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症状だけでなく「人」そのものを診る漢
方の世界に心惹かれ、漢方薬剤師とし
て27年のキャリアを積んできた久保田
佳代氏。カラダとココロの両面から健
康にアプローチする薬局を経営するか
たわら、漢方茶、スパイスカレー、薬膳
鍋キットなどのオリジナル薬膳商品の
開発・販売、さらには漢方茶アドバイ
ザー・マイスターのスクール運営も行っ
ている。心と体のバランスを失いがちな
現代人の役に立つ、漢方と東洋医学
の基本について聞いた。

―
―
昨
今
マ
ク
ロ
ビ
オ
テ
ィ
ッ
ク
や

薬
膳
カ
レ
ー
な
ど
が
流
行
っ
て
い
ま

す
が
、そ
の
背
景
に
あ
る
漢
方
や
東

洋
医
学
に
つ
い
て
は
知
ら
れ
て
い
な

い
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。漢

方
と
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
も
の

な
の
で
し
ょ
う
か
？

　
江
戸
時
代
、
西
洋
医
学
が
オ
ラ
ン

ダ
か
ら
日
本
へ
伝
わ
っ
て
き
た
と
き

に
「
蘭
方
医
学
」
と
い
う
呼
ば
れ
方
を

し
た
の
に
対
し
、
今
か
ら
2
0
0
0

年
程
前
の
後
漢
の
時
代
に
中
国
か
ら

伝
わ
っ
た
東
洋
医
学
が
「
漢
方
医
学
」

で
す
。
中
国
か
ら
発
祥
し
、
そ
れ
が

韓
国
や
日
本
に
伝
わ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ

の
地
に
根
ざ
し
た
医
学
（
日
本
漢
方
）

と
し
て
発
達
し
て
き
ま
し
た
。
と
こ
ろ

が
明
治
28
年
に
日
本
で
医
師
を
名
乗

れ
る
の
は
西
洋
医
学
の
免
許
を
持
つ

者
の
み
と
の
決
定
以
来
、
西
洋
医
学

が
メ
ジ
ャ
ー
、
漢
方
は
マ
イ
ナ
ー
な

存
在
と
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
漢
方

や
東
洋
医
学
自
体
は
日
本
古
来
か
ら

現
代
に
到
る
ま
で
淘
汰
さ
れ
ず
に
伝

え
ら
れ
て
き
た
息
の
長
い
医
学
な
の

で
す
。

―
―「
薬
膳
」と
い
う
と
、と
て
も
体
に

よ
さ
そ
う
な
印
象
が
あ
る
一
方
、自
分

で
用
意
す
る
に
は
ち
ょ
っ
と
ハ
ー
ド
ル

の
高
い
印
象
も
あ
り
ま
す
が
・・・
。

　

