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１
．鍼
術
と
解
剖
学

　
中
国
最
古
の
医
学
書
と
呼
ば
れ
る「
黄
帝
内

経
」は
中
国
の
前
漢
の
紀
元
前
１
４
０
年
頃
に

成
立
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。鍼
術
は
中
国
か

ら
朝
鮮
の
新
羅
を
経
て
６
４
２
年（
皇
極
天
皇

元
年
）に
帰
朝
し
た
紀
幾
男
麻
呂
に
よ
っ
て
日
本

に
伝
え
ら
れ
た
。こ
れ
に
よ
り
紀
幾
男
麻
呂
は

鍼
博
士
と
さ
れ
日
本
の
鍼
術
の
祖
と
な
っ
た
。

　
安
永
３
年（
１
７
７
４
年
）に
杉
田
玄
白

ら
は「
タ
ー
ヘ
ル
・
ア
ナ
ト
ミ
ア
」を
翻
訳
し

「
解
体
新
書
」を
刊
行
し
た
が
、神
経
と
い
う

概
念
を
知
ら
な
か
っ
た
当
時
は
石
坂
宗
哲
た

ち
か
ら
痛
烈
な
批
判
を
あ
び
た
。

　
19
世
紀
の
末
か
ら
20
世
紀
の
初
め
に
末
梢

神
経
の
肉
眼
解
剖
学
が
発
展
し
た
。現
在
の

解
剖
学
は
マ
ク
ロ
解
剖
学（
肉
眼
解
剖
学
）と

ミ
ク
ロ
解
剖
学（
電
子
顕
微
鏡
を
駆
使
し
た

解
剖
学
）に
分
化
し
、ミ
ク
ロ
解
剖
学
に
重
点

が
お
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

２
．経
絡
否
定
論

　
１
９
５
２
年
に
米
山
博
久
氏
が
発
表
し
た

「
経
絡
否
定
論
」は
、鍼
術
の
基
本
概
念
と
し
て

の
経
絡
の
存
在
を
否
定
し
た
た
め
に
激
し
い

論
争
を
巻
き
起
こ
し
た
。経
絡
の
存
在
を
当
然

の
前
提
と
し
、そ
の
上
に
治
療
体
系
を
作
る
の

か
、あ
る
い
は
全
く
経
絡
と
い
う
も
の
を
考
え

ず
に
鍼
術
を
考
え
る
の
か
。「
経
絡
」と
い
う
、

永
き
に
わ
た
っ
て
鍼
術
の
根
幹
を
支
え
て
き

た
基
礎
的
な
考
え
の
評
価
を
め
ぐ
る
議
論
は

い
ま
だ
に
明
確
な
決
着
を
み
て
い
な
い
。

　
刺
鍼
し
た
と
き
に
、電
気
が
走
る
よ
う
な

響
き
は
鍼
術
を
経
験
し
た
者
な
ら
誰
で
も

よ
く
知
っ
て
い
る
。こ
の
現
象
の
観
察
な
く

し
て
経
絡
と
い
う
着
想
は
生
ま
れ
な
か
っ
た

と
思
わ
れ
る
。「
経
穴
」と
い
う
点（
ポ
イ
ン

ト
）は
痛
み
に
苦
し
ん
だ
古
代
の
人
で
も
、今

の
私
た
ち
で
も
同
様
に
認
識
で
き
る
。し
か

し
、各
点
を
ど
の
よ
う
に
結
び
つ
け
る
か
は
、

そ
の
国
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
い
る
。

　
古
代
の
中
国
で
も
現
代
で
も
人
体
が
格

別
に
変
わ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、神
経
構
造

も
変
わ
っ
た
わ
け
で
も
な
い
。し
か
し
、こ
れ

を
観
察
す
る
手
段
と
人
体
に
対
す
る
