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前
号
で
感
染
症
を
例
に
取
っ
て
漢
方
の
特

徴
で
あ
る
「
病
気
で
は
な
く
、
ヒ
ト
を
治
す

医
療
」
に
つ
い
て
説
明
し
ま
し
た
。
新
型
コ

ロ
ナ
で
も
多
彩
な
症
状
を
呈
し
ま
す
の
で
、

使
う
漢
方
薬
も
１
つ
２
つ
で
は
な
い
の
で

す
。
な
ん
だ
か
分
か
り
に
く
い
な
あ
、
と
思

わ
れ
た
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
生
体
に
援

軍
を
送
る
、
と
い
う
漢
方
の
治
療
原
則
に
は

利
点
も
あ
り
ま
す
。

　

ま
ず
１
つ
め
は
、
カ
ラ
ダ
の
反
応
を
援
護

す
る
の
が
主
で
す
か
ら
相
手
を
問
わ
な
い
、

と
い
う
こ
と
で
す
。
で
す
か
ら
１
８
０
０
年

前
に
、
傷
寒
（
腸
チ
フ
ス
に
近
い
病
気
）
と

い
う
病
気
に
対
し
て
書
か
れ
た
『
傷
寒
論

(

し
ょ
う
か
ん
ろ
ん)

』
の
原
則
が
、
イ
ン
フ

ル
エ
ン
ザ
に
も
新
型
コ
ロ
ナ
に
も
応
用
が
可

能
な
の
で
す
。
さ
ら
に
い
う
と
、
イ
ン
フ
ル

エ
ン
ザ
ウ
イ
ル
ス
も
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

も
変
異
を
起
こ
し
や
す
い
の
で
す
が
、
変
異

後
す
っ
き
り
治
る
、
と
い
う
ま
さ
に
『
傷
寒

論
』
に
書
か
れ
た
通
り
の
経
過
で
し
た
。
一

方
、
こ
う
し
た
カ
ラ
ダ
の
反
応
が
起
こ
り
に

く
い
、
体
力
の
弱
い
方
は
、
治
療
が
長
引
き
、

後
遺
症
が
残
り
や
す
い
傾
向
に
あ
り
ま
す
。

　
新
興
感
染
症
に
も

　
　
即
戦
力
と
し
て
対
応

　

漢
方
治
療
の
利
点
の
２
つ
め
は
、
ウ
イ
ル

ス
を
直
接
攻
撃
す
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、

耐
性
菌
や
ウ
イ
ル
ス
を
作
ら
な
い
こ
と
で

す
。
抗
菌
薬
の
発
見
は
菌
と
の
闘
い
に
終
止

符
を
打
つ
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
ま
し
た
。
し

か
し
な
が
ら
、
菌
も
生
き
延
び
る
た
め
に
、

抗
生
剤
が
効
か
な
い
よ
う
な
変
異
を
起
こ

し
、
そ
の
結
果
耐
性
菌
が
生
ま
れ
ま
す
。
そ

れ
に
対
す
る
新
た
な
抗
菌
薬
が
開
発
さ
れ
る

と
、
新
た
な
耐
性
菌
が
生
ま
れ
、
抗
菌
薬
の

開
発
と
耐
性
菌
は
い
た
ち
ご
っ
こ
を
繰
り
返

し
て
い
ま
す
。
ウ
イ
ル
ス
も
同
じ
で
、
新
し

い
抗
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
薬
が
出
る
と
、
す
ぐ

に
耐
性
ウ
イ
ル
ス
が
で
き
て
し
ま
い
ま
す
。

漢
方
薬
は
主
に
生
体
側
に
働
く
の
で
、
耐
性

菌
や
耐
性
ウ
イ
ル
ス
を
作
ら
な
い
と
い
う
利

点
が
あ
り
ま
す
。

　

