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２
月
３
日
の
節
分
を
も
っ
て
寒
の
明
け

を
迎
え
ま
し
た
が
、
ま
だ
ま
だ
寒
さ
厳
し

い
季
節
が
続
い
て
お
り
ま
す
。
皆
様
い
か

が
お
過
ご
し
で
し
ょ
う
か
。 

 

例
年
こ
の
季
節
に
な
る
と
聞
こ
え
て
く

る
『
カ
ゼ
』
と
い
う
言
葉
。
イ
ン
フ
ル
エ

ン
ザ
と
は
違
う
の
か
？
お
腹
の
風
邪
っ
て

何
な
ん
だ
？
あ
い
ま
い
に
把
握
さ
れ
て
い

る
方
の
た
め
に
整
理
し
て
み
ま
し
ょ
う
。 

 

ま
ず
カ
ゼ
と
は
「
鼻
か
ら
喉
に
か
け
て

空
気
の
通
り
道
、
つ
ま
り
上
気
道
と
い
わ

れ
る
呼
吸
器
の
感
染
症
で
、
原
因
の
大
半

は
ウ
イ
ル
ス
で
す
」
と
日
本
呼
吸
器
学
会

で
定
義
さ
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
イ
ン
フ

ル
エ
ン
ザ
は
ウ
イ
ル
ス
で
す
か
ら
、
カ
ゼ

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
他
に
も
ア
デ

ノ
ウ
イ
ル
ス
、
ラ
イ
ノ
ウ
イ
ル
ス
、R

S

ウ

イ
ル
ス
な
ど
様
々
で
す
が
、
こ
れ
ら
は
カ

ゼ
の
一
種
と
い
う
事
に
な
る
の
で
、
一
昔

前
ま
で
は
カ
ゼ
と
し
て
応
対
し
て
い
ま
し

た
。
そ
し
て
そ
れ
で
治
っ
て
い
ま
し
た
。 

 

現
在
は
迅
速
検
査
キ
ッ
ト
が
開
発
さ
れ

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
は
別
物
と
し
て
取
り
扱

わ
れ
て
い
ま
す
が
、
実
際
の
臨
床
で
は
、

原
因
を
特
定
し
て
診
断
し
て
い
る
わ
け
で

は
な
く
、
症
状
を
も
と
に
診
断
し
て

お
り
、
カ
ゼ
と
し
て
扱
わ
れ
ま
す
。 

 

ま
た
、
ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
や
ロ
タ
ウ

イ
ル
ス
な
ど
の
ウ
イ
ル
ス
性
胃
腸
炎

は
、
上
気
道
の
症
状
で
は
な
い
の

で
、
カ
ゼ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
季

節
性
と
い
う
意
味
で
、
俗
称
と
し
て

お
腹
の
カ
ゼ
と
し
て
扱
わ
れ
る
わ
け

で
す
。 

 
ち
な
み
に
カ
ゼ
の
原
因
は
ウ
イ
ル

ス
で
、
残
念
な
が
ら
こ
の
世
に
ウ
イ

ル
ス
に
有
効
な
薬
は
ま
だ
存
在
し
ま

せ
ん
。
抗
生
物
質
が
効
く
の
は
細
菌

で
す
か
ら
カ
ゼ
に
は
効
き
ま
せ
ん
。 

 

で
す
か
ら
、
日
頃
健
康
な
方
で
あ

れ
ば
、
無
理
し
て
病
原
菌
だ
ら
け
の

医
者
に
行
く
よ
り
も
、
栄
養
を
取
っ

て
、
し
っ
か
り
休
養
す
れ
ば
数
日
で

軽
減
し
て
き
ま
す
。
し
か
し
、
カ
ゼ

は
万
病
の
元
と
も
い
い
ま
す
か
ら
、

数
日
し
て
も
軽
減
し
な
い

場
合
、
高
齢
者
の
方
、
呼

吸
器
疾
患
の
あ
る
方
、
乳

幼
児
な
ど
は
、
迷
わ
ず
受

診
し
て
下
さ
い
ね
。 

シ
ー
ズ
ン 

イ
ン 

ザ 

カ
ゼ
。 

http:/www.tsukuho.com 
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2月 

通巻62号 

○印はお休みです 

二
十
四
節
気 (

下
記
☆
印) 

 
 

 

  

