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月
刊
公
論
に
新
し
く
連
載
さ
せ
て
い
た
だ

く
こ
と
に
な
っ
た
渡
辺
賢
治
で
す
。
伝
統

あ
る
雑
誌
で
、
私
の
よ
う
な
者
が
連
載
さ
せ

て
い
た
だ
く
の
は
大
変
名
誉
で
あ
る
と
と
も

に
、
読
者
の
み
な
さ
ま
に
満
足
い
た
だ
け
る

か
ど
う
か
大
変
不
安
で
あ
り
ま
す
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
折
角
こ
の
よ
う
な
機

会
を
頂
戴
し
ま
し
た
の
で
、
日
ご
ろ
思
っ

て
い
る
こ
と
を
素
直
に
書
い
て
い
き
た
い

と
思
っ
て
い
ま
す
。
気
楽
に
お
読
み
い
た

だ
け
る
と
幸
い
で
す
。
思
い
つ
く
ま
ま
に

書
き
ま
す
の
で
、
脱
線
が
多
い
こ
と
を
最

初
に
お
断
り
し
て
お
き
ま
す
。

　

今
号
で
は
、
最
初
で
す
の
で
、
自
己
紹
介

を
兼
ね
な
が
ら
漢
方
と
は
な
ん
ぞ
や
、
と
い

う
こ
と
を
書
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
漢
方
医
療
と
漢
方
薬

　

さ
て
、
漢
方
と
い
う
と
ど
の
よ
う
な
イ

い
て
処
方
す
る
こ
と
で
最
も
効
果
を
引
き

出
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。
で
は
病
名
治
療

と
東
洋
哲
学
に
基
づ
い
た
治
療
は
何
が
違

う
の
で
し
ょ
う
か
？ 

　

少
し
話
が
堅
く
な
り
ま
す
が
、
西
洋
医

学
の
物
の
考
え
方
と
東
洋
医
学
の
物
の
考

え
方
の
違
い
に
つ
い
て
説
明
し
ま
す
。
私

は
２
０
０
５
年
か
ら
今
に
至
る
ま
で
、
Ｗ

Ｈ
Ｏ
が
管
理
す
る
「
国
際
疾
病
分
類
」
の

改
訂
作
業
に
関
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
現
在

使
用
さ
れ
て
い
る
「
国
際
疾
病
分
類
第
10

版
（
Ｉ
Ｃ
Ｄ
‐
10
）
は
１
万
４
０
０
０
の

病
名
が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
医
学
部
時

代
に
試
験
に
苦
し
ん
だ
身
と
し
て
、
こ
ん

な
に
病
名
が
あ
る
な
ら
当
然
の
こ
と
、
と

納
得
し
た
次
第
で
す
が
、
実
は
さ
ら
に
下

層
に
細
分
化
さ
れ
た
病
名
が
あ
り
ま
す
。

病
気
が
い
く
つ
あ
る
の
か
、
に
つ
い
て
は

正
確
な
定
義
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
細
か
い

分
類
ま
で
入
れ
れ
ば
10
万
は
超
え
ま
す
。

　

科
学
の
進
歩
は
細
分
化
に
よ
っ
て
、
よ
り

精
緻
に
病
気
を
理
解
す
る
こ
と
で
発
達
し
て

き
ま
し
た
。
た
と
え
ば
〝
が
ん
〟
は
、
英
語

で
「
ｃ
ａ
ｎ
ｃ
ｅ
ｒ
」
で
す
が
、こ
れ
は
「
ｃ

ａ
ｒ
ｃ
ｉ
ｎ
ｏ
ｓ
」
と
い
う
蟹
を
意
味
す
る

ギ
リ
シ
ャ
語
が
語
源
で
す
。
ヒ
ポ
ク
ラ
テ

ス
（
紀
元
前
４
６
０
年
頃
～
３
７
０
年
頃

の
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
医
師
）
が
が
ん
の
記

載
と
し
て「
ｃ
ａ
ｒ
ｃ
ｉ
ｎ
ｏ
ｓ
」を
使
っ

た
の
が
最
初
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
乳
が

ん
の
外
観
が
蟹
の
甲
羅
や
足
の
よ
う
に
見

え
た
か
ら
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。し
か
し
、

科
学
の
進
歩
と
と
も
に
、
乳
腺
を
形
成
す

る
ど
の
細
胞
が
癌
化
し
た
の
か
に
よ
っ
て

組
織
が
異
な
り
、
さ
ら
に
近
年
で
は
女
性

ホ
ル
モ
ン
の
受
容
体
の
有
無
な
ど
に
よ
っ

て
細
分
化
さ
れ
、
さ
ら
に
遺
伝
子
変
異
に

よ
っ
て
も
細
分
化
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
う

し
て
細
分
化
す
る
こ
と
で
、
治
療
方
針
の

精
度
も
増
し
て
き
て
い
ま
す
。

　
ひ
と
り
ひ
と
り
異
な
る
、

　
　
　
　
　
　
と
い
う
視
点

　

