
　
今
年
４
月
、
相
磯
貞
和
氏
は
慶
應
義
塾
大

学
医
学
部
に
あ
る
漢
方
医
学
セ
ン
タ
ー
の
セ

ン
タ
ー
長
に
就
任
し
た
。
も
と
も
と
消
化
器

内
科
の
専
門
医
で
あ
り
、
解
剖
学
教
室
教
授

で
も
あ
る
。
長
年
の
臨
床
経
験
の
な
か
で
、

現
代
医
療
に
お
け
る
漢
方
の
役
割
を
あ
ら
た

め
て
認
識
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。

「
私
た
ち
の
学
生
時
代
に
は
漢
方
を
教
わ
る

機
会
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
し
て
、
患

者
さ
ん
に
向
き
合
っ
て
い
る
う
ち
に
、
西
洋

医
学
の
限
界
を
感
じ
る
場
面
も
数
多
く
経
験

し
ま
し
た
。『
自
分
の
で
き
る
こ
と
だ
け
で

医
療
を
進
め
て
い
い
の
か
？　
も
っ
と
何
か

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
？
』

と
考
え
る
う
ち
、
次
第
に
漢
方
に
興
味
を
も

つ
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
」

　
慶
應
義
塾
大
学
病
院
を
訪
れ
る
外
来
の
患

者
の
中
に
も
、『
漢
方
治
療
を
』と
自
ら
希
望

す
る
人
が
増
え
て
き
た
。

「
大
学
と
し
て
、
ま
ず
、
こ
れ
ま
で
の
漢
方

の
使
わ
れ
方
を
考
え
る
こ
と
。
そ
し
て
、
西

洋
医
学
と
折
り
合
い
を
つ
け
な
が
ら
ど
の
よ

西
洋
医
学
と
折
り
合
い
を
つ
け
、

取
り
入
れ
る
道
筋
を
つ
け
る
。

う
に
漢
方
を
取
り
入
れ
て
い
く
か
と
い
う
道

筋
を
立
て
る
こ
と
が
、
漢
方
医
学
セ
ン
タ
ー

の
役
割
と
考
え
て
い
ま
す
」

　
セ
ン
タ
ー
の
沿
革
は
、
1
9
9
1
年
慶
應

義
塾
大
学
医
学
部
に
漢
方
相
談
室
が
設
立
さ

れ
、
週
2
回
の
診
療
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
こ
と
に
始
ま
る
。
そ
し
て
93
年
、
慶
應

義
塾
大
学
病
院
に
、「
現
代
医
学
の
な
か
で

漢
方
治
療
を
よ
り
良
く
生
か
す
」
を
理
念
と

し
て
漢
方
の
外
来
が
誕
生
し
た
。

「
診
療
だ
け
で
は
な
く
研
究
も
重
視
す
る
と

い
う
こ
と
で
、
93
年
『
東
洋
医
学
講
座
』
が

設
立
さ
れ
ま
し
た
。
漢
方
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
解

明
や
新
し
い
薬
効
の
発
見
な
ど
、
基
礎
か
ら

臨
床
研
究
ま
で
幅
広
い
取
り
組
み
を
進
め
て

い
ま
す
」

　
一
方
、
2
0
0
2
年
に
文
部
科
学
省
の
医

学
教
育
モ
デ
ル
・
コ
ア
・
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に

漢
方
教
育
が
取
り
入
れ
ら
れ
る
以
前
か
ら
、

卒
前
教
育
と
し
て
選
択
で
漢
方
医
学
を
学
べ

る
た
め
の
取
り
組
み
も
進
め
て
き
た
。

「
4
年
前
に
『
東
洋
医
学
講
座
』
は
『
漢
方

医
学
セ
ン
タ
ー
』
と
し
て
生
ま
れ
変
わ
り
、

漢
方
医
学
の
教
育
・
研
究
・
診
療
の
拠
点
と

し
て
い
ま
す
」

　
漢
方
医
学
セ
ン
タ
ー
で
は
、
日
本
の
伝
統

医
学
と
し
て
の
漢
方
の
国
際
化
に
大
き
な
力

を
注
い
で
き
た
。
欧
米
や
東
南
ア
ジ
ア
な
ど

か
ら
多
く
の
留
学
生
を
受
け
入
れ
、
研
究
者

を
招
き
、
ま
た
海
外
で
臨
床
試
験
を
行
う
な

ど
の
活
動
を
進
め
て
い
る
。

「
漢
方
は
、
中
国
や
韓
国
な
ど
の
伝
統
医
学

と
は
ス
タ
ン
ス
が
少
し
違
っ
て
い
ま
す
。
そ

う
し
た
な
か
で
我
々
と
し
て
は
日
本
独
自
の

漢
方
医
学
が
、
世
界
の
中
で
役
割
を
発
揮
で

き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
使
命
と
考
え
て
き

ま
し
た
。
漢
方
医
学
が
本
当
に
西
洋
医
学
と

マ
ッ
チ
し
な
が
ら
、
世
界
の
人
々
の
医
療
に

役
立
て
る
『
国
際
的
な
ハ
ー
モ
ナ
イ
ゼ
ー
シ

ョ
ン
』
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
」

　
単
に
漢
方
を
世
界
に
普
及
さ
せ
る
だ
け
で

は
な
く
、
西
洋
医
学
の
中
で
の
漢
方
の
「
立

ち
位
置
」
を
探
ろ
う
と
し
て
い
る
の
だ
。

「
た
と
え
ば
、
が
ん
に
対
す
る
化
学
療
法
や

放
射
線
治
療
な
ど
は
大
き
く
進
み
ま
し
た

が
、
治
療
の
副
作
用
は
苦
し
い
も
の
で
す
。

漢
方
薬
は
そ
う
し
た
副
作
用
の
緩
和
に
役
立

つ
こ
と
が
多
数
報
告
さ
れ
て
お
り
、
今
後
こ

の
分
野
に
お
い
て
世
界
中
で
取
り
入
れ
ら
れ

て
い
く
か
も
し
れ
ま
せ
ん
」

1951年東京都生まれ。76年慶應義塾大学医学部、
80年同大学院博士課程内科学専攻を卒業後、市中
病院で臨床内科医に。慶應義塾大学医学部解剖学
教室を経て、88～92年スタンフォード大学微生
物学免疫学教室で研究。92年解剖学教授。2011
年より現職を兼務。

Sadakazu Aiso

漢方医学センターの棚には、生薬の見本や資料などが
ずらりと並ぶ。センターでは、海外の留学生を積極的
に受け入れ、漢方の国際化を推進。教育・研究・診療の
機能を備えた、日本でも数少ない専門機関である。

相
磯
貞
和

慶
應
義
塾
大
学
医
学
部 

漢
方
医
学
セ
ン
タ
ー 

セ
ン
タ
ー
長

国
際
化
に
力
を
注
ぎ
、役
割
を
発
揮
で
き
る
機
関
に
。

現
代
の
漢
方
医
療
を
支
え
る
、６
人
の
サ
ム
ラ
イ

医
師
、薬
剤
師
、ア
ナ
リ
ス
ト
、ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
運
営
…
…
、そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
は
異
な
っ
て
い
て
も
、現
代
の
医
療
の
現
場
で
漢
方
を
役
立
て
た
い
と
い
う
熱
い
思
い
は
共
通
し
て
い
る
。
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