カ
ジ
ュ
ア
ル
な
と
こ
ろ
で
い
う
と
、

お
刺
身
に
添
え
る
〝
薬
味
〞
な
ど
も

薬
膳
の
一
種
で
す
。

　
「
薬
味
」
と
い
う
言
葉
は
も
と
も

と
漢
方
の
処
方
に
使
わ
れ
る
生
薬
を

指
し
て
い
ま
す
。
ネ
ギ
、
大
葉
、
わ
さ

び
な
ど
は
、
刺
身
な
ど
生
の
も
の
を

食
べ
る
習
慣
の
あ
る
海
に
囲
ま
れ
た

日
本
に
お
い
て
お
腹
を
こ
わ
さ
な
い

よ
う
食
材
を
殺
菌
す
る
意
味
合
い
が

あ
り
ま
す
。
ほ
か
に
も
夏
野
菜
カ
レ
ー

や
冬
の
豚
汁
な
ど
も
薬
膳
の
概
念
に

し
っ
か
り
と
寄
り
添
っ
て
い
ま
す
。
夏

野
菜
に
は
体
を
冷
や
す
効
果
が
、
豚

汁
の
具
材
に
入
れ
る
根
菜
類
に
は
体

を
温
め
る
効
果
が
あ
り
ま
す
。
体
調

に
合
わ
せ
、
季
節
の
食
材
や
メ
ニ
ュ
ー

を
取
り
入
れ
る
こ
と
が
薬
膳
の
基
本

で
す
。

―
―
日
本
で
は
日
常
の
食
事
の
中
に

薬
膳
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
浸
透
し
て
い
る

の
で
す
ね
。

　
薬
膳
と
い
う
の
は
身
体
の
不
調
の

改
善
に
は
「
何
を
食
す
れ
ば
よ
い
か
」

を
経
験
医
学
的
に
積
み
重
ね
た
食
養

生
の
ひ
と
つ
で
す
。
中
国
最
古
の
薬

物
書
と
い
わ
れ
る
『
神
農
本
草
経
』

に
は
、
3
6
5
種
類
の
植
物
・
動
物
・

鉱
物
が
上
薬
・
中
薬
・
下
薬
に
分
類

さ
れ
て
い
ま
す
。
古
代
中
国
に
は
食

を
通
じ
て
王
様
の
健
康
を
管
理
す
る

医
師
「
食
医
」
が
存
在
し
て
お
り
、

病
気
に
な
る
前
の
「
未
病
」
の
段
階

か
ら
草
根
木
皮
を
使
っ
た
食
事
に
よ

り
体
調
を
管
理
し
て
い
ま
し
た
。
治

療
に
あ
た
る
医
師
の
中
で
最
も
位
が

高
か
っ
た
の
で
す
。
食
と
健
康
は
切

り
離
せ
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
東

洋
医
学
の
性
質
を
よ
く
表
し
て
い
る

と
思
い
ま
す
。

―
―
日
本
に
は
今
で
も「
医
食
同
源
」

と
い
う
言
葉
が
残
っ
て
い
ま
す
ね
。

　
も
と
も
と
中
国
で
は
「
薬
食
同
源
」

と
言
い
ま
し
た
。
普
段
の
食
事
に
気

を
つ
け
る
こ
と
が
健
康
を
保
つ
こ
と

に
通
ず
る
、つ
ま
り
「
『
薬
』
と
『
食

べ
も
の
』
の
源
は
同
じ
と
い
う
意
味

で
す
。
約
50
年
前
に
N
H
K
が
「
薬

食
同
源
」
と
い
う
言
葉
を
料
理
番
組

で
紹
介
し
よ
う
と
し
た
際
「
薬
」
と

い
う
字
が
い
わ
ゆ
る
「
お
く
す
り
」

を
連
想
さ
せ
る
と
い
う
理
由
で
「
医
」

に
変
え
、
そ
れ
が
「
医
食
同
源
」
と
い

う
言
葉
と
し
て
そ
の
ま
ま
定
着
し
た

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

日
本
人
の
た
め
の

東
洋
医
学
・
漢
方
入
門

－
食
事
と
呼
吸
で
活
力
を
取
り
戻
す－

村上杏菜＝インタビュー　 佐々木信行＝写真

「
呼
吸
が
大
事
」
の
背
景
に
は
東
洋
医
学
の
理
論
が
あ
り
ま
す
。

SPECIAL INTERVIEW/Kayo Kubota

�������
INTERVIEW

Kayo Kubota
久保田佳代
株式会社氣生　代表取締役
薬剤師・心理カウンセラー

日
常
に
あ
る〝
薬
膳
〞の

ニ
ュ
ア
ン
ス

株式会社氣生　代表取締役
薬剤師・心理カウンセラー

豊島区南大塚にて氣生薬局を開局。
昭和薬科大学卒業後、漢方の道へ進む。
27年間、漢方医学に携わる。
八ツ目漢方薬局上野店にて管理薬剤師
を経験後、地元長野市にて漢方の氣生を
開局。
東京都江戸川区、新宿三丁目と移転。
現在は豊島区南大塚にて開局。
漢方茶マイスタースクールを開講、数多く
の修了生を輩出。
日刊ゲンダイ連載、晋遊舎ムック「カレーの
便利帳」、マガジンハウス「anan」、朝日新
聞出版「AERA」等、各種メディアを通して
漢方や東洋医学の魅力を伝えている。

～漢方薬・漢方茶・カウンセリング～
あなたのココロとカラダのケアのお手伝い
一緒に『kanpou-life』楽しみましょ！

Kayo Kubota
久保田佳代
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　東洋医学では、天と人とが一体である

