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安
政
年
間
、肥
後
藩
校
再
春
館
で
内
科
を

修
業
し
た
。

そ
の
後
、特
に
産
科
医
師
と
し
て
自
宅
で

産
婆
の
育
成
を
始
め
る
。

ま
た
各
地
で
産
婆
養
成
の
た
め
出
張
講

習
し
、四
百
六
十
人
余
を
世
に
送
り
出
し
た
。

そ
の
か
た
わ
ら
、明
治
の
初
め
に
流
行
し

た
天
然
痘
の
予
防
を
図
る
た
め
、種
痘
の
普

及
に
努
め
る
な
ど
医
学
振
興
に
寄
与
し
た
。

信
卿
は
ま
た
教
育
に
き
わ
め
て
熱
心
で
、

産
婆
指
導
・
種
痘
普
及
の
繁
忙
の
中
に
あ
っ

て
も
、学
校
の
委
員
と
し
て
尽
力
し
た
。

そ
し
て
、地
元
の
郷
原
岩
原
分
校
を
日
新

学
校
と
し
て
名
称
も
変
え
本
校
と
し
て
独
立

さ
せ
た
。
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け
い
（
の
ぶ
き
み
）

産
婆
の
父
〜
天
然
痘
種
痘
予
防
の
普
及
者
（
一
八
二
八
〜
一
八
九
九
）
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利き

い
た
人
が
自
分
の
分ぶ

ん
べ
ん娩

の
体
験
を
も
と
に
、
見
よ
う
見
ま
ね
で
や
る
だ
け

で
し
た
。
も
ち
ろ
ん
産さ

ん
ば
が
く

婆
学
の
講こ

う
ぎ義

な
ど
受
け
た
者
は
い
ま
せ
ん
で
し
た
し
、

受
け
よ
う
に
も
そ
の
方
法
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

こ
の
実

じ
つ
じ
ょ
う情

を
見
て
信
卿
は
、
生
涯
を
産
婆
の
育
成
指
導
に
さ
さ
げ
よ
う
と

決
意
し
た
の
で
す
。

※ 

１　

玉
名
郡
…
江
戸
時
代
、
中
富
手
永
（
次
の
説
明
を
参
考
）
は
山
鹿
郡

で
は
な
く
玉
名
郡
で
あ
っ
た
。

※ 

２　

中な
か
ど
み
て
な
が

富
手
永
…
現
在
の
山
鹿
市
藤
井
、
鹿
本
町
中
富
校
区
、
鹿
央
町

千ち

だ田
校
区
及
び
米め

の
だ
け

野
岳
校
区
の
範
囲
。
手
永
と
は
細
川
藩
が
決
め
た
行
政

（
地
域
）
単
位
。
村
と
郡
の
中
間
の
規き

ぼ模
で
あ
っ
た
。
ち
な
み
に
山
鹿
郡

に
は
山
鹿
手
永
と
中
村
手
永
が
あ
っ
た
。

※ 

３　

再
春
館
…
宝ほ

う
れ
き暦

六
年
（
一
七
五
一
）
、
八は

ち
だ
い代

藩
主
細
川
重し

げ
か
た賢

が
飽あ

き
た田

郡
横よ

こ
て手

手
永
古
町
村
新
町
（
現
在
の
熊
本
市
二に

ほ
ん
ぎ

本
木
）
に
開
校
し
た
医
学

校
。
そ
の
後
校
舎
の
移
転
が
あ
っ
た
が
明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）
ま
で
続

