て
盲
学
校
の
教
諭
と
な
る

な
ど
特
異
の
道
を
歩
ん
だ
四
十
八
歳
ま
で
の
青
春
時
代
を
活
写
し
た

も
の
で
あ
っ
た
の
に
比
べ
、
本
書
は
そ
の
後
の
四
十
年
間
、
い
わ
ば

熟
年
の
時
代
の
歩
み
を
綴
っ
た
も
の
で
あ
る
。
前
著
と
同
じ
く
交
流

の
あ
っ
た
恩
師
、
研
究
者
、
同
僚
、
同
級
生
等
の
名
を
あ
げ
る
と
き

は
、
す
べ
て
フ
ル
ネ
ー
ム
を
も
っ
て
し
て
、
深
い
敬
愛
の
念
を
示
し

て
お
ら
れ
る
点
に
、
著
者
の
謙
虚
で
愛
情
豊
か
な
人
柄
が
あ
ら
わ
れ

て
い
て
す
が
す
が
し
い
。
文
中
し
ば
し
ば
自
己
の
こ
と
を
語
る
よ
り
、

他
の
方
の
業
績
を
讃
え
る
姿
勢
が
見
ら
れ
て
敬
服
さ
せ
ら
れ
る
。

本
書
は
著
者
の
経
歴
か
ら
次
の
四
時
代
に
分
け
て
語
ら
れ
る
。

第
一
章
盲
学
校
時
代

第
二
章
開
業
医
時
代

第
三
章
大
学
教
授
時
代

第
四
章
非
常
勤
講
師
時
代

携
夫
溌
紹
介
劣
珠
去
溌
夫
詫
煮
沸
藍
恭
劣
去
詫
糸
夫
劣
溌
諜

高
島
文
一
著

「
続
・
鍼
の
道
一
内
科
医
の
熟
年
」

第
一
章
の
盲
学
校
と
い
う
の
は
京
都
府
立
盲
学
校
の
こ
と
で
、
著

者
は
こ
こ
で
教
諭
で
あ
り
、
学
校
医
で
あ
り
、
保
健
主
事
で
あ
っ
た
ｃ

盲
学
校
で
は
職
業
教
育
と
し
て
鍼
按
摩
術
を
教
え
て
い
る
が
、
鍼
に

は
経
絡
の
知
識
が
不
可
欠
で
あ
る
。
こ
れ
は
古
典
か
ら
学
ば
な
く
て

は
な
ら
な
い
。
こ
の
学
び
直
し
を
始
め
ら
れ
た
こ
と
が
語
ら
れ
て
い

る
。
又
こ
の
間
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
た
恩
師
の
日
本
鍼
灸
学
会
会