漢
方
医
療
で
も
病
名
は
大
切
で
す
が
、
そ

れ
と
と
も
に
、
患
者
さ
ん
の
体
質
や
病
気
へ

の
反
応
、病
態
を
総
合
的
に
判
断
し
て
「
証
」

を
決
め
、
そ
れ
に
応
じ
て
漢
方
薬
を
選
択
し

ま
す
。
証
は
同
じ
病
気
を
抱
え
て
い
て
も
ヒ

ト
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
「
漢

方
は
病
気
で
は
な
く
、
ヒ
ト
を
治
す
医
療
」

で
あ
り
、「
ひ
と
り
ひ
と
り
異
な
る
、
と
い

う
視
点
に
立
っ
た
個
別
化
医
療
」
と
い
う
こ

と
に
な
り
ま
す
。

　

ヒ
ト
を
診
る
医
療
と
い
う
の
を
も
う
少
し

説
明
し
ま
し
ょ
う
。
筆
者
の
診
療
所
は
修
琴

堂
大
塚
医
院
と
い
い
ま
す
。
漢
方
専
門
医
院

と
し
て
90
年
の
歴
史
を
持
ち
ま
す
。
ど
の
よ

う
な
患
者
さ
ん
が
受
診
さ
れ
る
か
？
実
に
多

種
多
様
で
す
。
ま
ず
年
齢
で
す
が
、
乳
児
か

ら
１
０
０
歳
を
超
え
る
方
ま
で
い
ま
す
。
昨

年
１
０
０
歳
を
超
え
た
方
は
30
年
来
の
患

者
さ
ん
で
、
１
０
０
歳
の
記
念
写
真
を
一
緒

に
撮
影
す
る
こ
と
を
お
互
い
楽
し
み
に
し
て

い
ま
し
た
が
、
残
念
な
が
ら
コ
ロ
ナ
で
ま
だ

叶
っ
て
い
ま
せ
ん
。
疾
患
で
言
う
と
、頭
痛
、

胃
炎
、
月
経
の
ト
ラ
ブ
ル
と
い
っ
た
「
い
わ

ゆ
る
日
常
よ
く
あ
る
疾
患
」
と
言
わ
れ
る
も

の
か
ら
、
が
ん
、
膠
原
病
な
ど
の
疾
患
を
抱

え
た
方
ま
で
幅
広
く
受
診
さ
れ
ま
す
。
新
型

コ
ロ
ナ
感
染
症
や
そ
れ
に
よ
る
後
遺
症
の
治

療
も
漢
方
治
療
の
範
囲
で
す
。

　

病
名
が
細
分
化
さ
れ
る
と
と
も
に
、
第
２

次
世
界
大
戦
以
後
、
西
洋
医
学
の
診
療
科
も

細
分
化
さ
れ
、
内
科
、
外
科
、
整
形
外
科
な

ど
と
な
り
、
さ
ら
に
整
形
外
科
を
例
に
取
る

と
膝
の
専
門
家
、
手
の
専
門
家
な
ど
に
細
分

化
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
疾
患
に
特
化
し
て
専

門
性
が
高
い
こ
と
は
患
者
さ
ん
に
と
っ
て
も

安
心
で
す
。
そ
の
一
方
で
、
ど
の
専
門
家
に

か
か
っ
て
い
い
か
分
か
ら
な
い
場
合
や
、
複

数
の
領
域
に
ま
た
が
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

そ
う
し
た
時
に
漢
方
は
便
利
で
す
。

　

ま
た
、
人
種
も
多
様
で
す
。
国
内
に
お
住

ま
い
の
外
国
の
方
の
み
な
ら
ず
、
海
外
か
ら

も
患
者
さ
ん
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
い
ち

ば
ん
遠
か
っ
た
患
者
さ
ん
は
南
ア
フ
リ
カ
か

ら
い
ら
し
た
方
で
し
た
。

　

