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1． は じめ に

　人体の 体 質及び その 差 異 を重 視する こ とは現代 医学の み な らず伝統的中国医学 （中国に お け

る中医学 ， 日本に おける 漢方医学）に お い て も大切 なもの で あ る 。 現代 医学 にお い て 体質 は疾

病の 発生 ・
予 防に 関連 して 論 じ られ る こ とが多い よ うで ある が ，伝統的中国医学にお い て は 体

質は 疾病 の 発 生 の み な らず診断 ・治療 とも密接 な関係が ある と考 えられ て い る 。

　 こ の 論文で 論 じる 「体 質」 の 定義 は近年 中国で 提唱 され て い る 「中医体 質学」 に おける体 質

の 定義 ，す なわ ち 「先天 の 素因 （禀賦 ひ ん ぷ ：天 か ら授 か っ た 生 まれ つ きの 性質） と後天 の 素

因に よ っ て成 長 ・発育 ・老衰 の 過程 にお い て形成 され る形態 ・心 理 ・生 理機 能な どの 比 較的安

定 して い る性質」
1 ／

に 従 う こ と に する 。

　中医体質学に お ける 「体質」は 一般的な 「気質」の概 念とは異なる
。 気質とは人体が先天性お

よび後天性 の 各種素因 の 影響を受けた精神，性格，行為な ど の 心理機能を意味す るが，中医体 質

学に お ける体 質は先 に述べ た如 く心理 お よび形態 な どの 総合的な性質の こ とを指すの で ある 。

　伝統的中国医学の体 質理論 は現代 医学の ように分析的，科学的で は な く，概念的，哲学的，主

観的な もの で ある 。 しか しなが ら，人間 を全体的，統
一

的に捉 えて治療を行 うと い う伝統的中国

医学の 思想は
， 現代医学 に対 して何 らか の示唆 を与え得 る もの で はなか ろ うかと考 えられる 。

　人 を先天 的な体質に よ っ て分類する試み は
， 伝統的中国医学にお い て は早 くか らお こ な わ れ

て い る 。 『黄帝内経』 （B ．c ．400頃）で は 数多 くの 頁 を割 い て ，異 な っ た体質の 形成 に は異 な っ

た生理
・病理 素因 と の 因果 関係が ある こ とを解説 して い る

。

　中医学で 用 い られ る 「因人制宜 （い ん じ ん せ い ぎ ：患者 の 年齢 ・性 別 ・体 質 ・生 活習慣 ・既往

歴 を勘案 して 適 当な治療 法 を選ぶ こ と）」，「同病異 治 （ど うび ょ うい ち ：同一疾患 で あ っ て も個

人 ・時期 ・地域の 違 い ，ある い は病変の経過 ・病型の 違い ・病理機序の 変化 ・薬物 使用 の 経過

に おける病態の 変化，個体の 状況に応 じて異 なる治療方法 を用 い る こ と）」，「異病同 治 （い び ょ

＊ 薬　学　部

Faculty　of 　1’harmaceutical　Sciences

37

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Hokuriku University

NII-Electronic Library Service

Hokuriku 　University

2 劉 園　英

うど うち ：外見 は 異 な る 病気で あ っ て も発病の 機 序 ・病態 が 同 じで あ れ ば 同 じ治療 を行 う こ

と〉」 な どの 治療法則 は体質の 個人差 を重視 した もの と し て 中医体質学理 論上 検討に値す る も

の で ある と考え られ る 。

　こ の よ うな観点か ら，中国にお い て は，1978年頃 より 「中医体質学説」として従来 の 伝統的

中国医学理論 の 整理 と体系化が 行わ れ
， 「中医心理学」

2｝

（王 米渠主編 ， 小野正弘翻訳 1995），

「中医体質学入 門」
3 ）

（王碕主編，鎌江 真伍翻訳 1988），「中医体 質学」
1）

（王 碕主編 1995）な ど

の 成書の 刊 行がなされ は じめ て い る状況で ある 。

　日本漢方 にお い て も，中医学同様 に個体差 を重 要視す る 。 治療 に 際 し て は ，同 じ疾病 で あ っ

て も患者の 体質 ， 状況 に応 じて別 の 処方 を用 い る とい う点 は中医学 となん ら変わ りがな い 。 し

か し，日本 に お い て は 体質は 一
般 に 「証 （し ょ う ：病態 と治療方針 を表 す総括的な概 念）」 の 概

念 に 包括 し て 捉 え られ
， 同様 に

， 「因人制宜」， 「同病異 治」， 「異病同 治」など の 用 語の 意味す

る概 念 も日本漢方にお い て は 「証」の 概念 の 中に包括 され て い る ため
，

こ れ ら の 用 語 を独 自に

用 い る こ とは少 な い
。

　こ の よ うな事情に よ り， 日本 漢方 に おける 体質学説の 全容 を解明する には 日本 にお ける 「証」

概念の 検討 が必要に な るが ，こ れ は取 りも直 さず 日本漢方 の 全 貌 を検討する こ とに な っ て しま

い
， 対象が膨大 に過 ぎるた め

， 本稿で は割愛 した 。 今後の 検討課題で ある 。

　 日本漢方 にお ける体質論は前述の ように 「証」概念 にそ の 大部分が 含まれ て い る ため ，

一般

に 「体質」 の 語 を冠 して論 じられ る こ と は 少な い
。

　日本漢方 に お い て 「体質」の 語 を冠 して 論 じた も の と して は
， 伝統的中国医学の 概念 とは 若

干異 なる もの で はあ る が ， 経験的独創 的な医学理論 と し て ，森道伯が提唱 した 「一貫堂医学」

が あ げ られ る 。 また ，有地 らは東洋医学 の 現代医学的検証 の
一

環 と して ，「証」を漢 方適応処

方 を示す症候群 ・体質で あ る，とする観点か らの 報告
4 〕

を行 っ て い る 。

　本稿で は特 に 日本 におい て 「体 質」 の 語 を冠 した もの と して
，

一貫堂医学や有地 らの 体質概

念を取 り上 げ，伝統的中国医学にお け る 体質概念と の 比 較検討 を行 っ た
。

　
一

貫堂 医学や有地 らの 論 じる体 質の 概念が ，す なわ ち 日本漢方の 体 質概念 をす べ て 代表 して

い るわ けで は元 よ りない 。 伝統的中国医学 に おける体質概念 の 日中の 差異 を論 じる た め に は今

後日本漢方の 「証 」概 念 に含有され る体質概 念に つ い て も検討す る こ とが 必 要で あ る 。

ll． 体質理 論の 源流

　 人を体 質に よ っ て 分類す る試み は伝統的中国医学で は古 くは秦 ・漢の 時代 に成立 した と され

て い る 『黄帝内経』 に既 に論述 され て い る
。 黄帝内経 にお い て は ，個体差 へ の 注目に と ど まら

ず ， 陰陽五 行 ， 気血
， 表裏 ， 寒熱 ， 虚実な どの 概念 に 基づ き， 人体 の 類型に つ い て も若干の 分

類が な されて い る 。 伝統的 中国医学における体質概念 の 初歩的形成 は黄帝内経に おい てな され

た と言 えよ う 。

　東漢末年に成立 した とされ て い る 『傷寒雑病論』にお い て は黄帝内経以来の 医学概念が 臨床

に 応用 されて い る 。 隋 ・唐 ・宋 ・金の 時代 を経て 元 ・明 ・清 の 時代 に 次第 に発展 して きた もの

を近代 に な っ て整理 統合 した もの が現代中医学で あ る 。

　中医学 にお い て は 人体 の 生理
・病理

・診断 ・治療等の 各分野 は一貫 した理 論 に よ っ て 貫かれ
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て お り，「因人制宜」，「異病 同 治」，「同病異治」など の 原則が確立 されて い る 。 疾病治療 に 際