き
、
熊
本
医
学
校
（
の
ち
の
熊
本
大
学
医
学
部
）
に
つ
な
が
っ
た
。

信
卿
産
婆
の
育
成
へ
立
ち
上
が
る

安あ
ん
せ
い政

四
年
（
一
八
五
七
）、数
え
年
三
十
歳
の
若
さ
で
信
卿
は
意
を
強
く
持
っ

て
産
婆
育
成
指
導
の
仕
事
に
取
り
掛
か
り
ま
し
た
。

養
父
や
妻
の
温
か
い
理
解
が
あ
り
、
ま
ず
医
院
の
一
部
を
改
造
し
て
教
室
を

造
り
、
標
本
の
図
や
テ
キ
ス
ト
を
用
意
し
ま
し
た
。

テ
キ
ス
ト
に
は
賀※

４

川
子
玄
の
「
産
論
」
上
下
二
巻
を
使
い
、
そ
れ
に
自
分
の

見け
ん
か
い解

を
加
え
て
使
用
し
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
か
ら
は
水※
５

原
博
斉
（
三
折
）
の
『
産さ

ん
い
く
ぜ
ん
し
ょ

育
全
書
』、

片※
６

倉
元
周
（
鶴
陵
）
の
『
産さ

ん
か
は
つ
も
う

科
発
蒙
』
な
ど
も
テ
キ
ス
ト
に
加
え
ま
し
た
。

生
い
立
ち
と
医
学
人
と
し
て
の
決
意

福
田
信
卿
は
文ぶ

ん
せ
い政

十
一
年
（
一
八
二
八
）
五
月
十
五
日
、
玉※

１

名
郡
中※

２

富
手
永

郷ご
う
ば
る原

村
（
現
鹿
央
町
郷
原
）
に
大
久
保
善ぜ

ん
べ
え

兵
衛
の
三
男
と
し
て
生
ま
れ
ま
し

た
。幼

少
の
こ
ろ
、
そ
の
聡そ

う
め
い明

さ
を
見
込
ま
れ
て
同
村
の
医
家
で
あ
る
福
田

春し
ゅ
ん
た
く

澤
か
ら
願
わ
れ
、
彼
の
養
子
と
な
り
ま
し
た
。

そ
の
後
春
澤
に
は
長
女
カ
オ
ル
が
産
ま
れ
、
そ
の
カ
オ
ル
が
成
長
す
る
と

彼
女
と
結
婚
し
て
い
ま
す
。
カ
オ
ル
は
天て

ん
ぽ保

九
年
（
一
八
三
八
）
十
月
三
日

生
ま
れ
で
信
卿
と
十
歳
違
い
で
あ
り
ま
し
た
。
彼
女
は
四
男
二
女
を
育
て
な

が
ら
、
医
業
に
打
ち
込
ん
で
家
庭
を
顧

か
え
り

み
な
い
夫
を
助
け
て
内な

い
じ
ょ助

の
功
に
励

み
ま
し
た
。

養
父
の
春
澤
は
当
時
、
産
科
の
名
医
と
し
て
有
名
で
し
た
。

信
卿
は
養
父
の
熱
心
な
教
育
を
受
け
て
早
く
か
ら
産
科
を
学
び
、

肥ひ
ご
は
ん
こ
う

後
藩
校
の
再※

３

春
館
に
入
学
し
て
本ほ

ん
ど
う道

（
内
科
）
を
勉
強
す
る
と
と
も
に

産さ
ん
か科

の
研
修
に
も
励
み
ま
し
た
。

す
で
に
家
で
養
父
の
指
導
を
受
け
て
い
た
上
に
、
本
人
の
並
々
な
ら
ぬ
努

力
の
結
果
、
産
科
の
治ち

り
ょ
う療

は
同
じ
ク
ラ
ス
で
ず
ば
抜
け
て
優
秀
な
成
績
だ
っ

た
と
い
わ
れ
ま
す
。

再
春
館
を
卒
業
し
て
村
に
帰
っ
た
信
卿
は
、
養よ

う
ふ父

の
産
科
治
療
を
手
伝
い

な
が
ら
お
産
の
苦
し
み
に
悩
む
妊に

ん
ぷ婦

を
何
人
も
見
ま
し
た
。
そ
の
当
時
お
産

で
命
を
落
と
す
母
親
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
し
て
、
妊
婦
に
接

す
る
た
び
に
、
産
婆
の
仕
事
の
重
要
さ
を
痛
感
し
て
い
き
ま
し
た
。

そ
の
頃
の
産
婆
は
「
取
り
上
げ
婆ば

」
と
い
わ
れ
、
村
の
老ろ

う
ば婆

の
機き

て
ん転

が
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彼
の
熱
意
と
懇こ

ん
せ
つ
て
い
ね
い

切
丁
寧
な
教
え
方
は
非
常
に
評
判
と
な
り
、
着
々
と
成
果

を
あ
げ
ま
し
た
。

そ
の
実
績
に
対
し
て
、
県
か
ら
次
の
よ
う
な
知
ら
せ
が
あ
り
ま
し
た
。

辛か
の
と
ひ
つ
じ

未
と
は
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
の
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
三
年
間
続

け
ら
れ
ま
し
た
が
、
県
庁
の
改
革
、
庁

ち
ょ
う
し
ゃ舎

の
解
体
に
伴
い
廃
止
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
温
か
い
対
応
に
感
激
し
た
彼
は
翌
年
（
明
治
五
年
）
の
春
、
出
張

講
習
を
計
画
し
ま
し
た
。
県
の
許
可
を
受
け
て
、
郡
内
は
も
と
よ
り
阿
蘇

内う
ち
の
ま
き

牧
、
小お

ぐ
に国

、
波な

み
の野

ま
で
出
向
き
、
最
初
の
出
張
講
習
を
終
わ
る
と
、
再
度
、

阿
蘇
郡
西
原
村
、
高
森
、
野
尻
、
蘇そ

よ
う陽

町
菅す

げ
お尾

な
ど
を
指
導
し
て
回
り
ま
し

た
。電

車
も
自
動
車
も
な
く
、
道
路
も
で
こ
ぼ
こ
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
明
治

初
期
の
こ
と
で
す
。
た
だ
行
く
だ
け
で
も
大
変
で
あ
っ
た
ろ
う
に
、
そ
の
上

田い
な
か舎

に
泊
ま
り
こ
ん
で
の
講
習
は
、
さ
ぞ
か
し
困
難
な
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う