漢
方
治
療
の
利
点
の
３
つ
め
は
、
既
に
治

療
薬
と
し
て
確
立
し
て
い
て
、
治
験
を
経
る

必
要
が
な
い
の
で
、
今
後
想
定
さ
れ
る
新
興

感
染
症
に
対
し
て
も
す
ぐ
に
使
え
る
こ
と
で

す
。
軽
症
か
ら
中
等
症
の
段
階
で
漢
方
治
療

す
る
こ
と
で
、
重
症
化
を
防
ぎ
、
医
療
崩
壊

を
防
ぐ
こ
と
が
可
能
と
な
り
ま
す
。

　
潜
伏
期
間
に
も

　
　
　
ウ
イ
ル
ス
は
増
殖

　

多
く
の
人
は
熱
が
出
る
と
、「
あ
、
コ
ロ

ナ
か
も
」
と
思
わ
れ
る
と
思
い
ま
す
。
今
回

の
新
型
コ
ロ
ナ
感
染
症
の
潜
伏
期
間
は
５
～

７
日
（
最
長
で
14
日
）
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
潜
伏
期
間
と
は
何
で
し
ょ
う
か
？
こ

れ
は
ウ
イ
ル
ス
が
体
内
に
入
っ
て
か
ら
症

状
が
出
る
ま
で
の
時
間
を
示
し
ま
す
。
細

菌
の
増
殖
は
細
胞
分
裂
に
よ
っ
て
起
こ
り

ま
す
。
す
な
わ
ち
１
つ
の
細
菌
か
ら
２
つ

の
細
菌
が
で
き
ま
す
。
倍
々
と
増
え
て
い

く
の
で
、
10
回
細
胞
分
裂
を
す
る
と
２
の

10
乗
で
１
０
２
４
倍
に
な
り
ま
す
。
そ
れ

に
比
べ
て
ウ
イ
ル
ス
は
遺
伝
子
だ
け
細
胞

に
持
ち
込
ん
で
、
増
殖
は
人
間
の
細
胞
の

仕
組
み
を
借
り
て
行
い
ま
す
。
で
す
か
ら

身
軽
に
原
稿
を
持
ち
込
ん
で
、
勝
手
に
他

人
の
コ
ピ
ー
機
を
使
う
よ
う
な
も
の
で

す
。イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ウ
イ
ル
ス
の
場
合
、

１
日
で
１
０
０
万
倍
に
な
り
ま
す
。
潜
伏

期
間
は
１
・
５
～
２
日
で
す
。
新
型
コ
ロ

ナ
の
場
合
は
も
う
少
し
増
殖
速
度
は
遅
い

と
思
い
ま
す
が
、
仮
に
１
日
に
１
万
倍
に

な
る
と
し
て
、
２
日
で
１
億
倍
、
３
日
で

１
兆
倍
に
も
増
殖
し
ま
す
。

　
ち
ょ
っ
と
し
た
異
常
に

　
　
　 

気
づ
い
て
あ
げ
る

　

理
想
的
な
漢
方
治
療
は
、
こ
の
潜
伏
期

間
の
う
ち
に
治
療
を
し
て
し
ま
う
こ
と
で

す
。
で
も
熱
も
出
て
な
い
の
に
、
ど
う
し

て
感
染
し
た
こ
と
が
分
か
る
の
？
と
思
わ

れ
る
と
思
い
ま
す
。
日
頃
、
体
調
を
万
全

に
整
え
て
い
る
人
で
あ
れ
ば
、
自
分
の

ち
ょ
っ
と
し
た
不
調
に
気
が
つ
く
は
ず
で

す
。
そ
れ
が
カ
ラ
ダ
の
発
す
る
声
で
す
。

例
え
ば
、
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
で
熱
が
出
る

前
に
、
な
ん
と
な
く
だ
る
い
な
、
と
か

の
ど
が
い
が
ら
っ
ぽ
い
な
、
な
ど
で
す
。

ち
ょ
っ
と
し
た
異
常
に
気
づ
い
て
あ
げ
る

こ
と
、
こ
れ
が
感
染
症
に
お
け
る
未
病
治

療
の
要
諦
な
の
で
す
。

　