節
分
の
翌
日
。
一
年
で
最
初
の
節
気
で
正

月
節
と
い
い
ま
す
。
こ
の
日
か
ら
立
夏
の
前
日

ま
で
が
春
の
季
節
で
、
立
春
は
春
の
初
日
で

す
。 

 

春
と
は
い
え
、
ま
だ
ま
だ
寒
さ
は
厳
し
い
け

れ
ど
、
徐
々
に
日
差
し
に
暖
か
さ
が
増
し
始

め
、
梅
の
花
が
咲
き
始
め
ま
す
。 

立
春 

(

二
月
四
日) 

二
十
四
節
気
と
七
十
二
候 

 

日
本
に
は
美
し
い
四
季
が
あ
り
ま
す
。
春
、
夏
、
秋
、
冬
…
折
々
の
豊
か
な
表
情
は

日
々
の
生
活
に
彩
り
を
与
え
ま
す
。
日
本
人
は
昔
か
ら
季
節
感
を
大
切
に
し
て
暮
ら
し

の
中
に
取
り
入
れ
て
き
ま
し
た
。 

 

そ
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
な
っ
た
の
が
、
『
二
十
四
節
気
』
で
す
。
地
球
か
ら
見
た
太
陽

の
通
り
道
「
黄
道
」
三
六
〇
度
を
十
五
度
ず
つ
二
十
四
に
区
切
り
、
そ
の
一
つ
一
つ
に

節
気
を
配
し
て
四
季
の
移
り
変
わ
り
を
表
し
た
も
の
で
す
。
一
つ
の
節
気
は
十
五
日
程

度
に
な
り
ま
す
。 

 

ま
た
、
二
十
四
節
気
の
一
つ
一
つ
を
さ
ら
に
三
区
分
し
、
季
節
の
風
物
を
言
葉
で
表

現
し
た
も
の
が
『
七
十
二
候
」
で
す
。
こ
ち
ら
は
だ
い
た
い
五
日
単
位
で
、
そ
の
季
節

の
特
徴
的
な
自
然
現
象
を
意
味
す
る
名
前
が
つ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。 

第
一
候 

東
風
解
凍 (

は
る
か
ぜ 

こ
お
り
を 

と
く)

 (

二
月
四
日
～
八
日) 

 

春
の
兆
し
と
な
る
あ
た
た
か
い
風
が
東
方
か
ら
吹
き
は
じ
め
、
冬
の
間
に
湖
や
池
に

厚
く
張
り
つ
め
た
氷
を
少
し
ず
つ
融
か
し
て
い
き
ま
す
。
ち
な
み
に
こ
の
「
東
風
」
、

こ
こ
で
は
「
は
る
か
ぜ
」
と
読
ん
で
い
ま
す
が
、
「
こ
ち
」
と
読
ま
せ
、

「
梅
東
風(

う
め
ご
ち)

」
「
桜
東
風(

さ
く
ら
ご
ち)

」
「
雲
雀
東
風(

ひ
ば

り
ご
ち)

」
な
ど
時
期
に
応
じ
た
名
を
つ
け
て
呼
ぶ
こ
と
も
あ
り
ま
す
。 

 

季
節
の
た
の
し
み 

初
午(

は
つ
う
ま) 

 

初
午
と
は
新
暦
二
月
の
最
初
の
午
の
日
の
こ
と
。
全
国
の
稲
荷
神
社
が

こ
の
日
を
祭
日
と
し
て
い
ま
す
。
東
京
都
北
区
の
王
子
稲
荷
神
社
で
は
初
午
大
祭
の
凧

市
が
開
か
れ
、
境
内
に
は
大
小
の
凧
を
売
る
屋
台
が
ず
ら
り
と
並
び
ま
す
。
商
売
繁
盛

と
火
防
の
神
徳
で
知
ら
れ
る
王
子
稲
荷
が
、
江
戸
時
代
、
参
拝
客
に
「
火
防
守
護
の
凧

守
」
を
与
え
た
こ
と
に
由
来
す
る
も
の
で
す
。 

(

「
く
ら
し
の
こ
よ
み
」
よ
り) 

http://xn--1lqspg26ch0b.com/info/%e8%82%a9%e3%81%93%e3%82%8a%e3%83%bb%e8%85%b0%e7%97%9b%e3%81%ae%e5%9b%9e%e5%be%a9%e3%82%92%e6%97%a9%e3%82%81%e3%82%8b%e7%a7%98%e8%a8%a3%e3%81%af%e5%a4%9c%e3%81%ab%e3%81%82%e3%81%a3%e3%81%9f%ef%bc%81/attachment/%e7%9d%a1%e


