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【要
約
】
近
代
に
お
い
て
様
々
な
感
染
症
に
見
舞
わ
れ
る
な
か
で
、
他
国
同
様
中
国
も
近
代
的
な
衛
生
行
政
を
構
築
す
る
よ
う
に
な
る
が
、
そ
の
過
程
で

行
政
と
民
衆
と
の
間
で
し
ば
し
ば
対
立
が
生
じ
た
。
そ
し
て
、
多
く
の
場
合
そ
れ
は
西
医
と
中
医
と
の
対
立
と
も
関
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
問

題
に
つ
い
て
は
従
来
西
医
の
視
点
か
ら
の
研
究
が
多
か
っ
た
が
、
近
年
で
は
中
医
の
側
か
ら
見
た
も
の
も
増
え
て
き
て
い
る
。
本
稿
も
そ
う
し
た
視
点
を

受
け
継
ぎ
、
一
九
二
六
年
に
上
海
で
発
生
し
た
霍
乱
論
争
を
中
医
の
側
か
ら
検
討
す
る
。
た
だ
、
こ
の
論
争
の
特
徴
的
な
と
こ
ろ
は
西
医
対
中
医
だ
け
で

な
く
中
医
対
中
医
と
い
う
構
図
も
あ
っ
た
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
な
っ
た
背
景
を
、
清
朝
後
期
以
降
の
中
医
に
よ
る
霍
乱
認
識
や
治
療
法
の
変
化
、

一
九
二
六
年
の
上
海
に
お
け
る
コ
レ
ラ
流
行
の
状
況
と
そ
こ
で
の
中
医
の
位
置
づ
け
、
実
際
の
論
争
の
推
移
、
な
ど
を
跡
付
け
な
が
ら
考
察
し
て
い
く
。

そ
し
て
、
最
終
的
に
当
時
の
中
医
界
全
体
の
動
き
や
霍
乱
研
究
そ
の
も
の
に
と
っ
て
霍
乱
論
争
が
果
た
し
た
意
義
に
つ
い
て
指
摘
す
る
。

史
林

一
〇
三
巻
一
号

二
〇
二
〇
年
一
月

は

じ

め

に

他
の
国
や
地
域
と
同
様
、
中
国
も
近
代
に
お
い
て
様
々
な
感
染
症
に
見
舞
わ
れ
た
。
そ
う
し
た
な
か
で
、
二
〇
世
紀
以
降
、
沿
海
部
の
都
市

を
中
心
に
近
代
的
な
衛
生
行
政
が
構
築
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
徐
々
に
で
は
あ
る
が
病
気
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
可
能
に
な
っ
て
い
っ
た
。
他
方

で
、
衛
生
を
媒
介
に
し
た
政
府
の
社
会
管
理
が
進
む
よ
う
に
な
る
こ
と
で
、
様
々
な
軋
轢
も
生
じ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
う
し
た
軋
轢
の
顕
著
な

事
例
が
感
染
症
対
策
を
め
ぐ
る
行
政
と
民
衆
と
の
対
立
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
腺
ペ
ス
ト
へ
の
対
応
を
巡
っ
て
一
八
九
〇
年
代
に
香
港
な
ど
で
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発
生
し
た
騒
動
や
、
満
洲
で
の
肺
ペ
ス
ト
へ
の
対
応
に
起
因
し
て
一
九
一
〇
年
代
初
頭
に
各
地
で
発
生
し
た
諍
い
な
ど
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
は
近
代
西
洋
医
（
以
下
、
西
医
と
す
る
）
と
中
国
伝
統
医
（
以
下
、
中
医
と
す
る
）
と
の
対
立
に
も
関
わ
っ
て
お
り
、
行
政
側
に
は
西
医
が
、

民
衆
側
に
は
中
医
が
肩
入
れ
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。

こ
う
し
た
対
立
に
つ
い
て
は
、
衛
生
行
政
お
よ
び
西
医
の
視
点
か
ら
考
察
す
る
研
究
が
従
来
多
く
、
自
然
民
衆
や
中
医
は
新
た
な
枠
組
み
を

受
け
入
れ
な
い
反
発
者
と
し
て
描
か
れ
が
ち
だ
っ
た①
。
た
だ
、
民
衆
や
中
医
の
側
か
ら
彼
ら
が
反
発
す
る
背
景
に
迫
る
取
り
組
み
も
近
年
見
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
一
八
九
四
年
の
香
港
で
の
ペ
ス
ト
騒
動
に
つ
い
て
は
エ
リ
ザ
ベ
ス
・
シ
ン②
と
蒲
豊
彦③
が
詳
し
く
検
討
し
て

お
り
、
一
九
一
〇
〜
一
一
年
の
ペ
ス
ト
騒
動
に
関
し
て
は
路
彩
霞④
が
北
京
・
天
津
の
事
例
を
、
福
士
由
紀⑤
が
上
海
の
事
例
を
考
察
し
て
い
る
。

筆
者
も
か
つ
て
天
津
で
の
ペ
ス
ト
流
行
（
一
九
一
一
年
）
に
お
け
る
中
医
の
動
き
に
つ
い
て
考
察
し
た
こ
と
が
あ
る⑥
。
そ
う
し
た
対
立
の
背
景

に
あ
る
論
理
を
多
様
な
視
点
か
ら
検
討
す
る
こ
と
は
、
近
代
的
な
衛
生
を
受
容
す
る
際
に
お
け
る
中
国
の
独
自
な
姿
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に

繫
が
る
と
考
え
る
。
ま
た
、
中
国
の
よ
う
に
地
域
差
が
大
き
い
国
に
お
い
て
は
、
各
地
域
で
の
違
い
に
も
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら

に
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
中
国
で
は
ペ
ス
ト
以
外
に
も
様
々
な
感
染
症
が
近
代
を
通
し
て
流
行
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
に
起
因
し
た
対
立
も
大
小

を
問
わ
ず
発
生
し
て
い
た
。
従
っ
て
、
地
域
ご
と
、
病
気
ご
と
に
様
々
な
事
例
研
究
を
積
み
重
ね
て
行
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
一
九
二
六
年
に
上
海
で
発
生
し
た
霍
乱
論
争
を
取
り
上
げ
る
。
詳
し
く
は
後
述
す
る
が
、
霍
乱
と
は
コ
レ
ラ
を
含
む
急
性

消
化
器
疾
患
の
こ
と
を
広
く
指
す
（
一
九
二
六
年
に
発
生
し
た
霍
乱
は
コ
レ
ラ
で
あ
っ
た
）。「
論
争
」
と
い
う
表
現
か
ら
も
分
か
る
と
お
り
、
こ
れ

は
新
聞
や
雑
誌
上
で
主
に
医
者
が
中
心
と
な
っ
て
展
開
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
民
衆
は
基
本
的
に
関
係
し
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
上

で
述
べ
た
よ
う
な
「
騒
動
」
に
比
べ
る
と
遙
か
に
規
模
が
小
さ
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
本
稿
が
あ
え
て
注
目
す
る
の
は
、

霍
乱
論
争
が
従
来
の
研
究
が
扱
っ
て
き
た
騒
動
と
は
異
な
っ
た
特
徴
を
有
す
る
か
ら
で
あ
る
。
一
つ
は
、
自
明
の
こ
と
で
あ
る
が
、
ペ
ス
ト
で

は
な
く
コ
レ
ラ
を
め
ぐ
る
争
い
で
あ
っ
た
こ
と
。
そ
し
て
も
う
一
つ
は
、
依
然
と
し
て
西
医
対
中
医
と
い
う
対
立
構
造
が
あ
っ
た
も
の
の
、
中

医
対
中
医
と
い
う
構
図
も
見
ら
れ
、
む
し
ろ
そ
れ
が
論
争
の
主
流
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
対
立
の
背
景
に
は
何
が
あ
っ
た

一九二〇年代上海における霍乱流行と中医（戸部）
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の
か
。
以
下
で
は
中
医
に
よ
る
霍
乱
認
識
の
変
化
を
追
う
こ
と
か
ら
そ
れ
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
ま
た
、
そ
れ
ら
を
検
討
す
る
こ
と
を
通

し
て
最
終
的
に
目
指
す
の
は
以
下
の
点
で
あ
る
。
①
コ
レ
ラ
の
流
行
に
中
医
が
ど
の
よ
う
に
対
処
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
か
、
そ
の
時
点
で
ど

の
よ
う
な
問
題
を
抱
え
て
い
た
の
か
、
そ
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
。
②
論
争
の
内
容
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
当
時
の
上
海
に
お
い
て
中
医
が

ど
の
よ
う
な
状
況
に
置
か
れ
て
い
た
の
か
を
見
る
。
③
近
代
中
医
史
の
先
行
研
究
に
お
い
て
一
九
二
〇
年
代
は
、
中
医
の
公
的
地
位
の
保
全
、

お
よ
び
中
医
教
育
の
正
規
化
に
向
け
て
中
医
の
組
織
化
が
全
国
的
に
進
ん
だ
時
期
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
よ
う
な
な
か
で
起
こ
っ

た
一
九
二
六
年
の
霍
乱
論
争
は
そ
れ
ら
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
っ
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
。
④
上
記
③
の
流
れ
の
中
心
に
あ
っ
た
の
は
上

海
の
中
医
界
で
あ
っ
た
た
め
、
そ
の
動
向
を
検
討
す
る
こ
と
で
当
該
時
期
の
中
医
界
全
体
の
状
況
を
知
る
上
で
の
足
が
か
り
に
す
る
。

な
お
、
近
代
中
国
の
中
医
に
関
す
る
歴
史
学
的
研
究
は
一
九
六
八
年
に
発
表
さ
れ
た
ク
ロ
イ
ツ
ァ
ー
に
よ
る
研
究
以
来
発
展
を
続
け
て
い
る

が
、
二
〇
〇
〇
年
代
以
降
、
量
的
に
も
質
的
に
も
急
速
に
進
展
し
て
い
る⑦
。
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
、
近
代
中
国
に
中
医
が
生
き
残
り
を
か
け
て
具

体
的
に
ど
の
よ
う
な
動
き
を
見
せ
た
の
か
、
さ
ら
に
そ
う
し
た
動
き
を
通
し
て
中
国
医
学
自
体
が
ど
の
よ
う
に
変
容
し
現
在
に
受
け
継
が
れ
て

い
っ
た
の
か
、
な
ど
に
つ
い
て
か
な
り
の
程
度
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
中
医
が
個
々
の
急
性
感
染
症
流
行
時
に
ど
の
よ
う
な
対
応
を

し
た
の
か
に
つ
い
て
は
依
然
と
し
て
検
討
の
余
地
が
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
本
稿
で
は
、
こ
う
し
た
先
行
研
究
に
よ
る
成
果
を
加
味

し
つ
つ
、
上
海
で
刊
行
さ
れ
た
新
聞
（『
申
報
』）
の
記
述
を
中
心
に
一
九
二
六
年
の
霍
乱
論
争
の
推
移
と
背
景
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
き
た
い⑧
。

ま
た
、
上
述
し
た
よ
う
に
一
九
二
六
年
に
上
海
で
発
生
し
た
霍
乱
は
西
医
に
よ
っ
て
コ
レ
ラ
と
断
定
さ
れ
た
が
、
当
該
時
期
上
海
の
コ
レ
ラ

に
主
に
西
医
が
ど
の
よ
う
に
対
応
し
た
の
か
に
つ
い
て
は
彭
善
民⑨
、
福
士
由
紀⑩
、
中
島
知
恵
子⑪
な
ど
の
研
究
が
あ
る
。
ま
た
、
ケ
リ
ー
・
マ
ク

フ
ァ
ー
ソ
ン⑫
が
一
九
、
二
〇
世
紀
中
国
に
お
け
る
コ
レ
ラ
を
通
時
的
に
述
べ
て
い
る
。
適
宜
参
照
し
な
が
ら
論
を
進
め
て
い
き
た
い
。

①

例
え
ば
、
一
九
一
〇
〜
一
一
年
の
満
洲
で
の
ペ
ス
ト
を
め
ぐ
る
対
立
に
つ
い
て

は
以
下
な
ど
が
言
及
し
て
い
る
。
Carol
Benedict,
Bubonic
Plague
in

N
ineteenth-Century
China,Stanford:Stanford
U
niversity
Press,1996.

飯
島
渉
『
ペ
ス
ト
と
近
代
中
国

衛
生
の
「
制
度
化
」
と
社
会
変
容

』
研

文
出
版
、
二
〇
〇
〇
年
。

②

Elizabeth
Sinn,
Pow
er
and
Charity:
T
he
E
arly
H
istory
of
the
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T
ung
W
ah
H
ospital,
H
ong
K
ong,
H
ong
K
ong;
N
ew
Y
ork:
O
xford

U
niversity
Press,1989.

③

蒲
豊
彦
「
隔
離
の
恐
怖

一
八
九
四
年
香
港
の
ペ
ス
ト
体
験

」
村
上
衛

編
『
近
現
代
中
国
に
お
け
る
社
会
経
済
制
度
の
再
編
』
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究

所
、
二
〇
一
六
年
。

④

路
彩
霞
『
清
末
京
津
公
共
衛
生
機
制
演
進
研
究
（
一
九
〇
〇
-
一
九
一
一
）』

武
漢
、
湖
北
人
民
出
版
社
、
二
〇
一
〇
年
。

⑤

福
士
由
紀
「
上
海

一
九
一
〇
年

暴
れ
る
民
衆
、
逃
げ
る
女
性

」
永

島
剛
・
市
川
智
生
・
飯
島
渉
編
『
衛
生
と
近
代

ペ
ス
ト
流
行
に
み
る
東
ア
ジ

ア
の
統
治
・
医
療
・
社
会

』
法
政
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
七
年
。

⑥

戸
部
健
「
清
末
天
津
に
お
け
る
ペ
ス
ト
の
流
行
と
そ
れ
へ
の
対
応
」『
史
潮
』

新
六
九
号
、
二
〇
一
一
年
。
戸
部
健
「
天
津

一
九
一
一
年

鼠
疫
を
め
ぐ
る

中
医
の
社
会
史

」
永
島
剛
ほ
か
編
前
掲
書
。

⑦

Ralph
C.
Croizier,
T
raditional
M
edicine
in
M
odern
C
hina:

Science,
N
ationalism
,
and
the
T
ensions
of
C
ultural
C
hange,

Cam
bridge:H
arvard
U
niversity
Press,1968（
難
波
恒
雄
ほ
か
訳
『
近
代

中
国
の
伝
統
医
学

な
ぜ
中
国
で
伝
統
医
学
が
生
き
残
っ
た
の
か

』
創
元

社
、
一
九
九
四
年
）。
鄭
鉄
濤
主
編
『
中
医
近
代
史
』
広
州
、
広
東
高
等
教
育
出

版
社
、
一
九
九
九
年
。
楊
念
群
『
再
造
『
病
人
』

中
西
医
沖
突
下
的
空
間
政

治
（
一
八
三
二
-
一
九
八
五
）

』
北
京
、
中
国
人
民
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇

六
年
。
V
olker
Scheid,
Currents
of
T
radition
in
Chinese
M
edicine

1626-2006,
Seattle:
Eastland
Press,
2007.
Bridie
A
ndrew
s,
T
he

M
aking
of
M
odern
Chinese
M
edicine,
1850-1960,
V
ancouver:

U
niversity
of
British
Colum
bia
Press,2014.
Sean
H
siang-lin
Lei,

N
either
D
onkey
nor
H
orse:
M
edicine
in
the
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刈
浩
之
『
越

境
す
る
身
体
の
社
会
史

華
僑
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
お
け
る
慈
善
と
医
療

』

風
響
社
、
二
〇
一
五
年
。

⑧

趙
洪
鈞
『
近
代
中
西
医
論
争
史
』
第
二
版
（
北
京
、
学
苑
出
版
社
、
二
〇
一
二

年
）
か
ら
も
分
か
る
と
お
り
、
近
代
中
国
に
お
い
て
中
医
同
士
の
論
争
は
し
ば
し

ば
見
ら
れ
た
。
内
容
は
中
医
の
将
来
に
関
わ
る
も
の
か
ら
陰
陽
五
行
の
是
非
に
関

す
る
も
の
ま
で
幅
広
く
、
発
表
形
態
も
書
籍
の
出
版
、
雑
誌
・
新
聞
へ
の
論
文
・

公
開
書
簡
の
投
稿
な
ど
様
々
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
お
い
て
感

染
症
へ
の
対
処
を
め
ぐ
る
論
争
に
注
目
し
た
も
の
は
限
ら
れ
て
い
る
。
本
稿
で
扱

う
一
九
二
六
年
の
霍
乱
論
争
に
関
し
て
も
上
海
人
民
出
版
社
編
『
章
太
炎
全
集
』

八
（
上
海
人
民
出
版
社
、
一
九
九
四
年
）
の
「
前
言
」、
お
よ
び
坂
元
ひ
ろ
子

『
連
鎖
す
る
中
国
近
代
の
〝
知
〞』（
研
文
出
版
、
二
〇
〇
九
年
）
の
第
三
章
で
言

及
さ
れ
て
い
る
が
、
筆
者
の
問
題
関
心
と
異
な
る
た
め
、
依
然
と
し
て
検
討
の
余

地
は
大
き
い
と
考
え
る
。
な
お
、
一
九
二
六
年
の
霍
乱
論
争
の
大
本
は
後
に
見
る

よ
う
に
『
申
報
』
紙
上
で
の
章
炳
麟
と
王
一
仁
の
論
争
で
あ
る
。
そ
の
後
、
そ
れ

に
対
す
る
中
医
・
西
医
ら
の
意
見
が
『
申
報
』
に
掲
載
さ
れ
た
。
そ
れ
ら
の
一
部

は
各
医
学
雑
誌
の
「
霍
乱
特
集
」
に
転
載
さ
れ
、
そ
こ
に
さ
ら
に
多
く
の
意
見
が

加
え
ら
れ
た
が
、
そ
の
時
点
で
は
も
は
や
「
論
争
」
の
体
は
な
し
て
い
な
か
っ
た
。

そ
れ
ゆ
え
本
稿
は
『
申
報
』
の
記
述
を
主
な
考
察
対
象
と
す
る
。

⑨

彭
善
民
『
公
共
衛
生
與
上
海
都
市
文
明
（
一
八
九
八
-
一
九
四
九
）』
上
海
、

上
海
人
民
出
版
社
、
二
〇
〇
七
年
。

⑩

福
士
由
紀
『
近
代
上
海
と
公
衆
衛
生

防
疫
の
都
市
社
会
史

』
御
茶
の

水
書
房
、
二
〇
一
〇
年
。

⑪
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N
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a,
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and
N
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T
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H
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U
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Shanghai,Cam
bridge:H
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U
niversity
Press,2018.

⑫

K
errie
L.M
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Chinese
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Press,1998.

