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本
に
つ
く
紙し

魚み

の
よ
う
な
虫
の
こ
と
で
あ
る
。「
あ
の
娘
に
悪
い
虫
が
つ
い
た
」と
日
本
語
に
訳
す
こ
と
の
で
き
る
表
現
は
あ

っ
て
も
、
原
文
で
は「
好
ま
し
く
な
い
ボ
ー
イ
フ
レ
ン
ド
」な
ど
の
語
が
使
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、「
虫
」と
い
う
こ
と
ば

が
使
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、「
虫
」と
い
う
こ
と
ば
の
つ
く
表
現
が
日
本
語
に
多
い
こ
と
は
、
日
本
文

化
の
ひ
と
つ
の
特
性
で
あ
る
と
い
っ
て
も
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
長
屋
の
お
か
み
さ
ん
が
、
ば
く
ち
に
い
っ
て
し
ま
っ
た
夫
を
嘆
い
て
、「
う
ち
の
亭
主
、
ま
た
悪
い
虫
が
起
き

て
」と
い
っ
て
い
る
場
面
を
想
像
し
て
み
よ
う
。「
悪
い
の
は
亭
主
本
人
で
は
な
い
、
悪
い
虫
が
そ
う
さ
せ
る
の
だ
」と
い
う
お

か
み
さ
ん
の
つ
ぶ
や
き
に
は
、
亭
主
を
徹
底
的
に
追
い
つ
め
て
し
ま
わ
な
い
、
ど
こ
か
に
逃
げ
道
を
残
し
て
お
い
て
や
る
よ
う

な
と
こ
ろ
が
あ
る
。
相
手
を
追
い
つ
め
て
し
ま
え
ば
、
そ
こ
に
は
破
局
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
何
か
わ
か
ら
な
い「
虫
」の
せ

い
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
救
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
人
生
の
知
恵
と
い
っ
て
い
い
の
か
も
し
れ
な
い
が
、

ま
た
物
事
に
黒
白
を
つ
け
る
こ
と
を
嫌
い
、
あ
い
ま
い
に
し
て
し
ま
う
日
本
人
の
習
性
と
通
う
と
こ
ろ
が
あ
ろ
う
。

だ
が
、
こ
れ
ら
の
表
現
は
、
そ
ん
な
に
古
い
時
代
か
ら
使
わ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
右
に
あ
げ
た
例
の
中
で
は
、「
虫

の
息
」「
虫
が
起
こ
る
」な
ど
が
古
い
も
の
で
あ
る
。

古
い
と
は
い
っ
て
も
、
室
町
時
代
ご
ろ
か
ら
の
こ
と
で
、「
虫
の
息
」は
天
文
十
八
年（
一
五
四
九
）の『
石
山
本
願
寺
日
記
』

の
記
事
が
今
の
と
こ
ろ
初
見
ら
し
い
。
子
ど
も
が
癪し
ゃ
くを
起
こ
し
た
り
、
回
虫
な
ど
に
よ
っ
て
腹
痛
を
起
こ
す
こ
と
を
意
味
す
る

「
虫
が
起
こ
る
」は
、
桃
山
時
代
に
イ
エ
ズ
ス
会
の
宣
教
師
た
ち
が
つ
く
っ
た
日
本
語
の
辞
書
で
あ
る『
日に
っ

葡ぽ

辞じ

書し
ょ

』に
載
っ
て

い
る
。
ほ
か
は
、
雑
俳
や
浄
瑠
璃
、
歌
舞
伎
、
そ
し
て
黄
表
紙
や
滑
稽
本
な
ど
に
見
ら
れ
る
も
の
で
、
江
戸
時
代
の
中
ご
ろ
か

ら
末
ご
ろ
ま
で
に
あ
ら
わ
れ
て
く
る
表
現
で
あ
る
。

そ
の
中
で「
虫
の
知
ら
せ
」と
い
う
表
現
は
、
延
享
三
年（
一
七
四
六
）に
初
演
さ
れ
た
人
形
浄
瑠
璃
最
盛
期
の
傑
作
と
さ
れ

る
『
菅す
が

原わ
ら

伝で
ん

授じ
ゅ

手て

習な
ら
い

鑑か
が
み』
寺
子
屋
の
段
に
、「
は
や
虫
が
知
ら
せ
た
か
」と
あ
る
の
が
も
っ
と
も
古
い
よ
う
で
あ
る
。

『
菅
原
伝
授
手
習
鑑
』は
、
菅
原
道
真
が
太
宰
府
に
流
さ
れ
る
ま
で
の
い
き
さ
つ
、
死
後
に
雷
と
な
っ
て
悪
人
た
ち
を
討
ち
ほ