 
 
 
 

《
そ
う
だ
っ
た
の
か
東
洋
医
学
!!
》 

   

 

一
面
に
続
い
て
ま
た
ま
た
カ
ゼ
の
お
話
で
す
が
、
東
洋
医
学
で
は

『
風
邪
』
と
書
い
て
『
ふ
う
じ
ゃ
』
と
読
み
ま
す
。
一
般
的
な
カ
ゼ

は
『
感
冒(

か
ん
ぼ
う)
』
と
言
い
ま
す
。
少
し
年
を
召
さ
れ
た
方
で

あ
れ
ば
、
そ
う
だ
!!
と
思
わ
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

 

そ
れ
で
は
何
故
、
カ
ゼ
を
風
邪
と
書
く
の
で
し
ょ
う
か
。
東
洋
医

学
に
は
『
内
傷
な
け
れ
ば
外
邪
入
ら
ず
』
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま

す
。
つ
ま
り
『
自
分
の
身
体
の
問
題
が
無
け
れ
ば
外
か
ら
の
邪
に
お

か
さ
れ
る
事
は
あ
り
ま
せ
ん
よ
』
と
言
い
た
い
わ
け
で
す
。
昔
は

「
そ
ん
な
薄
着
し
て
い
る
と
風
邪
ひ
く
よ
」
と
言
わ
れ
た
も
の
で
す

が
、
寒
い
所
に
居
て
も
、
カ
ゼ
を
ひ
く
人
も
い
れ
ば
、
ひ
か
な
い
人

も
い
ま
す
。
冷
え
て
ク
シ
ャ
ミ
を
し
て
背
筋
が
ゾ
ク
ゾ
ク
と
す
る
時

も
あ
れ
ば
、
し
な
い
時
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
内
傷
が
あ
る
状
態
と

な
い
状
態
の
違
い
で
す
。
寒
さ
は
免
疫
力
を
低
下
さ
せ
る
の
で
、
カ

ゼ
を
ひ
く
原
因
の
一
つ
で
は
あ
り
ま
す
が
、
寒
さ
が
カ
ゼ
を
ひ
か
せ

る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
南
極
で
は
カ
ゼ
は
ひ
き
ま
せ

 

  

 

ま
だ
凍
っ
た
土
の
中
か
ら
春
の
息
吹
と

と
も
に
出
て
く
る
蕗
の
董
は
、
こ
れ
か
ら

伸
び
て
い
く
た
め
の
養
分
が
詰
ま
っ
た
、

固
く
開
い
て
い
な
い
も
の
が
食
べ
頃
で

す
。
焼
く
か
天
ぷ
ら
に
す
る
と
、
特
有
の

青
臭
い
香
り
と
ほ
ろ
苦
さ
を
賞
味
で
き
、

春
の
訪
れ
を
味
わ
え
ま
す
。
生
の
ま
ま
ち

ぎ
り
、
味
噌
と
練
り
合
わ
せ
た
蕗
味
噌

は
、
苦
み
と
香
り

が

味

噌

に

な

じ

み
、
酒
の
つ
ま
み

に
ピ
ッ
タ
リ
の
一

品
で
す
。 

 
 
 

『
失
う
前
に
感
謝
』 

  

失
っ
て
み
て
は
じ
め
て
、
失
っ
た
も
の
の
大
き
さ
や
大
切
さ
に
気
づ
く
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
物
の
豊
か
さ
の
中
に
あ
っ
て
は
、
物
が
あ
る
こ
と
が
当
た
り
前
に
な

り
、
な
か
な
か
感
謝
す
る
こ
と
は
難
し
い
も
の
で
す
。 

 

し
か
し
、
失
っ
て
か
ら
あ
り
が
た
さ
を
感
じ
て
も
、
失
っ
た
も
の
を
取
り
戻
す

に
は
大
変
な
努
力
が
必
要
で
す
。
健
康
で
あ
る
こ
と
や
家
族
が
楽
し
く
団
ら
ん
で

き
る
こ
と
の
幸
せ
に
感
謝
し
て
生
活
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。 

 

感
謝
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
心
に
ゆ
と
り
も
生
ま
れ
、
周
囲
に
対
す
る
優
し
さ

