
貴
重
書
紹
介 

―

傷
し
ょ
う

寒
論

か
ん
ろ
ん

― 
傷
寒
論
は
中
国
・
後
漢

ご

か

ん

で

3

世
紀
初
め
に 

張

仲

景

ち
ょ
う
ち
ゅ
う
け
い

に
よ
っ
て
記
さ
れ
た
医
術
の
書
で
す
。
傷

寒
と
は
「
寒
に
触
れ
て
冒
さ
れ
る
も
の
」
を
言
い
、

主
に
高
熱
を
伴
う
病
の
こ
と
で
、
疫
病
も
こ
れ
に
当

て
は
ま
り
ま
す
。 

張
仲
景
は
、
傷
寒
に
よ
り
多
く
の
親
戚
縁
者
を
亡

く
し
、
こ
れ
を
大
変
い
た
ま
し
く
思
い
ま
し
た
。
病

気
の
原
因
や
診
察
に
つ
い
て
な
ど
、
過
去
の
も
の
も

含
め
て
記
録
す
る
こ
と
で
、
今
、
病
に
苦
し
む
人
を

救
う
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
先
の
研
究
に
も
役
立
つ
こ

と
を
願
っ
て
本
書
を
ま
と
め
た
の
で
す
。 

張
仲
景
の
死
後
、
西
晋

せ
い
し
ん

の
王
叔
和

お
う
し
ゅ
く
わ

に
よ
っ
て
編
集

復
刻
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
日
本
に
伝
わ
り
、
江
戸

の
儒
医
・
香
川
修
徳
の
手
を
経
た
1

冊
が
、
本
学

図
書
館
の
特
別
書
庫
で
大
切
に
保
管
さ
れ
て
い
ま 

す
。
現
物
は
線
装

せ
ん
そ
う

本
で
、
文
字
の
書
か
れ
た
面
を
外

側
に
2

つ
に
折
り
重
ね
て
、
折
り
目
の
反
対
側
が

糸
で
綴
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。 

内
容
は
、
東
洋
医
学
の
診
察
法
で
あ
る
「
脈
診
」

に
つ
い
て
の
話
題
か
ら
始
ま
り
、「
三
陰
三
陽
」
の
病 

態
に
つ
い
て
と
続
い
て

い
き
ま
す
。
三
陰
三
陽

と
は
、
病
気
の
進
行
過

程
を

6

段
階
に
分
け

た
も
の
で
、
現
代
の
漢

方
医
学
で
は
六
経
分
類

と
も
呼
ば
れ
ま
す
（
図

参
照
）
。
文
中
で
は
、
そ

れ
ぞ
れ
の
病
期
や
症
状

の
進
行
状
況
に
合
わ
せ

た
処
置
・
処
方
が
挙
げ

ら
れ
て
い
ま
す
。 

「
脈
四
損
、
三
日
死
…
」（
四
損
と
い
う
脈
が
現
れ

る
と
3

日
で
死
ぬ
）
、
「
風
家
表
解
、
不
了
了
者
十

二
日
兪
」
（
風
邪
が
表
向
き
よ
く
な
っ
た
が
は
っ
き 

[主な参考図書] 

参考図書は図書館に所蔵している本ばかり

です。是非 OPAC で検索してみてください。 

 

・宗田一著『図説・日本医療文化史』（思

文閣出版, 1989） 

・内海孝著『感染症の近代史』（日本史リ

ブレット ; 96, 山川出版社, 2016)  

・ロバート キャンベル編著『日本古典と

感染症』（KADOKAWA, 2021） 

・小路田泰直編著『疫病と日本史 : 「コロ

ナ禍」のなかから』(敬文舎, 2020) 

・立川昭二著『近世病草紙 : 江戸時代の

病気と医療』(平凡社選書 ; 63, 平凡社, 

1979） 

・斎藤月岑著 ; 金子光晴校訂『武江年表

増訂』(東洋文庫 ; 116, 平凡社, 1968) 

・フランク・M・スノーデン著 ; 桃井緑美

子, 塩原通緒訳『黒死病・ナポレオン戦

争・顕微鏡』（疫病の世界史 ; 上, 明石

書店, 2021） 

・W.H.マクニール著 ; 佐々木昭夫訳『疫

病と世界史』(新潮社, 1985) 

