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前
号
で
は
「
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
を
述
べ
ま
し
た
。
そ
の

上
で
病
気
を
治
療
し
て
い
る
訳
で
は
な
く
、

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
書
き

ま
し
た
。

　

こ
れ
を
説
明
す
る
の
に
新
型
コ
ロ
ナ
の
治

療
を
例
に
し
ま
す
。
今
年
出
し
た
新
刊
「
漢

方
で
感
染
症
か
ら
カ
ラ
ダ
を
守
る
」（
ブ
ッ

ク
マ
ン
社
）
で
も
書
き
ま
し
た
が
、
感
染
症

に
対
す
る
漢
方
治
療
は
西
洋
医
学
の
発
想
と

は
全
く
異
な
り
ま
す
。

　

そ
も
そ
も「
感
染
症
に
漢
方
が
効
く
の
？
」

と
疑
問
に
思
わ
れ
る
読
者
も
い
ら
っ
し
ゃ
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
漢
方
の
バ
イ
ブ
ル
と
さ

れ
る
『
傷
寒
論
』
は
感
染
症
の
治
療
を
事
細

か
に
記
載
し
た
実
用
書
で
す
。
こ
の
本
が
書

た
の
は
、
発
熱
に
対
す
る
考
え
方
で
し
た
。

患
者
さ
ん
は
発
熱
し
て
Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査
で
陽
性

に
な
る
と
、
必
ず
と
言
っ
て
い
い
ほ
ど
解
熱

剤
が
処
方
さ
れ
ま
す
。

　

漢
方
で
は
「
発
熱
」
と
い
う
カ
ラ
ダ
の
反

応
は
ウ
イ
ル
ス
を
排
除
す
る
た
め
に
最
も
有

効
な
武
器
と
考
え
ま
す
。
人
類
の
進
化
の
過

程
で
、
獲
得
し
た
生
体
反
応
は
、
発
熱
の
ほ

か
、
咳
、
下
痢
、
嘔
吐
な
ど
で
す
。
こ
う
並

べ
る
と
不
快
な
症
状
ば
か
り
で
、
う
ん
ざ
り

す
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
ら
が
な
け

れ
ば
、
ウ
イ
ル
ス
や
細
菌
に
や
ら
れ
っ
ぱ
な

し
で
、
抵
抗
す
る
術
が
あ
り
ま
せ
ん
。
例
え

ば
ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
は
少
量
の
ウ
イ
ル
ス
が
口

に
入
っ
た
だ
け
で
、
嘔
吐
と
下
痢
を
来
し
ま

す
が
、
治
療
法
は
特
に
あ
り
ま
せ
ん
。
嘔
吐

と
下
痢
が
一
通
り
終
わ
れ
ば
自
然
治
癒
し
ま

す
。
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
罹
患
す
る
と
、
子

ど
も
は
高
熱
が
出
ま
す
が
、
す
ぐ
に
治
り
ま

す
。
逆
に
高
齢
者
は
な
か
な
か
体
温
が
上
昇

せ
ず
、
い
つ
の
ま
に
か
肺
炎
に
な
っ
て
い
る

こ
と
も
し
ば
し
ば
で
す
。
人
間
が
体
温
を
上

昇
さ
せ
る
の
は
、ウ
イ
ル
ス
を
死
滅
さ
せ
る
、

と
い
う
合
目
的
な
働
き
な
の
で
す
。

　