考
え

は
格
段
に
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
。古
代
の
中
国

で
は
、鍼
の
独
特
の
響
き
か
ら
人
間
の
末
梢

神
経
を
デ
ッ
サ
ン
す
る
の
に「
経
絡
」と
い
う

形
を
用
い
た
。（
神
経
と
経
絡
図
）

　
経
絡
否
定
論
は
西
洋
医
学
的
観
点
か
ら

古
代
人
の
デ
ッ
サ
ン
を
大
胆
に
否
定
し
た
。

鍼
術
の
科
学
化
の
必
要
性
と
い
う
当
時
の
状

況
か
ら
す
れ
ば
や
む
を
え
な
い
こ
と
で
あ
っ

た
か
も
し
れ
な
い
。た
だ
古
代
人
が
描
い
た

デ
ッ
サ
ン
を
後
世
の
医
学
理
論
で
否
定
す
る

の
は
古
代
人
に
酷
で
あ
ろ
う
。

３
．鍼
の
治
効
理
論

　
最
初
の
こ
ろ
筆
者
は
鍼
の
治
効
原
理
は
、

神
経
の
切
断
と
そ
の
再
生（
ウ
ォ
ー
ラ
ー
変

性
）が
そ
の
基
本
と
考
え
て
い
た
。と
こ
ろ
が

新
潟
大
学
の
解
剖
学
教
室
で
神
経
線
維
を

包
ん
で
い
る
結
合
組
織
は
強
靱
な
も
の
で
あ

り
鍼
灸
の
鍼
で
は
と
て
も
切
断
で
き
な
い
こ

と
を
知
っ
て
か
ら
は
、鍼
は
単
に
末
梢
神
経

線
維
を
刺
激
す
る
こ
と
に
意
味
が
あ
る
と

考
え
を
変
え
た
。

　
ま
た
末
梢
神
経
で
も
副
交
感
神
経
の
中

の
迷
走
神
経
が
そ
の
複
雑
な
走
り
方
か
ら

し
て
経
絡
の
原
型
で
あ
る
よ
う
に
思
え
た
。

し
か
し
神
経
線
維
に
も
知
覚
神
経
・
自
律
神

経
・
運
動
神
経
が
あ
り
、痛
み
や
し
び
れ
そ

し
て
マ
ヒ
に
も
鍼
術
が
奏
功
す
る
こ
と
を
考

え
る
と
末
梢
神
経
す
べ
て
が
鍼
術
の
対
象
な

の
だ
と
考
え
を
改
め
た
。

　
鍼
術
の
す
ぐ
れ
て
い
る
点
は
、直
接
に

末
梢
神
経
を
苦
痛
な
く
そ
し
て
物
理
的
に

刺
激
で
き
る
と
い
う
点
に
あ
る
。こ
の
点

で
鍼
の
施
術
は
高
度
に
発
達
し
た
現
代
医

学
の
方
法
に
比
べ
て
も
遜
色
が
な
い
。そ
の

た
め
に
他
の
施
術
法
に
比
べ
て
長
い
年
月

を
生
き
延
び
て
き
た
の
で
あ
る
。鍼
が
細

い
こ
と
に
よ
り
、人
体
の
痛
点
の
配
列
を

考
え
れ
ば
最
も
苦
痛
の
少
な
い
施
術
点
を

選
択
で
き
る
と
い
う
利
点
が
あ
る
。物
理

的
に
刺
激
す
る
と
い
う
こ
と
は
神
経
線
維

の
興
奮
状
態
を
人
為
的
に
変
動
さ
せ
る

（
レ
ー
ザ
ー
鍼
に
よ
る
施
術
や
神
経
線
維
に

鍼
を
あ
て
な
い
施
術
に
は
限
界
が
あ
る
で

あ
ろ
う
）。し
か
し
、ど
ん
な
に
す
ぐ
れ
た

名
人
で
も
自
分
が
思
っ
た
よ
う
に
神
経
線
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維
の
興
奮
状
態
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
。鍼
術
の
後
、か
え
っ
て
痛