して は疾病の 本態の み ならず体質の 違 い に よ っ て も相異が み られ る こ とを言及 して い る 。

　中医体質学説 ・体質理論は こ の ような伝統的な立場か ら形成され て い る 。

　 日本で は，大正か ら昭和初期 にかけて
一

貫堂医学 （森道伯）が独特 の 体質治療医学 を提唱 し

た 。 す なわち，森道伯 （1867−193D は 日本人 の 体 質を癆 血 （お けっ ）証体 質 ・臓 毒証体質 ・解

毒証体質の 三大証 体質に分 類 し，そ の 治療 に用 い る 五 つ の 処方 を提 示 した
5 ｝

。 彼は 臨床経験 に

基づ き患者 の 体質傾向 を熱 と血お よび気 ・水 とい う三 つ に纏 め ，診断方法 と して 腹診 を重視 し

た独 自の 医学体系を展 開 した の で ある 。

　 中医学体質理 論 と森道伯の 一
貫堂医学の 体 質論は実 は 「同源異流」 の 学説で ある 。 同源 と い

うの は
， 双方 と も中国の 伝続的医学 に 基 づ い た も の で あ る と言 うこ と で あ り， 異流 と い うの は

，

中医学は 陰陽五 行
・
気血 水 ・臓腑

・
経絡 な ど の 伝統的理 論 に よ り生 理

， 病理 を分類 した も の で

ある の に 対 して
，

一
貫堂医学は 理 論を介在 させ る こ とな く，あ くまで 臨床経験 の 集積か らこ れ

ら の 分類方法 を見 い だ した もの で ある ，とい うこ とで ある 。

　 「同源異流」と は 言 い なが ら，両 医学の 理想 （志）とする と こ ろ は 同一で ある 。 「因人制宜」，

「異 病同治j，「同病異治」 な ど の 原則は 「証」の 概念 に 包 括 され て
一

貫堂 医学 の な か に も脈々

と し て 生 きて い た こ とが次 の 記載 で わ か る 。

　 「証 と い うもの は ，地 理 的条件や 時代的背景，思 想的影響や 階級 的相違 に よ っ て
，

また体 質 ，

嗜好 ， 性癖等に よ っ て 変化す る もの で ，漢方 の 随証治療 の 根本方針 だ け は 決 して 変わ る こ とが

な い もの なの で あ っ た 。 」
”　）

　 こ こ で ，日本漢方 ・一貫 堂医学 にお い て も体質に よ っ て 証 （病態 ）が変化す る こ とをは っ き

りと認識 して い る こ と，治療 は証 （病態）に応 じて な され る とい う方針 を堅持 して い る こ とが

わ か る の で あ る 。

皿． 体質の 概念

　体質に 対す る 概念は学者 に よ っ て 見解が異 なる 。 自然観か ら出発 して 全体 を観察する場 合も

あ り，遺伝生 物学的 ・病理 学的 ・臨床心理学的 に解釈す る こ ともあ る 。

　中医学で は
， 体質は生 理 学 と病理学 の 範疇 に 属 し，遺伝 と生 理 的素質な ど，多方面 の 個体差

を示 して い る と認識 され て い る
2 ）

。 すなわ ち ， 体質を考 える と きは先天的要素 と後天 的要素か

ら形成 され た形態面 （体型），機 能面 （生体 の 働 き），心理面 （気質）を総合 して 考えね ば なら

な い と し て い る 。 また
， 年齢 ， 飲食 ， 環境 ， 疾病 ， 薬物 な ど の 影響 に よ り， 体質は 変化 し得 る

もの で あ る こ とを中 医学で は 強調 して い る。

　日本漢方で は体質は証 に 包括 され て論 じられ る事が多 い た め ，体質 に つ い て統
一

した概念は

未だ形成 される に至 っ て は い な い よ うで あ る。

　
一

貫堂医学 で 論述 して い る体 質は，遺伝素 因に よ り決定 した個体の 病理 特性，す なわ ち，遺

伝因子 に よ り形成 され た病理証型 を述べ て い る と考 え られる 。

　例 え ば
， 「解毒証 体 質」 は そ の 大部 分 は 父母 よ り遺伝 さ れ る体 質 で あ り，「癆 血 証体 質」

は ，擁血 （おけ っ 二体内に形成 され た 病理 的産物 。 種 々 の 病因に よ り正常 の 血が 変化 して 発病

因子 とな っ た もの
，

と い う概 念 。 「血 の 道」 「ふ る血」 など の 古語 もこ の 概念 を指す） を多量 に
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腹腔内 に保 有す る体質で あ る 。