一

霍
乱
を
め
ぐ
る
中
医
の
議
論

一
九
二
六
年
以
前

(一
)
霍
乱
に
つ
い
て

霍
乱
と
は
中
国
で
古
く
か
ら
知
ら
れ
て
い
た
病
気
で
あ
り
、
秦
漢
頃
に
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
『
黄
帝
内
経
素
問
』（
通
評
虚
實
論
篇
）
や
、

後
漢
末
に
成
立
し
た
と
さ
れ
る
『
傷
寒
論
』（
辨
霍
乱
病
脉
証
幷
治
）
に
も
記
載
が
あ
る
。
た
だ
、
霍
乱
が
含
む
範
囲
は
非
常
に
広
範
に
わ
た
っ

て
お
り
、
そ
の
こ
と
が
後
に
述
べ
る
よ
う
に
病
の
性
格
を
認
識
し
た
り
治
療
法
を
策
定
し
た
り
す
る
際
に
医
者
を
悩
ま
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

た
だ
、
大
ま
か
に
は
非
流
行
性
霍
乱
と
流
行
性
霍
乱
と
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

非
流
行
性
霍
乱
と
は
急
性
胃
腸
炎
や
細
菌
性
食
中
毒
の
こ
と
を
言
い
、
夏
な
ど
に
冷
た
い
も
の
を
食
べ
過
ぎ
た
り
し
て
嘔
吐
、
下
痢
、
腹
痛

な
ど
の
症
状
を
来
す
も
の
で
あ
る
。
古
く
か
ら
知
ら
れ
て
い
た
霍
乱
と
い
う
場
合
は
基
本
的
に
こ
ち
ら
を
指
す
。

そ
れ
に
対
し
て
流
行
性
霍
乱
と
は
、
コ
レ
ラ
（
真
霍
乱
）
の
こ
と
を
指
す
。
諸
説
あ
る
が
、
一
八
二
〇
年
に
東
南
中
国
か
ら
流
入
し
た
も
の

を
中
国
に
お
け
る
コ
レ
ラ
の
端
緒
と
す
る
学
者
が
多
い
。
そ
の
後
華
中
や
華
北
を
含
む
広
範
囲
に
わ
た
る
地
域
で
た
び
た
び
流
行
し
た①
。
よ
く

知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
コ
レ
ラ
は
一
九
世
紀
以
降
何
度
か
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
（
爆
発
的
流
行
）
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
。
ポ
リ
ッ
ツ
ァ
ー
ら
に

よ
る
研
究
、
お
よ
び
世
界
保
健
機
関
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
よ
れ
ば
、
コ
レ
ラ
・
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
は
七
度
あ
り
、
第
一
次
が
一
八
一
七
〜
二
六
年
、

第
二
次
が
一
八
二
九
〜
五
二
年
、
第
三
次
が
一
八
五
二
〜
六
三
年
、
第
四
次
が
一
八
六
三
〜
七
五
年
、
第
五
次
が
一
八
八
一
〜
九
三
年
、
第
六

次
が
一
八
九
九
〜
一
九
二
三
年
、
第
七
次
が
一
九
六
一
年
以
降
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
う
ち
、
第
六
次
ま
で
に
検
出
さ
れ
た
コ
レ
ラ

菌
は
Ｏ
一
血
清
型
の
古
典
コ
レ
ラ
菌
（
ア
ジ
ア
・
コ
レ
ラ
）、
第
七
次
は
Ｏ
一
血
清
型
の
エ
ル
ト
ー
ル
・
コ
レ
ラ
菌
で
あ
っ
た
。
現
在
で
は
Ｏ
一

三
九
型
コ
レ
ラ
菌
に
よ
る
流
行
も
見
ら
れ
る
と
い
う②
。
以
上
か
ら
、
一
八
二
〇
年
に
中
国
に
コ
レ
ラ
が
入
っ
て
き
た
と
す
る
と
、
第
一
次
コ
レ
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ラ
・
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
の
影
響
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
、
流
行
性
霍
乱
は
一
九
世
紀
以
降
に
発
生
す
る
よ
う
に
な
っ
た
新
し
い
タ
イ
プ
の
霍
乱
で
あ
っ
た
が
、
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、

当
時
の
多
く
の
中
国
人
に
と
っ
て
非
流
行
性
霍
乱
と
流
行
性
霍
乱
の
区
別
が
つ
い
て
い
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
霍
乱
は
も
と
よ
り
多
様
な
性

質
を
も
っ
て
い
る
た
め
、
一
九
世
紀
以
降
に
現
れ
た
新
た
な
霍
乱
（
＝
コ
レ
ラ
）
の
症
状
も
、
霍
乱
の
本
来
持
つ
多
様
な
性
質
の
一
つ
と
捉
え

ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
新
た
な
霍
乱
が
コ
レ
ラ
菌
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
者
は
一
九
世
紀
後
半
よ

り
前
の
段
階
で
は
い
な
か
っ
た
。
従
っ
て
、
病
気
に
対
す
る
認
識
も
治
療
方
法
も
模
索
の
状
況
が
続
く
こ
と
に
な
る
。

(二
)
王
士
雄
『
霍
乱
論
』・『
随
息
居
（
重
訂
）
霍
乱
論
』
に
つ
い
て

そ
う
し
た
な
か
で
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
の
一
つ
に
、
王
士
雄
（
字
は
孟
英
）
の
著
し
た
『
霍
乱
論
』
お
よ
び
『
随
息
居
（
重
訂
）

霍
乱
論
』
が
あ
る
。
中
医
の
霍
乱
論
に
は
こ
れ
以
外
に
も
様
々
な
も
の
が
あ
っ
た
が
、
王
の
『
霍
乱
論
』・『
随
息
居
（
重
訂
）
霍
乱
論
』
は
一

九
二
六
年
の
霍
乱
論
争
に
も
直
接
関
わ
り
、
か
つ
二
〇
世
紀
前
半
の
江
南
で
も
比
較
的
影
響
力
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
以
下
で
や
や
詳
し
く
紹

介
す
る
。

王
は
浙
江
省
海
寧
県
の
人
（
生
ま
れ
は
杭
州
）
で
、
著
名
な
中
医
（
温
病
学
派
）
の
一
人
で
あ
っ
た
。
温
病
学
派
（
お
よ
び
傷
寒
学
派
）
に
つ
い

て
は
後
述
す
る
。
彼
の
著
作
と
し
て
は
『
温
病
経
緯
』（
一
八
五
二
年
）
が
と
り
わ
け
名
高
い
が③
、
そ
れ
以
外
に
も
多
く
の
書
物
を
著
し
、
霍
乱

に
関
し
て
も
病
理
・
治
療
法
・
治
療
事
例
・
処
方
な
ど
か
ら
な
る
『
霍
乱
論④
』
を
一
八
三
八
年
に
刊
行
し
て
い
る
。
そ
の
後
太
平
天
国
軍
か
ら

逃
れ
て
上
海
に
行
き
、
予
防
法
な
ど
を
加
筆
し
た
同
書
の
増
補
版
『
随
息
居
（
重
訂
）
霍
乱
論⑤
』
を
一
八
六
二
年
に
刊
行
し
た
。

『
随
息
居
（
重
訂
）
霍
乱
論
』
に
お
い
て
、
王
は
霍
乱
を
寒
霍
乱
と
熱
霍
乱
と
に
分
け
て
い
る
。
寒
霍
乱
に
つ
い
て
は
「
飲
食
の
偏
り
に
よ

る
者
有
り
、
湿
邪
〔
人
体
に
病
を
引
き
起
こ
す
六
淫
の
一
つ
で
、
消
化
を
司
る
脾
の
運
用
を
阻
害
し
た
り
す
る
〕
が
内
蘊
し
た
こ
と
に
よ
る
者

有
り
、
気
鬱
に
し
て
ゆ
る
や
か
で
な
い
こ
と
に
よ
る
者
有
り⑥
」
と
述
べ
て
い
る
。
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他
方
、
熱
霍
乱
に
つ
い
て
は
、
上
海
の
状
況
に
言
及
し
た
部
分
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

人
口
が
多
く
、
地
気
も
い
よ
い
よ
熱
く
な
り
、
建
物
も
混
み
合
っ
て
い
る
の
で
、
穢
気
が
い
よ
い
よ
盛
ん
に
な
っ
て
い
る
。
城
壁
沿
い
の
河
は
大
変
汚
く
、

水
は
み
な
悪
濁
し
て
お
り
堪
え
ら
れ
な
い
。
今
夏
、
そ
こ
を
避
け
て
〔
太
平
天
国
の
乱
を
避
け
て
上
海
に
〕
来
游
す
る
に
、
ま
さ
に
霍
乱
・
臭
毒
・
番
痧

〔
悪
毒
異
気
に
感
染
す
る
こ
と
で
発
症
し
、
腹
痛
、
嘔
吐
、
黒
い
斑
点
が
皮
膚
上
に
発
生
す
る
な
ど
し
て
死
に
至
る
病
気
〕
の
諸
証
が
盛
行
し
て
い
た
が
、

臭
毒
の
二
字
こ
そ
、
ま
さ
に
こ
の
地
の
病
因
で
あ
る⑦
。

「
臭
毒
の
二
字
こ
そ
、
ま
さ
に
こ
の
地
の
病
因
で
あ
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、
上
海
に
お
け
る
汚
染
さ
れ
た
環
境
に
よ
っ
て
生
じ
た
「
臭
毒
」

に
よ
っ
て
熱
霍
乱
が
生
じ
た
と
し
て
い
る
。

治
療
に
際
し
て
は
、
い
ず
れ
に
し
て
も
病
の
原
因
で
あ
る
穢
濁
の
邪
を
身
体
か
ら
排
除
す
る
こ
と
で
、
邪
に
よ
っ
て
冒
さ
れ
た
脾
臓
と
胃
の

機
能
を
回
復
、
つ
ま
り
清
が
上
昇
し
、
濁
が
下
降
す
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
。
た
だ
、
処
方
に
つ
い
て
は
寒
霍
乱

と
熱
霍
乱
と
で
異
な
る
説
明
を
し
て
い
る
。
寒
霍
乱
に
対
し
て
は
理
中
湯
、
五
苓
湯
、
四
逆
湯
、
藿
香
正
気
散
（
い
ず
れ
も
主
に
温
熱
の
性
質
を

持
つ
生
薬
に
よ
っ
て
調
合
さ
れ
た
も
の
、
以
下
温
熱
薬
と
す
る
）
な
ど
を
服
用
せ
よ
、
と
い
う
。
こ
れ
ら
は
『
傷
寒
論
』
な
ど
で
論
じ
ら
れ
る
よ
う

な
従
来
型
の
霍
乱
へ
の
対
処
法
と
も
共
通
す
る
部
分
が
あ
る
。
一
方
、
熱
霍
乱
に
対
し
て
は
桂
苓
甘
露
飲
な
ど
の
ほ
か
に
王
士
雄
が
独
自
に
考

案
し
た
燃
照
湯
、
連
朴
飲
な
ど
を
服
用
す
る
よ
う
、
さ
ら
に
痙
攣
し
、
こ
む
ら
が
え
り
が
起
こ
り
（
霍
乱
転
筋
）、
四
肢
や
腹
が
痛
み
、
の
ど
が

渇
く
な
ど
重
篤
な
場
合
は
蚕
矢
湯
（
こ
れ
も
王
士
雄
オ
リ
ジ
ナ
ル
）
を
処
方
す
る
な
ど
、
状
況
に
応
じ
て
様
々
な
手
当
て
を
す
る
よ
う
唱
え
て
い

る
（
い
ず
れ
も
主
に
寒
涼
の
性
質
を
持
つ
生
薬
に
よ
っ
て
調
合
さ
れ
た
も
の
、
以
下
寒
涼
薬
と
す
る
）。

王
の
こ
う
し
た
観
点
は
霍
乱
の
予
防
法
に
も
現
れ
て
い
る
。『
随
息
居
（
重
訂
）
霍
乱
論
』
巻
上
・
治
法
篇
第
二
・
守
険
に
は
大
略
次
の
よ

う
な
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。
①
河
道
を
浚
渫
し
、
広
く
井
戸
を
掘
る
。
②
家
の
大
小
を
問
わ
ず
、
換
気
を
し
、
掃
除
を
し
て
清
潔
に
保
つ
。
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③
家
が
密
集
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
い
く
ぶ
ん
隙
間
を
つ
く
る
。
④
飲
食
に
注
意
す
る
（
食
べ
過
ぎ
な
い
、
こ
っ
て
り
し
た
も
の
を
食
べ
な
い
、
な

ど
）。
⑤
迷
信
を
信
じ
な
い
。
⑥
酒
を
飲
み
す
ぎ
な
い
（
酒
、
特
に
南
方
の
酒
は
熱
の
性
質
を
持
っ
て
い
る
た
め
）。
⑦
鰻
を
食
べ
な
い
（
鰻
は
熱
の
性

質
を
持
っ
て
い
る
た
め
）。
⑧
瓜
や
果
物
な
ど
冷
た
い
も
の
を
食
べ
過
ぎ
な
い
。
⑨
季
節
に
合
っ
た
衣
服
を
着
る
、（
夕
涼
み
な
ど
で
）
身
体
を
冷

や
し
す
ぎ
な
い
。
⑩
夏
毎
に
井
戸
に
白
礬
（
明
礬
）・
雄
精
（
雄
黄
）
を
入
れ
る
、
水
が
め
に
は
石
菖
蒲
根
（
消
化
不
良
な
ど
に
も
使
う
生
薬
）
と

降
香
を
入
れ
る
。
⑪
天
候
が
湿
っ
て
蒸
し
て
い
る
時
は
室
内
で
大
黄
や
茵
陳
の
類
を
焚
き
、
穢
気
を
除
く
。
⑫
川
椒
（
四
川
産
の
山
椒
）
を
す

り
つ
ぶ
し
た
も
の
を
鼻
孔
に
塗
る
（
穢
気
を
吸
い
込
ま
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
）。
⑬
お
茶
代
わ
り
に
枇
杷
葉
湯
（
暑
気
あ
た
り
や
下
り
腹
な
ど
に
用
い

る
）
を
飲
む
。
⑭
人
に
食
事
を
出
す
際
は
野
菜
を
多
く
出
す
。

も
っ
と
も
、
こ
れ
ら
は
王
士
雄
の
独
創
と
い
う
よ
り
は
、
当
時
比
較
的
普
及
し
て
い
た
考
え
方
を
集
積
し
た
に
過
ぎ
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

例
え
ば
、
單
麗
に
よ
れ
ば
、
鶏
・
西
瓜
・
魚
、
お
よ
び
宣
教
師
が
井
戸
に
入
れ
た
毒
な
ど
が
霍
乱
の
原
因
と
し
て
一
九
世
紀
後
半
以
降
民
衆
の

間
で
噂
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う⑧
。
た
だ
、
少
な
く
と
も
①
〜
③
の
記
述
に
つ
い
て
は
環
境
衛
生
の
改
良
を
提
唱
す
る
も
の
で
あ
り
、
王

の
言
う
熱
霍
乱
の
病
因
と
も
対
応
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
の
点
に
お
い
て
は
、
王
の
『
随
息
居
（
重
訂
）
霍
乱
論
』
を
評
価
す
る
中

医
史
家
は
多
い⑨
。

こ
の
よ
う
に
、
王
士
雄
は
霍
乱
を
寒
症
と
熱
症
と
に
大
別
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
対
し
て
異
な
っ
た
ア
プ
ロ
ー
チ
を
す
る
よ
う
提
唱
し
た
。
王
は

一
八
六
〇
年
代
後
半
に
亡
く
な
っ
て
お
り
、
当
然
熱
霍
乱
を
コ
レ
ラ
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
そ
の
後
の
中
医

の
な
か
に
は
王
が
述
べ
た
熱
霍
乱
を
コ
レ
ラ
と
捉
え
、
そ
れ
に
基
づ
き
寒
涼
薬
で
も
っ
て
治
療
に
臨
ん
だ
者
も
多
い
。

た
だ
、
一
方
で
王
士
雄
が
語
る
霍
乱
の
多
く
は
コ
レ
ラ
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
主
張
す
る
中
医
や
中
医
史
家
も
少
な
く
な
い
。

な
ぜ
な
ら
、
王
以
降
に
も
徐
子
黙
『
吊
脚
痧
方
論
』（
一
八
六
〇
年⑩
）
な
ど
霍
乱
に
関
す
る
書
物
は
多
数
出
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
多
く
が
コ
レ

ラ
を
寒
症
と
捉
え
、
温
熱
薬
で
治
療
す
る
よ
う
主
張
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る⑪
。
筆
者
は
中
国
医
学
の
専
門
家
で
は
な
い
た
め
、
そ
う
し
た
評
価

を
ど
う
判
断
す
べ
き
か
分
か
ら
な
い
。
た
だ
、
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
以
下
に
見
る
よ
う
に
王
の
『
霍
乱
論
』
が
そ
の
後
の
中
医
の
霍
乱
認
識
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に
少
な
か
ら
ず
影
響
を
与
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

(三
)
『
霍
乱
論
』・『
随
息
居
（
重
訂
）
霍
乱
論
』
の
影
響
と
限
界

実
際
の
と
こ
ろ
『
霍
乱
論
』・『
随
息
居
（
重
訂
）
霍
乱
論
』
の
処
方
は
霍
乱
全
般
に
効
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
よ
く
分
か
ら

な
い
。
効
果
が
あ
っ
た
と
い
う
報
告
自
体
は
「
医
案
」
な
ど
の
か
た
ち
で
中
医
な
ど
に
よ
っ
て
た
く
さ
ん
出
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
一
九
一

九
年
の
『
衛
生
公
報⑫
』
に
は
次
の
よ
う
な
記
事
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

〔
江
蘇
省
〕
崇
明
〔
県
〕
の
徐
少
香
会
員
か
ら
の
報
告
：
該
処
で
は
純
寒
に
し
て
熱
が
な
い
も
の
は
、
こ
れ
ま
で
十
の
う
ち
一
二
も
な
い
。
治
療
法
は

王
孟
英
〔
士
雄
〕
の
『
霍
乱
論
』
の
燃
照
湯
、
蚕
矢
湯
を
手
本
に
し
て
、
症
状
に
応
じ
て
加
減
し
た
。

〔
江
蘇
省
〕
泰
県
の
丁
秋
碧
氏
か
ら
の
報
告
：
該
処
で
は
熱
症
が
絶
え
て
少
な
く
、
寒
症
が
極
め
て
多
い
。
藿
香
正
気
散
を
用
い
た
と
こ
ろ
、
し
ば
し

ば
効
果
が
あ
っ
た⑬
。

た
だ
、
そ
う
し
た
記
事
に
は
治
療
効
果
を
こ
と
さ
ら
に
喧
伝
す
る
目
的
で
書
か
れ
た
も
の
も
多
く
含
ま
れ
る
可
能
性
が
あ
る
た
め
、
そ
の
ま

ま
信
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
実
際
に
は
中
国
で
は
流
行
性
霍
乱
の
発
生
が
毎
年
の
よ
う
に
起
こ
り
、
一
八
二
二
〜
二
四
年
、
一
八
二
六
〜
二

七
年
、
一
八
四
〇
年
、
一
八
六
二
年
、
一
八
八
三
年
、
一
九
〇
二
年
、
一
九
〇
九
年
、
一
九
一
九
年
、
一
九
二
六
年
、
一
九
三
二
年
な
ど
の
流