・龍野一雄著『和訓・口語訳傷寒論』（漢

方医学大系 ; 13, 雄渾社, 1978） 

り
し
な
い
の
は
12

日
で
治
る
）
な
ど
、
そ
の
内
容

は
か
な
り
具
体
的
で
す
。
ま
た
、「
太
陽
病
、
項
背
強

几
几
、
無
汗
、
悪
風
、
葛
根
湯
主
之
…
」（
太
陽
病
で

首
や
背
中
が
こ
ち
こ
ち
に
凝
り
、
汗
が
出
な
い
場
合

は
葛
根
湯
が
こ
れ
を
治
す
）
と
症
状
に
対
す
る
処
方

薬
を
記
述
。
薬
に
つ
い
て
は
、
服
用
方
法
だ
け
で
な

く
分
量
や
レ
シ
ピ
ま
で
あ
り
、
す
ぐ
に
で
も
看
病
を

始
め
ら
れ
そ
う
な
実
践
的
な
内
容
と
な
っ
て
い
ま

す
。
こ
れ
は
、
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
よ
り
患
者
が
爆
発

的
に
増
え
た
際
に
治
療
マ
ニ
ュ
ア
ル
と
な
る
よ
う

配
慮
さ
れ
た
た
め
、
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。 

文
中
に
は
、
症
状
の
深
刻
さ
を
鬼
に
例
え
た
表
現

が
い
く
つ
か
あ
り
ま
す
が
、
神
や
鬼
が
病
を
引
き
起

こ
し
た
と
い
っ
た
表
現
は
あ
り
ま
せ
ん
。
原
因
不
明

の
疫
病
に
対
し
、
神
仏
頼
み
が
中
心
だ
っ
た
時
代

に
、
本
書
が
あ
く
ま
で
「
治
療
」
を
目
的
と
し
た
書

だ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。 

た
だ
、
男
女
の
交
わ
り
の
後
に
発
症
す
る
陰
陽
易

と
い
う
病
に
は
、
異
性
の
下
着
を
焼
い
て
灰
に
し
た

も
の
を
一
日
3

回
服
用
す
る
、
と
驚
く
べ
き
処
置

が
明
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
今
と
な
っ
て
は
、
ま
じ
な

い
や
呪
術
の
よ
う
に
思
え
ま
す
が
、
当
時
は
メ
デ
ィ

カ
ル
な
治
療
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
・
・
・
。 

と
も
あ
れ
、
現
代
の
漢
方
医
学
の
礎
と
し
て
今
で

も
読
み
継
が
れ
て
い
る
『
傷
寒
論
』
。
自
分
が
経
験
し

た
こ
と
の
あ
る
病
気
の
症
状
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う

な
進
行
を
た
ど
る
の
か
、
ど
ん
な
薬
が
処
方
さ
れ
た

の
か
な
ど
確
認
し
て
み
る
の
も
面
白
い
で
し
ょ
う
。

口
語
訳
や
解
説
書
も
多
数
出
版
さ
れ
て
い
ま
す
。
興

味
の
あ
る
方
は
、
ま
ず
は
そ
ち
ら
か
ら
読
ん
で
み
て

は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。 

編
集
後
記 

「
書
物
に
見
る 

疫
病
と
人
々
の
あ
ゆ
み
」
特
集
、
い
か

が
だ
っ
た
で
し
ょ
う
か
。
紙
面
の
都
合
上
入
れ
ら
れ
な
か
っ

た
の
で
す
が
、
日
本
で
恐
れ
ら
れ
て
い
た
疫
病
に
は
他
に
も

「
麻
疹
」
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
江
戸
時
代
さ
い
ご
に
流
行
し

た
文
久
2

年
（1

8
6

2

）
に
は
、
医
療
情
報
や
民
俗
的
な
知

識
も
伝
え
る
「
は
し 

か
絵
」
と
よ
ば
れ
る 

浮
世
絵
が
盛
ん
に
出 

版
さ
れ
ま
し
た
。
今 

号
に
関
す
る
展
示
で 

は
、
こ
の
「
は
し
か 

絵
」
も
展
示
し
ま
す
。 

[展示案内] 

国立科学博物館 特別展 

みなさんにとって「毒」とは何でしょうか？ 

自然界(動物、植物、菌類、鉱物)の毒や人工の

毒について、さまざまな角度から紹介する展覧

会が国立科学博物館で開催されています。 

標本や模型、動画、各分野のスペシャリストが

掘り下げて解説するパネルなどが、毒への興味

や理解を深めることができるよう構成されて見

応えたっぷり。進化している毒や日常にある毒

とのつき合い方についても考えることができる

展示です。 

ある生物にとっては毒であっても他の生物に

とってはそうでないものや、量や使い方によっ

ては毒よりも薬になったりするものもあり、毒

は常に危険なものとも言い切れません。疫病治

療の薬にもそんな側面があるでしょう。 

毒々しくもエンターテインメント感ある「毒」

展🍄ぜひ足を運んでみてください！ 

【会期】～2023 年 2 月 19 日（日）まで 

【会場】国立科学博物館（東京・上野公園） 

【入場料】2,000 円（一般・大学生） 

【所要時間（目安）】じっくり見てまわって 

3 時間くらいでした！ 
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[

コ
ラ
ム
②] 