１
８
０
０
年
前
に
書
か
れ
た
『
傷
寒
論
』

の
治
療
原
則
も
、
発
熱
、
下
痢
、
嘔
吐
と

い
っ
た
カ
ラ
ダ
の
反
応
を
利
用
し
て
、
感
染

症
を
治
癒
に
導
く
、
と
い
う
も
の
で
し
た
。

１
８
０
０
年
前
、
と
聞
く
と
、「
な
ん
と
古

臭
い
」と
一
笑
に
付
し
た
く
な
り
ま
す
よ
ね
。

し
か
し
よ
く
考
え
て
み
て
く
だ
さ
い
。
三
国

志
の
時
代
の
人
間
と
今
の
人
間
、
そ
ん
な
に

違
う
で
し
ょ
う
か
？
２
億
５
０
０
０
万
年
と

も
言
わ
れ
る
哺
乳
類
の
歴
史
、
20
万
年
（
一

説
に
は
30
万
年
と
も
）
の
人
類
の
歴
史
の
中

で
、
１
８
０
０
年
は
ほ
ん
の
少
し
前
の
こ
と

で
す
。病
原
菌
は
哺
乳
類
よ
り
も
古
い
の
で
、

哺
乳
類
誕
生
以
来
、
微
生
物
と
の
闘
い
を
繰

り
広
げ
る
中
で
、
カ
ラ
ダ
を
守
る
反
応
を
身

に
つ
け
て
き
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

傷
寒
と
い
う
１
つ
の
病
気
に

対
し
て
１
１
０
の
漢
方
薬

　
『
傷
寒
論
』
に
書
か
れ
て
い
る
治
療
法

は
、日
本
に
お
け
る
漢
方
の
バ
イ
ブ
ル
で
す
。

「
傷
寒
」
と
い
う
致
死
率
の
高
い
感
染
症
に

対
す
る
治
療
法
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。「
傷

寒
」
は
消
化
器
感
染
症
で
、
今
で
い
う
「
腸

チ
フ
ス
」
に
近
い
病
気
と
考
え
ら
れ
て
い
ま

す
。
傷
寒
論
に
は
漢
方
薬
が
１
１
０
も
書
か

れ
て
い
る
の
で
す
（『
臨
床
応
用
傷
寒
論
解

説
』
大
塚
敬
節
著
よ
り
）。
現
代
医
学
的
発

想
で
あ
れ
ば
、「
傷
寒
」
の
薬
は
何
か
、
と

す
ぐ
に
聞
き
た
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
が
、

漢
方
治
療
の
原
則
は
カ
ラ
ダ
の
反
応
を
み
な

が
ら
、
そ
れ
に
応
じ
た
薬
を
投
じ
ま
す
。
病

原
菌
と
闘
う
カ
ラ
ダ
に
援
軍
を
送
る
イ
メ
ー

ジ
で
す
。
カ
ラ
ダ
の
反
応
は
、
病
原
菌
の
種

類
や
、
増
殖
速
度
、
総
数
な
ど
の
病
原
菌
側

の
要
因
と
、
体
力
、
免
疫
力
な
ど
人
間
側
の

要
因
で
決
ま
り
ま
す
。
病
原
菌
は
時
間
が
経

つ
と
ど
ん
ど
ん
増
殖
し
ま
す
の
で
、
感
染
し

て
か
ら
の
時
間
も
重
要
で
す
。
病
気
の
初
期

で
、
体
力
が
あ
っ
て
、
十
分
に
病
原
菌
を
跳

ね
返
す
力
が
あ
る
場
合
に
は
大だ

い

青せ
い

竜
り
ゅ
う
湯と
う
や

麻ま

黄お
う
湯と
う
を
処
方
し
て
、
一
気
に
病
気
を
寄
り

切
り
ま
す
。
体
力
が
中
等
度
の
ヒ
ト
は
葛か

っ

根こ
ん

湯と
う
を
使
い
ま
す
。
体
力
が
な
い
ヒ
ト
は
桂け
い
枝し

湯と
う
を
処
方
し
ま
す
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
十
分

で
な
い
の
で
、
蒲
団
を
か
ぶ
っ
て
、
お
粥
を

食
べ
て
も
ら
い
、
体
温
を
上
げ
る
努
力
を
し

ま
す
。
ま
た
、体
力
が
極
度
に
弱
っ
て
い
て
、

熱
を
上
げ
る
力
も
残
っ
て
い
な
い
ヒ
ト
に
は

麻ま

黄お
う

附ぶ

子し

細さ
い

辛し
ん

湯と
う
の
よ
う
に
附ぶ

子し

が
入
っ

た
漢
方
薬
で
、
無
理
矢
理
に
で
も
体
温
を
上

げ
る
よ
う
に
し
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
病
気

に
対
す
る
抵
抗
力
が
強
い
か
弱
い
か
に
よ
っ

て
、援
軍
で
送
る
漢
方
薬
が
異
な
る
の
で
す
。

少
し
病
気
が
進
ん
で
咳
が
出
始
め
る
と
、
今

度
は
小

し
ょ
う

柴さ
い
胡こ

湯と
う
な
ど
を
使
い
ま
す
。
こ
の
よ

う
に
同
じ
「
傷
寒
」
と
い
う
病
気
に
対
し
て
、

カ
ラ
ダ
の
反
応
（
こ
れ
を
漢
方
で
は
「
証
」

と
い
い
ま
す
）
を
見
な
が
ら
１
１
０
も
の
薬

を
使
い
分
け
る
の
で
す
。

　