行
で
は
大
き
な
被
害
が
出
て
い
る
。
例
え
ば
一
九
三
二
年
の
流
行
で
は
、
二
三
の
省
、
三
一
二
の
大
都
市
で
一
〇
万
人
ほ
ど
の
患
者
が
報
告
さ

れ
、
三
万
四
〇
〇
〇
人
ほ
ど
が
死
亡
し
た
と
い
う⑭
。
こ
う
し
た
状
況
を
見
る
限
り
、『
霍
乱
論
』
お
よ
び
そ
れ
に
類
す
る
処
方
が
流
行
性
霍
乱

に
大
き
な
効
果
が
あ
っ
た
と
は
必
ず
し
も
言
え
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

彼
ら
の
処
方
が
十
分
効
果
を
上
げ
な
か
っ
た
原
因
と
し
て
も
う
一
つ
考
え
ら
れ
る
の
は
、
霍
乱
の
性
格
を
正
し
く
見
極
め
る
こ
と
の
難
し
さ
で
あ
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る
。
以
下
に
見
る
よ
う
に
、
中
医
に
と
っ
て
眼
前
の
霍
乱
が
ど
の
よ
う
な
性
格
の
霍
乱
な
の
か
、
判
断
に
苦
慮
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

〔
浙
江
省
〕
嵊
県
黄
澤
に
あ
る
博
済
施
医
局
の
施
家
聲
氏
か
ら
の
報
告
：
剡
東
一
帯
で
は
、
熱
霍
乱
が
寒
霍
乱
よ
り
も
多
い
。
医
者
が
不
注
意
に
も
舌
の
色
で

判
断
せ
ず
四
肢
が
冷
た
く
伏
脈
で
あ
る
こ
と
を
も
っ
て
、
陽
が
亡
い
と
ふ
う
に
誤
っ
て
判
断
し
温
燥
〔
の
薬
〕
で
こ
れ
を
治
療
し
〔
そ
の
結
果
〕
人
を
殺
め
る⑮
。

今
の
時
疫
霍
乱
は
、
熱
症
が
多
く
寒
症
は
少
な
い
。
浅
学
な
者
は
手
が
肘
ま
で
冷
た
く
、
足
が
膝
ま
で
冷
た
い
こ
と
を
も
っ
て
、
極
寒
の
症
状
と
認
め
、

往
々
に
し
て
附
〔
子
〕・〔
肉
〕
桂
・
乾
姜
で
こ
れ
を
治
療
す
る
。
…
…
薬
を
飲
み
き
ら
な
い
う
ち
に
、〔
患
者
の
〕
命
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う⑯
。

以
上
は
い
ず
れ
も
熱
霍
乱
を
誤
っ
て
寒
霍
乱
と
診
断
し
、
間
違
っ
た
処
方
し
て
し
ま
っ
た
た
め
に
患
者
を
死
に
至
ら
し
め
て
し
ま
っ
た
事
例

で
あ
る
。
こ
れ
で
は
仮
に
『
霍
乱
論
』
な
ど
の
処
方
が
本
当
に
有
効
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
十
分
に
生
か
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
で

あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
霍
乱
の
診
断
の
難
し
さ
は
中
医
を
大
い
に
悩
ま
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
実
は
こ
れ
こ
そ
一
九

二
六
年
に
霍
乱
論
争
が
勃
発
し
た
背
景
の
一
つ
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
霍
乱
の
予
防
法
に
つ
い
て
は
時
代
が
下
る
に
つ
れ
て
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
豊
か
に
な
り
、
環
境
衛
生
の
改
良
を
求
め
る
項
目
の

割
合
が
増
え
て
い
く
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
中
医
的
な
内
容
も
依
然
と
し
て
多
い
が
、
近
代
西
洋
医
学
の
方
法
に
よ
り
近
づ
い
て
い
る
と
言
え

る
。
例
え
ば
一
九
一
三
年
に
刊
行
さ
れ
た
紹
興
医
学
会
同
人
編
『
湿
温
時
疫
治
療
法
』
は
大
略
次
の
よ
う
な
予
防
法
を
提
唱
し
て
い
る
。
①
部

屋
を
き
れ
い
に
す
る
。
②
室
内
の
ゴ
ミ
を
片
づ
け
、
路
地
も
き
れ
い
に
し
て
お
く
。
③
一
酸
化
炭
素
中
毒
を
避
け
る
た
め
に
朝
に
窓
を
開
け
る
、

野
宿
を
し
な
い
。
④
水
瓶
な
ど
に
蚊
が
発
生
し
な
い
よ
う
に
す
る
。
⑤
遺
体
は
早
く
埋
葬
す
る
（
停
棺
し
な
い
）。
⑥
蚊
や
蠅
が
食
物
や
食
器
に

付
か
な
い
よ
う
に
す
る
。
⑦
生
も
の
や
冷
た
い
も
の
お
よ
び
水
は
火
を
通
し
て
か
ら
飲
食
す
る
、
瓜
は
な
る
べ
く
食
べ
な
い
。
⑧
痰
は
痰
壺
な

ど
に
吐
く
。
⑨
汗
が
付
い
た
衣
類
は
洗
濯
す
る
。
⑩
空
気
の
き
れ
い
な
と
こ
ろ
（
山
な
ど
）
で
深
呼
吸
す
る
。
⑪
疫
病
が
流
行
し
て
い
る
時
は
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穢
悪
不
正
の
気
を
除
去
す
る
た
め
室
内
で
辟
瘟
集
祥
香
を
焚
く
。
⑫
お
茶
代
わ
り
に
枇
杷
葉
湯
を
飲
む
、
起
居
を
慎
み
、
飲
食
を
摂
生
し
、
さ

っ
ぱ
り
し
た
も
の
を
食
べ
、
思
い
の
ま
ま
に
飲
食
し
な
い
よ
う
に
す
る
、
夏
季
に
一
切
の
生
臭
い
も
の
を
食
べ
ず
、
過
度
な
房
事
も
慎
む
。
⑬

夏
毎
に
井
戸
に
白
礬
（
明
礬
）・
雄
精
（
雄
黄
）
を
入
れ
る
、
水
が
め
に
は
石
菖
蒲
根
と
降
香
を
入
れ
る⑰
。

書
籍
や
新
聞
・
雑
誌
な
ど
を
通
し
て
社
会
に
発
信
さ
れ
た
こ
う
し
た
霍
乱
予
防
法
が
実
際
の
霍
乱
発
生
率
に
ど
の
よ
う
に
影
響
し
た
の
か
に

つ
い
て
は
興
味
深
い
問
題
で
あ
る
。
た
だ
、
本
稿
の
主
題
か
ら
逸
れ
る
た
め
、
こ
れ
以
上
は
踏
み
込
ま
な
い
。

①

M
acPherson,op.cit.

②

Robert
Pollitzer,
Satya
Sw
aroop,
W
illiam
Burrow
s
&
W
orld

H
ealth
O
rganization,
Cholera,
W
orld
H
ealth
O
rganization,
1959,

Chapter
1.
Cholera,
W
orld
H
ealth
O
rganization
W
ebsite（
https:

//w
w
w
.w
ho.int/new
s-room
/fact-sheets/detail/cholera
二
〇
一
九
年
九

月
二
八
日
閲
覧
）

③

鄧
鉄
濤
・
程
之
范
主
編
『
中
国
医
学
通
史
』
近
代
巻
、
北
京
、
人
民
衛
生
出
版

社
、
一
九
九
九
年
、
一
三
〜
一
四
頁
。

④

本
稿
で
は
『
続
修
四
庫
全
書
』
編
纂
委
員
会
編
『
続
修
四
庫
全
書
』
一
〇
二
七
、

上
海
、
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
九
七
年
に
収
録
さ
れ
た
も
の
（
遼
寧
省
図
書
館

蔵
、
清
咸
豊
元
年
吟
香
書
屋
刻
本
版
）
を
使
用
し
た
。

⑤

本
稿
で
は
『
中
国
医
学
大
成
』
一
七
、
上
海
、
上
海
科
学
技
術
出
版
社
、
一
九

九
〇
年
に
収
録
さ
れ
た
も
の
を
利
用
し
た
。

⑥
『
随
息
居
（
重
訂
）
霍
乱
論
』
巻
上
・
病
情
篇
第
一
・
総
義
。「
霍
亂
、
有
因
飲

食
所
傷
者
、
有
因
濕
邪
內
蘊
者
、
有
因
氣
鬱
不
舒
者
」。

⑦
『
随
息
居
（
重
訂
）
霍
乱
論
』
巻
上
・
病
情
篇
第
一
・
熱
証
。「
然
人
煙
繁
萃
、
地

氣
愈
熱
、室
廬
稠
密
、穢
氣
愈
盛
、附
郭
之
河
、
藏
垢
納
污
、水
皆
惡
濁
不
堪
。
今
夏
、

余
避
地
來
遊
、
適
霍
亂
臭
毒
番
痧
諸
證
盛
行
、
而
臭
毒
二
字
、
切
中
此
地
病
因
」。

⑧

單
麗
「
清
代
霍
乱
病
因
認
知
（
一
八
二
〇
〜
一
九
一
一
）

以
中
医
和
地
方

文
化
為
中
心
的
考
察

」『
地
方
文
化
研
究
』
二
〇
一
四
年
第
六
期
、
二
〇
一

四
年
、
七
〜
一
〇
頁
。

⑨

例
え
ば
以
下
な
ど
。
陸
翔
・
武
剛
・
肖
紅
玲
「
王
士
雄
『
霍
乱
論
』
予
防
医
学

思
想
浅
析
」『
安
徽
中
医
学
院
学
報
』
第
二
〇
巻
第
二
期
、
二
〇
〇
一
年
。
申
紅

玲
・
沈
伯
雄
「
王
孟
英
『
随
息
居
重
訂
霍
乱
論
』
環
境
医
学
思
想
研
究
」『
時
珍

国
医
国
薬
』
第
一
八
巻
第
九
号
、
二
〇
〇
七
年
。

⑩

王
士
雄
『
霍
乱
論
』
と
徐
子
黙
『
吊
脚
痧
方
論
』
と
の
差
異
に
つ
い
て
は
、
單

麗
前
掲
論
文
、
四
〜
七
頁
に
詳
し
い
。

⑪

鄧
鉄
濤
・
程
之
范
主
編
前
掲
書
、
一
七
〜
一
八
頁
。

⑫

寧
波
で
中
医
・
徐
友
丞
に
よ
っ
て
『
衛
生
雑
誌
』
の
名
で
一
九
一
一
年
に
刊
行

さ
れ
、
一
九
一
八
年
に
改
名
し
た
も
の
。
一
九
一
九
年
時
点
で
の
発
行
者
は
寧
波

中
華
衛
生
公
会
と
い
う
中
医
の
団
体
で
あ
っ
た
（
朱
徳
明
『
浙
江
医
薬
史
』
北
京
、

人
民
軍
医
出
版
社
、
一
九
九
九
年
、
二
九
三
頁
）。

⑬

い
ず
れ
も
「
霍
乱
治
療
摘
要

附
告
成
績
」『
衛
生
公
報
』（
中
華
衛
生
公
会
、

寧
波
）
第
九
号
、
一
九
一
九
年
。「
崇
明
徐
少
香
會
員
報
告

該
處
純
寒
無
熱
者
。

十
未
曾
遇
一
二
。
治
法
仿
王
孟
英
霍
亂
論
燃
照
湯
、
蠶
矢
湯
、
按
症
加
減
」。「
泰

縣
丁
秋
碧
先
生
報
告

該
處
屬
熱
者
絕
少
。
屬
寒
者
甚
多
。
用
藿
香
正
氣
散
。
往

往
奏
功
」。
な
お
、
前
述
の
よ
う
に
、
王
士
雄
は
寒
霍
乱
の
処
方
の
一
つ
と
し
て

藿
香
正
気
散
を
挙
げ
て
い
る
。

⑭

M
acPherson,op.cit.,pp.512-513.

⑮

前
掲
「
霍
乱
治
療
摘
要

附
告
成
績
」。「
嵊
縣
黃
澤
博
濟
施
醫
局
施
家
聲
君
報

154 (154)



告

剡
東
一
帶
。
熱
霍
亂
多
於
寒
霍
亂
。
司
命
不
慎
不
辨
舌
色
以
肢
冷
脈
伏
。
誤

認
亡
陽
以
溫
燥
治
之
殺
人
」。

⑯

陳
崇
一
「
学
説
：
霍
乱
吐
瀉
陰
陽
寒
暑
治
法
辨
」『
江
蘇
全
省
中
医
聯
合
会
増

刊
』
第
二
号
、
一
九
二
二
年
、
四
頁
。「
蓋
以
今
時
疫
霍
亂
。
熱
症
多
而
寒
症
少
。

淺
學
者
以
其
手
冷
過
肘
。
足
冷
過
膝
。
遂
誤
認
為
極
寒
之
症
。
輒
以
附
桂
乾
姜
治

之
。
…
…
致
藥
未
終
劑
。
命
已
先
斃
」。
江
蘇
全
省
中
医
聯
合
会
は
一
九
二
二
年

に
上
海
で
成
立
し
た
中
医
の
団
体
。
会
長
は
上
海
の
名
望
家
で
あ
り
伝
統
医
学
に

も
詳
し
い
李
平
書
。
副
会
長
は
後
述
す
る
中
医
の
丁
甘
仁
（
張
明
島
・
卲
浩
奇
主

編
『
上
海
衛
生
志
』
上
海
、
上
海
社
会
科
学
院
出
版
社
、
一
九
九
八
年
）。
な
お
、

江
蘇
新
医
学
院
編
『
中
薬
大
辞
典
』
上
海
、
上
海
科
学
技
術
出
版
社
、
一
九
七
七

〜
七
八
年
、
に
よ
れ
ば
、
附
子
・
肉
桂
・
乾
姜
は
す
べ
て
熱
の
性
質
を
持
っ
た
生

薬
で
あ
る
。

⑰

紹
興
医
学
会
同
人
編
『
湿
温
時
疫
治
療
法
』
第
四
章
衛
生
及
予
防
。
本
稿
で
は

裘
慶
元
輯
『
珍
本
医
書
集
成
』
第
二
冊
、
通
治
、
内
科
、
外
科
、
婦
科
、
児
科
類
、

北
京
、
中
国
中
医
薬
出
版
社
、
一
九
九
九
年
に
収
録
さ
れ
た
も
の
を
使
用
し
た
。

「
湿
温
時
疫
」
に
は
霍
乱
も
含
ま
れ
る
。

二

一
九
二
六
年
上
海
に
お
け
る
霍
乱
の
流
行
と
中
医

い
よ
い
よ
上
海
を
中
心
に
一
九
二
六
年
に
起
こ
っ
た
霍
乱
論
争
に
話
題
を
転
じ
て
い
く
が
、
こ
の
論
争
は
ま
さ
に
霍
乱
が
上
海
を
襲
っ
て
い

た
際
に
勃
発
し
た
。
そ
こ
で
、
論
争
に
つ
い
て
詳
し
く
検
討
す
る
前
に
当
該
時
期
上
海
に
お
け
る
霍
乱
の
流
行
状
況
、
お
よ
び
そ
れ
へ
の
対
応

（
行
政
・
中
医
に
限
る
）
に
つ
い
て
簡
単
に
紹
介
す
る
。

(一
)
一
九
二
六
年
上
海
に
お
け
る
コ
レ
ラ
の
流
行

一
九
二
六
年
の
上
海
に
お
い
て
、
中
医
の
立
場
か
ら
見
た
霍
乱
の
患
者
が
ど
れ
だ
け
い
た
の
か
に
つ
い
て
は
残
念
な
が
ら
現
時
点
で
知
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
ま
で
見
た
よ
う
に
中
医
に
と
っ
て
霍
乱
の
範
囲
は
非
流
行
性
か
ら
流
行
性
ま
で
幅
広
い
も
の
で
あ
り
、
し

か
も
そ
う
し
た
霍
乱
全
体
に
関
す
る
ま
と
ま
っ
た
統
計
が
残
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
確
か
に
当
時
の
行
政
の
統
計
な
ど
で

は
「
霍
乱
」
と
い
う
項
目
・
用
語
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
基
本
的
に
コ
レ
ラ
の
こ
と
を
指
し
て
お
り
、
実
際
に
は
中
医
の
言
う
霍
乱
の
一
部
で

し
か
な
い
。
た
だ
、
そ
れ
で
も
当
時
の
上
海
に
お
け
る
霍
乱
の
状
況
の
一
端
を
知
る
上
で
そ
れ
ら
は
貴
重
で
あ
る
。
そ
の
た
め
以
下
で
は
、
そ

う
し
た
史
料
に
基
づ
い
て
行
な
わ
れ
た
研
究
成
果
を
頼
り
に
、
一
九
二
六
年
の
上
海
に
お
け
る
コ
レ
ラ
の
流
行
状
況
に
つ
い
て
概
略
す
る
。
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天津路紅十字会時疫医院

霍乱症類 塩水注射 死亡 診察者合計 赤痢を含
む下痢 入院・重症 霍乱症類 塩水注射 死亡 記事題名

24 2 120 38 2 昨日本埠疫気
47 3 130 22 2 昨日時疫之概況
52 2 145 47 3 昨日疫気之激烈
44 2 140 35 1 昨日之時疫報告
28 3 148 49 30 2 天気酷熱中之時疫
50 2 156 43 3 酷熱中之時疫訊
27 1 152 41 2 昨日時疫消息

180 74 2 昨日天気転涼而時疫反劇
2 157 35 2 昨日酷熱之疫

163 43 1 昨日之時疫消息
168 57 1 昨日酷熱之疫訊

1 170 53 1 昨日之時疫消息

124 56 24 1 昨日之時疫消息(服薬即去)
? 182 62 2 昨日旱熱中之疫訊
1 129 43 2 昨日之時疫消息

44 3 139 51 29 1 昨日疫訊彙誌
0 105 37 0 昨日秋涼之疫訊
1 97 36 1 昨日疫訊彙誌
0 90 26 0 昨日疫勢漸減
2 99 30 1 昨日疫訊彙誌

1 90 44 1 昨日疫訊彙誌
1 76 36 1 昨日疫訊彙誌
1 92 38 1 疫勢似已漸減

36 2 88 54 34 秋後疫訊彙誌

30 16 1 90 35 17 昨午忽又暴熱之疫気
19 86 54 32 1 秋陽燥之疫訊

24 1 93 18 本埠昨日之疫訊

25 78 64 14 本埠時疫大減
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表一 1926年の霍乱流行時における各時疫医院の動向

・典拠：『申報』1926年7月～8月。
・灰色に塗られている部分は記録がないため不明。
・各欄の原文は以下のとおり（記事によって記載が異なるが、意味から判断して適宜統合してい