い
き
な
り
こ
の
連
載
の
テ
ー
マ
で
あ
る

「
未
病
」
が
出
て
き
て
し
ま
い
、
す
み
ま

せ
ん
。
次
回
に
「
未
病
」
と
い
う
言
葉
の

説
明
は
丁
寧
に
致
し
ま
す
が
、
こ
こ
で
覚

え
て
お
い
て
欲
し
い
の
は
、「
ウ
イ
ル
ス

が
感
染
し
て
か
ら
症
状
が
出
る
間
＝
潜
伏

期
間
」
に
も
ウ
イ
ル
ス
は
も
の
す
ご
い
勢

い
で
増
殖
し
て
い
る
と
い
う
事
実
で
す
。

そ
し
て
既
に
カ
ラ
ダ
の
中
で
は
ウ
イ
ル
ス

と
の
闘
い
が
始
ま
っ
て
い
る
の
で
す
。
病

原
菌
が
ど
ん
ど
ん
増
殖
し
て
い
っ
て
症
状

が
重
く
な
る
前
に
、
漢
方
と
い
う
援
軍
を

送
っ
た
方
が
い
い
に
決
ま
っ
て
い
ま
す
。

新
型
コ
ロ
ナ
で
い
え
ば
、
Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査
で

陽
性
が
分
か
っ
て
、
自
宅
も
し
く
は
ホ
テ

ル
待
機
し
て
い
る
間
も
、
ど
ん
ど
ん
ウ
イ

ル
ス
は
増
殖
し
て
い
る
の
で
、
な
る
べ
く

早
く
漢
方
治
療
を
開
始
す
る
こ
と
が
得
策

で
す
。
そ
の
辺
り
を
よ
く
わ
き
ま
え
て
い

る
大
塚
医
院
の
患
者
さ
ん
は
Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査

で
陽
性
を
確
認
す
る
前
か
ら
漢
方
薬
を
飲

み
始
め
、
重
症
化
を
防
ぎ
ま
す
。
相
手
が

強
大
に
な
る
前
に
、
カ
ラ
ダ
に
援
軍
を
送

る
こ
と
、
こ
れ
が
１
８
０
０
年
前
の
『
傷

寒
論
』
の
時
代
か
ら
の
知
恵
な
の
で
す
。

　

次
回
は
「
未
病
」
と
は
何
か
？
に
つ
い

て
説
明
い
た
し
ま
す
。

株
が
で
き
て
も
漢
方
の
治
療
原
則
は
変
わ
り

あ
り
ま
せ
ん
。

　

２
０
２
０
年
４
月
の
第
１
波
の
時
に
経

験
し
た
新
型
コ
ロ
ナ
感
染
症
患
者
さ
ん
は
、

39
℃
台
の
熱
が
続
き
、
酸
素
飽
和
度
も
低
下

し
て
き
て
い
る
状
態
で
し
た
。
今
回
の
新
型

コ
ロ
ナ
治
療
に
対
し
て
、
武
漢
市
で
多
用
さ

れ
た
「
清
肺
排
毒
湯(
せ
い
は
い
は
い
ど
く

と
う)

」
と
い
う
漢
方
薬
を
飲
ん
で
も
ら
っ

た
と
こ
ろ
、
そ
の
夜
に
、
今
ま
で
よ
り
も

も
っ
と
激
し
く
咳
が
出
て
、体
温
が
上
昇
し
、

お
な
か
が
張
り
、
の
ど
が
痛
く
な
り
ま
し
た

が
、
翌
日
に
は
す
っ
き
り
し
て
本
人
が
「
も

う
治
っ
た
」
と
思
っ
た
そ
う
で
す
。
翌
日
の

夕
方
に
は
38
℃
を
超
え
ま
し
た
が
、
翌
々
日

に
は
37
℃
台
と
な
り
、
そ
の
後
順
調
に
熱
も

下
が
っ
て
後
遺
症
も
な
く
治
り
ま
し
た
。
漢

方
薬
が
ウ
イ
ル
ス
を
排
除
す
る
た
め
の
生
体

の
あ
ら
ゆ
る
反
応
を
引
き
起
こ
し
て
、
そ
の

漢
方
薬
は

　
変
異
ウ
イ
ル
ス
に
も
対
応

渡
辺
賢
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