ろ
ぼ
し
、
天
神
と
し
て
祀
ら
れ
る
ま
で
を
描
い
た
作
品
で
あ
る
。

菅
原
道
真
が
大
宰
府
に
流
罪
に
な
っ
た
の
ち
、
藤
原
時
平
は
、
菅
原
道
真
の
子
、
菅
秀
才
を
亡
き
者
に
し
よ
う
と
討
手
を
さ

し
向
け
る
。
道
真
に
忠
誠
を
つ
く
す
三
兄
弟
の
ひ
と
り
松
王
丸
は
、
菅
秀
才
を
助
け
る
た
め
に
女
房
の
千
代
と
は
か
っ
て
、
ひ
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日
本
語
に
は
、
他
の
国
の
こ
と
ば
に
く
ら
べ
て
、「
虫
」の
語
の
つ
く
表
現
が
多
い
。
思
い
つ
く
ま
ま
に
あ
げ
て
み
て
も
、

飛
ん
で
火
に
入
る
夏
の
虫

一
寸
の
虫
に
も
五
分
の
魂

蓼た
で

食
う
虫
も
好
き
好
き
（
人
の
好
み
は
さ
ま
ざ
ま
）

虫
も
殺
さ
ぬ
顔
を
し
て
、
あ
ん
な
こ
と
を
す
る
ん
だ
か
ら

か
わ
い
そ
う
に
あ
の
娘
、
悪
い
虫
が
つ
い
て

や
は
り
虫
の
知
ら
せ
だ
っ
た
か
、
妙
に
朝
か
ら
胸
騒
ぎ
が
し
て

あ
ま
り
に
も
虫
が
い
い
話
だ

う
ち
の
亭
主
、
ま
た
悪
い
虫
が
起
き
て

駆
け
つ
け
た
と
き
は
、
も
う
虫
の
息
だ
っ
た

気
を
つ
け
な
、
親
方
は
虫
の
居
所
が
悪
い
か
ら
（
ふ
だ
ん
と
違
っ
て
、
何
か
に
つ
け
て
機
嫌
が
悪
い
）

腹
の
虫
が
収
ま
ら
な
い
（
気
を
鎮
め
よ
う
と
し
て
も
、
思
い
出
す
と
怒
り
の
や
り
場
が
な
い
）

虫
が
好
か
ぬ

虫
を
殺
す
（
癇か

ん

癪
し
ゃ
く

の
起
き
る
の
を
じ
っ
と
我
慢
す
る
）

ふ
さ
ぎ
の
虫

虫
抑
え
（
子
ど
も
に
癇
が
起
き
な
い
よ
う
に
飲
ま
せ
る
薬
）

虫
が
起
こ
る
、
虫
気
を
起
こ
す
。（
子
ど
も
が
癇
を
起
こ
し
た
り
、
回
虫
や
栄
養
不
良
の
た
め
に
病
気
に
な
る

こ
と
。
ま
た
産
気
づ
い
た
こ
と
を
虫
気
が
起
こ
る
、
と
も
い
う
）

本
の
虫
、
仕
事
の
虫

弱
虫
、
泣
き
虫

こ
れ
ら
の
表
現
を
英
語
に
求
め
て
み
る
と
、
直
接「
虫
」の
語
を
も
ち
い
て
い
る
の
は
、a

bookw
orm

（
本
の
虫
）とEven

a
w
orm

w
ill
turn.

（
虫
で
さ
え
立
ち
向
か
っ
て
く
る
。→

一
寸
の
虫
に
も
五
分
の
魂
）、
そ
し
てSom

e
insects

prefer

bitter
leaves

of
knotw

eeds.

（
蓼
食
う
虫
も
好
き
好
き
）く
ら
い
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
もa

bookw
orm

は
も
と
も
と
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肺
は
華か

蓋が
い

（
華
麗
な
蓋
）
に
喩
え
ら
れ
る

よ
う
に
、
最
上
部
（
胸
先
）
に
位
置
す
る
の

で
、
肺
積
（
息そ

く

賁ほ
ん

と
も
い
う
）
も
そ
こ
に
発

生
す
る
。
鼻
は
肺
に
通
じ
る
換
気
口
で
あ
る

（
し
た
が
っ
て
肺
積
の
鼻
は
大
き
く
嗅
覚
が

過
敏
で
あ
る
）。
い
い
匂
い
で
も
い
や
な
臭
い

で
も
嫌
う
の
に
、
生
臭
い
悪
臭
だ
け
は
好
む

よ
う
に
な
り
、
辛
い
味
を
好
み
、
い
つ
も
悲

し
み
に
く
れ
て
い
る
。
発
生
源
は
肺
の
臓
で
、

肺
は
五
行
の
「
金
」
に
配
当
さ
れ
、
イ
メ
ー

ジ
カ
ラ
ー
は
白
な
の
で
、
肺
積
の
色
も
白
い
。

こ
の
よ
う
な
人
物
（
辛
党
で
生
臭
さ
好
き
、

悲
観
的
で
色
白
）
は
肺
を
煩
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。
肺
積
は
、右
の
脇
腹
に
発
生
し
て（
横