る）診察者合計：「共診人数・共治・共診・統治」。赤痢を含む下痢：「痢疾腹瀉類・痢疾腸瀉
類・痢疾類」。入院・重症：「住院・重症・危症」

西蔵路上海時疫医院 白克路急救時疫医院

月 日 診察者合計 赤痢を含
む下痢 入院・重症 霍乱症類 塩水注射 死亡 診察者合計 赤痢を含

む下痢 入院・重症

7 26 195 50 5 138
7 27 205 40 4 150
7 28 234 62 6 185
7 29 250 62 4 64
7 30 241 62 40 5 185 76
7 31 260 56 9 247
8 1 305 50 5 115
8 2
8 3 220 53 5 274 47
8 4 228 57 6 279 55
8 5 270 56 5 212 40
8 6 254 57 1 247 53
8 7 270 52 3 196 42
8 8
8 9
8 10 182 39 18 4 217 54
8 11 190 50 5 217 54
8 12 201 42 5 174 82
8 13 200 45 32 3 192 85
8 14 132 38 2 95 24
8 15 159 48 3 214 85
8 16 203 49 0 159 82
8 17 194 48 1 163 72
8 18
8 19 134 46 3 172 62
8 20 140 40 1 118 75
8 21 129 39 1 127 48
8 22
8 23
8 24 96 66 30 2 139 103
8 25
8 26
8 27 96 36 28 2 96
8 28 112 76 36 1 90 71
8 29 64 16 1 93
8 30
8 31 79 62 17 82 57

一九二〇年代上海における霍乱流行と中医（戸部）
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近
代
に
お
い
て
上
海
は
ほ
ぼ
毎
年
の
よ
う
に
コ
レ
ラ
の
流
行
に
さ
ら
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
共
同
租
界
に
限
っ
て
見
て
も
、
二
〇
世
紀
以
降
、

一
九
〇
七
年
（
約
六
〇
〇
人
の
死
者
）、一
九
一
二
年
（
約
一
三
〇
〇
人
）、一
九
一
四
年
（
約
四
〇
〇
人
）、
一
九
一
九
年
（
約
六
〇
〇
人
）、
一
九
二
六
年

（
約
四
〇
〇
人
）、一
九
三
八
年
（
約
一
七
〇
〇
人
）に
比
較
的
多
く
の
死
者
を
出
す
流
行
に
見
舞
わ
れ
て
い
る
。
な
お
、
こ
う
し
た
死
者
の
大
半
は
中

国
人
で
あ
っ
た①
。
医
療
へ
の
ア
ク
セ
ス
の
し
や
す
さ
や
衛
生
状
況
、
栄
養
状
況
な
ど
の
違
い
が
中
国
人
と
外
国
人
と
の
間
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

一
九
二
六
年
に
も
コ
レ
ラ
の
流
行
が
あ
っ
た
。
流
行
の
発
端
は
、
閘
北
水
電
公
司②
の
水
に
コ
レ
ラ
菌
が
混
入
し
、
そ
れ
が
水
道
を
伝
っ
て
市

内
に
流
れ
た
こ
と
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。
皮
肉
な
こ
と
に
、
感
染
症
を
防
ぐ
た
め
に
建
設
さ
れ
た
近
代
的
な
水
道
イ
ン
フ
ラ
に
よ
っ
て
逆
に
感

染
症
が
蔓
延
す
る
と
い
う
事
態
と
な
っ
た
。
当
然
、
閘
北
水
電
公
司
は
プ
ラ
ン
ト
の
改
善
を
行
な
う
な
ど
対
応
を
と
っ
た
が
、
万
全
で
は
な
か

っ
た
よ
う
で
、
そ
の
後
も
患
者
の
発
生
は
続
い
た③
。

英
軍
医
療
部
隊
（
RoyalA
rm
y
M
edicalCorps）
の
Ｒ
・
Ｃ
・
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
ら
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
上
海
で
の
感
染
の
推
移
は
以
下
の
と

お
り
で
あ
っ
た
。
最
初
の
患
者
が
発
見
さ
れ
た
の
は
五
月
末
（
六
月
九
日
と
す
る
史
料
も
あ
る
）。
そ
の
後
七
月
初
め
に
流
行
が
広
ま
り
、
そ
の
月

だ
け
で
一
四
一
七
人
の
感
染
が
判
明
し
て
い
る
。
た
だ
、
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
ら
は
、
実
際
に
は
そ
の
二
倍
以
上
の
感
染
者
が
い
た
の
で
は
な
い
か

と
述
べ
て
い
る
。
八
月
初
め
に
な
る
と
感
染
者
が
減
り
始
め
、
最
後
に
感
染
者
が
発
見
さ
れ
た
の
は
一
一
月
三
日
で
あ
っ
た
。
結
局
、
期
間
全

体
で
三
一
四
〇
人
の
中
国
人
（
う
ち
共
同
租
界
居
住
者
は
一
一
六
五
人
）、
七
六
人
の
外
国
人
（
大
半
が
ロ
シ
ア
な
ど
か
ら
の
移
住
者
）
が
コ
レ
ラ
感
染

の
疑
い
が
あ
る
者
と
し
て
報
告
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
外
国
人
の
死
者
は
一
三
人
、
中
国
人
の
死
者
は
七
四
七
人
（
う
ち
一
七
五
人
は
コ
レ
ラ

患
者
で
あ
る
と
い
う
診
断
書
が
な
い
者
）
で
あ
っ
た④
。
ま
た
、
病
院
に
は
コ
レ
ラ
に
似
た
症
状
を
呈
し
な
が
ら
も
コ
レ
ラ
患
者
で
は
な
い
人
も
多
く
や

っ
て
き
て
い
た
。
表
一
は
共
同
租
界
に
あ
っ
た
三
つ
の
病
院⑤
の
七
月
か
ら
八
月
に
か
け
て
の
状
況
で
あ
る
。「
入
院
・
重
症
」・「
霍
乱
症
類
」・「
塩

水
注
射
」
欄
に
書
か
れ
た
人
々
は
コ
レ
ラ
患
者
の
可
能
性
が
高
い
が
、
そ
れ
以
外
に
も
多
く
の
人
が
診
察
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
だ
ろ
う
。

こ
う
し
た
状
況
に
対
し
、
も
ち
ろ
ん
行
政
は
対
応
し
た
。
例
え
ば
共
同
租
界
の
工
部
局
衛
生
処
は
、
伝
染
病
病
院
へ
の
患
者
の
移
送
・
治
療
、

住
民
へ
の
注
意
の
呼
び
か
け
、
工
部
局
職
員
へ
の
コ
レ
ラ
・
ワ
ク
チ
ン
接
種
、
飲
食
物
の
取
り
締
ま
り
、
蘇
州
河
を
往
来
す
る
船
舶
を
検
査
す
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る
た
め
の
臨
時
医
院
の
設
置
、
な
ど
を
行
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
租
界
以
外
の
地
域
で
あ
る
華
界
で
も
警
察
や
南
市
・
閘
北
の
衛
生
当
局
に
よ

る
飲
食
物
の
取
り
締
ま
り
、
患
者
発
生
地
域
の
消
毒
、
な
ど
を
実
施
し
た
。
懸
案
と
な
っ
て
い
た
、
華
界
の
統
一
的
衛
生
行
政
機
関
で
あ
る
淞

滬
商
埠
衛
生
局
が
折
よ
く
八
月
二
四
日
に
設
立
さ
れ
て
以
降
は
、
飲
料
水
の
水
質
検
査
や
飲
食
物
検
査
な
ど
も
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た⑥
。

こ
う
し
た
努
力
も
あ
り
、
そ
の
年
の
コ
レ
ラ
流
行
は
収
束
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

(二
)
中
医
の
防
疫
・
治
療
活
動

こ
う
し
た
状
況
に
際
し
、
上
海
の
中
医
は
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
ま
と
ま
っ
た
調
査
資
料
を
見
つ
け

る
こ
と
が
で
き
て
お
ら
ず
、
残
念
な
が
ら
断
片
的
な
状
況
し
か
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
上
海
の
日
刊
紙
『
申
報
』
か
ら
拾
う
こ
と
が
で
き
た

の
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
氷
山
の
一
角
で
あ
ろ
う
。

・
閘
北
公
興
路
の
中
医
・
胡
壽
康
が
疫
病
を
避
け
る
薬
を
調
合
し
、
数
千
服
配
布
し
た
（
七
月
一
四
日
の
記
事⑦
）。

・
中
国
済
生
会
の
呉
淞
分
会
が
中
医
八
人
を
招
聘
し
、七
月
三
〇
日
か
ら
貧
民
に
対
し
て
無
料
の
診
察
や
、薬
の
支
給
を
さ
せ
た（
八
月
一
日
の
記
事⑧
）。

・
虹
鎮
時
疫
医
院
の
中
医
・
曹
應
嘉
が
遠
年
雪
水
西
瓜
露
と
鮮
穀
露
で
患
者
一
人
を
治
し
た
（
八
月
四
日
の
記
事⑨
）。

・
中
医
・
朱
少
坡
が
天
通
庵
路
に
景
和
臨
時
救
疫
所
を
設
立
。
医
師
六
、
七
人
が
常
駐
し
、
食
塩
水
の
注
射⑩
の
ほ
か
、
中
薬
で
の
治
療
も
行
っ

た
（
八
月
八
日
の
記
事⑪
）。

・
も
と
も
と
七
浦
路
に
中
医
送
診
所
を
開
設
し
、
江
西
人
に
医
療
の
機
会
を
与
え
て
い
た
江
西
旅
滬
工
商
友
誼
会
が
、
時
疫
流
行
に
鑑
み
、
新

た
に
三
つ
の
医
院
（
お
そ
ら
く
中
医
医
院
）
と
契
約
し
た
（
八
月
九
日
の
記
事⑫
）。

・
西
門
外
の
中
医
・
馬
翰
如
が
疫
症
急
痧
（
お
そ
ら
く
コ
レ
ラ
）
の
た
め
の
薬
や
薬
茶
を
創
出
し
た
（
八
月
一
五
日
の
記
事⑬
）。

こ
の
よ
う
に
、
中
医
も
時
疫
（
流
行
病
、
こ
こ
で
は
霍
乱
な
ど
）
の
治
療
を
行
な
っ
て
い
る
。
独
自
の
処
方
を
考
案
し
て
い
る
者
も
い
る
。
こ

の
ほ
か
、
中
国
公
立
医
院
（
南
市
）
な
ど
、
西
医
と
中
医
を
併
用
し
て
い
た
病
院
も
あ
っ
た
た
め
、
そ
こ
で
も
中
医
は
活
躍
し
て
い
た⑭
。
た
だ
、
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そ
れ
ら
病
院
に
お
い
て
は
、
コ
レ
ラ
と
診
断
さ
れ
、
か
つ
重
症
患
者
の
場
合
、
西
医
に
よ
る
食
塩
水
注
射
で
対
応
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。

『
申
報
』
を
見
て
も
、
霍
乱
治
療
に
食
塩
水
注
射
を
用
い
た
と
い
う
内
容
の
記
事
が
か
な
り
見
ら
れ
る
。

①

福
士
由
紀
前
掲
書
、
一
七
四
頁
。

②

現
在
の
上
海
駅
付
近
に
一
九
一
一
年
一
〇
月
に
設
立
さ
れ
た
水
道
・
電
気
会
社
。

華
界
に
水
や
電
力
を
供
給
し
た
（
蘇
智
良
主
編
『
上
海
城
区
史
』
下
冊
、
上
海
、

学
林
出
版
社
、
二
〇
一
一
年
、
八
三
七
〜
八
三
八
頁
）。

③

福
士
由
紀
前
掲
書
、
一
二
四
頁
。

④

R.C.Robertson
and
C.C.P.A
nning,T
he
Cholera
Epidem
ic
of

1926
in
Shanghai
w
ith
Reference
to
the
Clinical
T
reatm
ent
of
368

Cases,Journalofthe
R
oyalA
rm
y
M
edicalCorps,V
ol.48,N
o.5,1927.

福
士
由
紀
前
掲
書
、
一
二
四
頁
。

⑤

中
島
知
恵
子
に
よ
れ
ば
、
こ
の
う
ち
西
蔵
路
の
上
海
時
疫
医
院
は
胃
腸
関
係
の

患
者
を
多
く
受
け
い
れ
た
病
院
の
一
つ
で
、
一
九
三
一
年
に
は
上
海
の
全
コ
レ
ラ

患
者
の
三
分
の
二
を
受
け
入
れ
た
と
い
う
（
N
akajim
a,op.
cit.,p.55.）。

⑥

福
士
由
紀
前
掲
書
、
一
一
九
〜
一
二
五
頁
。

⑦
「
安
定
医
廬
施
送
辟
疫
散
」『
申
報
』
一
九
二
六
年
七
月
一
四
日
。

⑧
「
昨
日
時
疫
消
息
：
済
生
会
防
疫
之
進
行
」『
申
報
』
一
九
二
六
年
八
月
一
日
。

⑨
「
昨
日
酷
熱
之
疫
訊
：
虹
鎮
時
疫
医
院
近
訊
」『
申
報
』
一
九
二
六
年
八
月
四
日
。

⑩

本
稿
で
は
史
料
中
の
「
鹽
水
鍼
」、「
鹽
水
注
射
」、「
鹽
水
針
」
を
「
食
塩
水
注

射
」
お
よ
び
「
食
塩
水
の
注
射
」
と
訳
し
て
い
る
。
だ
た
し
、
実
際
は
一
回
に
つ

き
四
〜
一
〇
ポ
ン
ド
ほ
ど
の
生
理
食
塩
水
を
ゆ
っ
く
り
皮
下
な
い
し
静
脈
に
注
入

す
る
も
の
で
、
現
代
の
点
滴
の
前
段
階
の
よ
う
な
も
の
と
言
え
る
。
病
状
に
合
せ

て
注
入
の
量
や
回
数
を
調
整
し
な
く
て
は
な
ら
ず
、
か
つ
場
合
に
よ
っ
て
は
静
脈

を
露
出
さ
せ
る
た
め
に
皮
膚
を
切
開
す
る
必
要
も
あ
る
た
め
、
一
定
以
上
の
医
学

的
な
知
識
と
技
術
が
要
求
さ
れ
た
（
兪
鳳
賓
「
霍
乱
治
療
中
之
感
想
」『
医
薬
雑

誌
』
第
六
巻
第
一
期
、
一
九
二
二
年
、
一
二
〜
一
三
頁
。
黄
志
鵬
「
霍
乱
症
之
治

療
法
」『
新
医
』
第
一
〇
期
、
一
九
三
二
年
、
二
三
〜
二
四
頁
）。

⑪
「
医
薬
訊
：
天
通
庵
路
設
立
景
和
臨
時
救
疫
所
」『
申
報
』
一
九
二
六
年
八
月
八
日
。

⑫
「
昨
日
之
時
疫
消
息
：
江
西
旅
滬
工
商
会
添
設
分
診
所
」『
申
報
』一
九
二
六
年
八
月
九
日
。

⑬
「
医
薬
訊
：
中
医
馬
翰
如
診
務
」『
申
報
』
一
九
二
六
年
八
月
一
五
日
。

⑭

N
akajim
a,op.
cit.,pp.62-65.な
お
、
紅
十
字
病
院
で
も
中
医
が
治
療
に

当
た
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
少
な
く
と
も
、
一
九
〇
八
年
に
上
海
で
霍
乱
が

流
行
し
た
際
、
上
海
中
国
紅
十
字
会
が
附
設
時
疫
医
院
を
設
立
し
、
徐
相
任
と
い

う
中
医
に
診
療
を
さ
せ
効
果
が
あ
っ
た
と
い
う
。
ち
な
み
に
彼
は
そ
の
時
の
霍
乱

を
寒
症
と
し
て
見
て
い
た
（
楊
枝
青
・
陳
沛
沛
「
上
海
近
代
中
医
防
治
疫
病
的

〝
海
派
〞
特
色
」『
中
医
薬
文
化
』
二
〇
〇
八
年
第
五
期
、
二
〇
〇
八
年
、
五
四

頁
）。
他
方
、
ア
ン
ド
リ
ュ
ー
ズ
は
紹
興
の
紅
十
字
医
院
で
西
医
と
と
も
に
中
医

が
働
い
て
い
た
こ
と
を
紹
介
し
て
い
る
（
A
ndrew
s,op.
cit.,p.40）。

三

霍
乱
を
め
ぐ
る
議
論

『
申
報
』
で
の
議
論
を
中
心
に

(一
)
霍
乱
論
争
の
発
端

こ
の
よ
う
な
状
況
下
に
お
い
て
、
八
月
に
『
申
報
』
紙
上
で
霍
乱
論
争
が
勃
発
す
る
。
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
霍
乱
流
行
中
に
丁
甘
仁
、
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張
紹
曽
、
倪
銘
三
と
い
う
三
人
の
中
医
が
亡
く
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
丁
甘
仁
（
一
八
六
五
〜
一
九
二
六
）
は
当
時
の
上
海
を
代
表
す

る
中
医
の
一
人
で
あ
っ
た
。
彼
は
名
医
を
多
く
輩
出
し
た
江
蘇
省
武
進
県
孟
河
鎮
出
身
の
中
医
で
、
内
科
・
外
科
・
婦
人
科
・
咽
喉
科
な
ど
に

長
じ
、
全
国
的
に
も
知
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
、
上
海
の
名
望
家
・
李
平
書
ら
と
と
も
に
中
医
の
総
合
病
院
で
あ
る
公
益
中
医
院
を
二
カ
所
開
設

し
た
だ
け
で
な
く
、
中
医
教
育
に
も
熱
心
で
、
一
九
一
七
年
に
夏
応
堂
ら
と
と
も
に
上
海
中
医
専
門
学
校
（
後
の
上
海
中
医
学
院
）
を
設
立
し
た
。

そ
の
他
、
中
医
の
地
位
向
上
を
目
指
す
取
り
組
み
（
上
海
中
医
学
会
や
江
蘇
全
省
中
医
聯
合
会
の
組
織
、『
中
医
雑
誌
』
な
ど
の
創
刊
）
や
、
慈
善
活
動

な
ど
で
も
多
大
な
実
績
を
残
し
た①
。
そ
の
た
め
、
彼
の
死
（
八
月
六
日
）
は
中
医
だ
け
で
な
く
上
海
の
名
望
家
・
商
人
・
知
識
人
ら
多
く
の

人
々
に
衝
撃
を
与
え
た
。
一
一
月
七
日
に
丁
の
自
宅
で
告
別
式
が
開
催
さ
れ
、
中
医
団
体
や
学
校
の
代
表
な
ど
百
余
人
が
参
集
し
た②
。
一
四
日

に
は
仁
済
善
堂
（
一
八
九
〇
年
代
後
半
に
丁
が
医
師
と
し
て
勤
め
た
こ
と
が
あ
る
）
で
追
悼
会
が
挙
行
さ
れ
、
李
平
書
を
初
め
と
す
る
慈
善
家
や
中

医
、
お
よ
び
各
団
体
な
ど
か
ら
千
人
を
超
え
る
参
加
者
が
あ
っ
た③
。
な
お
、
張
紹
曽
と
倪
銘
三
に
つ
い
て
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
な
か
で
丁
恵
康
と
い
う
人
物
に
よ
る
「
謹
ん
で
医
者
と
疫
病
患
者
に
告
ぐ
」（
敬
告
医
者
與
患
疫
者
）
が
八
月
一
〇
日
の
『
申
報
』

に
掲
載
さ
れ
た
。
丁
恵
康④
は
や
は
り
上
海
の
著
名
な
中
医
で
あ
る
丁
福
保
の
息
子
で
あ
っ
た
が
、
西
洋
医
学
を
学
び
、
後
に
西
医
と
し
て
大
成