一
貫 堂にお い て は ，体質は遺伝的な もの で ，終生変わ らない と

い う体質の 不変性 を強調 して い る 。

　近畿大学の 有地 らは
一

貫堂 医学の 遺伝因子論に基 づ き，そ の 上 に環境因子 を取 り上 げ，体質

は個体の 遺 伝因子の 上 に 環境 因子が加わ っ た もの と説明 して い る％

　体質分類 の 特徴に 関 して ，中医学で は脂肪 の 分布，筋肉の 発育，脊柱 の 形態，胸郭の 形態 ，

腹部 の 形態，頭 と顔の 形態 ， 眼 ・耳 ・鼻 ・舌 ・
口 （こ れを中国で は五 官 と呼ぶ ）の 形態 ，四肢

の 長 短 ， 心理 1生格，行為特性 ，環境 に対す る適応能力 ，外界か らの 刺激 に 対する 反応様式 な ど

を重視 して い る 。

　
一

方 ， 日本の 漢方で は体型
， 顔の 形態 ， 皮膚 の 色 ， 骨 と筋肉の 発育 ， 脂肪 の 分布 ， 栄養状況

な どの 方面か ら判断 し，特 に上腹 角，手掌面積 の 大小 を重視 して い る ％

】V ． 体質 と 「証」の 関係

　 「証」 は伝統的 中国医学特有の 概念で あ る 。 中医学 に お い て は
， 証 とは

， 四診 （望診 ・聞

診 ・問診 ・切診）（四診 し し ん ：四 つ の 診断方法 。 望 診ぼ うし ん ：外見 か ら診断す る こ と 。 聞診ぶ

ん し ん ：音声を聴き
， 臭 い をか い で 診断す る こ と 。 問診 もん しん ：患者か ら事情聴取 して 診断す

る こ と 。 切診 せ っ し ん ：脈や 腹 を触 っ た感覚で 診断す る こ と）に よ っ て 患者 の 病態 を把 握 し
，

中医理論 に基づ く分 析 と帰納 を総 合する こ とに よ っ て 得 られ る診 断 の 結論で あ る と認 識 され て

い る 。 証 は疾病 の 各局面 に お け る条件 と素因 を概括 し て お り，疾病の 部位，性 質を確定 し，発

病機序 ， 病勢傾 向を提示 し ，
か つ ，治療方針 を提起する もの で ある と されて い る 。

　体質と 「証」 の 関係 に つ い て ， 中医学 と一
貫堂 医学で は そ の 認 識 に相 違 が あ る よ うで あ る 。

中医学で は
， 疾病 の 過程 に は ，それぞれ い ろ い ろ な段 階が あるが ，「証」 とは段 階ご との 病態

を総括 し た もの で あ る と考 えら れ て い る 。 証は病変の 部位 ， 原 因 ， 性 質 ， 邪気 （健康 を害す る

もの の 総称） と正気 （健康 を維持 する もの の 総称） の 関係 などを包括 し て お り，疾病 の 各段階

にお け る病理機序の 本 質 を反映 して い る と考える の で あ る 。 証 の 決定は さ ら に ，治療方針や 処

方 の適応 条件 ま で も含む もの で ある と認識 され て い る 。 体質 と証 の 関係 は密接で
， 証 は体質 に

よ っ て影響を受け る 。 す な わ ち ， 体質は 証 の 重要な要 素の
一

つ で あ り， 体 質と証 とは相 関 ・相

異 の 関係 に ある と認識 され て い る 。

　体質と証 の概 念は 同
一もの で は な い が

， 証 を決定す る と きに は 体質を考慮 しなけ れ ばな らな

い の で あ る 。 た とえ同
一病 因で あ っ て も病状 は体質に よ り異 な り，病証 に は特殊性 が ある の で

治療方針は それぞれ の 患者 に よ り当然 の こ となが ら相異 して くる 。

　
一

貫堂 医学で は ，原 則 とし て患者の 体質的 な特徴 を 「証」 と し て 捉 え処 方が 決定 され る 。

「癆 血 証体質」 に は通導 散 （っ うど う さん ニ
ー

貫堂医学の 癆血 治療 の 主 薬 と され る漢方処方） を

用 い ，「臓毒証体質」に は防風通 聖散 （ぼ うふ うっ うし ょ う さん）を用 い る，と い うよ うに，体質

と証 と処方 を
一

致対応 させ て い る ため に 「証」 と体 質の 概念に は原則 と して 差異がな い よ うに

見受け られ る 。

　
一貫堂医学 にお い て も， 証 は体質そ の他 い ろい ろ な因子 に よっ て 変動す る もの で あ り， 変動す

る 証に応 じて 処方を決定す る （随証治療） とい う　「因人制宜」の 原則が 認識 され て い た こ とは事

実で ある が ，三 大体質学説そ の もの は体質と証を固定化 した概念 とみ なす こ とが で きる で あろ う。
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V ． 体質の分 類

　中医学に 関す る体質分類 に つ い て は 中国の 古典 『黄帝内経 ・霊枢』 に歴史上 初め て 記述 され

て い る。そ こ で は，すで に体 質を類 型化 して い る 。 各類型の 生 理 特徴は 治療 と密接な 関係が あ

る と論 じて い る 。

　 1．中医学にお ける体質分 類

　　（1） 『黄帝内経 ・霊枢』の 体 質分類

　　　  陰陽五態人分類

　　　　　 『霊枢 ・通 天 篇』で は
， 人 を陰陽 の 気 の 多寡よ り考察 して ，そ の 体質を，「太 陰 の

　　　　人」， 「少陰の 人」， 「太陽の 人」， 「少陽の 人」， 「陰陽和平の 入」 と い う五 大類型に分類

　　　　 して い る
8 ）

（表 1 ）。 そ して ，そ の 各々 の 個性の 特徴が 述 べ られ て い る
。 「太陰 の 人 は ，

　　　　陰多 くして 陽無 く
，

…　　 陰陽和平の 人は
，

そ の 陰陽の 気 は和 し
，

血 脈 は調 う」 とあ

　　　　 っ て
， 体質が違えば

， 陰陽の 盛衰 も異 なる こ とを明示 し て い る 。また ，陰陽 の 気 の 多

　　　　少に よ り治療原則 を説明 して い る 。 針灸 を用 い る もの は ，「盛 ん な る も の は これ を瀉

　　　　 し， 虚する もの は こ れ を補す」 と指摘 し ， 各種の 生理 的特徴は 治療 と密接 な関係 が あ

　　　　 る と論 じて い る 。

　　　　　　　　　　　　　 表 1　 陰陽五 態人 分類 《霊枢 ・
通天篇》

類型 陰陽 体質 （気 質 ・
正 確 ・形態） の 特徴 外　　形 治　 　則

陰
陽

和
平
の

人

陰
陽

気
和

　動作 が 穏 や か で ，人 に 順 和 し，周囲の 変化 に 適 応 し，
素直 に物事に従 う。気 持 ち が 大 きく，振 る舞い が 静 か 。
い つ も平静な心持 ちで 物事 に 接 し，名誉，利益 を求 め

