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鍼
灸
治
療
の
ス
タ
イ
ル
①
　
お
腹
の
治
療

　
鍼
灸
の
世
界
で
は
、
各
人
各
様
の
治
療
ス
タ
イ
ル
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
鍼
灸
家
の
一
人
ひ
と
り
が
、
本

で
読
ん
だ
り
、
師
匠
か
ら
教
わ
っ
た
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
鍼
灸
の
講
習
会
な
ど
で
見
聞
き
し
た
治
療
の
や
り

方
か
ら
、
自
分
に
合
っ
て
い
る
と
思
っ
た
も
の
を
参
考
に
し
て
、
自
分
自
身
の
治
療
の
な
か
で
創
り
上
げ

て
き
た
も
の
で
あ
る
。

　
無
論
、
私
自
身
も
自
分
の
治
療
ス
タ
イ
ル
を
も
っ
て
い
る
。『
中
医
臨
床
』
と
い
う
公
的
な
誌
面
を
い

さ
さ
か
私
的
に
用
い
て
い
る
き
ら
い
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
少
し
、
そ
の
治
療
ス
タ
イ
ル
の
な
か
で
、
中
医

派
で
は
一
般
的
に
は
あ
ま
り
行
わ
れ
て
い
な
い
で
あ
ろ
う
、
あ
る
意
味
で
特
異
な
個
人
的
治
療
ス
タ
イ
ル

を
二
～
三
紹
介
し
て
み
よ
う
。

　
私
は
、
ど
の
患
者
に
対
し
て
も
必
ず
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
刺
鍼
す
る
部
位
が
あ
る
。
そ
の
一
つ
は
仰
臥
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位
で
の
腹
部
、
一
つ
は
伏
臥
位
で
の
頸
部
、
も
う
一
つ
は
治
療
の
最
後
に
行
う
坐
位
で
の
肩
部
で
あ
る
。

　
頸
部
の
治
療
に
関
し
て
は
、
以
前
、「
玉
枕
関
を
開
く
」（『
続
・
針
師
の
お
守
り
』
に
収
録
）
の
一
文

で
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
ま
た
、
坐
位
で
の
肩
部
の
治
療
に
つ
い
て
は
、
後
回
の
「
近
況
雑
感
」（「
肩
の

散
鍼
（
単
刺
）」
の
題
名
で
本
書
に
収
録
）
に
譲
る
こ
と
に
し
て
、
こ
こ
で
は
腹
部
の
治
療
に
つ
い
て
若

干
説
明
し
よ
う
。

　
問
診
か
ら
始
ま
っ
て
、
仰
臥
位
で
の
舌
・
脈
診
な
ど
を
行
っ
た
後
、
そ
の
ま
ま
、
仰
臥
位
か
ら
治
療
を

開
始
す
る
が
、「
正
気
不
足
」
の
人
で
は
す
べ
て
、
仰
臥
位
の
と
き
に
腹
部
四
穴
に
対
す
る
治
療
を
手
足

の
経
穴
に
組
み
合
わ
せ
る
。

　
場
所
は
中
脘
・
天
枢
・
関
元
・
神
闕
の
四
穴
で
、
多
く
の
場
合
、
中
脘
・
天
枢
に
ま
ず
刺
鍼
し
、
関
元

に
は
ビ
ワ
灸
を
据
え
、
ビ
ワ
灸
が
熱
く
な
っ
た
ら
、
そ
れ
を
神
闕
に
移
し
て
、
関
元
に
刺
鍼
す
る
と
い
う

も
の
で
あ
る
（
ビ
ワ
灸
に
つ
い
て
は
「
ビ
ワ
の
葉
灸
」
の
題
名
で
本
書
に
収
録
）。
あ
る
い
は
、
禁
鍼
穴

で
あ
る
神
闕
以
外
の
四
穴
に
は
、
灸
頭
鍼
を
施
す
。

　
こ
の
四
穴
の
う
ち
、
中
脘
は
胃
募
穴
で
あ
り
、
手
の
太
陽
・
手
の
少
陽
・
足
の
陽
明
・
任
脈
の
会
で
、

八
会
穴
の
腑
会
穴
で
あ
る
。
天
枢
は
大
腸
の
募
穴
、
関
元
は
小
腸
の
募
穴
で
足
の
三
陰
経
と
任
脈
の
交
会

穴
で
あ
る
。
ま
た
、
神
闕
は
臍
中
に
あ
り
、
名
称
か
ら
判
断
す
る
と
、
神
が
舎
る
と
さ
れ
て
い
る
場
所
で
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あ
る
。

　
こ
う
し
て
み
る
と
、
こ
の
四
穴
に
対
す
る
各
種
の
刺
激
に
は
、
お
腹
の
調
子
を
整
え
る
こ
と
に
よ
っ
て

精
神
を
安
定
さ
せ
る
作
用
が
あ
る
こ
と
が
容
易
に
想
像
で
き
る
。

　
こ
れ
ま
で
の
長
い
時
間
の
経
過
の
な
か
で
、
お
腹
に
つ
い
て
着
目
さ
せ
ら
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
契
機
が
あ