近
代
日
本
文
学
に
描
か
れ
た
疫
病 

疫
病
に
対
す
る
不
安
や
恐
れ
は
、
歌

や
随
筆
、
小
説
な
ど
の
作
り
手
を
執
筆

へ
と
突
き
動
か
す
原
動
力
に
も
な
り
ま

し
た
。
近
代
で
も
多
く
の
作
家
た
ち
が

疫
病
を
大
事
な
素
材
と
し
て
書
き
残
し 

て
い
ま
す
。
夏
目
漱
石
『
吾
輩
は
猫
で 

あ
る
』
の
猫
の
主
人
・
苦
沙

く

し

ゃ

弥 み

先
生
は 

顔
に
痘
痕

あ

ば

た

の
あ
る
姿
と
し
て
描
写
さ 

れ
、
天
然
痘
の
痕
に
苦
悩
し
た
漱
石
自 

身
の
葛
藤
が
投
影
さ
れ
て
い
ま
す
。 

菊
池
寛
『
マ
ス
ク
』
は
約
100

年
前
の

ス
ペ
イ
ン
風
邪
蔓
延
中
に
執
筆
さ
れ
た

自
伝
的
な
短
編
小
説
で
、
マ
ス
ク
を
着

用
す
る
か
し
な
い
か
逡
巡
す
る
描
写

は
、
現
在
の
感
染
症
流
行
下
の
状
況
に

通
じ
る
も
の
が
あ
る
と
い
え
る
で
し
ょ

う
。 作

家
本
人
が
罹

か
か

っ
た
疫
病
や
、
身
の

周
り
の
疫
病
流
行
を
題
材
に
し
た
作
品

は
他
に
も
志
賀
直
哉
『
流
行
感
冒
』、
尾 

崎
紅
葉
『
青
葡
萄
』、
正
岡
子
規
『
病

牀

び
ょ
う
し
ょ
う 

六
尺

ろ
く
し
ゃ
く

』、
石
川
啄
木
『
一
握
の
砂
』
な
ど

多
数
あ
り
ま
す
。
明
治
か
ら
昭
和
の
時

代
を
生
き
た
文
学
作
家
が
、
疫
病
を
ど

の
よ
う
に
と
ら
え
表
現
し
た
の
か
、
当

時
の
人
々
が
疫
病
に
ど
う
対
処
し
た
か

を
知
ら
せ
て
く
れ
る
資
料
と
し
て
も
読

む
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

い
ず
れ
の
作
品
も
図
書
館
に
所
蔵
さ

れ
て
い
ま
す
。
Ｏ
Ｐ
Ａ
Ｃ
で
検
索
し
て

ぜ
ひ
手
に
取
っ
て
み
て
く
だ
さ
い
。 

流
行
す
る
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
を
引
き
起
こ

し
ま
し
た
。 

一
昨
年
か
ら
流
行
し
て
い
る
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
も
パ
ン
デ
ミ
ッ

ク
と
な
り
ま
し
た
。「
ア
マ
ビ
エ
」
な
る

妖
怪
が
話
題
に
な
り
、
絵
が
拡
散
さ
れ

る
と
い
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
ね
。 

医
学
が
進
歩
し
て
い
る
現
代
で
も
、

未
知
の
病
に
対
し
て
ま
じ
な
い
の
よ
う

な
こ
と
を
し
て
な
ん
と
か
気
持
ち
を
軽

く
し
よ
う
と
す
る
人
の
心
理
は
、
昔
と

変
わ
り
が
な
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

医
療
と
ま
じ
な
い
な
ど
は
対
立
す
る
も

の
で
は
な
く
、
共
存
し
補
完
す
る
関
係

と
も
い
え
る
で
し
ょ
う
か
。 

今
号
の
「
ぶ
ん
こ
」
で
は
、
こ
う
し
た

疫
病
と
人
々
の
あ
ゆ
み
に
つ
い
て
、
書

物
を
通
し
て
見
て
み
ま
す
。
日
本
編
で

は
、
日
本
で
と
く
に
恐
れ
ら
れ
て
い
た

疱
瘡
、
コ
レ
ラ
を
、
海
外
編
で
は
、
世
界

の
疫
病
史
の
主
役
と
も
い
え
る
ペ
ス
ト

を
取
り
上
げ
ま
す
。 

[

コ
ラ
ム
①] 

疫
病
と
祭 

東
京
の
夏
の
夜
空
を
彩
る
「
隅
田
川
花
火
大
会
」
は
、

実
は
疫
病
に
由
来
し
ま
す
。
享
保
17

年
（1

7
3

2

）、
大
飢

饉
と
疫
病
に
よ
り
多
く
の
死
者
が
出
た
た
め
、
将
軍
徳
川

吉
宗
は
慰
霊
と
悪
病
退
散
を
祈
っ
て
隅
田
川
で
水
神
祭

を
行
い
ま
し
た
。
翌
年
、
両
国
橋
周
辺
の
料
理
屋
が
花
火

を
あ
げ
た
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た
「
両
国
川
開
き
」
が
、
現

