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日
中
間
の
牛
痘
種
痘
法
普
及
の
差
に
つ
い
て

田
崎
哲
郎

現

在

天

然

痘

は

地

球

上

か

ら

な

く

な

っ
た
が

、
種

痘

が
行

な

わ
れ

る
ま

で

は
、
羅

病

者

の
二
五

パ
ー

セ

ン
ト
が
通

常

は
死

亡

し
、
最

も
厳

し

い
時

は

四
〇

パ
ー

セ

ン

ト
が
亡

く
な

る
恐

し

い
病
気

で
あ

り
、

中

国

で
は

「生
了

核

子
口
企

半
、

出
了

天
花

才

算
全

」

と

い
う
俗
言

が
あ

る

ほ

ど

で
あ

る

(張
慰

豊

他

『医

薬
史

話
』
)
。
種

痘

と

い
う

と
き

人

々
が

連
想

す

る

の
は
、

エ
ド

ワ
ー
ド

・
ジ

ェ

ン
ナ
ー

に

よ

る
牛
痘

種

痘
法

(牛

痘
法

)

で
あ

る
。

牛
痘

法

の
受

け

入
れ

方

に
中

国

と
日
本

で

は
違

い
が
あ

り
、

そ

の
点

を

吟
味

し
、

考

え

て
み
た

い
。

ジ

ェ
ン
ナ
ー

が
イ

ギ
リ

ス
の

バ
ー
ク

レ
ー

で
牛

痘

法

を
発

見
し

た

の

は

一
七

九

六
年

、
学

界

に
発
表

し

た

の
は

一
七

九

八
年

だ

っ
た
。

バ
ー

ク

レ
ー

は
ブ

リ

ス
ト

ル
か

ら
北

ヘ
バ

ス
で

一
時

間
余

の

イ

ン
グ

ラ

ン
ド

の
田
舎

町
、

現
在

過
疎

化

が
進

ん

で

い
る
が
、

ジ

ェ
ン
ナ
ー

の

博

物
館

が

あ
り
、

イ

ー

ス
タ
ー
後

に
開

館

し

て

い
る
。

モ
ー

ス

『
イ
ギ

リ

ス
東

印

度
会

社
対

華
貿

易
編

年
史

』

に

よ
る

と

一
八
〇

三
年

イ

ン
ド

の
ボ

ン

ベ
イ

で

牛

痘
法

に
成

功

し
た

の

で
、

中

国

へ
の

導

入

が

は
か
ら

れ
、
広

東

へ
痘

苗

が
送

ら
れ

た
が

う
ま

く

い
か
な

か

っ
た

と

い

う
。
そ

の
後

一
八
〇
五

年

(嘉
慶

一
〇
)

五
月

、
ポ

ル
ト

ガ

ル
船

エ
ス
ペ

ラ

ン
ザ

号

で

マ

ニ
ラ

か
ら
湊

門

に
痘

苗

が

運
ぼ

れ
、

東

印
度

関

係

者

が
接

種

を

行

い
、

そ

の
た

め

の
手

引
書

を
作

製

し
た

。

そ

の
本

が

『
暎

哨

咽
国

新

出

種

痘

奇

書

』

で
あ
る
。

こ
れ

は
中

国
中

医
研

究

院

図

書
館

『
全

国

中
醤

圖
書

館

聯

合

目

録

』

に
は
見

え
な

い
の
で
、
中

国

で
は
ま

だ

見
出

さ

れ

て
な

い
よ
う

だ
。

し

か

し
イ

ギ

リ

ス

の
大

英

図

書

館

に

は

二
冊

あ

り

、
筆
者

は

「『
暎

暗
剛

国
新

出
種
痘

奇

書

』

に

つ

い
て
」

(
『論

集

日
本

の
洋

学

11
』
収

)
で
紹

介

し
た

こ
と

が
あ

る
。

中

国
人

の
手

に
な
る
最

初

の
牛
痘

法
関

係
書

は
襖
門

の
邸

浩
川

に
よ

る

『
引
痘

略

』

で
、

一
八

一
七

年

(嘉

慶

二

二
)