と考えます。自然を「大宇宙」、人間の体を

「小宇宙」とし、自然界で起こることと人間

の体で起こることとはリンクしている、この

考えを「天人合一説」といいます。

　人間が罹患する病気も外界の働きが

大きく影響していると考えます。まず気候

変化になぞらえて自然界には６つの気が

存在します。それを「六氣」（風・温・熱・

湿・燥・寒）といい、それぞれ春・夏・長夏・

秋・冬の「五季」とリンクしています。六氣

が人体に悪い影響を与えると「氣」は「邪」

に変わります。たとえば「風」に「邪」がつく

と「風邪」になります。寒気がしてぞくぞく

して熱が出る。これは春に多い病気のこと

なのです。〝風邪を引く〟の〝引く〟は、風が

運んでくる邪を身体に引き込むところから

きています。

　新型コロナウイルス感染症は、この状

態とはまた少し違い「温病」と捉えます。倦

怠感や頭痛があり身体に熱がこもった感

じの夏風邪に近い症状です。しかしこれも

漢方で対応できますし、臨床例もたくさん

あります。

　ただし漢方は西洋医学と違って病原

菌自体を退治するという発想ではないの

で、同じコロナによる感染症でも一人ひと

り異なる処方になります。

主催：（社）国際ホリスティックセラピー協会（IHTA）　
お申込みはHPから！⇒http://ihta.or.jp/ihta-seminar-top/　

―
―
漢
方
で
重
要
視
さ
れ
て
い
る
も

の
は
他
に
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
り

ま
す
か
？

　
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
が
、
一
つ
は

「
氣
」
で
す
。
東
洋
医
学
で
は
「
氣
」

「
血
」「
水
」
の
3
つ
の
バ
ラ
ン
ス
が

取
れ
て
い
る
こ
と
が
健
康
の
た
め
に

大
切
だ
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
中

で
「
氣
」
だ
け
が
能
動
的
に
動
け
る

も
の
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
氣
の
作
用

の
中
に
は
、
物
を
動
か
す
作
用
や
温

め
る
作
用
、
防
衛
す
る
作
用
な
ど
が

あ
り
ま
す
。
実
は
「
氣
」の
力
で
「
血
」

も
「
水
」
も
循
環
し
て
い
る
の
で
す
。

―
―「
氣
」だ
け
が
能
動
的
に
動
け
る

も
の
と
は
、ど
の
よ
う
な
こ
と
で
し
ょ

う
か
？

　
「
氣
」
と
い
う
と
抽
象
的
な
も
の

に
聞
こ
え
ま
す
が
、
皆
さ
ん
気
の
つ

く
言
葉
を
考
え
て
み
て
く
だ
さ
い
。

「
気
力
」「
気
合
い
」「
元
気
」「
気
配
」

な
ど
、
普
段
私
た
ち
が
何
気
な
く
使

っ
て
い
る
言
葉
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま

す
。
そ
し
て
こ
の
「
氣
」
を
体
内
に
充

実
さ
せ
る
た
め
に
重
要
な
の
が
「
呼

吸
」
で
す
。

―
―
ヨ
ガ
や
整
体
に
携
わ
る
人
は
感

覚
的
に
理
解
で
き
る
と
こ
ろ
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。し
っ
か
り
呼
吸
す
る
こ

と
で
心
身
の
両
面
に
よ
い
影
響
が
あ

り
ま
す
ね
。

　
呼
吸
は
単
に
肺
で
空
気
を
出
し
入

れ
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、「
氣
」

の
出
入
り
を
さ
せ
て
い
ま
す
。
空
気

も
「
気
」
の
字
が
使
わ
れ
て
い
ま
す

が
、
口
か
ら
吸
い
込
ん
で
肺
に
届
く

空
気
を
東
洋
医
学
で
は
「
清
氣
」
と

い
い
ま
す
。
そ
の
ほ
か
、
外
か
ら
体
に

取
り
込
む
も
の
と
し
て
の
食
べ
物
や

飲
み
物
に
は
「
穀
氣
」
が
入
っ
て
い
ま

す
。
そ
の
「
清
氣
」
と
「
穀
氣
」
が
合

わ
さ
っ
た
も
の
は
「
宗
氣
」
と
呼
ば
れ
、

脾
や
肺
の
活
動
か
ら
作
ら
れ
ま
す
。

さ
ら
に
宗
氣
が
「
腎
」
に
た
ま
っ
て
い

く
こ
と
で
人
間
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
お

お
も
と
で
あ
る
「
真
氣
」
が
作
ら
れ
ま

す
。
こ
こ
に
生
ま
れ
持
っ
た
「
精
」
や

「
こ
の
食
べ
も
の
は
精
が
つ
く
」
と
言

わ
れ
る
よ
う
な
食
べ
も
の
の
エ
ネ
ル

ギ
ー
が
加
わ
り
、〝
元
氣
〞
と
な
る
の

で
す
。

―
―「
呼
吸
が
大
事
」と
は
よ
く
言
い

ま
す
が
、そ
の
背
景
や
肉
付
け
と
し
て

こ
の
よ
う
な
東
洋
医
学
の
理
論
が
あ

る
と
説
得
力
が
増
し
そ
う
で
す
。

　
よ
く
説
明
を
聞
い
た
後
に
「
や
っ

と
腑
に
落
ち
た
よ
」
と
い
っ
た
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
ち
な
み
に
、こ
の
「
腑
」