在
の
隅
田
川
花
火
大
会
の
起
源
と
さ
れ
て
い
ま
す
。 

京
都
の
「
祇
園
祭
」
も
疫
病
が
き
っ
か
け
で
誕
生
し
ま

し
た
。
詳
し
く
は
P2

の
疱
瘡
の
項
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。 

ま
た
、
神
奈
川
県
の
小
田
原
市
か
ら
静
岡
県
の
東
伊
豆 

に
か
け
て
広
く
伝
わ
る
民
俗
芸
能
「
鹿
島

か

し

ま

踊
お
ど
り

」
は
、
悪 

疫
追
放
を
始
原
と
す
る
踊
り
で
す
。
江
戸
時
代
に
刊
行
さ 

れ
た
『
本
朝
世
事
談
綺

ほ

ん

ち
ょ

う
せ

じ
だ

ん
き

』
に
は
、
疫
病
除 よ

け
の
た
め
に
常 

陸
国
（
現
在
の
茨
城
県
）
で
鹿
島
踊
が
始
ま
っ
た
こ
と
が

書
か
れ
て
い
ま
す
。 

こ
の
よ
う
に
、
祭
と
疫
病
と
は
密
接
に
関
係
し
て
い
ま

す
。
地
元
に
伝
わ
る
祭
や
好
き
な
お
祭
り
の
起
源
に
つ
い

て
、
調
べ
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。 
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特
集
「
書
物
に
見
る 

疫
病

え
き
び
ょ
う

と
人
々
の
あ
ゆ
み
」 

 

疫
病
は
、
江
戸
時
代
に
は
「
流
行
病

は
や
り
や
ま
い

」 

と
呼
ば
れ
、
今
日
に
お
け
る
「
伝
染
病
」 

「
感
染
症
」
と
い
う
意
味
で
す
。
昔
は 

疫
病

や
く
び
ょ
う

神
が
み

や
鬼
、
怨
霊
な
ど
に
よ
っ
て
疫 

病
が
流
行
す
る
と
考
え
ら
れ
、
村
に
入
っ

て
来
な
い
よ
う
に
し
め
縄
を
張
っ
た
り
、

よ
そ
か
ら
や
っ
て
き
た
疫
病
を
村
の
外 

へ
追
い
出
そ
う
と
藁
や
紙
の
人
形

ひ
と
が
た

を
川 

に
流
し
た
り
、
祀

ま
つ

っ
て
な
だ
め
よ
う
と
し 

た
り
し
て
き
ま
し
た
。 

歴
史
上
、
人
間
を
悩
ま
せ
恐
れ
さ
せ
て

き
た
疫
病
に
は
、
ペ
ス
ト
、
マ
ラ
リ
ア
、 

疱
瘡

ほ
う
そ
う

（
天
然
痘
）、
麻
疹

ま

し

ん

（
は
し
か
）、
コ

レ
ラ
、
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
、
結
核
、
発
疹

チ
フ
ス
、
腸
チ
フ
ス
、
赤
痢
、
梅
毒
な
ど

が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。 

多
く
は
風
土
病
（
一
定
の
地
域
で
持
続 

し
て
多
発
す
る
そ
の
地
方
特
有
の
病
気
） 

だ
っ
た
の
が
、
文
明
発
展
に
よ
る
人
口
の 

増
加
や
集
中
、
い
ろ
い
ろ
な
地
域
と
の
文 

化
交
流
に
よ
る
人
や
物
の
動
き
に
よ
っ

て
広
い
地
域
に
伝
播
し
、
世
界
規
模
で 

孟斎芳虎画『麻疹養生伝』 

「毒」 

タイトルの絵、★の画像は 

菊岡沾凉述『本朝世事談綺』 
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◆
コ
ロ
リ
と
死
に
至
る
コ
レ
ラ 

コ
レ
ラ
は
、
コ
レ
ラ
菌
で
汚
染
さ
れ
た
水

や
食
物
か
ら
感
染
す
る
経
口
感
染
症
で
す
。

も
と
も
と
は
イ
ン
ド
の
風
土
病
で
し
た
が
、

19

世
紀
に
入
っ
て
世
界
的
に
流
行
し
ま
し

た
。 日

本
で
初
め
て
コ
レ
ラ
が
発
生
し
た
の
は

文
政
5

年
（1

8
2

2

）、
西
日
本
を
中
心
に
流

行
し
ま
し
た
。
次
に
流
行
し
た
の
は
3

回
目

の
世
界
的
流
行
が
日
本
に
も
及
ん
だ
安
政

5

年
（1

8
5

8

）
で
し
た
。
長
崎
よ
り
上
陸
し

日
本
各
地
で
大
流
行
し
た
こ
の
「
安
政
コ
レ

ラ
」
は
、
安
政
大
地
震
後
の
江
戸
に
も
襲
い
か

か
り
ま
し
た
。 

発
症
す
る
と
2

～
3

日
で
死
に
至
る
こ

と
か
ら
「
即
死
病
」、「
三
日
コ
ロ
リ
」
な
ど
と

呼
ば
れ
、
感
染
の
速
さ
を
虎
に
、
恐
ろ
し
さ
を

狼
に
例
え
て
「
虎
狼
痢
」、「
虎
狼
狸
」
の
字
を

当
て
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。 

◆
「
黒
死
病
」
の
異
名
を
も
つ 

ペ
ス
ト 

「
疫
病
」
と
聞
い
て
多
く
の
人
が
思
い
浮

か
べ
る
病
と
し
て
、
ペ
ス
ト
が
挙
げ
ら
れ
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
こ
で
は
日
本