の
刊

で
あ

る
。
前

記

目
録

は
初
版

本

が

二
冊

あ

る
と
し

て

い
る
が

、
中

国
中

医

研

究
院

図
書

館

の
も

の
は
初

版

の
表

紙

を
利

用

し
た
後

刻
本

だ

っ
た

の

で
、

長

春

中

医
学

院
図

書
館

本

も
疑

わ
し

い
の

で
は
と
思

っ
て

い
る
。
陳

朝

暉
、
鄭

洪

「嶺
南

医
家

邸

嬉
与
牛

痘

術
」
(『
中
華

医

史
雑

誌
』

一
九

九
九

年

七
月

)

な
ど
も

初
版

本

を
見

た
形
跡

は
な

い
。

日
本

に
牛
痘

法

の
痘

苗

(
こ
の
場
合

は
か

さ
ぶ
た

)

が
伝

わ
り
、

接
種

に
成

功

す

る

の
は

一
八

四
九

年

(嘉

永

二
)

の

こ
と

で
あ
り
、

ジ

ャ

ワ

の
バ
タ

ビ

ア

か
ら

の
渡
来

だ

っ
た
。

こ

の
痘

苗

は
当

時

の
蘭

館
医

の
名

に
ち

な
ん

で
、

モ
ー

ニ

ッ
ケ
苗

と
呼
ば

れ

て

い
る
。

日
本

は

中

国

に

四
四
年

遅

れ

て

い
た
。

あ

ま
り
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渡
来

が
遅

い

の
で
中

国

か

ら
導

入

し

よ

う

と
す

る
運
動

が
越

前

藩

か
ら
幕
府

に

あ

っ
た
。

接
種

に
成

功

す

る
と
そ

の
年

の
中

に
、

京
都

・
大
坂

・
名
古

屋

・
江

戸

な
ど

で
伝

わ

り
、

さ
ら

に
そ

の
他

へ

も
拡

が

っ
て

い
き

、
十

年
程

で
全

国

の

農
村

に
も
普

及

し
た

と
考

え
ら
れ

る
。

一
八
五

八
年

(安

政
五

)