今
回
の
新
型
コ
ロ
ナ
感
染
症
で
も
全
く

同
じ
こ
と
で
す
。
私
も
第
１
波
か
ら
漢
方

で
治
療
を
し
て
い
ま
す
が
、
生
体
の
反
応

を
み
な
が
ら
、
種
々
の
漢
方
薬
を
使
い
分

け
て
き
て
、
幸
い
今
ま
で
の
と
こ
ろ
、
ひ

と
り
も
重
症
化
せ
ず
、
さ
ら
に
濃
厚
接
触

者
な
ど
に
対
す
る
予
防
の
漢
方
薬
で
発
症

し
た
方
も
お
ら
ず
、
後
遺
症
の
治
療
経
過

も
順
調
で
す
。「
漢
方
で
感
染
症
か
ら
カ

ラ
ダ
を
守
る
」
で
も
書
か
せ
て
い
た
だ
き

ま
し
た
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
の
漢
方
薬
は
何

で
す
か
？
と
い
う
問
い
に
対
し
て
は
、
残

念
な
が
ら
特
効
薬
の
漢
方
薬
は
あ
り
ま
せ

ん
、
と
い
う
答
え
し
か
で
き
ま
せ
ん
。
な

ぜ
な
ら
ば
、
漢
方
で
は
コ
ロ
ナ
を
治
療
し

て
い
る
訳
で
は
な
く
、
カ
ラ
ダ
が
一
生
懸

命
コ
ロ
ナ
を
や
っ
つ
け
よ
う
と
し
て
い
る

の
を
応
援
し
て
い
る
だ
け
だ
か
ら
で
す
。

こ
の
漢
方
哲
学
こ
そ
が
「
漢
方
が
病
気
で

は
な
く
、
ヒ
ト
を
治
す
医
療
」
の
真
髄
な

の
で
す
。

か
れ
た
３
世
紀
初
め
は
、
後
漢
末
期
で
三
国

志
の
時
代
で
す
。
著
者
の
い
た
長

ち
ょ
う
沙さ

も
戦
闘

の
あ
っ
た
地
で
す
が
、
感
染
症
も
大
流
行
し

た
こ
と
が
そ
の
序
文
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。

　

漢
方
の
発
展
は
、
感
染
症
の
治
療
と
と
も

に
あ
っ
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
く
ら

い
、
各
時
代
に
お
け
る
感
染
症
の
大
流
行
に

対
し
て
種
々
の
漢
方
薬
が
用
い
ら
れ
、
新
し

い
処
方
が
開
発
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
こ
に

記
載
さ
れ
て
い
る
内
容
は
、
感
染
症
と
闘
う

カ
ラ
ダ
の
反
応
を
最
大
限
に
引
き
出
す
こ
と

で
し
た
。

不
快
な
症
状
は

　

実
は
カ
ラ
ダ
の
味
方
？

　

今
回
の
新
型
コ
ロ
ナ
感
染
症
で
は
、
私
も

第
１
波
か
ら
治
療
に
当
た
っ
て
い
ま
す
が
、

西
洋
医
学
の
思
想
と
い
ち
ば
ん
違
う
と
感
じ

漢
方
は
病
気
で
は
な
く
、

　
　
　
　

ヒ
ト
を
治
す
医
療
Ⅱ

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。

渡
わた

辺
なべ

賢
けん

治
じ

修
琴
堂
大
塚
医
院
　

渡
辺 

賢
治

未病 
　 漢方

未 病 漢 方未 病 漢 方 事 始 め事 始 め

事始め
―第2回―

月刊公論202112［52-53］_未病漢方事始め.indd   すべてのページ月刊公論202112［52-53］_未病漢方事始め.indd   すべてのページ 2021/11/11   17:082021/11/11   17:08