も
袋
の
臓
器
を
示
し
て
い
ま
す
。
日

本
語
の
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
東
洋
医
学

の
思
想
が
浸
透
し
て
い
る
こ
と
が
わ

か
り
ま
す
。

―
―
一
人
ひ
と
り
に
合
わ
せ
た
漢
方

薬
の
処
方
の
ほ
か
、漢
方
茶
や
薬
膳
ス

パ
イ
ス
な
ど
オ
リ
ジ
ナ
ル
商
品
の
開

発
、さ
ら
に
漢
方
茶
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
・

マ
イ
ス
タ
ー
の
ス
ク
ー
ル
運
営
な
ど
漢

方
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
取
り
組
み

を
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
久
保
田
先
生

で
す
が
、こ
れ
か
ら
ど
の
よ
う
な
活

動
を
し
て
い
き
た
い
で
す
か
？

　
漢
方
の
世
界
は
言
葉
で
表
現
す
る

の
が
難
し
い
も
の
が
た
く
さ
ん
あ
り

ま
す
。
し
か
し
そ
の
見
え
な
い
世
界

に
確
か
な
〞
何
か
〞
が
あ
り
ま
す
。
そ

れ
ぞ
れ
「
人
」
の
中
の
〝
何
か
〞
を
、

私
は
相
手
か
ら
感
じ
た
ま
ま
お
伝
え

し
ま
す
。
ま
た
そ
の
方
が
言
葉
を
声

に
出
し
て
発
す
る
と
再
び
自
分
自
身

の
耳
で
聞
く
と
い
う
作
業
を
し
、
実

は
そ
れ
が
相
手
の
〝
気
づ
き
〞
と
な

り
ま
す
。
一
緒
に
向
上
し
て
い
け
る

よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
で
す
。
最
近
は
、
特

に
女
性
を
元
気
に
し
た
い
な
と
い
う

思
い
が
強
い
で
す
。

―
―
女
性
を
元
気
に
し
た
い
、と
は
。

　
各
国
の
男
女
格
差
を
比
較
し
た
ジ

ェ
ン
ダ
ー
ギ
ャ
ッ
プ
指
数
は
、
日
本
は

毎
年
低
い
で
す
。
2
0
2
1
年
は
世

界
1
5
6
カ
国
中
の
1
2
0
位
で
、

先
進
国
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
信

じ
ら
れ
な
い
よ
う
な
低
さ
で
す
。
な

ぜ
こ
ん
な
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の

か
私
な
り
に
考
え
て
み
ま
し
た
。
理
由

の
１
つ
は
価
値
観
や
生
き
方
の
〝
不

自
然
さ
〞
で
す
。
女
性
は
本
来
と
て

も
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
強
い
生
き
物
だ
と

思
う
の
で
す
が
、
現
代
の
女
性
は
そ

の
パ
ワ
ー
が
削
が
れ
て
い
て
元
気
が

な
い
感
じ
が
し
ま
す
。
食
生
活
や
暮

ら
し
方
の
バ
ラ
ン
ス
が
偏
っ
て
い
る
な

ど
、
不
自
然
な
印
象
を
持
ち
ま
す
。

妊
活
の
相
談
も
多
い
で
す
が
、
不
自

然
な
体
で
「
自
然
な
こ
と
＝
妊
娠
・

出
産
」
を
し
よ
う
と
す
る
か
ら
無
理

が
生
じ
る
わ
け
で
す
。

―
―
妊
活
中
の
女
性
を
は
じ
め
、現

代
の
女
性
の
不
自
然
さ
と
は
、た
と

え
ば
ど
ん
な
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
ま
す

か
？

　
体
を
冷
や
す
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
を
し
て

い
た
り
睡
眠
が
足
り
な
か
っ
た
り
、

過
剰
に
お
肌
を
お
手
入
れ
し
て
い
た

り
な
ど
、い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
。
夜
に

生
野
菜
の
サ
ラ
ダ
を
食
べ
る
の
も
体

を
冷