に
長
崎

の
蘭

館
医

ポ

ン
ペ
が
著

わ

し
た
種
痘

書

の
翻

訳

が
七
種

あ

る

こ
と

か
ら
、

同
書

が
標

準

的

な

も

の
と

し

て
認

識

さ

れ

て

お

り
、

こ

の
頃

が

一
般

化

し
た
時

期

で

は

な

か

っ
た

ろ
う

か
。

と

こ
ろ

で
中

国

で
は
ど

う
だ

っ
た
だ

ろ
う
か
。

中

国

で
は

日
本

に
比

べ
、

具

体
的

な
事

例

を
実
証

的

に
検
討

す

る
研

究

が
乏

し

い
よ
う

に
思

わ

れ
る
。
現

在

中

国

で
牛

痘
法

が
急

速

に
拡

が

っ
た
と

い

っ
て

い
る
人

は
多

く

な

い
よ
う

で
あ

る
が
、
そ

の

一
人

に

『医

薬
臨

証
集
成

』

の
著

者
楊

家
茂

氏

が
あ

る
。

同
著
中

の

「牛
痘

初
伝

我

国
史

略
及

其
意
義

」

で
、

「牛

痘

術
在

我

国
得

到

了

根
快

的

普

及

与

発

展
、

引

起

了

不
少

国

家

的
注

視

」

と
述

べ

て

い
る
。

そ
れ

を
論
証

す

る
牛

痘

書

や
医
家

の

一
覧
表

で

は
、

日
本

の

明

治
維
新

の

一
八
六

八
年

ま

で
に
本

は

十

四
種

、
医

家

三
人

を
挙

げ

て

い
る
。

著

者

や
医
家

に

は

は
じ

め
広
東

、

つ
い

で
福
建

、
湖

南

の
人

が

で

て
く

る
。

こ

れ

を

み

る

と

「根

快

的

普

及
与

発

展
」

と

い
う

に

は
遠

く
、
広

東

か
ら
次

第

に

拡

が

っ
た
と

見

る

べ
き

で
あ

ろ
う
。
中

国

は
広
大

な

地
域

の
国

で
あ

る
こ
と
を

感

じ
さ

せ
ら

れ

る
。

『
暎

晧
咽
国

新
出

種
痘

奇

書
』
初
版

の

部
数

は
そ
う
多

く

は

な
か

っ
た

だ
ろ
う

し

、
再
版

本

は
現
在

オ

ッ
ク

ス
フ

ォ
ー

ド

の
ボ

ー
ド

レ
イ

ア

ン
ラ

イ
ブ

ラ
リ
ー

に
あ

る

一
八

五
八
年

の
香
港

版

が
あ

る

の
み
な

の

で
、

中

国

で
広

く
拡

が

っ
た

と

は

い
え
な

い
。
『引

痘
略

』
は

『引

痘

方
書

』
、

『
引
痘

新
書

』
、

『
引
痘

新
法

全

書
』

な
ど

と

し

て
、

増
補

し
た
り

し

て

版

を
重
ね

、
前

引

目
録

に

よ
る
と
中

国

版
六

一
種

が
あ

り
、

一
九

一
六

年
ま

で

の
百

年

間

に

五

〇

種

が
知

ら

れ

る

の

で
、
こ
の
段

階

ま

で
有

用

で
あ

り
、
牛
痘

法

が
段

々

に
拡

が

っ
て

い

っ
た

こ
と
を

示

し

て
い

る

の
で
は
な

い
だ

ろ
う

か
。

中

国

で
牛
痘

法

が
急
速

に
拡

が

ら
な

か

っ
た

こ
と

に

つ
い
て
、
人
痘

法

と

の

関
連

で
意

見

が
だ

さ
れ

て

い
る
。
中

国

で
は
早
く

か

ら
天
然

痘
患
者

の
衣
服

を

着

せ

た
り

、

か
さ

ぶ
た

や
膿

な

ど

を
鼻

孔

に
入
れ

て
人
為

的

に
天
然

痘

に
軽

く

感

染

さ
せ

て
免
疫

を

え

さ
せ

る
人
痘

種

痘

法

(人
痘

法
)