る こ と は な い
。

で

調和陰陽

太
陰
の

人

多
陰
無
陽

表 面 は 謙 虚 ，内 心 は 陰 険 。喜 怒 等 の 感 情 は顔 に 出 さ な

い 。筋肉 に力 な く，皮 膚 が 汚 れ た よ うに黒 い 。下 肢 長

大。

£

陰 血 を 瀉す

少
陰
の

人

多

陰
少
陽

　強欲 で 賊心深 く，人 の 不幸 を喜 び，他人 の繁盛を見

る と腹立 た しくな る。恩知 らずな と こ ろ があ る。歩 く

格好 は ネ コ ゼ 。

　 触

’r

陽 気を補い

陰血を瀉す

太
陽

の

人

多
陽

少
陰

能力 もな い の に 大 きな こ と を言 う。自信 過剰で ，失敗

して も反省 しな い 。外見上 得意げで ，そ り返 っ て 歩 く 。

じ

陽 気を瀉す

瀉 しす ぎる と

狂 う

少
陽
の

人

多
陽
少
陰

自尊心 が 強 い
。

つ きあ い が よ くて ，内 に じっ と して い

る こ と を 好 ま な い 。 腹 を 突 き出 して ，身 を 揺 ら して 歩

く。

　 　 、、

　 、一

拓　　 N、

　 　 甘「

陰 血 を 補 い

陽気 を瀉す
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  陰陽二 十五 人分 類

　　 『霊枢 ・陰陽 二 十五 人 篇』で は
，

陰陽五 行学説 （い ん よ うご ぎょ うが くせ っ ：後述）を

　運用 し， 入体 の 皮膚色 ， 体形 ， 性格 ， 及び 自然界 の 変化 に対す る適応能力等 の 特徴 を

　結び 付け，木，火，土 ，金，水の 五 種類の 異 な っ た体質類型 を帰納的に 総括 して い る 。

　 さらに，こ の 五 種類の 体質を陰陽の 属性 ，手足三 陽経の 左右上下 ，気血 の 多少の 差異

　 に 基づ き，
さ ら に 再 び五 分類 し

，
五 × 五 計二 十五 の 体 質類型を類推演繹 しが

）

（表 2 ）。

　 そ して，異 な っ た体質を有する 人 は ，発病に季節性の 違 い が あ る こ とを述 べ て い る 。

　例 えば
， 「木形の 人」 と 「火形 の 人」 は

， 「春夏に 強 く， 秋冬 に弱 い ため ，秋冬の 寒冷

　 の 気 の 侵襲を感受す る と，発病 しや す い 」。 反対 に 「土形 の 人」，「金形の 人 」，「水形

　 の 人」 は
， 「秋冬 に 強 く， 春夏 に弱 い ため

， 春夏 の 温熱の 気 の 侵襲 を感受す る と
， 発

　 病 しや す い 」。 人 の 生理 活動，心理 活動さ ら に は 精神類型等は 自然気候 へ の 耐久力 と

　 発病機序 と の 間に
一

定 の 内部 関連 を有 して い る と い うこ とで あ る 。

表 2　陰陽 二 十五 入 分類 《霊枢 ・陰 陽 二 十五 人》

類 型

木

形

の

人

火
形
の

人

土

形
の

人

金

形
の

人

水
形
の

人

上角 の 人

大角 の 人

釟角の 入

左角 の 人

判角の 人

上 徴 の 人

質徴 の 人

右徴 の 人

少徴 の 人

判徴 の 入

上宮の 人

大宮の 人

少宮 の 人

左宮 の 人

加宮 の 人

上商の 人

釟商の 人

右商の 人

大商の 人

少商 の 人

上羽 の 人

大 羽 の 人

少 羽 の 人

衆羽 の 人

桎羽 の 人

心 理 ・形 態 の 特 徴

才能 に 富 み ，心 配 性 で 非常 に 気 を つ か う、皮膚

色 は 蒼 白，小頭 ，顔 が 長 く，大肩背，直身，手

足 が 小 さい 。

気魄が あ り，気 が 短 く，金銭 を軽蔑す る 。皮膚

色 は 赤 色，顔 が 薄 く尖 っ て お り，頭小 さ く．肩

背腹美 しい ，手足 が 小 さ い
。

気持 はい つ も安定 して ，人 助 けを好 み ，人付 き

合 い が 非常 に よ い 。皮膚色 は 黄色 ， 顔 が 円形 で ，
頭 が 大 き く，肉多 く，上 下相称 う 。

生 まれ つ き清廉潔白，せ っ か ちで あ る 。皮膚色

は 白色 。 顔 が 角形 で ，頭 が 小 さ く，肩背 も 小 さ

く，手足 が 小 さ い
。

生 まれ つ き怖 れ を 知 ら ず ，人 を よ く騙 す 。 皮膚

色 は 黒 色。顔 が平 ならず，頭が大 きく，肩が小

さく，手足 は よ く動 く。

瞽

當

蠱

季節適応能力

春夏 に 強 く

秋冬 に 弱 く

春夏 に 強 く

秋 冬 に 弱 く

秋冬 に強 く

春夏 に 弱 く

秋冬 に強 く

春夏 に 弱 く

秋冬に 強 く

春夏 に 弱 く

’
五 行 の 帰風 ：角 は 木 に 属す る ；徴 は 火 に 属す る ；宮 は 土 に 属す る ；商 は 金 に 属 す る ；羽 は 水 に 属 す る 。
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  体形に よる体 質分類

　　 『霊枢 ・衛気 失常 篇』 に お い て，肥 満強壮型 の 人の 肉づ き具合 ， 体質にお ける寒温

　特徴か ら判断 して
， 健康人 （衆 人）以外の 人 を ， 膏質入 ， 脂質人 ， 肉質人 の 三種の 類

　型に 分類 し， さら に それ ぞれ の 類型に 属する 入の 生理的差 異 ，
つ ま り気血の 多少 ， 体

　質の 強弱，形態的な特徴 な どを詳細に記述 して い る
s ）

（表 3）。 特 に体質の 寒熱 と気血

　の 多少の 間に密接 な関係が ある こ とを説い て い る 。 「膏な る もの は
， 気多 し

， 気多 きも

　 の は熱 し，熱 は寒に耐 ゆ る 。 肉なる もの は，血 気 して 形充 ち，形充ちて平な り，脂 な

　 る もの は その 血 は清 に して
， 気は滑 して 少 なし， 故 に大 なる こ とあたわず」。 即 ち ， 膏

　質人 は気多 く，気は 陽であ るか ら
“
多気体質

”
は熱で あ り，体質が 熱性であれ ば よ く

　寒 に耐 えられる 。 肉質人 は血多 く，血 は形を養 うた め形体 は充実 し， 形体充実 して 体

　質も和平であれ ば，寒熱に 偏 しな い もの で ある 。 また脂 質人 は血清で，気滑で 少な く，

　 その 気血 は膏質 入 と肉質人 の 両型に 及ばず ， 従 っ て 形体 も壮大 となる こ とはな い
。 衆

　 人 とは 平常 の 健康人 の こ と で あ る
。

こ の よ うに衆人 も含め て 四 タ イプに分 類 して考え

　る の は
，

血 の 多少や 陽気の 多少を外見か ら判断 して
， 治療法に役だ て るた め で あ る 。

fi　3　体格の 分類 《霊枢 ・衛気失常篇》

類　　　型 体 質 の 特 徴 気 血 の 多寡 外　　形

衆　　　人

（正常人）

体 の 大 き さ は 標準 で ，皮膚 と肌

肉 も常とす る。
気血 和平 標準型

　 ●　　　，

　チ

分
』

へ

脂　質　人

肌肉は脂 っ ぼ く，肉づ きが 堅 く，

皮膚の きめ が 粗 い 人 に は冷え性

が多 く ， 細 か い 人 に は 熱 っ ぽ い

人 が 多 い と 見 る 。

血多気少
小　柄

（小身材）

∫じr
　　’　」

嵐

膏 　質　人

肉 滋 潤 し，皮膚の きめ が 粗 い も

の は 身寒 ， きめ の 細 か い もの は

身熱 。 下 腹 が 垂 れ 下 が り， 肉 は

緩 ん で い る。

気　　多
皮膚弛緩

下 腹 垂 み

　減

e
肉　質　入

肉 と皮 が
一

体 と な っ て い て ，．皮
を撮 ん で 引 き上 げ て み て も，肉

の は なれ な い 人。

身体 が 充実 して い る 。

血 　　多
大　柄

（大身材）

　て
゜

7一

困

（2） 現代 中医学の 臨床体 質分類

　　王
・盛 らは 中医基礎理論

一
陰陽五 行学説 （い ん よ うご ぎょ うが くせ っ ：宇宙 の 全て は陰 と陽

　 とい う二 つ の パ ー
ツ か らな りた ち ，

五 行 一木火土金水 一とい う五 つ の 性質 に分類す る こ

　 とが で きる 。 また，陰陽や 五 行 に分類 され た パ ー
ツ はそれ ぞ れ が相互 に関連 して 存在 し
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て い る ，とい う中国の 古代哲学 ） ・臓腑経絡学説 （ぞ うふ けい ら くが くせっ ：人体は五 臓心 ・