で
は
あ
ま
り
流
行
せ
ず
、
主
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

で
爆
発
的
に
流
行
し
た
ペ
ス
ト
に
つ
い
て
取

り
上
げ
ま
す
。
ペ
ス
ト
は
歴
史
上
三
度
の
パ

ン
デ
ミ
ッ
ク
を
生
ん
だ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す

が
、
中
で
も
有
名
な
の
は
、
そ
の
死
亡
率
の
高

さ
と
出
血
斑
に
よ
っ
て
皮
膚
が
黒
ず
ん
で
見

え
る
症
状
か
ら
「
黒
死
病
」
と
も
呼
ば
れ
、
14

世
紀
中
ご
ろ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
蔓
延
し
た
第
二

の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
で
す
。 

こ
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
は
、
14

世
紀
か
ら

18

世
紀
ま
で
断
続
的
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
土

で
猛
威
を
振
る
い
ま
し
た
が
、
そ
の
発
端
は

ク
リ
ミ
ア
半
島
の
港
湾
都
市
で
、
当
時
ジ
ェ

ノ
バ
の
植
民
都
市
で
あ
っ
た
カ
ッ
フ
ァ
（
現

在
の
フ
ェ
オ
ド
シ
ア
）
が
、1

3
4

6

年
に
モ
ン

ゴ
ル
軍
（
キ
プ
チ
ャ
ク
・
ハ
ン
国
）
に
攻
撃
さ

れ
た
こ
と
か
ら
始
ま
り
ま
し
た
。
こ
の
時
モ

ン
ゴ
ル
軍
内
で
ペ
ス
ト
が
流
行
し
、
瞬
く
間 

◆
ペ
ス
ト
と
文
学 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
が
拡
大
す

る
な
か
、
ア
ル
ベ
ー
ル
・
カ
ミ
ュ
の
『
ペ
ス
ト
』

が
注
目
さ
れ
、
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
っ
た
こ

と
は
記
憶
に
新
し
い
と
思
い
ま
す
。
カ
ミ
ュ

の
『
ペ
ス
ト
』
は
約
70

年
前
に
書
か
れ
た
架

空
の
ペ
ス
ト
流
行
を
題
材
に
し
た
小
説
で
す

が
、
中
世
か
ら
ペ
ス
ト
を
題
材
に
し
た
作
品

が
書
か
れ
て
い
ま
す
。 

例
え
ば
、
誰
も
が
知
る
『
ロ
ミ
オ
と
ジ
ュ
リ

エ
ッ
ト
』
の
悲
劇
に
も
ペ
ス
ト
が
か
か
わ
っ

て
い
ま
す
。
ジ
ュ
リ
エ
ッ
ト
は
、
仮
死
状
態
に

す
る
薬
を
使
っ
た
芝
居
を
企
て
ま
す
が
、
そ

の
企
て
を
知
ら
せ
る
手
紙
が
ロ
ミ
オ
に
届
か

ず
、
ジ
ュ
リ
エ
ッ
ト
が
死
ん
だ
と
誤
解
し
た

ロ
ミ
オ
は
、
彼
女
の
墓
の
前
で
自
殺
。
ジ
ュ
リ

エ
ッ
ト
も
ロ
ミ
オ
を
失
っ
た
悲
し
み
に
暮
れ

て
、
後
追
い
自
殺
と
い
う
結
末
と
な
っ
て
い

ま
す
。
こ
の
手
紙
が
届
か
な
か
っ
た
理
由
が
、

手
紙
を
運
ぶ
使
者
の
僧
が
途
中
で
ペ
ス
ト
患

者
と
遭
遇
し
、
そ
の
患
者
と
と
も
に
家
に
閉 

◆
恐
れ
ら
れ
て
い
た
疫
病
、
疱
瘡 

日
本
で
古
く
か
ら
度
々
流
行
し
た
疫
病
の

一
つ
に
「
疱
瘡
」（
天
然
痘
）
が
あ
り
ま
す
。

天
然
痘
ウ
イ
ル
ス
に
よ
り
皮
膚
に
病
変
が
現 

れ
る
発
疹

は
っ
し
ん

性
の
感
染
症
で
、
強
い
感
染
力
と 

高
い
致
死
率
を
持
つ
も
の
で
し
た
。
初
期
の

流
行
は
約
30

年
毎
で
し
た
が
、
江
戸
時
代
の

後
半
に
は
毎
年
の
よ
う
に
流
行
し
ま
し
た
。 

疱
瘡
の
流
行
に
つ
い
て
日
本
の
史
書
に
初

め
て
記
録
さ
れ
た
の
は
『
続
日
本
紀
』
の
天
平 

7

年
（7

3
5

）
の
項
で
す
。「
天
下

て

ん

か

豌
豆