が

あ

る
。

そ

の
起

源

に

つ
い
て
は
諸
説

が

あ

る
が
、
中

国

の

科

学
史

に
精

し

い
ジ

ョ
セ

ブ

・
ニ
ー
ダ

ム
は

一
四
五

〇
年

頃

に
始

ま

っ
た
と

み

て

い
る

(
「火
薬

と

牛
痘

に
み

る
東

西

の

交

流
」
『
月
刊

N

I
R

A
』

一
九
八

一
年

一
二
月

)
。
そ
れ

は
西

へ
伝

わ
り
、
ト

ル

コ
で
腕

に
接
種

す

る
腕

手
法

に
改

良

さ

れ

た
。

そ

の
方

法

は

一
七

二
〇
年

頃

イ

ギ

リ

ス
に
紹
介

さ

れ
、

そ
れ

を

め
ぐ

り

論
議

が

み
ら

れ
た

(小

田
泰

子

『種

痘

法

に
見

る
医

の
論

理
』
)
。

ジ

ェ
ン
ナ

ー

の
牛

痘
法

は
人

痘
法

の
方

法

を
利

用

し

た

も

の
だ

っ
た

。
中

国

の
人
痘

法

で

は

健

康

な

人

の
天

然

痘

を

利

用

す

る

な
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ど

、
工
夫

が
重

ね
ら

れ
、
次

第

に
安
全

度

が
高

く

な
り

つ

つ
あ

っ
た

。
人
痘

法

が
安

全
度

が
高

い
形

で
広

く

普
及

し

て

い
た

の
で

、
牛
痘

法

を
急

い
で
取

り
入

れ

る
必
要

は

な
か

っ
た

と

い
う

の
が
、

元
中

国
中

医

研
究
院

長
李

経

緯
氏

の
話

し

で
あ

っ
た
。
安

全
度

は
高

く
な

っ
て

も

、
本

当

に
天
然
痘

に
羅
患

す

る
も

の

が
あ

り
、
死

亡
者

が

ゼ

ロ
に
な

る
訳

で

は
な

く
、
危

険
度

は
残

っ
て
お
り

、

こ

の
点

が
牛
痘

法
と

は
決
定

的

に
違

う
と

こ
ろ

で
あ

っ
た
。

な

お
牛

痘

法

は
腕

に

傷

を

つ
け

て
接

種

す

る
腕

種
痘

に
よ

る

の

で
、

体

を
傷

つ
け

る

こ
と

を
非

と
す

る
儒
教

の
考

え

に
反
す

る

こ
と

も
普

及

を
妨
げ

た

か
と
思

わ
れ

る
。

ま

た
、
西

欧

で
行

な

わ
れ
た

人
痘
法

の
腕
種

法

は

中

国

に
ど

の
程
度

入

っ
た
だ

ろ

う
か
。

人

痘

法

は

日

本

へ
は

一
七

四

五

年

(延

享

二
)
に
李

仁
仙

に
よ

っ
て
長

崎

へ

伝

え

ら
れ

た

(宮
下

三
郎

「
『
李
仁

仙
種

痘

書

』

に

つ

い

て
」

『
漸

江

と

日

本
』

収
)
。
日
本

に
お

い
て
も

人
痘

法
実

施
状

況

の
具

体

的

研

究

は
充

分

で

は
な

い

が
、

九
州

の
秋
月
藩

の
緒
方
春

朔

の
こ

と

は
よ
く
言

及

さ
れ

る
し
、

大
村
藩

の

長

与
家

に
よ

る
種
痘

山

の
こ
と

は
よ

く

知

ら

れ

て

い
る

(長
与

専
斉

『
松

香
私

志

』
)
の
で
、
あ

る
程
度

行

な
わ
れ

た

と

い
え

よ
う

。
宮
下

氏

は
毎
年

数
千

人

は

接

種

し

て

い
た

と
み

て

い
る
。

日
本

で
牛

痘
法

が
急

速

に
伝
播

し

た

の
に
対

し

、
中
国

で
は
徐

々

に
し
か
拡

が

ら
な
か

っ
た
違

い
は
、

ど

の
よ
う

な

条

件

の
違

い
に
よ
る

の
か

、
も

う
少

し

検

討

し

て
み

る
必
要

が
あ

ろ
う
。

日
本

は
四

四
年

遅

れ

る
が
、

そ

の

こ

と

が
逆

に
幸

い
し

て
、

そ

の
間

に
蘭

方

医
学

を
学

ぶ
者

が
か

な
り

増
加

し
た

こ

と

が
注
目

さ
れ

る
。
彼

ら

は
都
市

部

や

藩

関
係

の
者

の
み

で
な
く

、
農

村

の
出

身

者

も
多

く
、
全

国

か

ら
各
地

の
蘭

学

塾

に
集
ま

っ
て
き

て

い
た

。
そ

れ

は

「草

葬

の
国
学

」

(伊

東
多

三
郎

)