す
る
。
彼
の
文
章
は
次
の
よ
う
な
書
き
出
し
で
始
ま
る
。

コ
レ
ラ
軍
〔
虎
軍
〕
が
猖
獗
す
る
な
か
、
名
医
丁
甘
仁
先
生
も
ま
た
疫
病
に
感
染
し
て
亡
く
な
っ
た
と
い
う
。
私
は
や
は
り
上
海
の
名
医
で
あ
る
張
紹
曽
、

倪
銘
三
の
死
を
想
う
と
忍
び
な
い
。
思
う
に
三
先
生
は
、
み
な
中
医
で
あ
り
、
み
な
世
に
評
判
が
高
か
っ
た
が
、
あ
ろ
う
こ
と
か
悉
く
時
疫
に
罹
っ
て
亡

く
な
っ
て
し
ま
っ
た⑤
。

「
時
疫
」
が
何
を
指
す
の
か
は
っ
き
り
し
な
い
。
別
の
と
こ
ろ
で
彼
は
「
三
先
生
を
死
に
至
ら
し
め
た
病
因
は
み
な
急
性
伝
染
病
で
あ
る
」

と
述
べ
、
急
性
伝
染
病
を
「
霍
乱
・
痢
疾
〔
伝
染
性
下
痢
症
〕・
白
喉
〔
ジ
フ
テ
リ
ア
〕・
猩
紅
熱
」
と
い
う
ふ
う
に
依
然
と
し
て
ぼ
か
し
た
表
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現
を
し
て
い
る
。
文
脈
か
ら
す
れ
ば
霍
乱
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
よ
う
に
筆
者
に
は
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
丁
甘
仁
の
死
因
に
つ
い
て
は
後
述
す

る
よ
う
に
丁
甘
仁
の
弟
子
で
あ
る
王
一
仁
が
反
論
し
て
い
る
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
丁
恵
康
は
そ
の
後
の
文
章
に
お
い
て
霍
乱
（
お
そ
ら
く
彼

は
コ
レ
ラ
と
同
義
と
捉
え
て
い
る
）
を
含
む
急
性
伝
染
病
治
療
に
お
け
る
中
医
の
限
界
に
つ
い
て
述
べ
、
以
下
の
よ
う
に
、
霍
乱
に
つ
い
て
は
西

医
に
診
せ
る
べ
き
と
し
て
い
る
。

私
は
急
性
伝
染
病
に
関
し
て
は
、
西
医
で
あ
ろ
う
と
中
医
で
あ
ろ
う
と
、
そ
の
門
戸
を
開
い
て
、
世
界
医
学
共
通
の
治
療
法
を
規
準
と
す
べ
き
と
考
え
る
。

…
…
中
医
が
霍
乱
患
者
に
出
会
っ
た
ら
、
そ
の
人
を
入
院
さ
せ
西
医
に
診
察
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る⑥
。

(二
)
章
炳
麟
の
主
張

今
年
の
霍
乱
は
寒
症
で
あ
り
四
逆
湯
（
温
熱
薬
）
で
治
療
す
る

丁
恵
康
の
主
張
を
見
る
限
り
、
こ
の
時
点
で
は
西
医
に
よ
る
中
医
へ
の
攻
撃
と
い
っ
た
要
素
が
強
い
。
た
だ
、
こ
の
二
日
後
の
八
月
一
二
日

に
章
炳
麟
に
よ
る
「
霍
乱
の
治
療
に
つ
い
て
審
ら
か
に
す
る
こ
と
を
中
医
に
勧
め
る
」（
勧
中
医
審
霍
乱
之
治
）
が
『
申
報
』
に
掲
載
さ
れ
る
と
、

議
論
に
中
医
同
士
の
論
争
と
い
う
要
素
が
加
わ
る
。
章
炳
麟
（
号
は
太
炎
）
は
著
名
な
国
学
者
、
革
命
家
で
あ
っ
た
が
、
晩
年
伝
統
医
学
の
研

究
に
も
勤
し
ん
で
い
た
。

章
の
文
章
は
次
の
一
文
で
始
ま
る
。

今
年
霍
乱
が
盛
行
し
、
高
名
な
医
師
で
あ
る
丁
甘
仁
が
感
染
し
て
亡
く
な
っ
た⑦
。

丁
恵
康
よ
り
も
一
歩
踏
み
込
み
、
丁
甘
仁
の
死
因
が
霍
乱
で
あ
る
と
断
言
し
て
い
る
。
さ
ら
に
目
を
引
く
の
が
章
の
提
唱
す
る
霍
乱
の
治
療
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法
で
あ
る
。
少
々
長
い
が
、
以
下
に
引
用
す
る
。

霍
乱
の
甚
だ
し
い
も
の
は
、
手
足
の
冷
え
と
下
痢
が
同
時
に
あ
ら
わ
れ
、
徐
々
に
脈
が
弱
く
な
る
も
の
で
あ
り
、
我
国
で
は
四
逆
湯
と
通
脈
四
逆
湯
で
こ

れ
を
救
い
、
西
洋
で
は
樟
脳
注
射
と
食
塩
水
注
射
で
こ
れ
を
救
う
。
四
逆
湯
の
二
方
は
、
生
附
子
を
君
と
す
る
こ
と
で
、
心
臓
を
強
め
、
乾
薑
を
臣
と
す

る
こ
と
で
、
嘔
吐
と
下
痢
を
止
め
、
二
者
が
合
わ
さ
れ
ば
、
脈
は
お
の
ず
か
ら
道
を
得
る
。
樟
脳
注
射
も
や
は
り
強
心
の
術
で
あ
り
、
こ
れ
と
同
じ
で
あ

り
、
も
し
そ
れ
水
に
よ
っ
て
血
が
薄
ま
り
、
塩
で
脈
管
を
整
え
る
に
至
っ
て
は
、
い
わ
ゆ
る
「
鹹
を
以
て
脈
を
養
う
」
で
あ
る
（「
鹹
を
以
て
脈
を
養
う
」

は
『
周
礼
』
天
官
・
瘍
医
に
見
え
る
）。
…
…
中
医
が
こ
れ
〔
真
霍
乱
＝
コ
レ
ラ
〕
に
遇
っ
た
際
、
断
固
と
し
て
早
め
に
四
逆
湯
を
用
い
れ
ば
自
ず
と
食
塩

水
注
射
を
待
つ
こ
と
は
な
い
。
ぐ
ず
ぐ
ず
し
て
そ
れ
を
や
ら
な
け
れ
ば
た
ち
ま
ち
口
を
つ
ぐ
み
嘔
吐
し
、
薬
を
飲
む
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。
食
塩
水
注

射
で
な
け
れ
ば
、
こ
れ
を
救
う
こ
と
が
で
き
な
い⑧
。

「
徐
々
に
脈
が
弱
く
な
る
」、「
四
逆
湯
の
二
方
は
、
生
附
子
を
君
と
す
る
こ
と
で
、
心
臓
を
強
め
」、「
樟
脳
注
射
も
や
は
り
強
心
の
術
で
あ

り
」、「
鹹
を
以
て
脈
を
養
う
」
と
い
う
記
述
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
章
の
治
療
の
主
眼
は
患
者
の
心
臓
を
強
め
、
脈
を
強
め
る
こ
と
に
あ
っ
た
。

こ
れ
は
西
医
に
よ
る
コ
レ
ラ
治
療
の
主
眼
が
脱
水
症
状
の
改
善
に
あ
る
の
と
大
き
く
異
な
る
。
そ
れ
で
も
最
終
手
段
と
し
て
食
塩
水
注
射
に
よ

る
治
療
を
認
め
て
い
る
と
こ
ろ
が
特
徴
的
と
言
え
る
。

章
が
治
療
の
基
本
と
し
た
四
逆
湯
と
通
脈
四
逆
湯
と
は
い
わ
ゆ
る
中
医
の
言
う
と
こ
ろ
の
温
熱
薬
で
あ
り
、『
傷
寒
論
』
の
い
う
霍
乱
、
と

り
わ
け
寒
症
の
霍
乱
（
寒
霍
乱
）
に
対
す
る
処
方
の
ひ
と
つ
と
し
て
も
知
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
章
は
今
回
上
海
で
流
行
し
て
い
る
霍
乱
は

寒
症
で
あ
り
、
そ
う
で
あ
る
以
上
、
四
逆
湯
と
通
脈
四
逆
湯
と
い
う
温
熱
薬
で
対
応
し
、
そ
れ
で
も
厳
し
い
場
合
は
食
塩
水
注
射
を
せ
よ
、
と

言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
食
塩
水
注
射
を
正
当
化
す
る
論
理
は
や
や
強
引
に
感
じ
ら
れ
る
が
、
中
医
の
立
場
な
が
ら
西
医
の
処
方
に
つ
い
て
も

肯
定
し
て
い
る
の
が
注
目
に
値
す
る
。
む
し
ろ
章
が
批
判
し
た
相
手
は
一
部
の
中
医
、
と
り
わ
け
今
回
の
霍
乱
を
熱
症
と
し
、
上
述
し
た
王
士
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雄
の
考
え
に
依
拠
し
て
対
処
し
よ
う
と
す
る
中
医
で
あ
っ
た
。
章
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

王
孟
英
〔
士
雄
〕
の
輩
は
、
霍
乱
は
熱
薬
で
は
治
せ
ず
、
熱
薬
を
飲
ん
だ
ら
死
ぬ
と
言
う⑨
。

こ
の
批
判
は
や
や
一
面
的
で
あ
ろ
う
。
王
士
雄
『
随
息
居
（
重
訂
）
霍
乱
論
』
の
内
容
か
ら
す
れ
ば
確
か
に
熱
霍
乱
に
対
し
て
温
熱
薬
を
使

っ
て
は
い
け
な
い
こ
と
に
な
る
が
、
他
方
で
王
は
寒
霍
乱
に
も
言
及
し
て
お
り
、
し
か
も
そ
れ
に
対
す
る
処
方
と
し
て
四
逆
湯
も
挙
げ
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。
た
だ
、
章
は
八
月
一
四
日
に
『
申
報
』
に
掲
載
さ
れ
た
「
章
太
炎
霍
乱
の
治
療
に
つ
い
て
再
び
論
ず
」（
章
太
炎
再
論
霍
乱
之
治
）

で
「
こ
の
五
十
年
の
間
、
王
孟
英
の
異
説
が
江
南
に
蔓
延
し
て
お
り
、
真
霍
乱
〔
コ
レ
ラ
〕
を
こ
れ
に
任
せ
、
死
な
な
い
者
が
い
な
い
」
と
述

べ
て
い
る
。
確
か
に
第
一
章
で
言
及
し
た
よ
う
に
、
当
時
の
江
南
で
は
霍
乱
を
熱
霍
乱
と
し
、
王
士
雄
の
処
方
に
基
づ
い
て
治
療
を
行
な
う
中

医
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
た
。
章
は
そ
の
よ
う
な
中
医
を
批
判
す
る
一
方
で
、
今
回
の
霍
乱
を
寒
霍
乱
と
し
て
そ
れ
に
対
応
す
る
処
方
を
提
起
す

る
と
と
も
に
、
場
合
に
よ
っ
て
は
西
医
の
方
法
も
積
極
的
に
導
入
す
る
こ
と
を
提
唱
し
た
の
で
あ
る
。

な
お
、
先
述
し
た
よ
う
に
、
コ
レ
ラ
を
寒
霍
乱
と
捉
え
る
中
医
は
す
で
に
お
り
、
章
が
最
初
で
は
な
い
。
し
か
し
、
国
学
者
と
し
て
広
く
知

ら
れ
て
い
た
章
が
、
そ
れ
を
『
申
報
』
と
い
う
上
海
随
一
の
メ
デ
ィ
ア
を
通
し
て
訴
え
た
こ
と
で
、
こ
の
問
題
は
社
会
の
幅
広
い
層
の
眼
に
触

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
他
方
、
彼
が
食
塩
水
注
射
を
評
価
し
た
の
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
別
の
要
因
も
あ
る
。

(三
)
王
一
仁
の
主
張

今
年
の
霍
乱
は
熱
症
で
あ
り
萸
連
解
毒
湯
（
寒
涼
薬
）
で
治
療
す
る

章
の
こ
の
主
張
に
真
っ
先
に
反
応
し
た
の
が
上
海
中
医
専
門
学
校
で
丁
甘
仁
に
学
ん
だ
王
一
仁⑩
で
あ
る
。
彼
の
主
張
は
「
章
太
炎
の
論
に
対

す
る
王
一
仁
の
議
論
」（
王
一
仁
対
章
太
炎
論
之
商
榷
）
と
し
て
八
月
一
三
日
の
『
申
報
』
に
掲
載
さ
れ
た
。
ま
ず
、
丁
甘
仁
の
死
因
に
つ
い
て
、

王
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
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章
氏
は
丁
甘
仁
氏
が
時
疫
に
感
染
し
た
と
言
っ
て
い
る
が
、
私
の
知
る
か
ぎ
り
で
は
、
流
行
し
て
い
る
霍
乱
症
に
よ
る
も
の
で
は
絶
対
に
な
い
。
診
察
業

務
が
忙
し
す
ぎ
た
め
に
、
体
質
が
虚
弱
に
な
り
暑
気
を
受
け
、
に
わ
か
に
耐
え
ら
れ
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る⑪
。

王
一
仁
と
し
て
は
、
丁
甘
仁
、
そ
し
て
中
医
の
名
誉
を
守
る
た
め
に
も
誤
解
に
は
し
っ
か
り
対
応
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、

王
の
主
張
と
ほ
ぼ
同
様
な
も
の
が
丁
の
死
因
と
し
て
現
在
伝
わ
っ
て
い
る⑫
。

続
い
て
王
一
仁
の
主
張
を
見
て
み
よ
う
。

章
太
炎
氏
が
昨
日
、
霍
乱
症
は
四
逆
湯
や
通
脈
四
逆
湯
で
主
に
治
療
し
、
そ
れ
は
西
医
の
樟
脳
注
射
や
食
塩
水
注
射
と
合
致
す
る
と
言
っ
て
い
た
。
し
か

し
、
今
年
の
時
疫
症
に
つ
い
て
言
う
な
ら
ば
、
心
臓
が
ひ
ど
く
熱
を
持
ち
、
か
え
っ
て
清
陽
〔
体
内
の
軽
清
昇
発
の
気
の
上
昇
〕
を
妨
げ
て
い
る
も
の
で

あ
り
、
嘔
吐
、
下
痢
、
四
肢
の
冷
え
、
伏
脈
〔
触
知
が
難
し
い
ほ
ど
隠
れ
伏
し
た
脈
〕、
冷
汗
が
ど
ろ
ど
ろ
に
な
る
症
状
が
見
え
て
も
、
四
逆
な
ど
の
薬
剤

を
投
じ
る
べ
き
で
は
な
い
。
も
し
誤
っ
て
そ
れ
を
用
い
た
り
、
あ
る
い
は
西
医
の
方
法
で
食
塩
水
注
射
を
し
た
り
し
た
な
ら
ば
、
熱
に
苦
し
ん
で
寝
ら
れ

ず
、
死
ぬ
ほ
ど
口
が
渇
き
、
舌
は
赤
ま
た
は
黄
に
な
っ
て
か
さ
か
さ
に
な
り
、
意
識
が
朦
朧
、
内
閉
〔
意
識
の
昏
迷
・
痙
攣
な
ど
〕
し
て
息
絶
え
る
。

…
…
お
お
よ
そ
霍
乱
の
一
症
に
は
、
寒
・
熱
が
あ
る
。
今
年
は
天
候
が
長
ら
く
ひ
ど
く
乾
燥
し
て
い
た
の
で
、
熱
症
が
多
く
な
る
の
は
必
然
で
あ
る
。『
傷

寒
論
』
の
霍
乱
症
で
は
、
寒
の
も
の
は
四
逆
湯
が
こ
れ
に
対
応
し
、
熱
の
も
の
は
五
苓
散
が
こ
れ
に
対
応
す
る
。
も
と
よ
り
強
い
て
一
つ
の
例
に
帰
す
る

こ
と
は
な
い⑬
。

「
心
臓
が
ひ
ど
く
熱
を
持
ち
」、「
熱
に
苦
し
ん
で
寝
ら
れ
ず
」、「
今
年
は
天
候
が
長
ら
く
ひ
ど
く
乾
燥
し
て
い
た
の
で
、
熱
症
が
多
く
な
る

の
は
必
然
で
あ
る
」
と
い
う
文
言
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
王
は
今
回
の
霍
乱
が
熱
霍
乱
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
寒
霍
乱
に
対

応
し
た
章
の
処
方
は
誤
り
で
あ
り
、
西
医
が
行
な
っ
て
い
る
樟
脳
注
射
や
食
塩
水
注
射
も
不
可
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
樟
脳
注
射
に
つ
い
て
は
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心
臓
の
運
動
を
亢
進
さ
せ
る
か
ら
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
食
塩
水
注
射
に
つ
い
て
は
少
々
分
か
り
に
く
い
が
、
過
度
な
塩
分
摂
取
が
血
液

中
の
塩
分
濃
度
を
上
昇
さ
せ
喉
の
渇
き
を
催
す
こ
と
は
現
代
で
も
よ
く
知
ら
れ
て
お
り
、
結
果
的
に
は
そ
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う

（
た
だ
し
、
そ
の
よ
う
に
な
ら
な
い
た
め
に
食
塩
水
の
濃
度
は
普
通
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
て
い
る
）。

そ
の
う
え
で
王
は
今
年
の
霍
乱
へ
の
処
方
を
以
下
の
よ
う
に
提
案
し
た
。

今
年
の
霍
乱
症
は
、
私
の
経
験
か
ら
す
る
と
、
萸
連
解
毒
湯
を
用
い
る
べ
き
で
あ
り
、
黄
連
を
君
と
し
て
、
心
臓
の
熱
を
直
に
冷
ま
し
、
そ
の
ほ
か
に
碧

玉
散
・
銀
花
・
連
翹
・
丹
皮
・
山
槴
な
ど
を
加
え
、
熱
を
冷
ま
す
の
を
助
け
る
。
こ
の
方
法
は
四
逆
湯
と
、
ま
さ
に
逆
で
あ
る
が
、
幅
広
く
効
果
が
あ
る
。

症
状
が
重
い
者
に
は
雪
水
紫
雪
丹
な
ど
の
処
方
が
効
く⑭
。

「
四
逆
湯
と
、
ま
さ
に
逆
」
と
し
て
い
る
よ
う
に
、
王
一
仁
が
提
示
し
た
の
は
寒
涼
薬
で
あ
る
。
た
だ
、
興
味
深
い
の
は
、
彼
が
王
士
雄

『
霍
乱
論
』
の
言
う
燃
照
湯
、
連
朴
飲
、
蚕
矢
湯
な
ど
で
は
な
く
、
萸
連
解
毒
湯
を
提
案
し
た
こ
と
で
あ
る
。
王
一
仁
と
し
て
は
、
自
分
が
章