わ

ん

ず

瘡
が
さ

ヲ 

患
テ
、
夭
死
ス
ル
者
多
シ
」
と
記
さ
れ
、
当
時 

の
日
本
の
全
人
口
の
1/3

～
1/4

が
犠
牲
に
な

っ
た
と
推
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
時
代
聖

武
天
皇
は
、
神
仏
の
力
を
借
り
て
祭
祀
や
祈

願
を
す
る
と
と
も
に
、
疫
病
に
罹
っ
た
人
び 

と
に
は
食
糧
や
薬
を
給
付
す
る
な
ど
実
質
的

な
施
策
も
行
い
ま
し
た
。
平
安
時
代
に
な
る

と
、
疫
病
の
流
行
は
無
実
の
罪
を
着
せ
ら
れ

亡
く
な
っ
た
霊
の
祟
り
に
よ
る
も
の
と
考
え 

ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
御
霊

ご
り
ょ
う

を
鎮

し
ず

め
災
厄
を 

祓
う
た
め
の
御
霊
会

ご

り

ょ
う

え

が
催
さ
れ
ま
し
た
。 

絢
爛

け
ん
ら
ん

な
山
鉾

や
ま
ほ
こ

巡
行
で
知
ら
れ
る
京
都
の
祇
園

祭
も
こ
の
御
霊
会
が
起
源
と
な
っ
て
い
ま

す
。 

◆
疱
瘡
除
け
の
ま
じ
な
い 

有
効
な
治
療
法
が
普
及
す
る
ま
で
、
市
井 

の
人
々
に
と
っ
て
の
疫
病
対
抗
策
は
神
仏
頼 

み
や
ま
じ
な
い
が
中
心
で
し
た
。
疱
瘡
神
（
疫

神
）
の
存
在
が
信
じ
ら
れ
、
疱
瘡
神
を
退
け
る

加
持
祈
祷
や
行
事
、
逆
に
歌
舞
な
ど
で
疱
瘡

神
を
も
て
な
す
祭
礼
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
疱

瘡
神
は
赤
色
を
嫌
う
も
し
く
は
好
む
と
い
わ

れ
、
赤
い
も
の
を
身
に
つ
け
る
と
疱
瘡
に
罹

ら
な
い
あ
る
い
は
罹
っ
て
も
軽
く
済
む
と
信

じ
ら
れ
ま
し
た
。
達
磨
や
赤
べ
こ
な
ど
の
郷

土
玩
具
に
名
残
が
見
ら
れ
ま
す
。 

ま
た
、
疫
病
除
け
の
利
益
を
持
つ
と
い
わ

れ
る
呪
符
が
日
本
各
地
に
分
布
し
、
そ
の
一 

つ
で
あ
る
「
孫

ま
ご

嫡
子

ぢ
ゃ
く
し

」
と
い
う
疱
瘡
除
け
の
守 

り
札
は
江
戸
時
代
の
多
く
の
記
録
に
記
さ 

れ
、
近
松
門
左
衛
門
『
傾
城

け
い
せ
い

反
魂

は
ん
ご
ん

香
こ
う

』
や
十
返 

舎
一
九
『
湯

ゆ
の

尾 お

峠
孫

と
う
げ
ま
ご

杓
子

し
ゃ
く
し

』
な
ど
の
文
学
作 

品
に
も
登
場
す
る
ほ
ど
有
名
な
も
の
で
し

た
。
人
び
と
は
疱
瘡
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
守

り
札
を
戸
口
に
貼
っ
た
り
、
守
り
袋
に
入
れ

て
持
ち
歩
い
た
り
し
ま
し
た
。
疫
病
除
け
と

し
て
頒
布
さ
れ
て
い
た
呪
符
を
、
厄
除
け
の

御
守
り
と
し
て
現
在
も
授
与
す
る
社
寺
も
あ

り
ま
す
。 

◆
人
々
の
恐
れ
と
希
望 

猛
威
を
振
る
っ
た
こ
の
病
に
対
し
、
人
々

は
病
魔
や
妖
怪
の
仕
業
だ
と
し
て
、
さ
ま
ざ

ま
な
邪
気
払
い
を
行
い
ま
す
。
鐘
や
太
鼓
を

た
た
く
、
神
輿
を
担
い
で
練
り
歩
く
、
軒
先
に

し
め
縄
や
提
灯
を
掛
け
る
、
節
分
の
よ
う
に

豆
を
ま
く
、
と
い
っ
た
お
祭
り
の
よ
う
な
騒 

ぎ
ぶ
り
が
『
武
江

ぶ

こ

う

年
表

ね
ん
ぴ
ょ
う

』（
江
戸
で
起
こ
っ
た

こ
と
に
つ
い
て
編
年
で
記
録
し
た
書
）
な
ど

当
時
の
記
録
か
ら
う
か
が
え
ま
す
。 

安
政
コ
レ
ラ
の
流
行
が
終
息
す
る
こ
ろ
、 

『
末
代

ま
つ
だ
い

噺

語

は
な
し
が
た
り

掃
寄

は
き
よ
せ

草
紙

そ

う

し

』
が
出
版
さ