に
対

し
、

「在
村

の
蘭

学

」
と
呼
ば

れ

る
ほ
ど

で
あ

る
。

そ

の
傾
向

に

つ
い
て

は
三
河
地

方

を
材

料

に
検
討

し

た
拙
著

『在

村

の
蘭

学
』

を
参

照

さ
れ

た

い
。

全

国

に
散

在

し

て

い
た

彼

ら

は
牛

痘

法

の
知

識

を

も

っ
て
お
り
、

出
身
地

に
帰

っ
て
診
療

に
従

い

つ
つ
、
痘

苗

の
渡
来

を
待

っ
て

い
た
。

モ
ー

ニ
ッ
ケ
苗

が
渡

っ
て
く

る

と
彼

ら

が
担

い
手
と

な

っ
て
、
牛

痘
法

は

た
ち

ま
ち
普

及

し
た
。

た
だ

し
、
全

国
各

地

と

い

っ
た

が
、
薩
摩

藩

に

は
在

村
蘭

方
医

は
少

な

い
よ

う

で
あ

る
。
前

提

と
な

る
農
村

や
在

郷
町

に

お
け

る
上

層
階

層

の
形
成

、

そ

の
中

か

ら

一
八

世

紀
後

半

に
在
村

の
漢

方
医

が
輩

出
す

る

と

い
う

条
件

が
弱

い
こ
と

に
よ

る
の

で

は
な

か
ろ

う
か
。
備

前
金

川

の
難
波

抱

節

は
子

供

が
天
然
痘

で
死

ぬ
と
親

は
諦

め
る

が
、
人
痘

法

で
死

ぬ
と

一
生
怨

ま

れ
る

と
述

べ

て

い
る

が
、
人
痘

法

の
危

険

の
認

識

が
、
牛

痘
法

に
向

わ

せ
た
と

こ
ろ

も
あ

っ
た

よ
う

だ
。
難

波

は
吉

益

南

涯

、
賀

川
蘭
斎

に
学

び
、

華
岡
青

洲

門

で
も
あ

っ
た
著

名

な
漢
方

医

だ

っ
た

が
、
『
引
痘
略

』
で
牛
痘

法

を
学

ん

で

い

た
。

『
暎
晧

痢
国

新
書

種
痘

奇
書

』

も
、

シ
ー

ボ

ル
ト
門

人
伊
藤

圭
介

に
よ

っ
て

一
八

四

一
年

(天
保

一
二
)

に

『
暎

暗
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剛
国
種
痘
奇
書
』
の
表
題
で
、
訓
点
な