肝 ・脾 ・肺 ・腎 （・心包）， 六 腑 ：小 腸 ・大腸 ・胃 ・胆 ・膀胱 ・三 焦 ， 奇恒 の 腑 ：脳 ・

髄 ・骨 ・脈 ・胆 ・女子胞 ．（子宮） などの 機能単位か ら成 り立つ とい う思想） ・気血 水学説

（人体は気
・
血 ・水な ど と称 される基本的構成要素 に よ っ て成 り立つ

。 こ れ らの 要素が規

律正 し く臓腑経絡 を駆け巡 る こ と に よ っ て健康体が維持 され る
，

とい う考え方） 一な ど

に基づ い て ，現代 中国人 の 体質を七種類の 臨床体質に 分類する こ とを提案 しだ ”

（表 4 ）。

表 4　臨床体質分類指針表

正 常体質 陰虚体質 陽虚体 質 痰湿体質 湿 熱体質 気虚体質 瘢 血体質

体

　
　
形

中 肉中背 痩長 が 多 い 肥満 が 多い

肥満が 多い （あ

る い は，や せ て

い て も体質 的に

は肥 満励

特 に肥 痩 偏 向 は

ない

肥 痩 とも に ある

が や せ が 多い
や せ が 多い

頭
面

毛 髪多 く，
顔色紅潤

顔 の ほ て り，
赤 ら顔

脱毛症，
貧血 顔貌

顔色薄黄色，
くすん だ也 ．

肌 は くすみ，
脂ニ キ ビ

毛 髪 艶が ない ，
面色青責色

脱 毛 症．シ ミ，
細絡 の 浮 き

皮

膚

色

紅黄潤色 （また

は色 白色黒 で体

質 と
一

致 する も
の は正常〉

蒼　赤 柔　白 苣r 滑 偏　黄 黄

汚れた ような黒

さ，発赤，さめ

肌

目

　
　

部

囗 に力が あ る

白 日が 赤い ，か

すむ，渋い ，目

花 1 ヤ ニ

蒼 r
．
1，まぶ た の

くす み

白眼 の ス ジが 黄

色
目 に 光が な い

口 じりの くすみ，
白目がi！繰 色，点

状 う っ ［111を伴 う，
1「llス ジが走る

鼻
部

嗅覚鋭敏，適 度

潤い

乾燥気味，
時に鼻lllL

鼻頭冷感，
竹色傾 向

黒色気味
脂 ぎる，
鼻孔の乾燥

淡黄色 黒 ず み

ロ

咽
部

適度潤い ，
唇色紅潤

口 咽乾燥，冷水
を多飲，唇紅微

乾

唾液 希薄，
唇色 淡白

匚1中 の粘 り，
特 に甘味

口中 の乾 き，
特 に苦昧

唾液希薄，唇色
につ やが ない

1．∫は乾 くが，水

は 欲 し くな い ，
唇黒 ずみ ，紫色

肢
体
部

身軽有力，寒 熱

に耐久性あ り

熱っ ぽ い ，
手足の ほ て り

寒 が り，肢 冷，
倦怠 ，背腹の 冷
え

重 だ る さ

身の 置 き所が な

い 身重感，熱 っ

ぽ さ

易疲労，寒熱の

耐久力 に差，特
に 寒 さに 弱い

寒 熱 にはあ まり影

響 されない が，痛
みやすく，結節性

紅斑が 出やすい

脈
象

緩和従容心 律
．・

定
細 弦ある い は数 沈組無力 濡あ る い は 滑 多 くは滑 数 虚 ．緩

弦あるい は 沈，細
渋あるい は結代

舌

　
苔

質淡 紅．潤 沢．
薄

舌紅 少苔 あ るい

は無 苔ある い は

亀裂紋

質淡，浮胖，嬌

嫩，舌 周辺歯 型

白苔

苔 多賦，粘 舌，
・
面 に 粘 り

質紅，苔黄膩
舌淡紅，周辺に

歯型

質青紫，あるい は暗，
舌辺青く点状ある

い は片状の 癌点

性

格

多 くは温和，明

朗

多 くは 急躁，怒

りやす い

多くは沈静，内

向的

急躁 ある い は偏

静，特 に 不 定，
舌下 静脈怒張

多 くは急躁
一一
般 に

：
静を喜び，

声 に力な し

急躁 しや すい あ

るい は 特 に 特徴

な し

飲
食

食欲正常
一
般 に 冷た い 物

好み

多 くは 熱い 物好

み

酒 茶 を 好 み，甘

い 物好 き

甘 い 物，油 物 を

好 む，美 食
食 欲 減 退 特 に 特徴な し

大

　
小

　
便

2便正 常
大便乾 燥，あ る

い は秘 結

下痢 多 く，小 便

清長

大便正 常ある い

は不実，小便少

あ る い は微濁

大便燥結あ る い

は粘 滞，小便短

赤

大便IE常あるい は

便秘 （ただし干結

せず）あるい は軟

便出残り感，小便
正常ある い は多

特 に 特徴な し

素

　

　
　
因

素質栄養 と もに

良好

体質虚弱 ， 慢 性

病，出血，性欲
の 浪費，過労に

よ る営 陰消耗

体質虚弱，後天

陽気 の損傷

陽気素 よ り虚脾

弱不運

七情抑うつ し肝胆

を傷る，飲食労倦

に よ る脾胃の 損
傷，酒肉の 偏好に

よる湿熱発生

素質虚弱，内傷
あるい は 慢性急

性の 病後

外 傷，出亅llL，寒

熱の 外邪，長期
精 神抑 うつ ，慢

性 病に よる絡病

の 続発

病
理

外感，急病，実

熱が 多い

化熱傷陰 し動火

生風 しや すい

寒化 傷陽 しや す
い

陽気が 傷れ，痰

飲腫脹 しや すい

化熱化火 しや す
い

虚損 しや すい
癌 瘢 ，積 緊，出

血 しや すい

宜
　
忌

病 状 を適 切 に 診
て 寒熱補瀉

滋 陰 降 火 が 宜

く，辛香燥 熱 は

禁忌

温 補 助 陽 が 宜

く，苦 寒克伐 は

禁忌

健 脾 芳 化 が 宜

く，陰柔粘帯 は

禁忌

清 熱 利 湿 が 宜

く，厚味滋補 は

禁 忌

補 気 健 脾 が 宜

く，苦寒 に よる

克伐は 禁忌

気 亘皿疏 利 が 宜

く，一一一般 に補渋

は禁忌

（王、　　碕　　　
・盛工曽秀，　19器 Sl

よ　り）
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　　 すな わ ち，正 常体 質 ・虚証体質三 種類 （気虚 ・陽 虚 ・陰虚 体質） ・実証 体質三 種類