長
笹
川
教
授
が
入
院
さ
れ
た
た
め
、
そ
の
代
理
（
非
常
勤
講
師
）
と

し
て
大
阪
医
大
で
大
学
生
を
相
手
に
生
理
学
の
講
義
を
三
年
勤
め
ら

れ
た
こ
と
や
、
国
際
盲
青
年
教
育
者
会
議
が
ア
メ
リ
カ
の
ボ
ス
ト
ン

で
開
か
れ
た
際
、
足
を
伸
ば
し
て
ロ
ン
ド
ン
に
も
寄
ら
れ
た
が
、
こ

こ
で
王
立
盲
人
援
護
協
会
長
の
ウ
ィ
ル
ソ
ン
氏
か
ら
、
日
本
の
盲
教

育
は
世
界
最
初
の
も
の
で
あ
る
、
平
安
時
代
の
初
期
仁
明
天
皇
の
第

四
皇
子
人
康
親
王
が
盲
人
を
集
め
て
詩
歌
管
弦
を
教
え
ら
れ
た
の
が

最
初
だ
と
聞
か
さ
れ
て
驚
い
た
と
い
う
話
な
ど
、
興
味
深
い
話
が
述

べ
ら
れ
て
い
る
。

第
二
章
の
開
業
医
時
代
と
い
う
の
は
、
著
者
六
十
一
歳
で
盲
学
校

を
定
年
で
退
職
し
た
の
ち
、
京
都
市
中
京
区
の
自
宅
に
高
島
医
院
の

看
板
を
か
か
げ
、
東
洋
医
学
を
併
用
す
る
内
科
治
療
を
志
す
こ
と
に

し
た
時
代
の
話
で
あ
る
。
鍼
治
療
に
は
保
険
の
適
用
が
な
い
の
が
悩

み
で
あ
っ
た
と
い
う
。
当
時
自
分
の
母
校
で
も
あ
る
京
大
病
院
で
ペ

ィ
ン
ク
リ
ニ
ッ
ク
が
開
始
さ
れ
た
の
で
、
そ
の
研
修
を
受
け
た
と
こ

ろ
そ
れ
ま
で
ペ
イ
ン
ク
リ
ニ
ッ
ク
が
普
及
す
れ
ば
鍼
灸
は
壊
滅
す
る

の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
た
事
が
杷
憂
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た

ル
）
い
》
っ
。
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又
こ
の
時
代
の
業
績
と
し
て
、
京
都
府
医
師
会
の
事
業
と
し
て
後

毎
日
出
版
文
化
賞
を
受
け
た
「
京
都
の
医
学
史
」
の
編
蟇
が
行
わ
れ

た
が
、
こ
れ
に
は
鍼
灸
史
を
担
当
し
て
お
ら
れ
る
。

第
三
章
の
大
学
と
は
明
治
鍼
灸
短
期
大
学
、
及
び
の
ち
そ
れ
が
昇

格
し
た
明
治
鍼
灸
大
学
の
こ
と
で
あ
る
。
昭
和
五
十
三
年
四
月
明
治

鍼
灸
短
期
大
学
が
京
都
の
丹
波
日
吉
町
に
開
学
に
な
っ
た
。
日
本
最

初
の
鍼
灸
専
門
の
大
学
で
あ
る
。
請
わ
れ
て
こ
の
大
学
の
鍼
灸
科
の

教
授
に
就
任
し
た
。
「
東
洋
医
学
概
論
」
の
講
義
を
担
当
し
、
同
時
に

付
属
診
療
所
長
を
兼
ね
る
こ
と
に
な
っ
た
。
年
令
は
す
で
に
六
十
三

歳
で
あ
っ
た
が
、
立
派
な
鍼
灸
師
を
養
成
す
べ
く
充
実
し
た
日
々
を

送
る
こ
と
と
な
っ
た
。
付
属
診
療
所
も
保
健
診
療
機
関
と
し
て
の
認

可
も
受
け
た
。

こ
こ
で
の
研
究
と
し
て
本
態
性
高
血
圧
症
の
鍼
治
療
の
成
績
を
発

表
し
て
お
ら
れ
る
。
外
来
患
者
中
一
○
ミ
リ
以
上
の
降
圧
効
果
が

見
ら
れ
た
も
の
は
、
収
縮
期
圧
上
昇
型
で
は
六
三
名
中
三
○
例
、
拡

張
期
圧
上
昇
型
七
四
名
中
二
六
例
に
見
ら
れ
た
。
一
般
に
下
肢
（
特

に
足
三
里
）
の
治
療
で
降
圧
を
来
す
こ
と
が
多
い
と
い
う
。

こ
の
時
期
の
業
績
と
し
て
、
昭
和
五
十
七
年
に
は
日
本
最
古
の
医

書
「
医
心
方
」
の
第
二
巻
「
鍼
灸
篇
」
の
解
説
書
（
至
文
堂
、
五
八
二

頁
）
を
出
版
し
た
。
ま
た
六
十
三
年
に
は
大
学
で
の
東
洋
医
学
概
論
の

講
義
の
草
稿
を
も
と
に
「
鍼
灸
医
学
序
説
」
（
思
文
閣
）
を
出
版
し
た
。

こ
の
大
学
が
昭
和
五
十
八
年
に
な
っ
て
短
大
か
ら
四
年
制
大
学
に

昇
格
し
た
と
き
、
付
属
診
療
所
に
対
し
、
保
険
医
療
機
関
と
し
て
の

認
可
が
取
り
消
さ
れ
る
と
い
う
事
態
が
起
こ
っ
た
。
著
者
は
こ
れ
を

「
鍼
灸
を
主
体
と
す
る
診
療
所
を
排
除
し
よ
う
と
す
る
謀
略
」
と
し
て

お
ら
れ
る
が
、
こ
の
へ
ん
の
詳
し
い
事
情
に
つ
い
て
は
触
れ
て
お
ら

れ
な
い
の
は
、
な
に
か
不
満
な
印
象
を
受
け
る
。

又
「
鍼
灸
医
学
序
説
」
に
つ
い
て
も
出
版
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
だ