ど
を
付
し
て
刊
行
さ
れ
た
。
本
来
漢
文

で
書
か
れ
て
い
た
こ
れ
ら
の
書
は
、
漢

方
医
に
も
読
ま
れ
て
い
た
。
難
波
は
新

暦
の
一
八
四
九
年
中
に
備
前
足
守
出
身

の
緒
方
洪
庵
か
ら
牛
痘
法
を
学
び
、
千

五
百
人
と
い
わ
れ
る
そ
の
門
下
の
中
、

そ
の
頃
以
後
に
在
塾
し
た
者
は
牛
痘
法

を
身
に
つ
け
て
い
た
。
三
河
山
間
部
の

津
具
村
の
山
崎
譲
平
は
そ
の
例
で
あ

る
。
牛
痘
法
は
漢
方
医
に
よ
っ
て
も
か

な
り
行
な
わ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
る
。

『医
宗
金
鑑
』
(
一
七
四
二
)
中
の
「幼

科
種
痘
心
法
要
旨
」
に
出
て
い
る
人
痘

法
の
方
法
が
中
国
で
普
及
し
つ
つ
あ
っ

た
こ
と
は
い
え
よ
う
が
、
広
く
農
村
ま

で
行
な
わ
れ
て
い
た
か
ど
う
か
は
分
か

ら
な
い
。
明
清
時
代
の
民
間
医
江
湖
郎

中
は
、
薬
店
に
い
る
坐
堂
、
個
人
開
業

の
懸
壷
の
他
、
農
村
を
巡
廻
す
る
走
方

医
、
鈴
医
な
ど
が
あ
っ
た
由
だ
が
、
彼

ら
に
よ
っ
て
農
村
ま
で
人
痘
法
が

一
般

化
し
て
い
た
と
い
え
る
の
だ
ろ
う
か
。

先
日
上
海
郊
外
の
嘉
定
の
孔
子
廟
を
訪

ね
た
が
、
同
地
方

に
郷
学
を
作

っ
た

人
々
の
頒
徳
碑
を
多
数
集
め
て
あ
っ

た
。
科
挙
の
合
格
数
を
誇

っ
て
い
る
同

地
方
で
は
、
科
挙
の
合
格
者
を
だ
し
て

い
る
点
か
ら
の
評
価
で
あ
る
よ
う
だ
。

科
挙
は
そ
の
受
験
準
備
の
大
変
さ
か
ら

そ
れ
に
応
募
し
う
る
人
は
限
定
さ
れ
た

が
、
立
て
前
と
し
て
は
広
く
開
か
れ
て

お
り
、
出
世
、
上
昇
指
向
が
認
め
ら
れ

て
い
た
。
上
昇
を
望
む
者
の
エ
ネ
ル

ギ
ー
は
科
挙
に
集
中
さ
れ
た
。
科
挙
に

応
ず
る
に
は
十
三
経
中

『爾
雅
』
を
除

い
て
五
七
万
字
を
暗
諦
す
る
こ
と
が
求

め
ら
れ
た

(宮
崎
市
定

『科
挙
史
』
)。

経
書
が
重
視
さ
れ
る
中
で
は
、
実
学
的

な
技
術

・
学
問
は
低
い
も
の
と
し
て
扱

わ
れ
、
医
者
の
位
置
も
高
い
も
の
で
は

な
か
っ
た
が
、
科
挙
に
合
格
し
な
か
っ

た
者
に
は
医
者
に
な
る
も
の
も
あ
り
、

医
者
を
や
り
な
が
ら
科
挙
の
勉
強
を
し

て
い
た
者
も
あ
っ
た
。

杉
田
玄
白
は

『蘭
学
事
始
』
で
、
人

の
体
を
扱
う
医
者
と
し
て
人
体
構
造
を

知

ら

な

か

っ
た

こ
と
を

強

く

反

省

し
、

『
解
体

新
書

』
の
翻
訳

に
向

か

っ
た
旨

を

述

べ

て

い
る

が
、
蘭

方
医
学

を

学

ぶ
者

が

増

加

す

る
要

因

の

一
つ
は

そ

こ

に

あ

っ
た
と

い
え

る
。
華

岡
青

洲

が

一
八

〇

四
年

(文

化
元

)

に
通
仙

散

に

よ

る

全
身
麻

酔
下

で

の
乳
癌

摘
出

手
術

に
成

功

す

る
と
、

ニ
ュ
ー

ス

は
全

国

に
伝

わ

り
、
間

も

な
く
各

地

か
ら

の
入
門

が
続

き
、

一
八

=

年

(文
化

八

)

か
ら

一

八

一
九

年

(文
政

二
)

の
九
年

間

は
三

八
人

か
ら
五

一
人

の
入
門

者

が
あ

っ
た

(平

均

四
四

・
九
人

)
。
同
窓

関
係

な

ど

を

通

じ

て

の
情
報

網

と
医
学

修
行

者

の
流

動
性

の
高

さ

が
う

か
が

え

る
。

身

分
制

社
会

の
中

で
、

経
済

的
自

立
性

と
知

的

独
自

性

を
持

っ
た
職

業
と

し

て
、
社

会

的

に
あ

る
程
度

自
由

な

一
つ
の
階
層

に

医
者

が

な

っ
て
き

た
と

い
え

よ
う
。

そ

こ
で
は

よ
り
秀

れ
た
技

術

や
知
識

へ
と

選

択

を

拡

げ

て

い
く

こ
と

が
可

能

と

な

っ
て
お
り
、
蘭

方
医

学

も
そ

の

一
つ

だ

っ
た
。

こ

の
よ

う
な
傾

向

を
生

み
だ

し
た

よ
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り
根
底
的
な
も
の
は
何
だ
っ
た
だ
ろ
う