や
す
原
因
に
な
り
ま
す
し
、
そ

れ
を
知
ら
な
い
人
も
多
い
と
感
じ
ま

す
。
野
菜
ば
か
り
食
べ
て
肉
を
食
べ

な
い
生
活
も
、
一
見
体
に
い
い
よ
う

に
思
え
て
、
実
は
バ
ラ
ン
ス
の
悪
い
食

生
活
で
す
。
東
洋
医
学
で
は
何
ご
と

も
「
〜
す
ぎ
」
を
避
け
て
、真
ん
中
の

「
中
庸
」
を
目
指
す
の
が
理
想
だ
と

考
え
ま
す
。
ま
た
食
養
生
と
い
う
言

葉
が
あ
り
ま
す
が
、
自
分
を
知
り
自

然
と
調
和
し
、体
に
摂
り
入
れ
る
『
食

べ
物
』
に
つ
い
て
知
る
こ
と
も
大
切

で
す
。

―
―
何
ご
と
も「
ほ
ど
ほ
ど
」が
大
事

な
の
で
す
ね
。

　
心
も
体
も
自
然
体
で
あ
る
こ
と

が
大
事
で
す
。「
頑
張
り
す
ぎ
な
い
」

「
た
め
こ
ま
な
い
」
、
そ
し
て
「
受
け

流
す
」
こ
と
を
意
識
し
て
く
だ
さ
い
。

私
が
目
指
す
「
イ
キ
イ
キ
」
と
は
、ス

ト
イ
ッ
ク
で
も
、
頑
張
り
す
ぎ
る
こ

と
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
東
洋
医
学
の

思
想
や
漢
方
の
力
を
利
用
し
て
、
本

来
持
っ
て
い
る
自
分
の
活
力
を
取
り

戻
す
お
手
伝
い
を
し
て
い
き
た
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。

健
康
の
た
め
に
大
切
な
こ
と

「
氣
」「
血
」「
水
」の
バ
ラ
ン
ス

＜冬の養生＞
薬膳スープから学ぶ東洋医学・漢方

オンライン
開催

11:00～13:00

なぜ風邪を引くというの？
新型コロナウイルスも風邪なの？

日　程

受講料 IHTA会員：5,000円 / 一般：7,000円
12月1日（水）　

〒170-0005 東京都豊島区南大塚1-47-5 EDELFRAU 1F　
TEL.03-6304-1554/FAX.03-6304-1559
営業時間：9:00～19:00（月～金曜日）/9:00～13:00（土曜日）
漢方茶アドバイザー・マイスタースクール開講
定休日：日曜・祝祭日
http://www.kiokio.net　E-mail:kiokiokio@eagle.ocn.ne.jp

氣生薬局

Facebook Instagram Twitter LINE

東
洋
医
学
で
は
何
事
も
「
〜
す
ぎ
」
を
避
け
て
、

真
ん
中
の
「
中
庸
」
を
目
指
す
の
が

理
想
だ
と
考
え
ま
す
。

SPECIAL INTERVIEW/Kayo Kubota

オリジナル漢方茶は全26種類。写真右から「ヴィー留守（ゔぃ
ーるすちゃ）」「疎経茶（そけいちゃ）」「母乳DE茶（ぼにゅうで
ちゃ）」。

「五行」によって自然界を分類したとき、わかりやすく示したものが「色体表」（上の図）です。「五臓」が「五行」に相当する
ように、季節や色、味といったさまざまな要素もまた、相当する「五行」の属性を持ち、相互関係にあります。

一
人
ひ
と
り
が
持
っ
て
い
る

活
力
を
漢
方
で
取
り
戻
す

薬膳では食材の色も意識する。たとえば春は青いもの、
冬は黒いものを摂ることがそれぞれ肝・腎の養生につ
ながるとされる。
漢方で主に元氣を補う果実として利用される「なつめ」
消化不良・疲れ気味・貧血・冷え・むくみ・女性特有の
未病(更年期障害やヒステリー)等に用いられます。

1・2

３

12

3

五行
五臓
五腑
五主
五竅
五情
五色
五季
五味

木
肝
胆
筋
目
怒
青
春
酸

火
心
小腸
血
舌
喜
赤
夏
苦

土
脾
胃
肌肉
口
思
黄
土用
甘

金
肺
大腸
皮
鼻
悲・憂
白
秋
辛

水
腎
膀胱
骨
耳
恐・驚
黒
冬
鹹

五行色体表

久保田先生に聞きました！

とっておきの薬膳スープでぷるぷるお肌とほっこりカラダを手に入れよう！
久保田先生
セミナー
情報

漢方に使われる生薬たち。いくつもの種類
を混ぜることで薬効が得られる。「調剤で発
生する廃材を肥料にして野菜を育てる事業
も大々的にやってみたい」と久保田氏。野菜
の育ち方と味が変わってくるそう。

プレゼント付
ご自宅に

薬膳スープキット
をお届け！

ふうじゃ

うんびょう