れ
ま
し

た
。
コ
レ
ラ
流
行
時
の
戯
画
や
戯
作
な
ど
を

掃
き
寄
せ
集
め
た
本
で
、
疫
病
を
パ
ロ
デ
ィ

に
し
て
笑
い
飛
ば
し
て
し
ま
お
う
と
す
る
当

時
の
人
々
の
た
く
ま
し
さ
が
垣
間
見
ら
れ
ま 

◆
医
学
の
発
展
と
疱
瘡
の
根
絶 

疱
瘡
に
一
度
罹
る
と
二
度
と
罹
ら
な
い
事

実
は
古
く
か
ら
知
ら
れ
、1

7
9

6

年
イ
ギ
リ
ス

の
医
師
エ
ド
ワ
ー
ド
・
ジ
ェ
ン
ナ
ー
は
、
牛
痘

を
人
体
に
接
種
し
て
感
染
を
防
ぐ
牛
痘
種
痘

法
を
発
見
し
ま
し
た
。
こ
の
手
法
を
ラ
テ
ン

語
で
牛
を
意
味
す
るvacca

（
ワ
ッ
カ
）
か
ら

vaccin
atio

n

と
名
付
け
「
ワ
ク
チ
ン
」
の
語

源
と
な
り
ま
し
た
。
日
本
に
は
嘉
永
2

年

（1
8

4
9

）
に
も
た
ら
さ
れ
、
各
地
に
種
痘
施
設

が
設
置
さ
れ
予
防
接
種
が
行
わ
れ
ま
し
た
。 

神
田
に
開
設
さ
れ
た
種
痘
所
は
文
久
元
年 

（1
8

6
1

）
に
は
西
洋
医
学
所
と
改
称
さ
れ
ま 

し
た
。『
西
洋
医
學
所
種
痘
傅
票

で
ん
ぴ
ょ
う

』
は
、
種
痘 

後
身
体
に
生
じ
る
反
応
が
良
性
か
否
か
診
断

し
た
証
明
書
と
思
わ
れ
ま
す
。
西
洋
医
学
所

は
蘭
医
学
を
教
授
す
る
教
育
機
関
と
し
て
発

展
し
、
日
本
近
代
医
学
の
礎
と
な
り
、
現
在
は

東
京
大
学
医
学
部
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

そ
の
ほ
か
、1

6
6

5

年
か
ら1

6
6

6

年
に
か

け
て
ロ
ン
ド
ン
で
大
流
行
し
た
ペ
ス
ト
の
様

子
を
描
い
た
作
品
と
し
て
、『
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・

ク
ル
ー
ソ
ー
』
の
作
者
で
も
あ
る
ダ
ニ
エ
ル
・

デ
フ
ォ
ー
の
『
ペ
ス
ト
（
ペ
ス
ト
の
記
憶
）』

（
原
題
『A

 Jo
u

rn
al o

f th
e P

lag
u

e Y
ear

』

初
版1

7
7

2

年
）
も
有
名
で
す
。 

じ
込
め
ら
れ
、
足
止
め
を
食
ら
っ
て
し
ま
っ

た
か
ら
な
の
で
す
。 

も
う
一
つ
有
名
な
の
が
、13

4
8

年
フ
ィ
レ

ン
ツ
ェ
で
流
行
し
た
ペ
ス
ト
を
題
材
と
し
た

ジ
ョ
バ
ン
ニ
・
ボ
ッ
カ
チ
オ
の
『
デ
カ
メ
ロ

ン
』
で
す
。
ペ
ス
ト
の
流
行
す
る
フ
ィ
レ
ン

ツ
ェ
を
逃
れ
た
10

人
の
若
者
が
、
10

日
間

毎
日
1

人
1

話
ず
つ
話
す
と
い
う
形
を 

と
り
、
合
計
100

編
を
お
さ
め
た
短
編
物
語 

集
で
す
。
こ
の
作
品
は
短
編
物

語
集
で
は
あ
り
ま
す
が
、
実
際

に
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
で
流
行
し

た
ペ
ス
ト
の
様
子
を
目
撃
し

た
ボ
ッ
カ
チ
オ
は
そ
の
様
子

を
克
明
に
描
い
て
い
ま
す
。
専

修
大
学
図
書
館
で
は
、1

5
5

2

年
に
刊
行
さ
れ
た
古
版
本
を

所
蔵
し
て
い
ま
す
。 

◆
西
洋
医
学
の
広
ま
り 

安
政
コ
レ
ラ
の
と
き
、
オ
ラ
ン
ダ
軍
医
ポ

ン
ぺ
は
、
コ
レ
ラ
の
解
説
と
処
置
法
を
弟
子

の
松
本
良
順
に
口
述
筆
記
さ
せ
て
配
布
し
ま 

し
た
。
ま
た
、
医
師
・
緒
方
洪
菴

お
が
た
こ
う
あ
ん

は
西
洋
医
学 

書
の
コ
レ
ラ
に
関
す
る
部
分
を
翻
訳
し
、 

『
虎
狼
痢

こ

ろ

り

治 ち

準
じ
ゅ
ん

』
に
ま
と
め
ま
し
た
。 

ポ
ン
ぺ
は
安
政
4

年
（1

8
5

7

）
、
幕