炳
麟
の
言
う
と
こ
ろ
の
、
江
南
に
蔓
延
し
て
い
る
「
王
士
雄
の
異
説
」
に
真
霍
乱
を
任
せ
る
だ
け
の
者
、
で
は
な
く
、
個
々
の
霍
乱
の
特
性
を

見
極
め
た
上
で
適
切
な
処
方
を
考
案
す
る
者
、
で
あ
る
と
い
う
姿
勢
を
示
し
て
お
く
必
要
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
霍
乱
の
性
格
と
処
方
を
め
ぐ
っ
て
、
章
炳
麟
と
王
一
仁
は
真
っ
向
か
ら
対
立
し
た
。
そ
の
後
、
王
に
対
す
る
章
の
反
論
が

八
月
一
四
日
の
『
申
報
』
に
、
そ
れ
に
対
す
る
王
の
再
反
論
が
一
五
日
の
『
申
報
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
至
り
、
議
論
は
西
医
対
中

医
だ
け
で
な
く
、
中
医
対
中
医
の
様
相
も
呈
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

(四
)
そ
の
他
の
論
者
の
意
見

以
上
の
議
論
は
、
上
海
を
代
表
す
る
日
刊
紙
で
あ
る
『
申
報
』
上
で
展
開
さ
れ
た
た
め
、
広
く
社
会
の
関
心
を
呼
ん
だ
。
そ
の
後
八
月
末
に
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至
る
ま
で
、
多
く
の
論
者
が
そ
れ
に
参
入
す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
ら
を
時
系
列
に
沿
っ
て
纏
め
た
の
が
表
二
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
発
言
者
の

職
業
や
内
容
に
応
じ
て
分
類
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

西
医
か
ら
の
意
見
：
冷
静
に
治
療
法
を
論
じ
た
も
の
（
①
②
）、
中
医
の
病
因
論
や
治
療
法
の
誤
り
を
攻
撃
し
た
も
の
（
④
⑫
）

中
医
か
ら
の
意
見
：
寒
・
熱
霍
乱
の
見
分
け
方
を
紹
介
し
た
も
の
（
③
）、
章
炳
麟
の
論
を
傍
証
し
た
も
の
（
⑤
）、
章
・
王
両
方
を
批
判
し

つ
つ
、
食
塩
水
注
射
の
副
作
用
を
緩
和
す
る
も
の
と
し
て
中
医
の
処
方
に
対
し
て
一
定
の
評
価
を
す
る
も
の
（
⑥
）、
章
と
同
様
に
王
士
雄
ら

明
清
医
学
の
成
果
を
批
判
し
た
も
の
（
⑦
）、
章
炳
麟
や
王
一
仁
と
は
異
な
る
臍
灸
に
よ
る
治
療
を
提
唱
し
た
も
の
（
⑧
⑨
）、
望
診
に
よ
っ
て

症
状
を
見
極
め
そ
れ
ぞ
れ
の
症
状
に
合
せ
た
処
方
を
提
案
し
た
も
の
（
⑩
）、
真
霍
乱
を
普
通
の
霍
乱
と
区
別
し
て
吊
脚
痧
と
呼
ぶ
よ
う
主
張

し
つ
つ
中
西
医
相
互
の
研
究
交
流
を
提
唱
し
た
も
の
（
⑪
）

西
医
・
中
医
両
者
か
ら
様
々
な
意
見
が
提
起
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
だ
ろ
う
。
興
味
深
い
特
徴
と
し
て
、
中
医
を
批
判
す
る
西
医
が
い

る
一
方
で
、
西
医
を
批
判
す
る
中
医
が
邱
茲
安
（
⑩
）
以
外
に
い
な
い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
中
医
の
批
判
の
矛
先
は
専
ら
中
医
に
向
け
ら
れ

て
お
り
、
⑪
の
よ
う
に
西
医
と
の
研
究
交
流
を
提
唱
す
る
中
医
す
ら
い
る
。
た
だ
、
こ
れ
は
彼
ら
が
西
医
に
屈
服
し
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、

後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
西
医
に
対
し
て
前
向
き
な
姿
勢
で
臨
む
中
医
が
増
え
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
対
立
を
あ
お
る
意
見
を
出

す
中
医
が
い
る
一
方
で
、
対
立
を
越
え
る
よ
う
な
建
設
的
な
案
を
提
起
す
る
者
も
い
た
。

結
局
、
多
く
の
論
者
が
参
加
し
た
こ
の
議
論
に
お
い
て
、
結
論
ら
し
い
結
論
は
出
て
い
な
い
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
無
駄
で
あ
っ
た
と
い
う
わ

け
で
は
な
く
、
こ
の
議
論
を
中
医
の
さ
ら
な
る
発
展
に
資
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
る
者
も
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
後
述
す
る
よ
う
に
一
部
の
医
学

雑
誌
に
お
い
て
霍
乱
特
集
が
組
ま
れ
、
上
記
の
意
見
の
一
部
も
そ
こ
に
転
載
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
論
争
で
の
意
見
を
生
か
し
た
霍
乱
研

究
も
登
場
す
る
よ
う
に
な
る
。
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表二 章炳麟・王一仁以外の医者から出た霍乱に関する意見
『申報』
掲載日

著者 職業 概要 記事名

① 8月14日 張紹修 西医
虎烈拉（コレラ）の病因、感染経路、症状、予防法、治療法を
西洋医学の立場から詳述。

西医張紹修之
方案

② 8月15日 焦錫生
西医？、上
海時疫医院
医生

この2、3週間で増えた乾霍乱の治療法（Murphy's Drop と
皮下注射を兼用）を紹介。

焦医生対於乾
性霍乱之治法

③ 8月17日 徐橘香 中医

師匠の任際運が記した「霍乱危症寒熱辨」（かつて『中医学報』
に掲載されたもの）を転載。寒・熱霍乱の見分け方や治療法
（寒症の場合は附桂理中湯など、熱症の場合は芩連白虎湯な
ど）が詳述される。

対於章王霍乱
治法之討論

④ 8月20日 丁恵康 西医
霍乱の原因は寒でも熱でもなくコレラ菌、治療法も西医のもの
以外ありえない、中医が治療してきたのは疑似（類）コレラだ、
と述べる。

丁恵康対於章
氏霍乱論之駁
議

⑤ 8月20日 張賛臣
中医、神州
医薬総会書
記長

張が関わる景和医院臨時救疫所での霍乱治療状況を紹介するこ
とで章炳麟の説を傍証。同救疫所では時疫を寒霍乱と認識し、
患者31人に食塩水注射を、26人に四逆湯・理中湯を処方したと
ころ、みな回復したとのこと。

張賛臣旁証章
太炎霍乱論

⑥ 8月20日 葉指発
中医（上海
中医専門学
校卒業）

章・王両氏の処方で真霍乱は治せず、緊急時の対処としては食
塩水注射以外ありえない。ただし、食塩水の注射には副作用も
あるため、それを抑える上では中医の処方も優れている、と主
張。

医生葉指発対
章王両君之商
榷

⑦ 8月20日 陳旡咎

中医（上海
漢医学院創
設者、丹学
渓社主任）

霍乱は古くから中国にあり、晋代以来有効な治療法を確立して
いたが、明清時代、特に陳修園や王士雄らによって曲げられ、
退化した、と主張。

医生陳天咎之
霍乱旧治挙隅

⑧ 8月20日 朱子庶 中医？
今年の霍乱は陰寒が内結し陽が外に出たもので、薬を飲ませて
はいけない。西医では薬水注射をし、中医では薬粉を用いて臍
に灸をする。この方法で3人を救った、と主張。

朱子庶対章王
霍乱論之研究

⑨ 8月22日 朱子庶 中医？
8月20日の張賛臣の意見に対する反論。四逆湯であろうと、や
はり薬は飲んではならない、と主張。

朱子庶再対張
賛臣君旁証章
氏論之研究

⑩ 8月30日 邱茲安 中医

8月20日の丁恵康の意見に対する反論。寒・熱霍乱についても
実際には様々な症状があるため、望診でそれをしっかり判断し、
それぞれに合った処方をすることが必要、と主張。8月20日に
朱子庶が提案した臍灸で使用する薬粉の具体的な調合を紹介。

閲邱茲安君時
疫証治商榷文

⑪ 8月31日 楊仲羲 中医

こむら返りを伴う重症の真霍乱を一般的な霍乱と区別して吊脚
痧と呼ぶべき。中医の退化は今に始まったことではなく、力を
合わせて研究しないと必ずや淘汰の列に加わることになる。お
金を集めて模範医院を開設し、中西医が互いに学び合うべき。

中医楊仲羲論
霍乱

⑫ 8月31日 丁恵康 西医 8月30日の邱茲安の意見に対する西医の立場からの反論。
丁恵康再論霍
乱之原因
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①

丁
甘
仁
の
事
績
お
よ
び
現
代
に
ま
で
続
く
彼
の
影
響
力
な
ど
に
つ
い
て
は
以
下

に
詳
し
い
。
Scheid,op.
cit.丁
一
諤
「
丁
甘
仁
輝
煌
業
績
和
学
術
成
就
」
張
文

勇
ほ
か
主
編
『
上
海
中
医
薬
文
化
史
』
上
海
、
上
海
科
学
技
術
出
版
社
、
二
〇
一

四
年
。

②
「
各
団
体
公
祭
名
医
丁
甘
仁
」『
申
報
』
一
九
二
六
年
一
一
月
八
日
。

③
「
丁
甘
仁
追
悼
会
誌
盛
」『
申
報
』
一
九
二
六
年
一
一
月
一
五
日
。

④

丁
恵
康
（
一
八
九
八
〜
一
九
七
〇
）。
江
蘇
省
無
錫
人
。
一
九
二
二
年
に
上
海

聖
約
翰
大
学
医
学
部
卒
業
。
医
師
、
技
師
な
ど
を
歴
任
し
た
後
、
四
九
年
以
降
は

上
海
市
衛
生
防
疫
站
検
験
科
科
長
な
ど
に
就
任
し
た
。『
霍
乱
弧
菌
的
検
験
程
序
』、

『
食
物
中
毒
的
細
菌
及
毒
素
報
告
手
冊
』
な
ど
の
著
作
が
あ
る
（
張
明
島
・
卲
浩

奇
主
編
前
掲
書
）。

⑤

丁
恵
康
「
勧
中
医
審
霍
乱
之
治
」『
申
報
』
一
九
二
六
年
八
月
一
〇
日
。「
虎
軍

猖
獗
中
、
忽
傳
名
醫
丁
甘
仁
先
生
亦
以
染
疫
而
云
亡
矣
。
吾
不
禁
念
及
邑
中
名
醫

張
紹
曾
與
倪
銘
三
先
生
之
死
。
蓋
三
先
生
者
、
均
業
中
醫
、
而
均
著
名
於
時
、
而

竟
悉
罹
時
疫
以
歿
者
也
」。

⑥

前
掲
丁
恵
康
「
勧
中
医
審
霍
乱
之
治
」。「
故
余
以
為
急
性
傳
染
病
之
來
也
、
無

論
西
醫
與
中
醫
、
當
力
弭
門
戶
之
見
、
以
世
界
醫
學
大
同
之
治
法
為
規
則
。
…
…

中
醫
如
遇
霍
亂
患
者
、
當
令
其
入
醫
院
就
西
醫
診
之
」。

⑦
「
昨
日
之
時
疫
消
息
：
章
太
炎
勧
中
医
審
霍
乱
之
治
」『
申
報
』
一
九
二
六
年
八

月
一
二
日
。「
今
歲
霍
亂
盛
行
、
時
醫
丁
甘
仁
亦
染
症
死
」。

⑧

前
掲
「
昨
日
之
時
疫
消
息
：
章
太
炎
勧
中
医
審
霍
乱
之
治
」。「
霍
亂
甚
者
、
厥

利
交
作
、
漸
至
脈
脫
、
在
此
土
則
以
四
逆
湯
通
脈
四
逆
湯
救
之
、
在
西
土
則
以
樟

腦
鍼
鹽
水
鍼
救
之
。
四
逆
湯
二
方
、
並
以
生
附
子
為
君
、
强
其
心
臟
、
以
乾
薑
為

臣
、
止
其
吐
利
、
二
者
相
合
、
脈
自
得
道
。
樟
腦
鍼
亦
强
心
之
術
、
與
此
同
意
、

若
夫
以
水
淡
血
、
以
鹽
收
拾
脈
管
、
則
所
謂
以
鹹
養
脈
者
也
、（
以
鹹
養
脈
、
見

周
官
瘍
醫
）。
…
…
中
醫
遇
此
、
果
早
用
四
逆
湯
自
不
待
以
鹽
水
注
射
、
若
遷
延

不
進
、
須
臾
口
噤
胃
反
、
藥
不
可
下
、
非
鹽
水
注
射
、
即
無
以
濟
之
」。

⑨

前
掲
「
昨
日
之
時
疫
消
息
：
章
太
炎
勧
中
医
審
霍
乱
之
治
」。「
王
孟
英
輩
、
竟

謂
霍
亂
不
可
以
𤍠
藥
療
、
𤍠
藥
入
口
即
死
」。

⑩

王
一
仁
（
一
八
九
八
〜
一
九
七
一
）。
浙
江
省
新
安
人
。
上
海
中
医
専
門
学
校

を
卒
業
後
、
広
益
中
医
院
に
勤
め
る
。
上
海
中
国
医
学
院
の
創
設
に
関
わ
っ
た
の

ち
開
業
し
、
永
義
善
堂
で
の
診
察
に
も
た
ず
さ
わ
っ
た
。『
内
経
読
本
』、『
傷
寒

読
本
』、『
金
匱
読
本
』
な
ど
の
著
作
が
あ
る
（
張
明
島
・
卲
浩
奇
主
編
前
掲
書
）。

⑪
「
昨
日
疫
訊
彙
誌
：
王
一
仁
対
章
太
炎
論
之
商
榷
」『
申
報
』
一
九
二
六
年
八
月

一
三
日
。「
至
章
氏
謂
丁
甘
仁
氏
亦
染
時
疫
、
就
余
所
知
、
絕
非
時
行
霍
亂
症
。

良
由
診
務
過
於
忙
追
、
體
虛
受
暑
、
卒
以
不
支
」。

⑫

Scheid,op.
cit.,p.249.

⑬

前
掲
「
昨
日
疫
訊
彙
誌
：
王
一
仁
対
章
太
炎
論
之
商
榷
」。「
章
太
炎
氏
昨
以
霍

亂
症
宜
四
逆
湯
通
脈
四
逆
湯
主
治
、
謂
與
西
醫
樟
腦
針
鹽
水
針
相
合
。
然
就
今
年

時
疫
症
而
論
、
每
由
心
臟
亢
𤍠
過
甚
、
反
致
遏
伏
淸
陽
、
雖
見
吐
瀉
肢
冷
、
脈
伏
、

冷
汗
如
漿
之
症
、
未
可
便
投
四
逆
等
劑
。
若
誤
用
之
、
或
經
西
法
鹽
水
針
之
後
、

多
致
煩
躁
不
眠
、
口
渴
欲
死
、
舌
紅
或
黃
而
焦
、
神
糊
內
閉
而
絕
。
…
大
抵
霍
亂

一
症
、
寒
𤍠
多
有
。
而
今
年
天
時
亢
旱
過
久
、
𤍠
症
之
多
、
亦
必
然
之
勢
。
在
傷

寒
論
霍
亂
症
、
寒
者
四
逆
湯
主
之
、
𤍠
者
五
苓
散
主
之
、
原
非
强
歸
一
例
」。

⑭

前
掲
「
昨
日
疫
訊
彙
誌
：
王
一
仁
対
章
太
炎
論
之
商
榷
」。「
今
歲
霍
亂
症
、
就

余
經
騐
所
及
、
宜
用
萸
連
解
毒
湯
、
以
黃
連
為
君
、
直
淸
心
臟
之
𤍠
、
外
加
碧
玉

散
銀
花
連
翹
丹
皮
山
槴
等
味
、
佐
助
淸
暑
。
此
法
與
四
逆
湯
、
適
成
相
反
、
而
成

効
甚
宏
。
重
者
便
須
雪
水
紫
雪
丹
等
方
効
」。

一九二〇年代上海における霍乱流行と中医（戸部）
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四

論
争
の
背
景
と
し
て
考
え
ら
れ
る
も
の

以
上
、
一
九
二
六
年
の
霍
乱
論
争
の
推
移
に
つ
い
て
追
っ
て
き
た
が
、
最
後
に
こ
の
よ
う
な
論
争
が
生
じ
た
背
景
に
つ
い
て
、
中
医
界
の
状

況
を
中
心
に
検
討
す
る
。

背
景
と
し
て
ま
ず
挙
げ
る
べ
き
は
、
中
医
の
言
う
と
こ
ろ
の
霍
乱
と
い
う
病
気
、
そ
れ
自
体
の
特
性
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
霍
乱
は
様
々
な
症

状
を
呈
す
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
大
別
し
て
寒
霍
乱
と
熱
霍
乱
と
い
う
も
の
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
が
、
そ
れ
を
見
分
け
る
の

は
中
医
で
も
難
し
く
、
苦
慮
す
る
者
が
多
か
っ
た
。
た
だ
そ
の
一
方
で
、
寒
霍
乱
で
あ
れ
熱
霍
乱
で
あ
れ
、
は
た
ま
た
真
霍
乱
で
あ
れ
疑
似
霍

乱
で
あ
れ
、
似
た
よ
う
な
症
状
を
も
っ
た
患
者
を
「
霍
乱
患
者
」
だ
と
思
い
治
癒
さ
せ
た
、
と
主
張
す
る
中
医
が
か
な
り
の
数
い
た
可
能
性
も

あ
る
。
そ
の
患
者
が
真
霍
乱
、
つ
ま
り
コ
レ
ラ
か
ど
う
か
は
コ
レ
ラ
菌
の
有
無
を
調
べ
な
け
れ
ば
分
か
ら
ず
、
ま
し
て
や
寒
霍
乱
か
熱
霍
乱
か

は
よ
り
判
断
が
難
し
い
。
そ
う
し
た
状
況
で
そ
れ
ぞ
れ
が
「
成
功
」
体
験
を
語
っ
て
も
議
論
が
か
み
合
う
は
ず
が
な
い
。
そ
う
し
た
こ
と
も
ま

た
中
医
対
西
医
、
さ
ら
に
は
中
医
対
中
医
の
対
立
を
生
ん
だ
背
景
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

次
に
挙
げ
る
べ
き
は
、
当
時
『
傷
寒
論
』
を
再
評
価
す
る
論
調
が
中
医
界
で
出
現
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、
中
医
界
に
お
い
て

は
傷
寒
学
派
と
温
病
学
派
と
の
間
で
長
ら
く
対
立
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
体
外
の
環
境
変
化
に
よ
り
罹
る
熱
病
を
古
来
中
国
で
は
傷
寒

と
い
う
が
、
そ
の
治
療
法
を
記
し
た
も
の
と
し
て
長
ら
く
重
宝
さ
れ
た
の
が
張
仲
景
の
『
傷
寒
論
』
で
あ
っ
た
。
他
方
、
そ
れ
で
は
治
せ
な
い

