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現
在
、
昨
今
の
健
康
ブ
ー
ム
を
反
映
し
、
婦
人
雑
誌
に
鍼
灸

や
漢
方
な
ど
の
東
洋
医
学
に
関
す
る
記
事
が
数
多
く
掲
載
さ
れ

て
い
る
が
、
そ
れ
は
今
に
始
ま
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
同
様
の

現
象
は
大
正
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
発
行
さ
れ
た
婦
人
雑
誌

に
も
見
ら
れ
、
人
々
の
健
康
に
対
す
る
関
心
は
時
代
が
変
遷
し

て
も
変
わ
ら
な
い
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
特
に
古
来
よ
り
一
般

大
衆
に
と
っ
て
身
近
な
医
療
で
あ
っ
た
灸
に
関
す
る
記
事
は
多

く
、
大
正
、
昭
和
に
か
け
て
も
灸
が
一
般
大
衆
の
生
活
に
浸
透

し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
今
回
は
そ
の
中
で
、
太
平
洋
戦
争

直
後
の
連
合
軍
に
よ
る
占
領
統
治
下
に
発
行
さ
れ
た
婦
人
雑
誌

に
掲
載
さ
れ
た
灸
に
関
す
る
記
事
に
つ
い
て
述
べ
る
。

占
領
下
当
時
、
日
本
の
出
版
物
は
連
合
軍
に
検
閲
さ
れ
て
い

た
が
、
現
在
そ
れ
ら
は
「
プ
ラ
ン
ゲ
文
庫
」
（
米
国
メ
リ
ー
ラ
ン

占
領
期
の
婦
人
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
た
灸
に

関
す
る
記
事
「
プ
ラ
ン
ゲ
文
庫
」
よ
り
見
る

奥
津
貴
子

神
奈
川
県
秦
野
市

ド
大
学
所
蔵
。
日
本
で
は
同
文
庫
を
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ッ
シ
ュ
化

し
た
も
の
を
国
立
国
会
図
書
館
が
所
蔵
し
て
い
る
）
と
し
て
収

集
さ
れ
て
い
る
。
「
プ
ラ
ン
ゲ
文
庫
」
は
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
職
員
と
し
て

来
日
し
た
メ
リ
ー
ラ
ン
ド
大
学
教
授
Ｇ
・
Ｗ
・
プ
ラ
ン
ゲ
博
士

が
Ｇ
Ｈ
Ｑ
本
部
内
に
保
管
さ
れ
て
い
た
検
閲
済
み
の
出
版
物
に

歴
史
的
資
料
と
し
て
の
重
要
性
を
見
出
し
、
帰
国
す
る
際
に
Ｇ

Ｈ
Ｑ
の
許
可
を
取
り
、
メ
リ
ー
ラ
ン
ド
大
学
に
寄
贈
し
た
も
の

で
、
戦
後
史
を
研
究
す
る
上
で
重
要
な
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
。

「
プ
ラ
ン
ゲ
文
庫
」
に
収
集
さ
れ
て
い
る
婦
人
雑
誌
に
は
灸
に

関
す
る
記
事
が
い
く
つ
か
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
い
わ
ゆ
る
家
庭

療
法
の
歴
史
の
一
つ
と
し
て
興
味
深
い
。
掲
載
さ
れ
て
い
る
婦

人
雑
誌
と
し
て
、
現
在
で
も
発
行
さ
れ
て
い
る
『
主
婦
之
友
」

（
主
婦
之
友
社
）
と
『
主
婦
と
生
活
」
（
主
婦
と
生
活
社
）
や
、

『
ホ
ー
ム
」
（
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
社
）
、
『
家
庭
」
（
家
庭
社
）
、
「
婦
女

界
』
（
婦
女
界
社
）
、
「
婦
人
の
国
』
（
婦
人
の
国
社
）
な
ど
現
在

で
は
発
行
さ
れ
て
い
な
い
雑
誌
が
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
執
筆
者

と
し
て
家
庭
医
学
書
と
し
て
は
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
り
、
大
正

一
四
年
の
発
行
以
来
、
現
在
で
も
発
行
さ
れ
続
け
て
い
る
『
赤

本
」
の
著
者
で
あ
る
築
田
多
吉
（
明
治
五
～
昭
和
三
三
）
や
、
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昭
和
の
鍼
灸
を
支
え
た
岡
部
素
道
（
明
治
四
○
～
昭
和
五
九
）
、