も
に
じ
み
出
て
く
る
も
の
で
す
。
そ
れ
ら
の
や
さ
し
さ
に
触
れ
、
そ
れ
を
自
分
も

持
ち
続
け
よ
う
と
努
力
し
た
と
き
か
ら
、
昨
日
ま
で
と
は
違
っ
た
自
分
を
感
じ
る

に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。 

 
 

 
 
 

「
一
日
一
話
」
よ
り 

 

旬
の
や
さ
い 

執
筆
余
話 

 

年
末
年
始
と
年
明
け
の
連
休
は
寒
さ

は
あ
り
ま
し
た
が
、
天
候
に
も
恵
ま
れ

て
、
子
供
た
ち
と
た
く
さ
ん
触
れ
合
い

遊
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
「
子
供
は

風
の
子
、
大
人
は
火
の
子
」
と
い
う
言

葉
が
あ
る
よ
う
に
、
子
供
た
ち
は
寒
い

風
の
中
で
も
元
気
に
遊
ん
で
い
ま
し

た
。
大
人
は
つ
い
寒
い
寒
い
と
縮
こ

ま
っ
て
し
ま
い
ま
す
が
、
風
の
無
い
日

な
た
で
一
緒
に
遊
ん
で
い
る
と
、
意
外

と
暑
く
な
っ
て
し
ま
う
も
ん
で
す
。

「
病
は
気
か
ら
」
と
い
う
よ
う
に
、
気

持
ち
で
負
け
て
、
つ
い
億
劫
が
っ
て
し

ま
う
か
ら
余
計
に
寒
く
な
っ
て
し
ま
う

の
で
し
ょ
う
ね
。
で
も
今
が
一

番
寒
い
時
期
で
す
の
で
、
お
気

を
付
け
下
さ
い
。 

カ
ゼ
っ
て
風
邪
？ 

ん(

寒
す
ぎ
て
ウ
イ
ル
ス
が
生
存
で
き
な
い
か
ら
で
す)

。 

 

東
洋
医
学
に
お
い
て
、
健
康
な
状
態
と
は
、
気
の
バ
ラ
ン
ス
が
保

た
れ
て
い
る
状
態
で
す
が
、
何
か
し
ら
が
原
因
で
バ
ラ
ン
ス
を
崩
す

と
病
気
に
な
る
と
考
え
ま
す
。
そ
の
原
因
を
、
内
因
・
外
因
・
不
内

外
因
の
３
つ
に
分
類
し
ま
す
。
そ
の
中
の
外
因
に
は
、
風
・
暑
・

湿
・
燥
・
寒
が
あ
り
、
冬
の
カ
ゼ
の
原
因
の
多
く
は
、
風
の
邪
や
寒

の
邪
に
な
り
ま
す
。
つ
ま
り
内
傷
が
あ
る
時
に
風
の
邪
に
冒
さ
れ
る

と
、
一
般
的
な
カ
ゼ
症
状
を
起
こ
す
の
で
、
風
の
邪
に
冒
さ
れ
た
→

風
邪(

か
ぜ)

と
な
っ
た
わ
け
で
す
。 

 

そ
し
て
、
自
身
の
正
常
な
気
で
あ
る
正
気
と
外
か
ら
入
っ
た
邪
気

が
戦
う
た
め
に
発
熱
し
ま
す
。
そ
し
て
正
気
が
勝
利
す
る
と
治
っ
て

い
き
ま
す
。
で
す
か
ら
強
敵
な
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
場
合
は
戦
い
が

激
し
く
な
る
の
で
多
く
の
方
が
高
熱
を
出
し
ま
す
。
現
代
医
学
は
薬

で
休
戦
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
す
が
、
東
洋
医
学

で
は
葛
根
湯
を
飲
ん
で
、
身
体
を
温
め
免
疫
力
を
上

げ
て
、
早
く
終
戦
さ
せ
よ
う
と
し
ま
す
。
こ
れ
が
東

西
の
治
療
方
針
の
違
い
で
す
。 

蕗
の
董(

ふ
き
の
と
う) 

患者さんの声 

つくば市 40代 女性 

http://www.google.co.jp/imgres?start=163&hl=ja&biw=1088&bih=574&tbm=isch&tbnid=zVTGSAUsfMhz-M:&imgrefurl=http://www.photolibrary.jp/img200/61152_1338986.html&docid=lBU-pw-S4DFEEM&imgurl=http://www.photolibrary.jp/mhd8/img200/450-2011042217055261152.jpg&w

