
ヒポクラテスは、プラタナスの樹の下で弟子たちに医学を説いたといわれる
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昨
今
の
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
騒
動

を
見
て
、
つ
く
づ
く
、
日
本
は
何

故
漢
方
を
活
用
し
な
い
の
か
と
思

う
。漢

方
は
、
よ
く
慢
性
疾
患
の
治

療
だ
け
と
考
え
て
い
る
人
が
い
る

が
、
大
間
違
い
で
あ
る
。
1
9
2

9
年
の
フ
レ
ミ
ン
グ
に
よ
る
ペ
ニ

シ
リ
ン
の
発
見
ま
で
、
人
類
の
歴

史
は
感
染
症
と
の
闘
い
で
あ
っ
た

と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
漢

方
は
長
年
の
感
染
症
と
の
闘
い
の

主
役
と
し
て
用
い
ら
れ
て
き
た
の

で
あ
る
。

後
漢
末
期
（
約
1
8
0
0
年
前
）

に
書
か
れ
た『
傷
寒
論
』と
い
う
本

は
急
性
熱
性
感
染
症
の
治
療
方
法

を
述
べ
た
書
で
あ
る
。
近
代
で
も

多
く
の
西
洋
医
学
の
偉
人
た
ち
が

絶
賛
し
て
や
ま
な
い
治
療
書
で
あ

る
が
、
病
気
の
経
過
と
と
も
に
変

化
す
る
病
状
に
つ
い
て
、
微
に
入

り
細
に
入
り
漢
方
治
療
に
加
え
て

生
活
上
の
注
意
を
指
示
し
て
お
り
、

時
代
を
超
え
て
患
者
と
と
も
に
い

る
医
師
の
姿
が
臨
場
感
を
持
っ
て

感
じ
ら
れ
る
。

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
急
性
期
に

は
葛
根
湯
、
麻
黄
湯
、
麻
黄
附
子

細
辛
湯
、
大
青
竜
湯
な
ど
が
用
い

ら
れ
る
が
、
実
際
に
1
日
分
の
服

用
で
解
熱
す
る
こ
と
も
し
ば
し
ば

経
験
す
る
。
機
序
と
し
て
、
Ｉ
Ｌ
│

1
α
の
過
剰
産
生
に
続
く
サ
イ
ト

カ
イ
ン
・
ス
ト
ー
ム
の
抑
制
な
ど

が
基
礎
研
究
で
示
さ
れ
て
い
る
。

漢
方
で
は
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
が
熱

に
弱
い
性
質
を
利
用
し
て
、
早
く

熱
産
生
を
促
す
。
す
な
わ
ち
、
生

体
の
持
つ
機
能
を
最
大
限
に
活
用

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

リ
ス
ク
の
高
い
人
に
は
補
中
益

気
湯
、
十
全
大
補
湯
の
予
防
投
与

を
勧
め
る
。
当
セ
ン
タ
ー
で
は
、

こ
れ
ら
の
漢
方
薬
が
大
腸
の
イ
ン

タ
ー
フ
ェ
ロ
ン
産
生
細
胞
を
活
性

化
し
、
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ロ
ン
の
産

生
を
早
期
に
行
う
機
序
を
見
出
し

て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
予
防

投
与
の
段
階
で
は
イ
ン
タ
ー
フ
ェ

ロ
ン
そ
の
も
の
は
産
生
さ
れ
な
い
。

イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ロ
ン
関
連
遺
伝
子

7（
Ｉ
Ｒ
Ｆ
7
）と
い
う
イ
ン
タ
ー

フ
ェ
ロ
ン
産
生
の
前
段
階
と
な
る

遺
伝
子
発
現
ま
で
持
っ
て
い
く
の

で
あ
る
。

ウ
イ
ル
ス
が
侵
入
し
て
か
ら
イ

ン
タ
ー
フ
ェ
ロ
ン
産
生
ま
で
に
は
、

通
常
数
日
か
か
る
。
そ
の
間
に
ウ

イ
ル
ス
が
増
殖
す
る
た
め
病
状
が

悪
化
す
る
が
、
あ
ら
か
じ
め
漢
方

薬
で
Ｉ
Ｒ
Ｆ
7
遺
伝
子
発
現
が
増

加
し
て
い
る
と
、
イ
ン
タ
ー
フ
ェ

ロ
ン
が
早
期
に
産
生
さ
れ
、
ウ
イ

ル
ス
の
増
殖
を
抑
制
す
る
の
で
あ

る
。こ

う
し
た
生
体
防
御
能
を
高
め

る
漢
方
薬
の
利
点
は
、
耐
性
ウ
イ

ル
ス
を
作
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。

漢
方
は
コ
モ
ン
・
デ
ィ
ジ
ー
ズ

に
し
か
効
か
な
い
、
と
思
わ
れ
が

ち
で
あ
る
が
、
私
は
異
論
を
唱
え

た
い
。
我
々
の
研
究
室
で
は
、
現

在
多
発
性
硬
化
症
に
対
す
る
漢
方

治
療
の
開
発
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

認
知
症
に
も
抑
肝
散
を
は
じ
め
と

し
て
い
く
つ
か
用
い
ら
れ
て
い
る

が
、
ま
だ
ま
だ
難
治
性
疾
患
に
対

す
る
漢
方
治
療
法
の
開
発
は
あ
り

う
る
。

タ
ミ
フ
ル
し
か
り
、
他
に
も
多

く
の
抗
癌
剤
が
生
薬
由
来
で
あ
る
。

欧
米
の
後
追
い
を
や
め
て
、
そ
ろ

そ
ろ
漢
方
を
活
用
し
た
「
日
本
型

医
療
」
を
創
生
す
る
時
期
に
来
て

い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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今こそ日本型医療の
創生を

渡辺 賢治