外
感
熱
病
（
温
病
）
が
あ
る
こ
と
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
へ
の
対
処
法
が
宋
元
、
特
に
明
清
以
降
、
多
く
の
中
医
に
よ
っ
て
な
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
温
病
学
の
勃
興
で
あ
る
。
た
だ
、
中
医
の
な
か
に
は
そ
う
し
た
新
た
な
動
き
を
認
め
な
い
者
も
多
く
、
以
来
傷

寒
学
派
と
温
病
学
派
の
議
論
が
続
く
よ
う
に
な
っ
た①
。
本
稿
の
登
場
人
物
で
言
え
ば
、
王
士
雄
は
清
代
を
代
表
す
る
温
病
学
者
の
一
人
で
あ
り
、

他
方
章
炳
麟
と
陳
旡
咎
（
表
二
の
⑦
）
は
傷
寒
論
に
依
拠
し
て
王
士
雄
や
温
病
学
者
を
批
判
し
て
い
た
。
丁
甘
仁
は
両
者
の
統
合
（
寒
温
統
一
）

を
意
図
し
て
い
た
と
言
わ
れ
る②
。
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そ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
傷
寒
論
を
再
評
価
す
る
声
が
高
ま
っ
た
の
は
、
中
国
医
学
改
良
の
動
き
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。
二
〇
世
紀
に

入
る
と
中
医
は
、
西
医
と
対
峙
す
る
な
か
で
生
き
残
り
を
か
け
て
自
ら
の
改
良
を
迫
ら
れ
た
。
そ
う
し
た
な
か
に
お
い
て
、
宋
元
以
降
の
中
国

医
学
を
批
判
し
、
そ
れ
よ
り
前
の
も
の
を
評
価
す
る
流
れ
が
登
場
し
た
。
彼
ら
は
宋
元
以
降
の
医
学
を
、
も
と
よ
り
経
験
主
義
的
だ
っ
た
も
の

に
理
論
（
陰
陽
五
行
な
ど
）
が
覆
い
被
さ
っ
た
た
め
に
退
化
し
た
も
の
と
し
て
見
て
い
た
の
で
あ
る
。
余
岩
（
雲
岫
）
が
そ
の
主
張
者
と
し
て
有

名
だ
が
、
彼
の
師
匠
の
一
人
で
あ
る
章
炳
麟
も
そ
の
考
え
を
共
有
し
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
、
彼
ら
の
学
問
的
立
場
が
宋
学
で
は
な
く
漢
学
に
あ

っ
た
こ
と
も
大
き
い
。
章
が
霍
乱
論
争
に
お
い
て
王
士
雄
を
こ
と
さ
ら
に
批
判
し
た
の
は
、
そ
う
し
た
背
景
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、

こ
の
時
期
に
は
日
本
の
漢
方
に
注
目
す
る
中
医
が
増
え
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
日
本
で
は
二
〇
世
紀
前
半
以
降
、
漢
方
医
学
の
復
興
に
向
け
た

動
き
が
盛
ん
だ
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
さ
ら
に
言
え
ば
日
本
の
漢
方
が
温
病
学
説
を
含
む
宋
元
以
降
の
中
国
医
学
の
影
響
を
あ
ま
り
受
け
て
い
な

か
っ
た
か
ら
で
あ
る③
。

と
こ
ろ
で
、
経
験
に
基
づ
く
処
方
や
薬
学
の
知
識
な
ど
は
近
代
西
洋
医
学
と
も
親
和
性
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
中
医
の
間
で
西
医
と
の
距
離

感
に
つ
い
て
様
々
な
考
え
を
持
つ
者
が
出
て
く
る
よ
う
に
な
る
が
、
霍
乱
論
争
が
起
こ
っ
た
時
期
と
い
う
の
は
ま
さ
に
そ
う
し
た
動
き
が
出
始

め
た
時
期
に
当
た
っ
て
い
た
。

李
経
緯
は
、
一
九
二
〇
年
代
以
降
、
中
医
が
大
ま
か
に
「
保
存
中
医
」、「
中
医
科
学
化
」、「
廃
止
中
医
」（
以
下
、「

」
を
省
略
す
る
）
と
い

う
三
つ
の
派
に
分
か
れ
た
と
し
て
い
る
。
廃
止
中
医
派
は
薬
学
を
除
き
中
国
医
学
の
廃
止
を
求
め
る
人
々
。
逆
に
保
存
中
医
派
は
改
良
を
重
ね

な
が
ら
も
陰
陽
五
行
な
ど
の
思
想
も
含
め
中
国
医
学
の
保
存
を
求
め
る
人
々
。
そ
し
て
中
医
科
学
化
派
は
西
医
を
含
む
科
学
的
な
見
地
か
ら
中

国
医
学
の
復
興
を
目
指
す
人
々
で
、
陰
陽
五
行
な
ど
近
代
の
科
学
に
そ
ぐ
わ
な
い
思
想
な
ど
を
捨
て
る
こ
と
も
辞
さ
な
か
っ
た④
。
西
医
と
の
距

離
は
廃
止
中
医
派
、
中
医
科
学
化
派
、
保
存
中
医
派
の
順
番
に
近
く
、
上
で
挙
げ
た
余
岩
は
そ
の
後
廃
止
中
医
論
者
と
な
っ
て
一
九
二
九
年
の

い
わ
ゆ
る
廃
止
中
医
案
（「
医
学
な
ら
び
に
公
衆
衛
生
の
障
害
を
一
掃
す
る
た
め
の
旧
医
学
の
廃
止
」
と
題
す
る
決
議
案
）
に
中
心
的
に
関
わ
っ
て
い
く

こ
と
に
な
る⑤
。
章
炳
麟
の
ス
タ
ン
ス
は
後
の
中
医
科
学
化
派
に
近
い
。
西
医
に
よ
る
食
塩
水
注
射
を
評
価
し
て
い
た
こ
と
か
ら
も
そ
れ
が
う
か
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が
え
よ
う
。
章
と
議
論
し
た
王
一
仁
は
後
述
す
る
上
海
中
国
医
学
院
で
の
動
き
を
見
る
か
ぎ
り
、
保
存
中
医
派
に
近
い
よ
う
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
保
存
中
医
派
も
西
医
の
存
在
を
認
め
て
い
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
西
医
を
認
め
ず
、
こ
と
さ
ら
に
伝
統
を
墨
守
す

る
中
医
の
ほ
う
が
、
西
洋
と
の
関
わ
り
が
強
い
上
海
の
よ
う
な
都
市
に
お
い
て
は
少
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。『
申
報
』
上
に
お
け
る
霍
乱
論
争

に
お
い
て
西
医
を
批
判
す
る
中
医
が
ほ
と
ん
ど
い
な
か
っ
た
こ
と
に
も
そ
れ
は
表
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
も
ま
た
霍
乱
論
争
の
メ
イ
ン

が
中
医
対
中
医
と
な
っ
た
背
景
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。

論
争
が
生
じ
た
背
景
と
し
て
は
さ
ら
に
、
上
海
中
医
界
の
巨
人
で
あ
る
丁
甘
仁
が
亡
く
な
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
上
海
の
コ
レ
ラ
治
療
に
お
け

る
中
医
の
存
在
感
が
低
下
し
て
い
た
と
い
う
要
素
も
無
視
で
き
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
上
で
述
べ
た
中
国
医
学
復
興
の
動
き
と
も
関
わ
り
つ

つ
、
そ
れ
よ
り
も
ミ
ク
ロ
の
レ
ベ
ル
で
上
海
の
中
医
に
と
っ
て
身
近
な
危
機
が
到
来
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
王
一
仁
は
霍
乱
に
よ
る

も
の
で
は
な
い
と
言
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
流
行
し
て
い
る
時
期
に
丁
甘
仁
が
亡
く
な
っ
た
こ
と
は
上
海
の
中
医
に
大
き
な
シ
ョ
ッ
ク
を
与
え

た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
流
行
性
霍
乱
の
治
療
に
お
い
て
も
各
時
疫
病
院
で
は
主
に
食
塩
水
注
射
を
採
用
し
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、
上
海
を

代
表
す
る
善
堂
の
一
つ
で
あ
る
普
善
山
荘
に
関
す
る
次
の
記
事
か
ら
も
そ
う
し
た
状
況
の
一
端
が
垣
間
見
ら
れ
る
。

本
年
正
月
か
ら
六
月
ま
で
に
お
い
て
…
…
中
医
院
が
三
五
五
四
回
、
西
医
院
三
万
九
六
二
回
で
あ
り
、
時
疫
が
盛
行
し
て
い
る
た
め
に
、
西
医
院
の
診
察

回
数
が
こ
れ
ま
で
の
年
よ
り
も
増
え
て
い
る
。
た
だ
事
業
が
ま
す
ま
す
広
が
っ
て
い
る
の
で
、
経
費
も
ど
ん
ど
ん
不
足
し
て
い
る⑥
。

中
医
と
し
て
も
劣
勢
の
挽
回
を
期
し
て
大
い
に
議
論
せ
ざ
る
を
え
な
い
状
況
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。
霍
乱
論
争
に
お
い
て
建
設
的
な
意
見
を

述
べ
る
中
医
も
い
た
背
景
に
は
こ
う
し
た
事
情
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
一
九
二
〇
年
代
以
降
、
中
医
の
間
で
様
々
な
考
え
方
が
出
さ

れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
が
霍
乱
論
争
で
の
対
立
に
つ
な
が
っ
た
こ
と
は
上
で
述
べ
た
と
お
り
だ
が
、
中
医
が
生
き
残
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
い
う
点
に
お
い
て
は
、
中
医
廃
止
を
本
気
で
目
指
す
者
を
除
け
ば
多
く
の
中
医
が
認
識
を
共
有
し
て
い
た
。
第
一
、
李
経
緯
の
言
う
保
存
中
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医
、
中
医
科
学
化
、
廃
止
中
医
と
い
う
三
つ
の
派
も
研
究
上
の
分
類
で
あ
り
、
李
も
言
う
よ
う
に
決
し
て
固
定
的
で
は
な
く
、
互
い
に
重
な
り

合
う
と
こ
ろ
も
多
か
っ
た
。

そ
れ
ゆ
え
、
例
え
ば
一
九
二
七
年
八
月
に
『
医
界
春
秋
』
と
い
う
中
医
系
の
雑
誌
が
霍
乱
特
集
を
組
ん
で
い
る
が
、
そ
こ
に
は
『
申
報
』
で

の
霍
乱
論
争
に
参
加
し
た
主
要
な
論
客
（
章
炳
麟
・
王
一
仁
・
張
賛
臣
・
陳
旡
咎
）
に
西
医
の
兪
鳳
賓
（
中
医
に
も
造
詣
が
深
い
）
を
加
え
た
五
人
の

意
見
が
バ
ラ
ン
ス
よ
く
掲
載
さ
れ
て
い
る
。『
医
界
春
秋
』
は
一
九
二
六
年
一
月
に
中
医
の
楊
志
一
の
主
編
の
下
で
刊
行
さ
れ
た
雑
誌
で
、
当

時
は
霍
乱
論
争
で
章
炳
麟
を
支
持
す
る
意
見
を
述
べ
た
張
賛
臣
が
主
編
を
し
て
い
た
。
そ
の
せ
い
も
あ
り
「
章
太
炎
君
の
真
霍
乱
。
王
一
仁
君

の
類
霍
乱
〔
疑
似
コ
レ
ラ
〕。
兪
鳳
賓
君
の
真
霍
乱
注
射
療
法
」
と
い
う
章
炳
麟
寄
り
の
紹
介
文
を
載
せ
て
い
る
も
の
の
、
こ
れ
ら
の
議
論
に

よ
っ
て
「
実
に
お
互
い
に
補
完
し
合
う
こ
と
で
よ
い
結
果
を
収
め
る
」（
實
則
相
得
益
彰
）
と
し
て
い
る⑦
。
こ
う
し
た
姿
勢
は
同
時
期
に
丁
恵
康

が
編
集
に
関
わ
り
、
西
洋
医
学
の
影
響
が
色
濃
い
『
中
西
医
学
報
』
の
霍
乱
特
集
（
一
九
二
七
年
一
月
）
が
西
医
の
意
見
し
か
基
本
的
に
載
せ
て

い
な
い
の
と
対
照
を
な
す
（
た
だ
し
頁
や
論
者
の
数
は
こ
ち
ら
の
ほ
う
が
多
い⑧
）。

ま
た
、
霍
乱
論
争
が
収
束
し
て
か
ら
約
一
年
後
の
一
九
二
七
年
一
二
月
、
論
争
に
参
加
し
た
王
一
仁
ら
に
よ
っ
て
上
海
中
国
医
学
院
と
い
う

中
医
養
成
学
校
が
設
立
さ
れ
た
。
同
校
は
そ
の
後
発
展
し
、
一
九
一
七
年
に
丁
甘
仁
ら
が
設
立
し
た
上
海
中
医
専
門
学
校
と
と
も
に
、
上
海
で

最
も
長
く
続
い
た
中
医
養
成
学
校
の
一
つ
と
な
っ
た
。
注
目
す
べ
き
は
、
中
国
医
学
院
の
創
設
に
あ
た
り
、
章
炳
麟
が
請
わ
れ
て
名
誉
職
な
が

ら
院
長
に
就
任
し
た
こ
と
で
あ
る
。
霍
乱
論
争
で
は
激
し
く
対
立
し
た
王
一
仁
と
章
炳
麟
だ
が
、
中
医
の
未
来
に
対
す
る
危
機
感
自
体
は
共
有

し
て
い
た
と
言
え
る
。
ま
た
、
同
校
で
は
ほ
か
に
も
霍
乱
論
争
に
参
加
し
た
張
賛
臣
と
陳
旡
咎
が
一
時
期
講
師
と
し
て
教
鞭
を
と
っ
て
い
た

（
西
医
・
丁
恵
康
の
父
で
あ
る
丁
福
保
や
そ
の
他
西
医
も
一
時
関
わ
っ
た⑨
）。
も
ち
ろ
ん
、
危
機
を
ど
う
乗
り
越
え
る
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
依
然

と
し
て
個
々
に
考
え
が
あ
り
、
そ
れ
は
一
九
二
八
年
秋
に
著
名
な
中
医
近
代
化
論
者
で
あ
る
陳
淵
雷
を
『
傷
寒
論
』
の
講
師
と
し
て
招
聘
し
た

際
に
表
面
化
し
た
。
学
生
や
教
員
の
な
か
で
陳
の
考
え
を
支
持
す
る
人
が
増
え
た
結
果
対
立
が
起
こ
り
、
教
員
の
一
部
と
学
生
の
三
分
の
一
が

新
た
に
上
海
国
医
学
院
を
設
立
し
、
出
て
行
っ
て
し
ま
っ
た
（
た
だ
し
、
同
学
院
は
一
九
三
一
年
に
閉
校
）。
ま
た
、
そ
の
後
王
一
仁
は
病
気
に
よ
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り
、
章
炳
麟
は
校
務
の
混
乱
の
な
か
で
そ
れ
ぞ
れ
中
国
医
学
院
の
職
を
辞
し
て
い
る
（
章
は
後
に
上
海
国
医
学
院
の
院
長
と
な
っ
た
）。
た
だ
、
中

国
医
学
院
自
体
は
一
九
二
九
年
六
月
以
降
、
上
海
市
国
医
公
会⑩
の
傘
下
で
再
起
し⑪
、「
旧
学
を
検
討
し
、
新
知
を
取
り
入
れ
る
。
中
医
の
独
立

精
神
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
望
む
だ
け
で
な
く
、
別
に
新
中
医
の
旗
幟
を
打
ち
立
て
、
中
国
医
学
を
世
界
医
学
と
す
る
」
と
い
う
宗
旨
を
掲

げ
つ
つ
、
一
九
四
八
年
ま
で
続
い
た⑫
。

な
お
、
同
校
で
そ
の
後
霍
乱
が
ど
の
よ
う
に
教
え
ら
れ
た
の
か
は
残
念
な
が
ら
現
時
点
で
十
分
に
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
、
同
校
の

卒
業
論
文
の
概
要
と
し
て
霍
乱
関
係
の
も
の
が
二
篇
確
認
さ
れ
て
お
り
、
興
味
深
い
こ
と
に
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
寒
霍
乱
こ
そ
が
真
霍
乱
（
コ

レ
ラ
）
で
あ
る
と
し
、
う
ち
一
篇
は
章
炳
麟
の
論
を
高
く
評
価
し
て
い
る⑬
。
同
校
の
創
設
者
の
一
人
で
あ
る
王
一
仁
が
ど
う
感
じ
た
か
は
知
る

由
も
な
い
が
、
様
々
な
派
が
対
立
す
る
な
か
で
も
霍
乱
の
研
究
が
独
自
の
発
展
を
続
け
て
お
り
、
一
九
二
六
年
の
霍
乱
論
争
も
そ
の
た
め
に
一

役
買
っ
て
い
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
も
っ
と
も
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
今
後
引
き
続
き
さ
ら
に
広
い
視
野
か
ら
の
考
察
が
必
要
で
あ

る
と
感
じ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
霍
乱
論
争
の
背
景
に
は
当
時
の
中
医
を
取
り
巻
く
様
々
な
問
題
が
あ
っ
た
。
論
争
自
体
の
決
着
は
つ
か
な
か
っ
た
が
、『
申

報
』
と
い
う
当
時
の
上
海
を
代
表
す
る
新
聞
紙
上
で
大
々
的
に
論
争
を
行
な
っ
た
こ
と
は
、
中
医
の
置
か
れ
て
い
る
状
況
を
中
医
自
身
が
そ
れ

を
認
識
す
る
上
で
も
、
そ
れ
を
広
く
社
会
に
対
し
て
示
す
上
で
も
、
さ
ら
に
は
霍
乱
研
究
そ
れ
自
体
の
発
展
の
上
で
も
そ
れ
な
り
の
意
義
が
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
従
っ
て
、
一
九
二
六
年
上
海
の
霍
乱
流
行
に
お
け
る
中
医
の
動
き

一
見
単
な
る
内
輪
も
め
の
よ
う
に
見
え
る

は
、

決
し
て
負
の
側
面
の
み
で
語
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
言
え
よ
う
。

①

神
戸
中
医
学
研
究
会
編
著
『
中
医
臨
床
の
た
め
の
温
病
学
入
門
』
東
洋
学
術
出

版
社
、
二
〇
一
四
年
、
三
〜
七
頁
。

②

Scheid,op.
cit.,p.280.

③

Lei,op.
cit.,pp.80-82,91-93.