け
で
こ
れ
に
盛
ら
れ
た
著
者
の
意
気
込
み
、
本
書
の
特
徴
な
ど
遠
慮

さ
れ
た
の
か
、
十
分
に
語
ら
れ
て
い
な
い
。
積
年
の
抱
負
な
ど
縦
横

に
語
っ
て
い
た
だ
き
た
か
っ
た
。

第
四
章
の
非
常
勤
講
師
と
い
う
の
は
関
西
鍼
灸
短
期
大
学
に
お
け

る
も
の
で
あ
る
。

昭
和
六
十
二
年
明
治
鍼
灸
大
学
を
定
年
で
退
官
し
て
翌
年
か
ら
大

阪
府
熊
取
町
に
あ
る
こ
の
短
大
で
講
師
を
勤
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。

こ
こ
は
前
の
大
学
が
京
都
府
内
と
は
い
え
、
丹
波
の
山
奥
に
あ
っ
た

の
に
比
べ
大
阪
平
野
の
海
岸
近
く
に
あ
っ
て
、
自
宅
の
京
都
か
ら
往

復
五
時
間
を
要
す
る
位
置
に
あ
っ
た
が
、
こ
こ
で
五
年
間
楽
し
い
生

活
を
送
る
こ
と
が
で
き
た
。

又
こ
の
間
漢
方
治
療
を
実
施
す
る
医
師
連
と
毎
週
一
回
「
素
問
」

の
勉
強
会
を
八
年
間
続
け
ら
れ
た
り
、
そ
の
後
竜
谷
大
学
写
字
台
文

庫
に
蔵
さ
れ
る
莫
大
な
量
の
漢
籍
医
学
図
耆
の
調
査
研
究
に
一
年
間

従
事
さ
れ
た
な
ど
息
の
長
い
仕
事
の
話
が
語
ら
れ
る
。
こ
こ
で
明
代

の
医
書
「
医
宗
必
読
」
中
の
人
体
内
景
図
に
、
冑
と
脾
の
間
に
脂
膜

と
い
う
臓
器
が
描
か
れ
、
ま
た
他
の
書
に
脂
膜
と
書
か
れ
る
も
の
が

あ
っ
た
こ
と
に
気
付
き
、
こ
れ
が
膵
臓
で
は
な
い
か
と
判
断
し
て
、

後
「
膵
臓
の
歴
史
」
と
題
す
る
研
究
論
文
を
ま
と
め
ら
れ
る
ま
で
の

経
緯
が
述
べ
ら
れ
る
。
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本
書
は
、
編
著
者
を
含
め
て
十
二
名
の
著
者
か
ら
な
る
論
集
と
も
言