み
が
増
し
た
と
い
う
状
態
は
起
こ
り
う

る
。神
経
線
維
の
興
奮
状
態
を
人
為
的
に

変
動
さ
せ
る
こ
と
が
鍼
術
の
目
的
な
の
で

あ
る
か
ら
そ
れ
は
仕
方
の
な
い
こ
と
で
は

あ
る
。

４
．鍼
灸
の
適
応
と
限
界

　
末
梢
神
経
を
持
つ
生
物
で
あ
る
な
ら
ば

鍼
に
よ
る
施
術
は
可
能
で
あ
る
。犬
で
も

猫
で
も
馬
で
も
鍼
施
術
は
人
と
同
様
の
効

果
が
あ
る
。末
梢
神
経
の
人
為
的
な
変
動

を
鍼
術
の
持
つ
す
ぐ
れ
た
力
と
考
え
る
こ

と
は
、鍼
術
が
ど
こ
ま
で
可
能
な
力
を
持
っ

て
い
る
か
と
同
時
に
そ
の
限
界
を
示
す
こ

と
で
も
あ
る
。

　
病
気
の
名
前
は
そ
の
社
会
に
合
わ
せ
て

変
化
す
る
。特
に
昨
今
の
症
候
名
は
疾
患

を
最
初
に
報
告
し
た
人
名
が
付
け
ら
れ
て

い
て
、症
候
名
か
ら
そ
の
疾
患
を
考
え
る

こ
と
が
で
き
な
い
。パ
ー
キ
ン
ソ
ン
は
ナ
ポ

レ
オ
ン
時
代
の
イ
ギ
リ
ス
の
医
師
の
名
前

で
、ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
は
第
一
次
世
界
大
戦

の
頃
の
ド
イ
ツ
の
医
師
で
あ
る
。

　「
末
梢
神
経
」と
い
う
視
点
か
ら
鍼
灸
の

適
応
と
限
界
の
問
題
を
考
え
る
方
が
、病

名
か
ら
考
え
る
よ
り
も
鍼
灸
の
適
応
と
限

界
を
正
確
に
判
断
で
き
る
の
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
る
。

き
の
き
み
ま
ろ
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う
に
神
経
線

文 ●関 忠雄 最終回

「鍼灸」は　　  「効果」があるのか？
？？ ？

？

？

？

？な
ぜ

経絡および鍼術

1949年　長野県生まれ
1973年　中央大学法学部卒業
1978年　早稲田鍼灸専門学校卒業

倉島宗二師に師事　臨床鍼灸学を研修
関鍼灸治療室を開設

2003年　新潟大学医学部第一解剖学教室で末梢
神経（自律神経:迷走神経）解剖を研修
研究題目｢迷走神経と経絡との解剖学的
相関について｣

2005年　佐野動物病院にて獣医学を研修
2006年　名古屋市れもん鍼灸接骨院院長
2013年　アルゼンチン（F・バレイラ）鍼灸院院長
2016年　アルゼンチン、ドイツ、日本（名古屋市）に

レモンバーム・アカデミー開設
2018年　アルゼンチンから帰国

関  忠雄
Seki Tadao

維
の
興
奮
状
態
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
。鍼
術
の
後
、か
え
っ
て
痛

み
が
増
し
た
と
い
う
状
態
は
起
こ
り
う

る
。神
経
線
維
の
興
奮
状
態
を
人
為
的
に

変
動
さ
せ
る
こ
と
が
鍼
術
の
目
的
な
の
で

あ
る
か
ら
そ
れ
は
仕
方
の
な
い
こ
と
で
は

あ
る
。

４
．鍼
灸
の
適
応
と
限
界

　
末
梢
神
経
を
持
つ
生
物
で
あ
る
な
ら
ば

鍼
に
よ
る
施
術
は
可
能
で
あ
る
。犬
で
も

猫
で
も
馬
で
も
鍼
施
術
は
人
と
同
様
の
効

果
が
あ
る
。末
梢
神
経
の
人
為
的
な
変
動

を
鍼
術
の
持
つ
す
ぐ
れ
た
力
と
考
え
る
こ

と
は
、鍼
術
が
ど
こ
ま
で
可
能
な
力
を
持
っ

て
い
る
か
と
同
時
に
そ
の
限
界
を
示
す
こ

と
で
も
あ
る
。

　
病
気
の
名
前
は
そ
の
社
会
に
合
わ
せ
て

変
化
す
る
。特
に
昨
今
の
症
候
名
は
疾
患

を
最
初
に
報
告
し
た
人
名
が
付
け
ら
れ
て

い
て
、症
候
名
か
ら
そ
の
疾
患
を
考
え
る

こ
と
が
で
き
な
い
。パ
ー
キ
ン
ソ
ン
は
ナ
ポ

レ
オ
ン
時
代
の
イ
ギ
リ
ス
の
医
師
の
名
前

で
、ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
は
第
一
次
世
界
大
戦

の
頃
の
ド
イ
ツ
の
医
師
で
あ
る
。

　「
末
梢
神
経
」と
い
う
視
点
か
ら
鍼
灸
の

適
応
と
限
界
の
問
題
を
考
え
る
方
が
、病

名
か
ら
考
え
る
よ
り
も
鍼
灸
の
適
応
と
限

界
を
正
確
に
判
断
で
き
る
の
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
る
。

き
の
き
み
ま
ろ
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