す
な
わ
ち
年
齢
も
性
別
も
疾
患
も
国
籍

も
、
す
べ
て
多
様
な
の
が
漢
方
治
療
の
特
色

で
す
。
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
可
能
な
の

で
し
ょ
う
か
？
そ
れ
は
、
繰
り
返
し
に
な
り

ま
す
が
、「
漢
方
は
病
気
で
は
な
く
、
ヒ
ト

を
治
す
医
療
」
で
あ
り
、「
ひ
と
り
ひ
と
り

異
な
る
、
と
い
う
視
点
に
立
っ
た
個
別
化
医

療
」
だ
か
ら
で
す
。

　

年
齢
差
、
人
種
差
、
疾
病
の
違
い
は
す
べ

て
織
り
込
み
済
み
で
、「
証
」
で
判
断
し
て
、

ヒ
ト
を
治
療
す
る
の
が
漢
方
で
、
病
気
を
治

療
し
て
い
る
訳
で
は
な
い
か
ら
で
す
。
ど
ち

ら
か
と
い
う
と
ヒ
ト
が
持
つ
機
能
を
回
復
さ

せ
る
こ
と
で
、
結
果
と
し
て
病
気
を
治
癒
に

導
く
、
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
す
。

　

な
ぞ
か
け
の
よ
う
な
文
章
で
恐
縮
で
す

が
、
次
回
も
う
少
し
詳
し
く
説
明
さ
せ
て
い

た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

メ
ー
ジ
を
お
持
ち
で
し
ょ
う
か
？
中
国
の

医
学
、
な
ん
と
な
く
胡
散
臭
い
、
古
臭
い
、

現
代
で
は
通
用
し
な
い
、
な
ど
な
ど
マ
イ

ナ
ス
な
イ
メ
ー
ジ
を
お
持
ち
の
方
が
い
る

一
方
で
、
カ
ラ
ダ
に
や
さ
し
い
、
自
然
の

も
の
、
な
ど
プ
ラ
ス
の
イ
メ
ー
ジ
を
お
持

ち
の
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
思
い
ま
す
。

　

ま
ず
は
、
漢
方
医
療
と
漢
方
薬
に
分
け

て
考
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
今
や
多
く

の
診
療
所
で
漢
方
薬
が
出
さ
れ
る
よ
う
に

な
り
、身
近
な
存
在
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
な
か
に
は
西
洋
薬
と
同

じ
考
え
で
病
名
に
基
づ
い
て
処
方
さ
れ
る

こ
と
も
多
い
の
が
現
状
で
す
。
そ
れ
で
何

が
悪
い
、と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

別
に
悪
い
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
が
、
私

が
日
頃
漢
方
の
診
療
に
当
た
っ
て
き
て
、

最
も
重
ん
じ
て
い
る
の
が
、
東
洋
哲
学
で

す
。
漢
方
薬
は
東
洋
哲
学
の
考
え
に
基
づ

漢
方
は
病
気
で
は
な
く
、

　
　
　
　
ヒ
ト
を
治
す
医
療

渡
辺
賢
治
先
生
の
近
著
「
未
病
図
鑑
」

慶應義塾大学医学部卒。慶應義塾大学
医学部内科、東海大学医学部免疫学教
室に国内留学後、米国スタンフォード
大学遺伝学教室に留学。帰国後北里研
究所（現北里大学）東洋医学総合研究
所、慶應義塾大学医学部漢方医学セン
ター長、慶應義塾大学環境情報学部教
授を経て、1931 年に開設された漢方
専門医院、修琴堂大塚医院院長に就任。
横浜薬科大学特別招聘教授、慶應義塾
大学医学部漢方医学センター客員教
授、奈良県顧問、神奈川県顧問、漢方
産業化推進研究会代表理事、日本臨床
漢方医会副理事長、WHO医学科学諮
問委員、WHO伝統医学分類委員会共
同議長等を兼ねる。1900 年以来、西
洋医学のみだった国際疾病分類の、第
11 改訂（2019 年）に、伝統医療が初
めて取り入れられたが、2005 年から
プロジェクトの共同議長として長年尽
力。主な著書に『漢方医学　同病異治
の哲学』（講談社学術文庫）、『未病図
鑑』（ディスカヴァー・トゥエンティ
ワン）、『漢方で感染症からカラダを守
る』（ブックマン社）など。
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