う
べ
き
著
作
で
、
「
近
代
日
本
の
身
体
感
覚
」
と
い
う
魅
力
的
な
タ
イ

〔
思
文
閣
出
版
、
京
都
市
左
京
区
田
中
関
田
町
二
’
七
、
二
○
○
五
年

八
月
四
日
、
二
二
二
頁
、
Ａ
五
版
、
本
体
二
○
○
○
円
〕

以
上
、
著
者
熟
年
の
四
十
年
間
の
活
動
を
総
体
的
に
見
る
と
き
、
そ

の
学
術
的
探
求
心
の
老
い
て
ま
す
ま
す
盛
ん
な
こ
と
に
驚
嘆
さ
せ
ら
れ

る
。
毎
年
の
よ
う
に
国
内
外
の
各
種
学
会
に
出
席
さ
れ
て
、
ほ
と
ん
ど

の
学
会
に
時
に
は
英
語
で
研
究
発
表
を
さ
れ
て
い
る
。
又
特
別
講
演
等

を
引
き
受
け
ら
れ
て
、
そ
の
研
究
心
の
旺
盛
な
こ
と
、
学
術
的
に
高
い

レ
ベ
ル
を
維
持
し
て
お
ら
れ
る
こ
と
に
た
だ
た
だ
敬
服
す
る
。

全
編
を
読
み
通
し
て
見
た
と
き
、
前
著
と
同
じ
よ
う
に
、
著
者
が

自
身
の
歩
み
を
語
る
な
か
で
、
そ
の
当
時
の
社
会
情
況
を
折
り
込
み

な
が
ら
、
臨
場
感
溢
れ
る
書
き
方
を
し
て
お
ら
れ
る
の
で
、
同
時
代

に
生
を
受
け
た
も
の
に
と
っ
て
、
実
に
身
近
に
感
じ
ら
れ
、
著
者
の

体
験
が
自
ら
の
経
験
の
よ
う
に
身
に
つ
ま
さ
れ
迫
る
も
の
が
あ
っ
て
、

読
後
感
の
誠
に
す
が
す
が
し
い
、
印
象
深
い
一
言
で
あ
る
。
鍼
灸
研

究
者
は
も
ち
ろ
ん
、
医
史
学
研
究
者
だ
け
で
な
く
、
同
時
代
人
に
も

広
く
推
奨
で
き
る
好
著
と
い
え
る
。

（
杉
浦
守
邦
）

栗
山
茂
久
・
北
澤

「
近
代
日
本
の
身
体
感
覚
」 利

編
著

ト
ル
を
超
え
る
広
域
な
テ
ー
マ
と
問
題
意
識
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
全

体
は
「
第
一
部
苦
痛
の
伝
統
と
近
代
医
療
」
「
第
二
部
身
体
の
美

を
競
う
論
理
」
「
第
三
部
視
覚
が
芽
生
え
た
近
代
」
「
第
四
部
近
代

社
会
の
身
体
化
と
抵
抗
」
「
第
五
部
こ
こ
ろ
の
重
さ
の
伝
統
」
の
五

部
か
ら
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
部
の
表
題
自
体
が
「
身
体
」
を

標
的
と
し
な
が
ら
、
そ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る
身
体
が
多
義
的
で
あ
る
こ

と
を
示
唆
し
て
い
る
。

第
一
部
は
、
第
一
章
・
鈴
木
晃
仁
「
戦
前
期
東
京
に
お
け
る
病
気
と

身
体
体
験
ｌ
「
滝
野
川
区
健
康
調
査
」
（
昭
和
十
三
年
）
を
手
が
か
り

に
」
、
第
二
章
・
白
杉
悦
雄
「
冷
え
性
の
発
見
」
、
第
三
章
・
酒
井
シ
ヅ

「
頭
痛
の
誕
生
と
腹
痛
の
変
容
」
の
三
章
か
ら
な
り
、
い
ず
れ
も
近
代

以
降
の
日
本
人
の
病
の
感
じ
方
（
疾
病
感
覚
）
の
変
容
を
、
鈴
木
の
場

合
は
主
と
し
て
歴
史
統
計
学
的
手
法
を
用
い
、
白
杉
と
酒
井
は
文
献
に

よ
る
検
討
を
行
っ
て
い
る
。

第
二
部
は
、
第
四
章
・
眞
島
亜
有
「
「
黄
色
人
種
」
と
い
う
運
命
の

超
克
Ｉ
近
代
日
本
エ
リ
ー
ト
層
の
肌
色
“
を
め
ぐ
る
人
種
的
ジ
レ

ン
マ
の
系
譜
ｌ
」
、
第
五
章
・
鈴
木
則
子
二
女
学
雑
誌
」
に
み
る
明

治
期
「
理
想
佳
人
」
像
を
め
ぐ
っ
て
」
の
二
章
か
ら
な
っ
て
お
り
、
近

代
以
降
に
日
本
の
中
・
上
流
階
級
で
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
「
容

姿
」
を
特
に
肌
の
色
と
美
容
の
観
点
か
ら
分
析
し
て
い
る
。

第
三
部
は
、
第
六
章
・
尾
鍋
智
子
「
眼
で
食
べ
る
お
弁
当
」
、
第
七

章
“
山
田
憲
政
「
動
く
襖
進
Ｉ
日
本
の
伝
統
的
空
間
意
識
」
の
二

章
か
ら
な
る
。
前
者
は
弁
当
の
「
い
ろ
ど
り
論
」
の
変
化
か
ら
、
後
者

は
「
動
く
襖
絵
」
を
題
材
と
し
な
が
ら
近
代
日
本
の
遠
近
法
把
握
と
静