か
。
戦
後
の
江
戸
時
代
思
想
史
や
近
代

化
を
論
ず
る
時
、
最
も
影
響
が
大
き

か

っ
た
の
は
丸
山
真
男
氏
の

『日
本
政

治
思
想
史
研
究
』
に
お
け
る
荻
生
但
侠

の
思
想
に
近
代
化
の
原
点
を
み
る
見
方

だ

っ
た
。
そ
れ
を
う
け
て
、
佐
藤
昌
介

氏
は
杉
田
玄
白
が
荻
生
租
侠
の
著
述
を

読
ん
だ
と
こ
ろ
に
蘭
学

へ
の
契
機
を
見

よ
う
と
し
た
。
し
か
し
支
配
者
の
儒
学

で
あ
っ
た
租
傑
学
に
、
庶
民
段
階
で
の

物
の
考
え
方

へ
の
影
響
を
み
る
こ
と
は

ほ
と
ん
ど
で
き
な
い
。
丸
山
氏
の
論
は

時
代
状
況
の
中
で
の
観
念

の
所
産
で

あ
っ
た
が
、
佐
藤
氏
の
論
は
丸
山
説
の

単
純
な
適
用
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
京
都

で
発
達
し
た
伊
藤
仁
斎

の
堀
川
学
派

は
、
政
治
の
学
と
し
て
の
性
格
が
弱
く
、

個
人
の
心
の
在
り
方
や
努
力
を
問
う
面

が
あ
っ
た
の
で
、
個
人
の
主
体
的
な
思

考

へ
と
つ
な
が
る
も
の
が
あ
っ
た
。
そ

れ
と
の
関
連
で
実
証
的
傾
向
を
も
つ
医

学

の
古
医
方
も
京
都

で
発
達
し
つ
つ

あ

っ
た
。
こ
れ
ら
の
系
譜
か
ら
医
学
に

お
け

る

よ
り
よ

き
技

術

や
知

識

へ
の
探

究

心

は
生

れ

て
き
た
と

い
え
よ

う
。

そ

れ

は
ま
ず
漢

方

に

お

い
て
生

れ
、
華

岡

流

や
蘭

方
医

学

へ
と
拡

が

っ
て
き
た
。

な

お
、
江
戸

時
代

中
期

ま

で

は
漢

方

の

修

学

は
京
都

が
中

心

だ

っ
た
。

技

術

の
向

上

も
あ

っ
て
、

日
本

で
は

地

域

で
の
医

者

の
位
置

は

一
八
世

紀
後

半

に
は
、
相

対
的

に
高

い
も

の
と
認

め

ら
れ

て
き
た

よ
う

で
あ
る
。

農
村

で
医

者

に
な

る
者

は
医

者

の
子

弟

が
多

い

が
、

上
層
農

家

か
ら

で

て
く

る
者

も

か

な
り

い
る
。
農
村

出
身

の
医

者

で
藩

に

仕

え
る

よ
う

に
な

る
者

も

い
る
が
、
基

本

的

に
は
出
世

の
観
念

は

一
般

的
な

も

の
で

は
な
く
、

ほ
と

ん
ど

は
出

身
地

の

村

に
帰

っ
て
き

て
、
村

医

と

し

て

一
生

を
終

っ
て

い
る
。
中

国

の
如

く
科
挙

に

よ

る
出

世

の
道

が

な

か

っ
た

こ
と

が
、

医
者

の
位

置

を
目
標

と

し
う

る
も

の
と

し

て
高

め

て
お
り
、

ま
た

村

の
医
者

と

し

て
の
生
活

を
当
然

な

も

の
と
さ

せ

て

い
た
。

村

の
上

層

の
出

で
あ

っ
た

こ
と

も

、
村

人
か

ら

の
期

待

と
村

へ
の
責

任

感

を

生

ん

で
い
た
と
考

え

ら
れ

る
。

中

国
人

に
と

っ
て
漢

方
医

学

は
、

日

本

よ
り

も
は

る
か

に
儒

学

の
拘
束

を
受

け
た

正
当

な

も

の
で
あ
り
、

そ

れ
を
疑

う

こ
と

は
日
本

程
簡
単

で
は
な

か

っ
た

だ

ろ
う
。

人
痘

法

の
危

険
度

の
認

識

の

み

で
は
牛

痘
法

に
向

か

う

こ
と

を

一
般

化

し
う

る

に
は
難

が
あ

っ
た

で
あ

ろ
う

し
、

科
挙

を
軸

と
す

る
思

想
状

況

の
中

で
は
、

日
本

の
如

く
内

側

か

ら
在
村
蘭

方
医

を

生

み
だ
す

こ
と

は
難

し
か

っ
た

と

い
え

よ
う

。

日

本

で

の
幕

末

の
牛

痘

法

の
普

及

は
、
西

洋
的

な
も

の
を

す

べ
て
排
斥

す

る
姿

勢

を
庶

民
段
階

で
も
薄

い
も

の
と

し

て
お
り
、

明
治

の
西

洋
化

を
や

り
易

く

し

て

い

っ
た
。

ま
た

種
痘

の
普

及

に

よ
り
幼

児
死

亡
率

が
低

下

し
、
人

口

が

増

加

し
、

こ
の
増

加

し
た
人

口
が
明
治

期

の
軽

工

業

な

ど

の
労

働

者

と

な

っ

て
、

工
業
化

を
支

え

た

の
だ

っ
た
。

※
本
稿

の

一
部

は
愛
知
大
学
研
究
助
成

に

よ

っ
て
い
る
。
(愛
知
大
学
文
学
部
教
授
)
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