駒
井
一
雄
（
明
治
三
一
～
昭
和
五
七
）
な
ど
の
名
が
見
ら
れ
、

治
療
家
と
し
て
名
を
成
し
た
彼
ら
の
も
う
一
つ
の
顔
も
う
か
が

え
る
。
特
に
『
主
婦
之
友
」
は
、
大
正
六
年
の
創
刊
時
か
ら
家

庭
療
法
の
一
つ
と
し
て
灸
に
関
す
る
記
事
を
数
多
く
掲
載
し
て

お
り
、
中
で
も
築
田
多
吉
‐
駒
井
一
雄
ら
は
し
ば
し
ば
記
事
を

寄
せ
て
い
る
．
現
在
で
も
多
く
の
東
洋
医
学
の
関
係
者
が
マ
ス

コ
ミ
で
東
洋
医
学
を
紹
介
し
て
い
る
が
、
彼
ら
は
そ
の
先
駆
け

と
言
え
る
。

記
事
の
内
容
は
身
近
な
疾
患
を
取
り
上
げ
、
家
庭
で
簡
単
に

で
き
る
灸
治
療
を
紹
介
し
て
い
る
も
の
が
大
半
で
あ
り
、
経
穴

の
位
置
を
示
し
た
挿
絵
を
入
れ
、
わ
か
り
や
す
く
書
か
れ
て
い

る
。
特
に
風
邪
、
胃
腸
病
、
婦
人
病
な
ど
、
現
代
で
も
多
く
の

人
々
が
罹
り
や
す
い
疾
患
の
治
療
方
法
が
多
く
、
今
も
昔
も

人
々
を
悩
ま
す
疾
患
は
同
じ
で
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
そ

の
一
方
で
脚
気
な
ど
、
栄
養
摂
取
量
の
不
足
か
ら
現
代
と
比
較

し
て
罹
患
率
が
高
か
っ
た
と
さ
れ
る
疾
患
の
治
療
方
法
も
あ
り
、

疫
学
と
し
て
も
興
味
深
い
・

文
化
の
形
成
と
発
展
は
、

情
報
を
発
信
す
る
メ
デ
ィ
ア
と
そ

れ
を
受
け
る
一
般
大
衆
の
関
係
に
よ
り
大
き
く
左
右
さ
れ
、
ど

ち
ら
か
の
動
き
が
欠
如
し
て
い
れ
ば
、
そ
れ
は
あ
り
得
な
い
・

占
領
期
に
発
行
さ
れ
た
出
版
物
は
、
そ
れ
を
如
実
に
表
し
て
お

り
、
検
閲
と
い
う
言
論
統
制
の
中
で
も
、
一
般
大
衆
の
情
報
に

対
す
る
欲
求
と
、
そ
れ
に
応
え
よ
う
と
し
た
編
集
者
の
努
力
の

関
係
が
新
た
な
文
化
を
形
成
し
、
発
展
さ
せ
て
い
た
こ
と
は
、

特
筆
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

戦
後
六
○
年
が
経
っ
た
今
、
一
般
大
衆
の
東
洋
医
学
に
対
す

る
関
心
が
高
ま
っ
て
い
る
と
と
も
に
、
テ
レ
ビ
、
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
な
ど
メ
デ
ィ
ア
の
種
類
も
増
加
し
、
一
般
大
衆
に
東
洋
医

学
を
広
め
る
機
会
は
多
く
な
っ
て
い
る
。
だ
が
、
メ
デ
ィ
ア
は

あ
っ
て
も
、
東
洋
医
学
に
精
通
し
、
そ
の
情
報
を
発
信
す
る
こ

と
が
で
き
る
者
が
い
な
け
れ
ば
、
広
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

そ
れ
を
担
う
の
は
、
東
洋
医
学
に
携
わ
る
す
べ
て
の
医
療
人
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
メ
デ
ィ
ア
を
活
か
す
者
が
生
き
残
る
時
代

だ
か
ら
こ
そ
、
私
達
は
治
療
家
と
し
て
の
役
割
と
と
も
に
、
情

報
発
信
者
と
し
て
の
役
割
も
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。