　　（痰湿
・
湿熱

・
癧 血体質）合計七 種類 の 体質に つ い て 体形，皮膚の 色 ，性格，病理 ，適

　 応 と禁忌な どの 項 目に わ た っ て 説明 を加 え て い る 。

　　　こ の 分類 に よ っ て ，各種の 体質 パ タ
ー

ン にお ける生理 ・病理 的特質 を研究 し，疾病の

　 反応状態 と病変の 性 質 ・発展傾向を分析す る こ とに よ り， その 予防 ・治療 の 指針 とすべ

　　きで ある と論述 して い る 。

　　 体質の 形成 に つ い て は ，先天 （遺伝）的要素 と環境 な ど の 後天 的要素の 双方を強調 し ，

　 先天素 因と外界環境 とは相即相入 （
一

つ に 溶け合 っ て い て 区別 され な い こ と）の 関係 で

　　ある として い る 。

　　　四季の 気候 に対 す る耐力，六淫 （ろ くい ん ：風 ・寒 ・暑 ・湿 ・燥 ・火な ど の 自然 界の

　　天行の 変化一
六 気

一
が 人 の 健康を傷害する邪にな っ た場合，こ れ を六 淫の 邪一風邪 ・寒

　　邪 ・暑邪 ・湿邪 ・燥邪 ・熱邪 と呼ぶ ） に対す る感受性が それ ぞ れ の 体 質に よ っ て 異 な る

　　こ とを論 じる こ とは ，鍼灸
・湯液 （漢方）治療 の み ならず ， 現 代西洋医学 に と っ て も重

　　要な意義が ある の で は なか ろ うか 。

2 ．一貫堂医学お よ び 有地 らの 体質分類

  森道伯三 大体質 と五方

　　　森道伯は
一

貫堂 医学 に お い て
， 臨床経験 の 集積 に よ り，病 態の 特徴 と腹証 を重 視 し，

　　日本 人の 体 質を癆 血証体 質，臓毒 証i体質 ，解毒証体 質の 三 大証体 質 に分類 し，治療 に

　　用 い る五 つ の 処方 を提示 した
s）

（表 5 ）。

表 5 　
一

貫堂医学三 大証体質 　 森道伯

類　　型 病理 特徴 体 質 の 特 徴 処 　　方

癆 血証体質 癌 血保有者
肥満型 ，赤 ら顔 ，爪暗赤 色，脈 は 細実 ，

腹証 は 膨満，充実 で あ る 。

通導散

臓毒証体質 臓 毒蓄積者
肥満型 ，皮膚 の 色が 白 く，腹 は 太鼓 の よ

うに 大 きい
。

防風 通 聖 散

紫胡清肝散
　（小 児 期 ）

解毒証体質
結核性体 質者に

相当す る

痩せ型，皮膚の 色が浅黒 く，黄褐色の 者

が多い ，腹筋緊張 して い る 。

荊芥連翹湯
　（青 年期 ）

竜胆瀉肝湯
　（壮 年期 ）

　癆 血証体 質 とは ，遺伝 に よ り大量 の 癆血 を腹腔内 に保 有す る 者 （癆 血 保持者） を指

す 。 癆血 とは うっ 滞 した血 液の 意味で あ る 。 癆血 証体質 の 人 は ，多血 質で 鬱血 性 ，顔

の色 は燃 える よ うに赤 く，皮膚 も紫色 を示す
9 ）

。 婦人は こ の 類型 の 体 質が多 い と指摘 さ

れて い る 。 治療薬 は駆 癆 血 剤で
，

主 な治療処 方は通導散 で あ る 。

　臓 毒証体質 とは
， 体 内 に 「毒」を蓄積 した もの を指す 。 厂臓毒」 とは体内 の あ る種 の

毒 （食毒，風毒，水毒，梅毒）に対す る名称で ，病名で は な い
。 簡単に言えば臓器 の 毒 で ，

い わ ゆ る新陳代謝障害物 な ど，その 他 の 毒が 身体 の 各臓器 に 瀰満蓄積 した もの を言 う％

卒中体質 もその 中に含 め る と指摘 して い る 。
こ の 類型は肥 満型 で ，腹は太 鼓の よ うに 大
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　　　き く，皮膚の 色 は 白 く，動脈硬化症，糖尿病，高血圧症 な どの 疾病 を起 こ しやす い
7 〕