④

李
経
緯
主
編
『
中
外
医
学
交
流
史
』
長
沙
、
湖
南
教
育
出
版
社
、
一
九
九
八
年
、

三
二
七
〜
三
三
一
頁
。

⑤

鄧
鉄
濤
・
程
之
范
主
編
前
掲
書
、
一
五
〇
〜
一
五
四
頁
。
一
九
二
九
年
二
月
の

南
京
国
民
政
府
衛
生
部
の
第
一
回
中
央
衛
生
会
議
で
提
議
さ
れ
た
決
議
案
。
そ
の

ほ
か
に
医
師
の
登
録
や
薬
材
に
関
す
る
三
つ
の
決
議
案
も
合
わ
せ
て
提
出
さ
れ
た
。

中
医
の
登
録
の
厳
格
化
、
中
医
に
よ
る
学
校
の
設
立
や
中
医
の
宣
伝
な
ど
の
禁
止
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を
う
た
っ
た
こ
れ
ら
決
議
案
は
、
最
終
的
に
は
中
医
の
廃
止
を
も
く
ろ
む
も
の
で

あ
っ
た
。
当
然
中
医
は
団
結
し
て
激
し
く
抵
抗
し
、
世
論
に
も
訴
え
か
け
、
最
終

的
に
決
議
案
を
棚
上
げ
に
さ
せ
た
。

⑥
「
普
善
山
荘
董
事
会
紀
」『
申
報
』
一
九
二
六
年
八
月
一
三
日
。「
報
吿
本
年
正

月
份
起
至
六
月
份
止
…
…
中
醫
院
三
千
五
百
五
十
四
號
、
西
醫
院
三
萬
零
九
百

六
十
二
號
、
因
時
疫
盛
行
、
故
西
醫
院
診
號
、
較
往
年
增
多
、
惟
事
業
愈
推
廣
、

經
費
愈
支
絀
」。

⑦
「
特
載
」『
医
界
春
秋
』
第
一
四
期
、
一
九
二
七
年
、
一
三
頁
。
雑
誌
の
刊
行
元

で
あ
る
医
界
春
秋
社
の
成
立
過
程
と
活
動
内
容
に
つ
い
て
は
以
下
に
詳
し
い
。
張

文
光
・
張
洪
芳
「
上
海
医
界
春
秋
社
的
成
立
及
主
要
活
動
」『
唐
山
師
範
学
院
学

報
』
第
三
三
巻
第
一
期
、
二
〇
一
一
年
。
な
お
、
章
炳
麟
の
文
章
は
、
後
に
前
掲

『
章
太
炎
全
集
』
八
、
に
も
収
録
さ
れ
て
い
る
。

⑧
「
霍
乱
叢
載
」『
中
西
医
学
報
』
九
巻
一
号
、
一
九
二
七
年
。『
中
西
医
学
報
』

は
一
九
一
〇
年
に
中
医
の
丁
福
保
の
主
編
の
も
と
創
刊
さ
れ
た
雑
誌
。「
中
西
医

薬
学
を
研
究
す
る
こ
と
で
知
識
を
交
換
し
医
学
を
振
興
す
る
」
こ
と
を
宗
旨
と
す

る
（
鄧
鉄
濤
・
程
之
范
主
編
前
掲
書
、
五
〇
八
頁
）。
な
お
、
丁
甘
仁
の
死
因
に

つ
い
て
、『
医
界
春
秋
』
は
章
炳
麟
の
文
章
の
当
該
部
分
を
削
除
し
た
上
で
掲
載

し
て
い
る
が
、『
中
西
医
学
報
』
は
丁
恵
康
の
文
章
を
そ
の
ま
ま
載
せ
て
い
る
。

⑨
「
雑
載
」『
中
国
医
学
院
院
刊
』
第
一
期
、
一
九
二
八
年
、
一
〇
〜
一
二
頁
（
章

炳
麟
・
王
一
仁
・
陳
旡
咎
・
張
賛
臣
が
教
員
欄
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
）。「
本
学
院

現
任
教
授
一
覧
表
」『
上
海
市
国
医
公
会
中
国
医
学
院
月
刊
』
第
一
一
月
期
、
一

九
三
三
年
、
二
九
〜
三
一
頁
（
張
賛
臣
が
教
員
欄
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
）。

⑩

上
海
市
国
医
公
会
の
前
身
は
一
九
二
五
年
に
設
立
さ
れ
た
上
海
市
中
医
協
会
で
、

一
九
二
九
年
の
い
わ
ゆ
る
中
医
廃
止
案
に
対
抗
す
る
た
め
に
上
海
市
内
の
中
医
団

体
が
合
同
す
る
か
た
ち
で
組
織
さ
れ
た
（
楊
杏
林
『
上
海
中
国
医
学
院
院
史
』
上

海
、
上
海
科
学
技
術
文
献
出
版
社
、
一
九
九
一
年
、
一
四
頁
）。

⑪
「
本
会
設
立
中
国
医
学
院
院
務
概
況
」『
上
海
市
国
医
公
会
会
員
大
会
紀
念
特

刊
』
第
七
届
、
一
九
三
六
年
。

⑫

そ
の
他
、
上
海
中
国
医
学
院
に
つ
い
て
は
、
楊
杏
林
前
掲
書
に
詳
し
い
。

⑬

陳
汝
奎
「
論
霍
乱
」『
中
国
医
学
院
畢
業
紀
念
刊
』
第
四
届
、
一
九
三
三
年
。

馬
石
銘
「
寒
熱
霍
乱
浅
説
」『
中
国
医
学
院
畢
業
紀
念
刊
』
第
六
届
、
一
九
三
五

年
。

お

わ

り

に

以
上
、
一
九
二
六
年
上
海
に
お
け
る
霍
乱
論
争
の
推
移
と
背
景
に
つ
い
て
論
じ
て
き
た
。
ま
ず
第
一
章
で
は
中
医
の
霍
乱
論
と
し
て
論
争
に

も
直
接
関
わ
る
王
士
雄
の
『
霍
乱
論
』
お
よ
び
『
随
息
居
（
重
訂
）
霍
乱
論
』
の
内
容
と
そ
の
影
響
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
そ
の
結
果
霍
乱
の

治
療
法
に
つ
い
て
は
中
医
の
間
で
も
研
究
が
進
ん
で
い
た
が
、
霍
乱
患
者
の
診
断
自
体
は
二
〇
世
紀
に
入
っ
て
も
依
然
と
し
て
難
し
か
っ
た
こ

と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
次
い
で
第
二
章
に
お
い
て
一
九
二
六
年
の
上
海
に
お
け
る
コ
レ
ラ
の
流
行
状
況
と
そ
れ
へ
の
中
医
の
対
応
に
つ
い
て

見
た
上
で
、
第
三
章
で
は
霍
乱
論
争
の
内
容
に
つ
い
て
細
か
く
検
討
し
た
。
論
争
の
構
図
は
西
医
対
中
医
だ
け
で
な
く
、
中
医
対
中
医
で
も
あ

一九二〇年代上海における霍乱流行と中医（戸部）
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り
、
む
し
ろ
後
者
が
メ
イ
ン
だ
っ
た
。
た
だ
し
、
対
立
を
あ
お
る
意
見
だ
け
で
な
く
、
中
医
の
更
な
る
発
展
を
目
指
す
建
設
的
な
意
見
も
多
か

っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
そ
し
て
最
後
に
第
四
章
で
は
、
霍
乱
論
争
の
背
景
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
そ
の
結
果
、
霍
乱
論
争
が
中
医
対
中
医

と
い
う
構
図
で
主
に
行
な
わ
れ
た
理
由
と
し
て
、
病
気
自
体
の
性
格
、
改
革
方
法
を
め
ぐ
る
中
医
界
内
の
対
立
、
コ
レ
ラ
流
行
に
よ
っ
て
顕
在

化
し
た
上
海
中
医
界
の
危
機
と
い
う
三
つ
の
側
面
を
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
し
て
最
後
に
、
そ
れ
ら
を
乗
り
越
え
る
上
で
霍
乱
論
争
が

果
た
し
た
役
割
に
つ
い
て
も
指
摘
し
た
。

以
上
か
ら
、
一
九
二
六
年
の
霍
乱
流
行
に
起
因
す
る
対
立
に
お
け
る
中
医
の
動
き
、
そ
し
て
そ
の
背
景
に
あ
る
論
理
の
一
端
を
解
明
す
る
こ

と
が
で
き
た
と
考
え
る
。
た
だ
、
依
然
と
し
て
課
題
も
多
く
残
っ
て
い
る
。
ま
ず
は
第
一
章
で
王
士
雄
の
議
論
を
紹
介
し
た
が
、
彼
以
外
に
も

そ
の
後
多
く
の
中
医
が
霍
乱
に
つ
い
て
議
論
し
て
い
る
。
本
稿
で
は
紙
幅
の
都
合
も
あ
り
簡
単
に
し
か
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
王

士
雄
以
外
の
論
者
に
よ
る
霍
乱
論
の
内
容
や
影
響
に
つ
い
て
も
う
少
し
詳
し
く
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
特
に
、
細
菌
や
感
染
と
い
う
概
念
が

あ
る
程
度
普
遍
化
し
て
か
ら
の
中
医
の
霍
乱
認
識
に
つ
い
て
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
た
、
そ
の
後
も
上
海
で
は
コ
レ
ラ
の
流
行
が
続
き
、
他
方
で
衛
生
局
な
ど
に
よ
る
コ
レ
ラ
撲
滅
運
動
が
実
施
さ
れ
る
が①
、
そ
う
し
た
な
か

で
霍
乱
が
中
医
の
間
で
ど
の
よ
う
に
議
論
さ
れ
た
か
検
証
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
際
は
、
一
九
二
六
年
の
霍
乱
論
争
の
内
容
が
そ
う
し
た
議

論
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
の
か
、
ま
た
そ
れ
が
上
海
民
衆
の
霍
乱
と
の
関
わ
り
方
と
ど
う
繫
が
っ
て
く
る
の
か
に
つ
い
て
も
、
引
き
続

き
注
意
す
る
必
要
が
あ
る②
。
も
ち
ろ
ん
、
上
海
以
外
の
地
域
と
の
比
較
も
重
要
で
あ
ろ
う
。
今
後
も
引
き
続
き
事
例
研
究
を
積
み
重
ね
て
行
く

こ
と
で
、
中
医
の
視
点
か
ら
近
代
中
国
に
お
け
る
感
染
症
の
流
行
と
い
う
問
題
を
考
え
て
い
き
た
い
。

①

福
士
由
紀
前
掲
書
、
第
六
章
。

②

寒
霍
乱
が
真
霍
乱
で
あ
る
と
す
る
議
論
は
筆
者
が
見
た
一
九
三
〇
年
代
の
医
学

雑
誌
な
ど
で
も
散
見
さ
れ
る
。
ま
た
例
え
ば
、
コ
レ
ラ
類
似
症
状
治
療
薬
と
し
て

近
代
を
通
し
て
民
間
で
流
通
し
た
「
痧
薬
水
」
の
な
か
に
は
「
辛
香
燥
熱
」
の
生

薬
で
作
ら
れ
て
い
る
も
の
が
あ
り
、
中
医
の
な
か
に
は
そ
れ
が
寒
症
の
霍
乱
（
真

霍
乱
）
に
効
く
と
し
て
推
奨
す
る
者
も
い
た
と
い
う
（
皮
国
立
「
中
国
医
学
話
語

与
近
代
商
業

以
『
申
報
』
上
的
〝
痧
薬
水
〞
為
例

」『
学
術
月
刊
』
二

〇
一
三
年
一
期
、
二
〇
一
三
年
）。（

静
岡
大
学
学
術
院
人
文
社
会
科
学
領
域
教
授
）
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various statistics produced by the Registrar-Generalʼs Office, local

governments and local mental hospitals), this paper concludes that on one

hand people experienced serious, sometimes lethal, lead exposure through

the water supply in the West Riding of Yorkshire and Sheffield in the late

nineteenth century, and, on the other hand, that such serious exposure shows

no clear correlation to the occurrence of mental diseases. This curious

finding should lead us to a further research in the future because it suggests

other factors are linked to mental disease. They would probably be poverty,

living and working conditions, or nutrition, all of which seem to be related to

modern ways of living.

Key Words ; lead exposure, water supply, health damage, mental illness, England

Cholera Epidemic and Traditional Chinese Physicians

in 1920ʼs Shanghai

by

TOBE Ken

With the occurrence of various infectious diseases, China, like other

nations, attempted to construct a modern health administration during the

modern period, but there were often clashes between government

administration and the civilian populace during the process. These

frequently involved opposition between physicians of western medicine and

those who practiced traditional Chinese medicine. In regard to this issue,

most studies had been conducted from the viewpoint of western medicine,

but in recent years the number of studies from the standpoint of traditional

Chinese physicians have been increasing. Continuing this trend, this article

examines the debate that accompanied the outbreak of huolan霍乱 in

Shanghai in 1926 from the standpoint of traditional Chinese physicians. As is

explicated below, huolan refers to acute gastrointestinal diseases, including

cholera, and the attack in 1926 was in fact cholera.

A special characteristic of this debate was that it did not merely involve

physicians of western medicine versus those who practiced traditional

Chinese medicine but was also conducted between traditional Chinese

physicians themselves. In regard to the factors behind the composition of the
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participants in this debate, this article traces such matters as the

fluctuations in the actual debate as well as changes in the understanding of

huolan and its treatment by physicians of Chinese medicine from the late

Qing period, and locating Chinese physicians within the context of the 1926

cholera outbreak in Shanghai. Then, in conclusion I indicate the significance

of huolan debate for the study of huolan and the workings of the entire field

of traditional Chinese medicine at the time. The following is a summary of

each sections of this article.

In the first section, I examine debates about huolan by Chinese traditional

physicians prior to 1926. Huolan can be roughly divided into the non-

contagious variety (acute gastrointestinal inflammation and bacterial food

poisoning) and contagious huolan or cholera. However, in China prior to the

19th century when the influence of the theory of bacterial transmission was

limited, there were very few who could distinguish non-contagious from

contagious huolan. In these circumstances, particularly remarkable were the

Huolan lun霍乱論and Suixiju (chongding) Huoluan lun随息居（重訂）霍乱論

written by Wang Shixiong王士雄. Wang distinguished cold huolan寒霍乱and

hot huolan熱霍乱and argued for separate treatments for each. After Wangʼs

death, there were some traditional Chinese physicians in the Jiangnan (the

lower Yangzi area) who identified hot huolan as cholera. They implemented

treatment of hot huolan based on the concept of cold and cool medicine (寒涼

薬) described in Wangʼs works, but determining whether the huolan raging

before them was cold huolan or hot huolan, or whether it was contagious or

non-contagious huolan remained difficult, and it was often the case that

appropriate treatment was not implemented.

In the second section, I concentrate on the spread of huolan in Shanghai in

1926 when the debate over huolan arose as well as the response to it by

Chinese traditional physicians and the government. According to a report of

the Royal Army Medical Corp, cholera was rampant in Shanghai from July

of that year, and over 3000 were suspected of being infected and over 700

died. The epidemic was stopped by November through the effort of the

government and others, but we can confirm from an article in the Shen bao

申報that physicians of traditional Chinese as well as doctors of western

medicine were both involved in the treatment of patients.

In the third section, I examine the specifics of the huolan debate. The

trigger for the debate was death of the Ding Ganren丁甘仁, representative of

traditional Chinese physicians, during the huolan epidemic. Thereafter, the

debate over huolan raged in pages of in Shanghai daily Shen bao. The first
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to open fire was Ding Huikang丁恵康who criticized the actions of traditional

Chinese physicians from the perspective of western medicine. This was

followed by Zhang Binglin 章炳麟who was particularly well-versed in

traditional Chinese medicine. However, Zhang did not address Ding

Huikangʼs opinions in particular, and instead criticized the activities of

traditional Chinese physicians from the point of view of traditional Chinese

medicine. In other words, most traditional Chinese physicians understood the

huolan of 1926 as hot huolan and responded to it with the cold and cool

medicine prescribed in Wang Shixiongʼs Huolan lun and Suixiju (chongding)

Huoluan lun, but Zhang instead took the huolan outbreak of this year as cold

huolan and argued it should be treated with warm and hot medicine温熱薬,

such as si ni tang四逆湯, based on Shang han lun傷寒論, and argued that if

that such treatment was not followed, western medical treatments should be

followed with injections of saline solution. It was the traditional Chinese

physician Wang Yiren王一仁who argued directly against Zhangʼs position.

Wang stated that this yearʼs huolan was indeed hot huolan and should be

treated with cold and cool medicine. Later, approximately ten western and

Chinese physicians participated in the debate, which at times grew heated.

However, this was not only a confrontation between physicians of western

and traditional Chinese medicine, but among Chinese physicians themselves,

and the latter was even more heated.

In the fourth section, I point out the following three points regarding the

background to the struggle among traditional Chinese physicians during the

huolan debate: 1) huolan presented a variety of symptoms that were

differentiated as cold huolan and hot huolan and these were difficult for

traditional Chinese physicians to distinguish; 2) there were various opinions

regarding the direction for the reform of traditional Chinese medicine at the

time, and this process included increasingly vocal calls for the modernization

of traditional Chinese medicine and a reevaluation of Shang han lun; and 3)

as Ding Ganren, a leading figure among traditional Chinese physicians in

Shanghai, died, and the role of traditional Chinese physicians in the

treatment of cholera in Shanghai was reduced, there were many traditional

Chinese physicians who felt it necessary to redress its position of inferiority.

In relation to the third point, there were a number of traditional Chinese

physicians in the huolan debate who offered constructive opinions that

benefited all physicians of traditional Chinese medicine. Moreover, in 1927

when the huolan debate had drawn to a close, Shanghai China Medical

College was established by Wang Yiren, and Zhang Binling, who had
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opposed him in the huolan debate, was appointed chancellor.

In this fashion, behind the huolan debate were a number of issues that had

embroiled Chinese traditional physicians at the time. The debate itself was

not settled, but the trumping of the debate by Shen bao, which was a

representative daily in Shanghai at the time, appears to have made Chinese

traditional physicians conscious of the situation in which the world of

Chinese traditional medicine was placed, disseminated the issue to the wider

society, as well as having had some significance in the development of the

study of huolan itself. Therefore, the activities of traditional Chinese

physicians during the huolan epidemic of 1926 in Shanghai, which at first

glance seem to have been merely an internal struggle, cannot be dismissed

as having been solely composed of negative elements.

Key Words ; Shanghai, Cholera, Huoluan, Traditional Chinese physician,

Zhang Bing lin

Berlin, Hamburg und die „Tropen“: Überlegungen zu einer kleinen

Geschichte der deutschen „Imerialmedizin“

by

ISOBE Hiroyuki

In der vorliegenden Arbeit geht es vor allem darum, den historischen

Sachverhalt der Entstehung sowie der Institutionalisierung der deutschen

„Tropenmedizin“ oder der im Rahmen des deutschen Kolonialismus bzw.

Expansionismus entfalteten „ Imperialmedizin “ seit dem Ende des 19.

Jahrhunderts darzustellen und darüber hinaus zu erörtern, wie sich die

deutschen Mediziner vor dem Zweiten Weltkrieg nicht nur in ihrem

Heimatland, sondern auch in den ehemaligen Kolonien mit der Bekämpfung

der Infektionskrankheiten beschäftigten.

Dank des technischen Fortschrittes der Mikroskopie entwickelte sich die

moderne Bakteriologie um die vorletzte Jahrhundertwende sehr rasch zu

einer selbständigen medizinischen Disziplin. Deren wissenschaftliche

Methode, die Ursache der Krankheiten, unabhängig von den

Umweltmechanismen, in denen sich die Kranken befanden, aber auch von

deren körperlichen Eigenschaften, die man oft als „ Rassenmerkmale “
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