向
き
の
小
さ
い
ほ
う
が
幼
虫
）、
や
が
て
は

胸
先
を
覆
い
尽
く
し
て
し
ま
う
（
成
虫
は
心

に
掛
か
っ
た
雲
で
あ
る
）。
こ
の
段
階
で
肺

積
と
名
づ
け
る
。
ど
の
症
状
に
対
し
て
も
、

鍼
は
柔
ら
か
く
、
浅
く
立
て
る
（
強
刺
激
だ

と
、
痛
み
に
耐
え
か
ね
て
泣
き
出
す
）。

心
臓
の
積
は
、名
づ
け
て
伏ぶ
く

梁り
ょ
うと
い
う
。
臍へ
そ

よ
り
上（
胸

部
～
上
腹
部
）
で
、だ
ん
だ
ん
大
き
く
成
長
し
て
い
く
。

上
（
胸
）
は
人じ
ん

気き

（
心
、
意
識
）
の
あ
り
か
、
方
位
で

は
南
、五
行
の
「
火
」
に
配
当
さ
れ
、イ
メ
ー
ジ
カ
ラ
ー

は
赤
な
の
で
、心
臓
は
真
っ
赤
な
血
を
生
成
す
る
。（
心

積
の
）
鼻
は
焦
げ
臭
い
香
り
を
好
み
、
口
元
に
締
ま
り

が
な
く
絶
え
ず
笑
っ
て
い
て
、
苦
い
味
を
好
む
。
意
志

薄
弱
で
、
顔
面
の
色
は
赤
い
。
こ
の
よ
う
な
人
物
は
、

心
臓
を
病
ん
で
い
る
。
鍼
の
立
て
様
に
は
口
伝
が
あ
る
。

図
の
よ
う
に
、
早
々
と
成
虫
と
な
っ
た
も
の
は
治
り
に

く
い
。

肺
積

　
　

● 

は
い
し
ゃ
く 

●

心
積

　
　

● 

し
ん
し
ゃ
く 

●

脾
臓
の
積
は
、
名
づ
け
て
痞ひ

気き

（
※
原
文
の
「
病
気
」

は
誤
り
）
と
い
う
。
臍
の
周
囲
が
居
場
所
で
あ
る
（
赤

い
五
角
形
が
臍
を
象
徴
）。
発
生
源
（
臍
、
方
位
で
は

中
央
）は
、五
行
の「
土
」に
配
当
さ
れ
る
の
で
土
用（
季

節
の
節
目
、
特
に
夏
秋
間
）
に
煩
い
や
す
い
。
脾
積
は

甘
い
味
を
好
み
（
甘
味
に
目
が
な
く
、
喉
か
ら
手
が

出
る
表
情
）、
い
つ
も
鼻
歌
を
口
ず
さ
み
、
顏
色
は
黄

ば
ん
で
い
る
。
こ
の
よ
う
な
症
状
は
、
脾
積
が
起
こ
す
。

鍼
は
、
臍
か
ら
一
寸
の
距
離
を
隔
て
て
上
下
左
右
に
立

て
る
。
成
虫
は
、
長
血
（
月
経
過
多
）
や
白
血
（
オ
リ

モ
ノ
）
を
起
こ
し
、
腰
を
立
た
な
く
す
る
。
女
性
に
と

て
も
多
い
。
鍼
の
立
て
様
に
は
口
伝
が
あ
る
。

脾
積

　
　

● 

ひ
し
ゃ
く 

●
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針
聞
書
と
い
う
書
名
の
由
来

九
州
国
立
博
物
館
収
蔵
の『
針は
り

聞き
き

書が
き

』が
編
集
さ
れ
た
の
は
永
禄
十
一
年（
一
五
六
八
年
）、
こ
れ
は
茨
木
元
行

い
ば
ら
ぎ
げ
ん
ぎ
ょ
う

と
い
う
戦
国
時
代
に
活
躍
し
た
鍼
治
療（
以
下
、
鍼
治
と
略
称
）の
名
医
の
手
に
よ
る
古
写
本
で
あ
る
。

さ
ま
ざ
ま
な
ハ
ラ
ノ
ム
シ
の
絵
と
と
も
に
病
状
や
療
法
、
ム
シ
た
ち
の
棲
息
す
る
五
臓
六
腑
の
構
造
・
機
能