。

　　　治療 に は防風通聖散 を用い る 。

　　　　解毒証体質とは，肝機能 障害 ，ア レ ル ギ
ー
性体質や 結核 にかか りやす い 体質の 者で ，

　　　皮膚は浅黒 い
， 黄褐色 の 者が多 く， 痩せ 型 で

， 腹筋 は緊張 して い る
1
％ こ れ らの 体質者

　　　は
，

さ ら に 三 つ の ス テ
ー

ジ或 は タ イ プ に 分類 され る 。
つ ま り柴胡清肝散証，荊芥連翹湯

　　　証，竜胆瀉肝湯証で
， それぞ れ小児期 ， 青年期 ， 壮 年期 に ほ ぼ 対応す る と され て い る  

　　　森道 伯は その 晩年に は ，こ れ ら五 処方の 組み 合せ の み で ，全患者の 60％ に対応 した と

　　　記 され て い る ％

　　　　
一

貫堂医学の 三 大証体質分類は気血 水の 病態 を重 視 した適応方剤群分類で ある と も言

　　　えよう。 特 定の 病態 ・
体質に対する診断

・治療 には確か に有効で あ り，価値があ る と考

　　　えられ る 。 しか し，病態把握の 原則 と され て い る八 網 （陰陽 ・虚実 ・表裏 ・寒熱）の 考

　　　え方か らする と ，

一貫堂の 三 つ の 証体質分類の み で はす べ て の 病態を把握す る に はや や

　　　不足する観 を否 め な い の で は な い か と考 え られ る 。

　　　　
一

貫堂医学の 三大証体質分類は すべ て 体内 に邪が 存在す る邪実 （実証）の 病態を捉 え

　　　て い る た め，特 に虚証 に対す る 配慮がか けて い る ように感 じられる の で あ る 。

　　  有地 ら の 「証 型体質」分類

　　　　有地
1D

， 谿 ら
12｝

は，体質 を 「証」 と して 捉え ， 腹部 エ コ ー
や血液粘度お よび HIA 抗原

　　　な どの 免疫遺伝 学的手法を用 い ，上 腹角分布 の 大小 に よ り防風通聖散証患者群 ，大柴胡

　　　湯証患者群，桃 核承気湯証患者群 ，防已黄耆湯証患者群 ，柴胡桂枝湯証患者群 ，八 味地

　　　黄丸証患者群 ， 加味逍遙散証患者群 ， 当帰芍薬散証患者群 の 八 個証型体 質群 に分類 し て

　　　い る
13］

。 そ の 結果，各証 群に お い て HLA 抗原分 布の 違 い ，各証群 の 免疫学的反応性の 違

　　　い が認め られ，方剤 に対する レ ス ポ ン ス の 違 い が 示唆 され た。桃核承気湯証，防已黄耆

　　　湯証 ，柴胡桂枝湯証，八味 地黄丸証各群 に お い て ，HLA 抗原分布が 日本人 の 平均分布 と

　　　異 な っ た傾 向 を示 した 。 桃核承気湯証群 （癆血証） の 血液粘度は
， 健常群 よ り高値 で

　　　あ り，高脂血 症傾向にある 。 大柴胡湯証群 も高粘度，高脂血症 で ある こ とを認 め た 。 腹

　　　証 に つ い て も ， 皮膚表面温度の 異常分布や ， 腹部皮下組織層の 超音波断層像 な どで 客観

　　　化 ・科学化 の 試 み を行っ た 。 また
， 各証 患者群 の ハ プロ タ イプ分布パ ターン も異な っ て

　　　い る こ とを認め ，直観的漢方医学的 証診断は
，

免疫学的個人差 の
一
部を判別 して い た と

　　　考 えら れる と述 べ て い る ％ 漢方医学社会で 人間の 体質を哲学上 ，形態上 ，心理 面な ど

　　　か ら論 じる 今 日，有地 らの 免疫遺伝学的手段で 体質 （漢方の 証 ）を分類す る こ とは
， 免

　　　疫遺伝学的に体 質 を把握す る上 に 価値が ある と思われ る 。

　　　　有地 らの 証型分類で は 「虚証，腹直筋 の 緊張，胸脇苦満 ，神経質」 があれば 「柴胡桂

　　　枝 湯証」 の 類型で あ り，「虚証 ， 色 が 白 く ， 汗 をか きや す い ，水肥 り体質」が あ れ ば

　　　「防巳 黄耆湯証」 の 類型で ある ， とす る 。
こ の よ うな方法論 は処方 と体 質 とが対応 して

　　　い る 「方証体 質」論 で ある と も言え よう 。

　以 上 ，伝統的中国医学の 体質分類 と して 黄帝内経 の 体質分類 を紹介し ， 現代中医学の 中医体

質学説の 紹介 と
， 日本漢方の すべ て を代表す る もの で は必ず しもな い が

，

一
貫堂 医学の 体質分

類 ，お よび近年の 日本漢方 の 体質研究 の
一
端を表す もの として 有地 らの 証型分類 に つ い て 紹介

した 。
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V【． 体質の 臨床的意義

　各種の 体質特 徴を把握す る こ とは臨床弁証上
， 病 因 を追究 し ， 病理 を分 析 し

， 病変の 性質 と

変転傾向を判断する上 で 非常に重 要な意義 を有 して い る 。 人 間の 体質素因は発病の 重 要な 影響

因子で ある こ とを中医学 と 日本漢方の 相方 と も認識 して い る 。体質 の 違 い か ら人体へ 作用する

病邪 （発病因子）に 対す る反応状態 と転化様式 も異 な っ て お り，外界の 各種発病因子が 絶 えず

人 体を侵 襲 した場合 ，そ れ で発病する か どうか は，ひ とえに体質に よ っ て 決定づ け られ る とさ

れ て い る 。 こ こ で い う
“
体 質素 因

”
は 中医学で は

， 体内 の 正気 ， 即 ち ， 病邪 に 対 して 体を保 つ

抵抗力 を指す 。 正気が充実 すれ ば，発病 しな い
。 正 気 が衰弱すれ ば，また ，発病因子が 人体抵

抗力の 力量 を越 えた場合 に は，発病 する 。

一貫 堂医学で は ，
“
体 質素因

”
は体 内に 蓄積す る病

理 産物を指す ％ い ろ い ろ な毒素 （癆 血 ，食毒，水毒）を体内に蓄積する こ とに よ っ て，それ

が 内的原因 とな り， そこ へ 外 因が乗ず る ため病気が起 こ る とい う考 え方で あ る 。

　また
， 体質 の 個体性 に よ り病気の 易感性が 違 うこ と は 相 方 と も論 じて い る 。 例 えば，中国の

場合に は，肥 っ た人 は痰湿が多 く，中風 を起 こ しやす い
。 痩 せ た 人 は火 （体内 の 熱性）が 多 く，

労嗽 を得やす い
。 高齢者 は 腎気 虚衰 し て い るた め痰飲咳喘 を病 む こ とが多 い ％ こ れは患者の

身体の 体質的な特殊性 に よ っ て 引き起 こ され る もの として い る 。

　
一

方，
一

貫堂医学で は，ある体質 を有す る者は，発病する疾患 に
一

定 の 規則 が ある と認識 さ

れ て い る
S）

。 例 えば
， 「癧 血証体質」 の 人は 中風 ， 胃潰瘍 ， 痔疾 ， 婦 人病 な どを起 こ しや す い

。

「解毒証体質」の 人 は ，結核並 び に淋疾 に対 して 非常に罹 病率 が高 い
。 「臓 毒証体質」の 人 は 中

風 を起 こ しや す い の で ある 。

　臨床 的に は ，中医学で は病気 の 治療 は患者 の 体 質 と密接 な関係 が ある と考 える 。 異な っ た体

質の 患者 は異な っ た 発病傾 向が ある 。 従 っ て，そ れ ぞ れ異な っ た治療法 を必 ず用 い る の で あ る 。

常に患者の 体質情況 を把握 した 上 で 治療方針 の 確立 ，処方決定の 重 要 な依 りど こ ろ と して い く

の で あ る 。 例 えば，体質 的に 虚証の 人の 感冒 を治療す る場合 ， 治療法 と方薬の 運用上 ， 正常体

質の 人の 感冒の それ とは異 なっ て い る 。

一般療法的 に は ，
“
解表袿邪法

”
（表にある外邪 を取 り

除 く治療法）が 適 当で あ る が ，虚証 の 人 の 感冒 で は ，単純 に
tt

解表袿 邪
”

す る と，虚 々 の 戒

（弱 い 体 質の 人 に 強 い 薬 を与 えて は な らな い こ と） を犯す こ とが 免 れ難 く， 病邪は決 し て 除か

れ ない 。 その 場合 に は
“

解表
”

と同時に
“

正気
”

を補 う必 要がある 。こ の こ とが 「因人制 宜」

とい うこ とにほか な らず，人 の 病 とい うもの は ，決 して 同
一

視 され ，画
一

的 に治療 され うる も

の で は な い とい うこ とで ある 。

　また
， 人 の 体質は そ れ ぞれ差異が ある ため ，治療上薬 を用 い る時は ，必 ず患 者の 体質，身体

恒常性 の 強弱 を斟酌 しな けれ ば な ら な い
。 た とえ同

…
病 因で あ っ て も病状 は体 質に よ り異 な り，

病証 に は特殊性があ る の で 治療 方針はそ れぞ れ の 患者に よ り非常に 相異 し て くる
。 例 えば ，同

じ消化性潰瘍で も，ある患者に 対 し て は
“
虚 寒

”
と し

， 黄耆建 中湯 を用 い
，

あ る患者に 対 し て

は
“
湿熱

”

と し
， 半夏瀉心湯 を用 い ，ある患 者に 対 して は

“

陰虚
”

