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ワークショップ

現代医学における漢方治療の応用

司会の こ とば
寺 j畢 捷 年

富 山 医 科薬科大学附属病院和漢診療部

昭和51 年 に 漢方 エ キ ス 製 剤 が大 幅に 保険薬価基 準

に 収載 さ れ， そ の後の追認分 を 含め て 現在 147処方

が医療の場で用 い ら れて い る 。 近年の医療統計に よ

る と ， 漢方製 剤 の 医薬品総生産高は 全医 薬 品 の 2 . 3

% に 達 する と 記き れて い る 。 ま た ， わ が国 の臨床医

の約70%が何 ら か の 形 で こ の種の 漢方 エキ ス 製剤 を

用 い た 経験があ る と も 報 じ ら れ て い る 。

富山 医科薬科大学は 国 立大学 と し て は 唯一の 和 漢

薬研究所 を 持 ち ， ま た ， 附属病 院 に は 和 漢診療部が

設置さ れ て い る 特色 あ る 大学 で あ る 。 本学は 和 漢薬

の 基礎的研究 と 臨床的研究に お い て ， わ が 国 の先端

を 歩む 教育機関 と し て の 任務 を 負 っ て い る 。

その意味で， 第33 回 富 山 医科薬科大学医学会学 術

集 会 の ワー ク シ ョ ッ プの 主題 と し て 「現代 医学にお

け る 漢方 治療の応用 Jが取 り あ げ ら れ た こ と は 誠 に

喜ば し い こ と であ っ た 。

幸 い に も 演題募集 に 対 し 10題の 応 募を 頂い た 。 そ

の 中 に は イ ン ド の伝 統医学 で あ る ア ー ユル ヴェー ダ

医学 に 関連 し た も のがあ る な ど 多彩 な も の と な っ て

い る 。 ま た ， 特 別講演 は 富山 県立 中 央病院の今 回屋

章先生に よ る 「慢性関節 リ ウ マ チ の 和 漢薬治療」 が
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行 わ れ た 。 特別講演 を 含め て， こ の シ ン ポジウム の

内容 を 特色づけ る も の は ， 近代医学の診断 ・ 治療 技

術 を 駆使 し つつ 、 そ れの み では解決 し え な い 困難 な

医療状況を 漢方 医学や ア ー ユル ヴ、エー ダ医学の 手段

を 併 用 する こ と に よ っ て解決 し よ う と 言 う 点 に あ る

も の と 考 え ら れ る 。 ま さ し く 筆者が新た に 提唱 し て

い る 「和漢診療学」 が各論的 に 呈示 き れ た 点 に 最大

の意義があ る 。

イ ン ド 生 ま れ の 英国 人作家 Kipling は 「東 は 東，

西 は 西， 両 者 の 出会 う こ と あ ら じ Uと 東西 の 哲学 と

西洋の そ れ と が， 基 本的 に 全 〈 異質 な も の であ る こ

と を 詩 に 詠 じ た 。 な る ほ ど両 者 の 拠っ て 立つ 哲学的

な基 盤は 全 く 異質で、は あ る 。 し か し ， 病 め る 人間 を

癒 そ う と する 点 に お い て は 東西 の 両 医学 は 共通 し て

い る 。 双方の 哲学的基盤を 統一する こ と は は な は だ

困 難 で、は あ る が ， 一 人 の 患 者 に 対 峠 し た と き に ， 双

方 の 医療技術を そ れ ぞれの見地か ら こ れ ら を 応用 し，

一 個 の 患者 と い う 場 に お い て 両者 を 統合する こ と は

可能であ る 。 今 回 の ワー ク シ ョ ッ プの意図 と 意義は

正 に こ こ に あ る と 考 え る 。