り
、
鍼
灸
師
に
な
っ
て
か
ら
、
次
第
に
お
腹
の
ツ
ボ
に
治
療
を
施
す
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。

　
五
歳
の
頃
、
母
に
連
れ
ら
れ
て
母
の
実
家
に
行
っ
た
と
き
、
と
ん
で
も
な
い
悪
さ
を
し
て
、
お
灸
を
据

え
ら
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
母
や
親
戚
の
人
た
ち
が
手
足
を
抑
え
て
、
臍
の
横
に
直
接
灸
を
据
え
た
の

だ
。
今
で
も
そ
の
お
灸
の
痕
が
残
っ
て
お
り
、
そ
れ
か
ら
判
断
す
る
と
、「
肓
兪
」
か
ら
「
天
枢
」
付
近

で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
母
も
親
戚
も
鍼
灸
の
業
界
と
は
ま
っ
た
く
無
関
係
で
、
二
度
と
そ
ん
な
悪
さ
を
さ

せ
な
い
た
め
の
お
仕
置
き
の
つ
も
り
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
が
、
な
ぜ
か
、
臍
の
横
な
の
だ
。
お
そ
ら
く
母
の

実
家
で
は
、
子
供
に
対
す
る
一
番
の
お
仕
置
き
は
、
臍
の
横
の
瘢
痕
灸
と
決
ま
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

　
後
か
ら
考
え
る
と
、
お
仕
置
き
と
合
わ
せ
て
、
お
腹
を
丈
夫
に
す
る
た
め
の
先
祖
伝
来
の
ご
配
慮
な
の

か
も
知
れ
な
い
が
、
子
供
に
と
っ
て
は
今
で
も
記
憶
に
残
る
恐
怖
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
。

　
国
語
辞
書
に
は
、「
お
灸
を
据
え
る
」
と
い
う
言
葉
が
出
て
お
り
、
そ
の
意
味
と
し
て
、「
子
供
に
対
し
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て
き
つ
く
注
意
し
た
り
罰
を
加
え
た
り
す
る
と
き
に
用
い
る
」
な
ど
の
説
明
が
加
え
ら
れ
て
い
る
が
、
今

で
は
、
死
語
に
近
い
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
ひ
と
昔
前
に
は
、
各
家
に
お
灸
の
道
具
が
あ

り
、「
足
三
里
」
な
ど
の
「
養
生
灸
」
は
家
庭
で
据
え
て
い
た
の
だ
か
ら
、「
お
灸
を
据
え
る
」
こ
と
は
文

字
通
り
の
内
容
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
と
す
る
と
、
お
仕
置
き
の
た
め
に
子
供
に
「
お
灸
を
据
え
る
」

場
所
は
一
体
、
ど
こ
だ
っ
た
の
か
。
各
家
で
バ
ラ
バ
ラ
だ
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
「
お
仕
置
き
の
灸
点
」

と
も
い
え
る
場
所
が
あ
っ
た
の
か
、
た
い
へ
ん
興
味
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

　
小
学
生
の
頃
、
学
校
の
帰
り
な
ど
に
、
Ｊ
Ｒ
中
央
線
の
四
谷
駅
か
ら
市
ヶ
谷
駅
の
間
に
あ
る
外
堀
の
土

手
で
遊
ん
だ
り
し
た
と
き
、
線
路
を
跨
い
だ
外
堀
の
向
こ
う
側
、
地
名
で
は
「
新
宿
区
本
塩
町
」
の
あ
た

り
に
、
木
製
の
黒
塀
に
白
色
の
目
立
っ
た
字
で
大
き
く｢

東
京
温
灸
院｣

と
書
か
れ
た
屋
敷
が
見
え
、
一

体
、
あ
そ
こ
は
な
ん
だ
ろ
う
と
子
供
心
に
思
っ
て
い
た
。
鍼
灸
界
に
籍
を
置
く
よ
う
に
な
っ
た
頃
、
そ
こ

に
治
療
に
通
っ
て
い
る
人
か
ら
、
あ
そ
こ
の
温
灸
院
は
臍
に
温
灸
を
据
え
る
の
だ
と
聞
か
さ
れ
た
。
臍
灸

で
お
腹
の
調
子
を
整
え
、
自
律
神
経
を
安
定
さ
せ
、
万
病
に
効
か
せ
る
の
だ
そ
う
で
あ
る
。
こ
の
文
章
を

書
く
う
え
で
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
「
東
京
温
灸
院
」
を
検
索
し
て
み
た
ら
、
以
前
の
場
所
で
は
な
い

が
、
や
は
り
四
谷
の
地
で
、
東
京
温
灸
院
は
現
在
も
存
続
し
て
い
た
。
そ
の
創
業
は
大
正
三
年
と
書
か
れ

て
い
た
か
ら
、
も
う
一
世
紀
以
上
も
同
じ
治
療
を
継
続
し
て
い
る
の
だ
。
実
に
た
い
し
た
も
の
で
あ
る
。