と し，
一貫煎 を用 い る 。つ

まり，病名は 同 じで も
“
証

”
が 異 なれ ば治療 は異 な らなけれ ば な らず，そう しな けれ ば効果 は

な い 。 こ れは 中医学の 「同病異 治」 と言 う治則で ある 。こ れ に反 し，例 えば，高血圧症，肝硬

変，慢性腎炎等，西洋医学の 診 断が な され た場 合の 病 因 ， 遺伝因子 ， 病理が 全 く異 な っ て い て

も，中医学で は ，もし，同一
の 診断，例 えば，腎陰虚症 とされ れ ば ，滋補腎陰法 とい う同

一
の
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治療が用 い られ，効果が期待され る 。
こ れ は中医学の 「異病同治」と言 う治療原則で ある 。

　
一

方 ， 『傷寒論』 を もと に して 腹証 を主 と し ， 脈証その 他 を副 と して 「方証
一

致」或 は 「随

証治療」の 治療を行 うの が 日本の 古方漢方 の 考 え方で あ る ％
一

貫 堂の 治療法 は 「原因療法」

に よ る 体質改造 を目的 とす る もの で あ る 。 疾病の 特異性 （癆 血 ，毒 な ど）に基づ き特異 的病

因を判断 し， その 除去 に対 し治療処方 を採用 して い る 。

一
貫堂の 三 大証体 質の 分類に は

， 「瘢

血証体質」 の 人 は 癆血 を体内に保有するか ら，駆 癆血 剤 「通導散」 を用 い ，疾病 の 内在原 因

「癆 血」 を除去 すれ ば
， 体 質改 善で きる と論 じて い る

13）
。 中医学の 「因人制宜」 の 治療原 則 は

ほ と ん どとらな い の で ある 。

　有地 ら の 「方証体質」の 分類法に も， 「方証
一

致」の 治療理念が認め られ る 。 例 えば ，
“

虚証，

腹直 筋の 緊張，胸脇苦満，神経質の 人 は柴胡桂枝湯証に属 し，柴胡桂枝湯を用 い
”

；
“
虚証 ，

色が 白く，汗 をか きや すい ，水肥 り体質の 人 は防巳黄耆湯証 に属 し， 防已黄耆湯 を用 い る
”

と

説明 して い る 。

　相方 と も， 体 質を重 視 し
， 臨床 治療 に運用 して い るが

， 捉 え方が違 うと思わ れ る 。 日本
一

貫

堂医学で は 「方体対 応」 を行 い ，ある 体質を 有す る 者は ある 処 方を用 い る （癆 血 証 体質→通

導散）体質治療 を呈示 して い た 。
こ の 分類法 と治療法は診断並び に 治療上，確か に

一
定 の 優越

性 を もっ て い るが ，同時に ，
一

面性 ，局限性 を有 して い るた め
， 個体 の 差異 を看過 しがちで あ

る よ うに思 われ る。

　同
一

発病因子の 異 な る個体にお け る作用 は必 ず しも同
一

で は な い 。 また ，異 な っ た個体の 同

一
治療に 対す る適応性，反応性 に も差異 がある と中医学で は認識 されて い る 。

　体質は確か に治療法 を指 示する 重要 な因子で は あるが ，証 （病態） の 決定 に際 して は そ の 他

の 因子 も関与 して くる の で ，臨床 に お い て は あ る体質に 特定の 処方 を対応 させ る，とい うよ う

な 「方証体質」 的な考え方で は な く， 「因人制宜 」 の 体質治療が 重 要で ある
，

と い うこ とで あ

る 。

V旺．　 ま とめ

　今回，伝統的中国医学 の 体 質認識か ら出発 して ，中医体 質学 お よび 日本 に お ける
一

貫堂医学 ，

有地 らの 体 質認識 に つ い て 検討 し た 。 双方の 相違点 を ま とめ る と
，

　 1 ．体質の 形成 ：

　　　中医学 ：体質は先天 （遺伝）的要素 と後天 的要素の 影響 に よ る 。

　　　　　　　体質 は時々 の状況 に よ り変化する もの で ある 。

　　　 日　本 ：体質は遺伝因子 によ り決定 され ，不変性 で ある 。 （有地 ら）

　　　　　　　体 質 は 治療 に よ り改 造 し得 る 。 また ，体 質そ の もの は 不 変で も証 は 刻 々

　　　　　　　 と変化する もの で ある 。 （
一

貫堂 ＞

　 2 ．体質の 分類 ：

　　　 中医学 ：正常体 質 （生 理 的体質） と病的体質 （虚証 ・実証） に分類す る 。

　　　 日　本 ：病的体質の うち，実証の み を論 じて い る
。 （

一
貫堂）

　　　　　　　虚証体質は そ れぞ れ の 処方 の 「証」 と同
一

視 され
， 論 じられ て い る 。

　 3．体 質 と 「証」の 関係
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中医学 　体質 と証 は相関 ・相異の 関係で ある 。

　　　　 体質 は証の 存在 と変化の 基礎で ある 。 発病 の 原因で は な い
。

日　本　体質と証の 概念同
一

視 されて い る 。 （有地 ら）

　　　　体 質 は 証 を規 定 す る もの で あ る が ，他 の 状 況 に よ っ て 証 は 変 化 す る 。

　　　　 （
一

貫堂）

V皿． 結 　語

　以上
， 伝統的中国医学 に お ける 体質論 を概説 した 。 体質論 は伝統的中国医学 の 中で さ ま ざま

に論 じ られて 来た もの で はあ るが ，「中医体質学説」 と して 整理
・検討 の 対象に な っ た の は近

年の こ とで ある 。 中医体質学説 に 従 っ た 中医学治療 の 概念の 導入 に よ っ て ，こ の よ うな概 念を

まとまっ た もの と して は採用 し て い なか っ た従来 の 中医学治療 に比較 して ど の 程度 まで その 治

療成績 を向上 し得る かが こ の 学説の 今後の 発展 の成否 を決め る こ と に な ろ う。

　また ， 日本漢方に お ける 体質概念研究の 第
一

歩 と して 今回 は
一

貫堂医学お よび有地 らの 体質

論の み を検討 した 。 日本漢方に お い て は体質論や 因人制宜 的な思 想 は 「証」概 念に包括 して 捉

え られ て い る もの で ある ため
， 日本漢方に お け る体 質の 概念 を今 回定義 した よ うな定義で 検討

す る た め に は ，今後 日本漢方 の 「証」概念 の 解析が必要 で あ る 。 こ の こ とは取 りも直 さず 日本

漢方の 全貌を 「体質論」 とい う観点か ら総括する とい うこ とに よ り，膨大 な内容 を孕 む もの で

は ある が ， 重 要で 魅力的な主題 と考 え られ る 。 今後の 検討課題 と した い
。

　 また，臨床 の 現場 にお い て 体 質や生活習慣 が 関与 した疾患が増加 し て い る 事 は衆 知の 事実で

あ る 。 今後 日中の み な らず全 世界の 人類に 伝統的中国医学が 貢献 して い くた め に は
， 伝統医学

の 範疇の み な らず ， 現代 医学的な体質論 と の 比較検 討 も必要 とな る と考 え ら れた 。
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