が
、
お
よ
そ
半
分
の
紙
数
を
割
い
て
詳
述
さ
れ
て
い
る
。
残
る
半
分
は
鍼
治
に
関
す
る
記
述
で
あ
る
。
本
稿
で

は
、
私
の
専
門
で
あ
る
鍼
灸
治
療
の
視
点
か
ら
、『
針
聞
書
』を
書
誌
学
的
に
解
体
し
な
が
ら
、
戦
国
時
代
の
鍼

灸
治
療
の
実
情
に
肉
薄
し
て
み
た
い
。

実
は〝
針
聞
書
〞と
い
う
三
文
字
は
、
こ
の
古
写
本
に
与
え
ら
れ
た
書
名
と
い
う
よ
り
も
、
鍼
治
に
関
す
る
全

九
十
七
条
の
口
伝
集
に
付
け
ら
れ
た
篇
名
と
み
な
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
現
在
の
古
写
本
の
表
紙

は
一
五
〇
年
か
ら
一
〇
〇
年
ほ
ど
前
の
比
較
的
新
し
い
も
の
で
、
執
筆
当
時
の
ま
ま
で
は
な
い
か
ら
だ
。
江
戸

末
期
か
ら
明
治
前
期
に
か
け
て
、
裏
打
ち
な
ど
の
修
補
に
伴
っ
て
付
け
替
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
原
本
に
は

題だ
い

簽せ
ん（
書
名
を
記
し
た
紙
片
）は
あ
る
の
だ
が
書
名
は
見
ら
れ
な
い
。
も
し
か
す
る
と
、
短
篇
の
寄
せ
集
め
と
も

い
え
る
本
書
に
は
、
最
初
か
ら
全
体
を
通
し
た
書
名
は
付
け
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

以
下
、
正
確
を
期
す
た
め
に
、
本
来
の
篇
名
を
示
す
場
合
に
は「
針
聞
書
」、
書
名
と
し
て
用
い
る
場
合
に
は

『
針
聞
書
』と
、
カ
ギ
括
弧
「
」
と
二
重
カ
ギ
括
弧
『
』
の
違
い
で
両
者
を
書
き
分
け
る
こ
と
に
し
た
い
。

そ
も
そ
も
、
短
編
の
寄
せ
集
め
で
あ
る
鍼
治
の
教
本
に
、『
針
聞
書
』と
い
う
現
在
の
書
名
が
与
え
ら
れ
た
の

は
、
二
〇
〇
二
年
五
月
の
こ
と
で
あ
る
。
大
阪
古
典
会
と
い
う
古
書
市
に
本
書
が
出
品
さ
れ
た
と
き
だ
。
オ
ー

ク
シ
ョ
ン
ゆ
え
、
本
書
の
出
所
は
も
ち
ろ
ん
出
品
し
た
店
名
す
ら
明
か
さ
れ
て
い
な
い
が
、
こ
の
書し
ょ

肆し
（
書
店
）

が『
針
聞
書
』を
書
名
と
し
た
理
由
は
い
た
っ
て
単
純
で
あ
る
。

納
品
に
立
ち
会
っ
た
九
州
国
立
博
物
館
の
東
昇
研
究
員
に
よ
れ
ば
、
本
書
を
包
ん
で
い
た
帙ち
つ

に
は
書
名
は
お

ろ
か
何
も
書
か
れ
て
お
ら
ず
、
帙
を
収
め
る
桐
箱
な
ど
は
な
か
っ
た
と
い
う
。
つ
ま
り
、
第
一
篇
の
篇
名
が
そ

“針聞書”の文字は、表紙で
はなく、１ページ目にある。

『針聞書』には、症状別にツボの位置を示す人体図が15ページにわたっ
て紹介されている。
腹痛（疝痛）を起こす積

しゃく

、癲癇
てんかん

と関わる聚
じゅ

、半身不随の中
ちゅう

風
ぶ

、神経
痛・関節痛の五

ご

痺
ひ

、脚気、婦人病（血の道）、眼病、、頭痛の８疾患を
取り上げており、戦国時代にはこれらの鍼治をマスターすれば、一人
前の鍼立として活躍できたようだ。

針
聞
書
と
い
う
書
名
の
由
来