府
が 

開
校
し
た
長
崎
の
医
学
校
に
招
聘

し
ょ
う
へ
い

さ
れ
ま

す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
体
系
的
な
基
礎
医
学
教 

明
治
期
に
種
痘
は
法
制
化
さ
れ
、
明
治
9 

年
（1

8
7

6

）
制
定
の
「
天
然
痘
予
防
規
則
」
以

降
、
半
ば
強
制
的
に
行
わ
れ
ま
し
た
。
日
本
で

の
感
染
者
は
昭
和
30

年
（1

9
5

5

）
が
最
後
と

な
り
、19

8
0

年
に
世
界
保
健
機
関
（
Ｗ
Ｈ
Ｏ
）

が
疱
瘡
（
天
然
痘
）
根
絶
を
宣
言
し
ま
し
た
。

 

海
外
編 

に
カ
ッ
フ
ァ
で
も
拡
大
、
ジ
ェ
ノ
バ
商
人
は

疫
病
か
ら
逃
れ
る
た
め
船
で
イ
タ
リ
ア
へ
と

逃
げ
出
し
た
の
で
し
た
。
こ
の
船
は
コ
ン
ス

タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
、
シ
チ
リ
ア
島
、
カ
タ
ー

ニ
ャ
（
イ
タ
リ
ア
本
土
）
を
経
て
ジ
ェ
ノ
バ
に

到
着
し
た
の
で
す
が
、
船
に
ペ
ス
ト
に
感
染

し
た
人
間
と
ネ
ズ
ミ
（
ペ
ス
ト
は
ネ
ズ
ミ
に

寄
生
す
る
ノ
ミ
を
介
し
て
人
間
に
感
染
）
が

乗
っ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
港
は
交
易
の
中
心

地
で
あ
っ
た
た
め
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
体
に
ペ

ス
ト
が
拡
散
し
た
の
で
す
。
こ
の
爆
発
的
流

行
は1

3
5

2

年
に
一
度
収
束
し
ま
し
た
が
、
そ

の
後
も
18

世
紀
ま
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
で

ほ
ぼ
10

年
ご
と
に
流
行
が
見
ら
れ
ま
し
た
。 

す
。
な
お
、
著
者
の
道
堕
と
は
仮
名
垣

か

な

が

き

魯
文

ろ

ぶ

ん

の

こ
と
で
す
。 

育
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
導
入
し
、
そ
の
中
に
は

衛
生
学
の
講
義
も
あ
り
ま
し
た
。
日
本
で
初

め
て
近
代
的
医
学
教
育
が
行
わ
れ
た
の
は
こ

の
と
き
で
す
。
文
久
元
年
（1

8
6

1

）
に
は
日
本

初
の
洋
式
病
院
を
建
設
し
ま
し
た
。 

な
お
、
コ
レ
ラ
の
原
因
が
解
明
さ
れ
た
の

は
、
細
菌
学
者
コ
ッ
ホ
が
コ
レ
ラ
菌
の
発
見

に
成
功
し
た1

8
8

3

年
の
こ
と
で
す
。 
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「Il Decamerone di M. Giovan 

Boccaccio,…」Appresso Vincenzo 

Valgrisio : Alla Bottega d'Erasmo; 

L'anno M.D.LII. [1552] A/973/B61 

種痘後身体に生じる反応が良性か

否か診断した証明書と思われる

『西洋医學所種痘傅票』 

[醫學所], [文久 3 (1863)] 

A/493/Se19 

十返舍一九著、哥川國貞画 

『仇 討
かたきうち

湯尾峠孫杓子』 

山本平吉, 文政 2 [1819] 

/000/Z00/M2047 

 

通つ

神
か
み

鳥
ど
り 

 

道堕[作] ; 道化狂画『末代噺語掃寄草紙』 

高麗氏, 安政 5 [1858]  

/000/Z00/M3121.1-3 より 

コ
レ
ラ
に
よ
っ
て
儲
け
を
つ
か
み
取
っ 

た
も
の
（
僧
侶
、
神
社
、
葬
礼
道
具
、 

薬
な
ど
）
を
組
み
あ
わ
せ
て
創
作
さ
れ 

た
鳥
の
絵
。
鳴
き
声
は
「
ど
く
け
つ
こ 

う
（
毒
結
構
）
」。
も
と
は
一
枚
摺
の
か 

わ
ら
版
と
し
て
発
行
さ
れ
た
も
の
。 

 