と
想
像
さ
れ
ま
す
。

日
付
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

阿
蘇
・
小
国
・
波
野
方
面

の
受じ

ゅ
こ
う
し
ゃ
め
い
ぼ

講
者
名
簿
と
思
わ
れ

る
「
阿あ

そ
な
ん
ご
う
さ
ん
ば
ひ
か
え

蘇
南
郷
産
婆
控
」

が
残
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ

に
は
次
の
よ
う
に
、
場
所

と
参
加
し
た
産
婆
の
人
数

が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
内
牧
村
が
三
人
、
そ
の

他
二
名
が
狩か

り
お尾

村
、
波
野

郷
中
江
村
、
小
国
北
里
組
、

宮
乃
原
組
、
中
原
組
、
そ

し
て
一
名
が
そ
れ
ぞ
れ
内

牧
湯
乃
浦
、
小
野
田
新
村
、

福田医院　手前の道路は豊前街道

産湯の水として使われた井戸

　
　

中
富
郷　

福
田
信
卿

右
者
諸
郷
産
婆
共
へ
産
科
指
南
中
毎
歳
米
拾
俵
宛
差
遺
候
此
段
可
達
也

辛
未　

十
一
月
十
五
日　

熊
本
県　

菊
池
出
張
所

（
あ
な
た
は
い
ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ
で
助
産
師
に
指
導
育
成
を
し
て
い
ま
す
。

そ
の
こ
と
に
対
し
て
毎
年
お
米
を
十
俵
差
し
上
げ
ま
す
。
以
上
お
知
ら
せ
し

ま
す
。）
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宮
路
懸
竹
乃
内
、
役
犬
原
、
植
木
乃
原
村
、
坂
梨
、
満
願
寺
組
、
西
里
組
、

黒
渕
組
、
馬
場
組
」

こ
の
ほ
か
に
男
子
名
で
七
名
の
記き

じ
ゅ
つ述

が
あ
り
ま
す
が
、
い
ず
れ
も
名
前
か

ら
し
て
医
者
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。

こ
う
し
て
過か

こ
く酷

な
出
張
講
習
を
実
施
し
た
も
の
の
、
対
象
地
が
遠
く
、
自

分
の
病
院
を
休
ん
で
行
う
た
め
限
界
を
感
じ
、
自
ら
の
医
院
に
い
つ
も
開
い

て
い
る
産
婆
講
習
場
を
開か

い
せ
つ設

し
よ
う
と
考
え
ま
し
た
。

※ 

４　

賀か
が
わ
し
げ
ん

川
子
玄
（
玄げ

ん
え
つ悦

）〔
元げ

ん
ろ
く禄

一
三
年
〜
安あ

ん
え
い永

六
年
一
七
〇
〇
〜

一
七
七
七
〕
…
近お

う
み
の
く
に

江
国
（
現
在
の
滋
賀
県
）
出
身
の
産
科
の
医
者
。
京
都

で
活
躍
し
後
に
徳
島
藩
医
と
な
る
。
回か

い
せ
い
ほ
う

生
法
と
い
う
日
本
最
初
の
産さ

ん
か科

手

術
を
行
い
、
数
多
く
の
産
婦
の
生
命
を
救
っ
た
。

※ 

５　

水み
ず
は
ら
は
く
さ
い

原
博
斉
（
三さ

ん
せ
つ折

）〔
天て

ん
め
い明

二
年
〜
元が

ん
じ治

元
年　

一
七
八
二
〜

一
八
六
四
〕
…
近
江
国
（
現
在
の
滋
賀
県
）
出
身
の
産
科
の
医
学
者
。

難な
ん
ざ
ん産

で
も
母
子
を
救
う
医い

り
ょ
う
き
ぐ

療
器
具
で
あ
る
「
探た

ん
が
ん
き

頷
器
」
を
考
案
し
た
。

※ 

６　

片か
た
く
ら
げ
ん
し
ゅ
う

倉
元
周
（
鶴

か
く
り
ょ
う陵

）〔
宝
暦
元
年
〜
文
政
五
年　

一
七
五
一
〜

一
八
二
二
〕
…
相さ

が
み
の
く
に

模
国
（
現
在
の
神
奈
川
県
）
出
身
の
医
学
者
。
京
都
で

賀か
が
わ
り
ゅ
う
さ
ん
か

川
流
産
科
を
学
び
、
そ
の
後
江
戸
城
で
大お

お
お
く奥

の
難な

ん
ざ
ん産

に
呼
ば
れ
治ち

り
ょ
う療

し

た
。

信
卿
自
分
の
病
院
に
産

さ
ん
ば
こ
う
し
ゅ
う
じ
ょ
う

婆
講
習
場
を
開
く

信
卿
は
産
婆
講
習
場
を
開
く
に
あ
た
っ
て
、
受
講
し
た
生
徒
は
産
婆
の

資し
か
く格

が
取
れ
る
よ
う
に
と
、
明
治
十
二
年
十
二
月
十
五
日
、
熊
本
県け

ん
れ
い令

に

願ね
が
い
し
ょ

書
を
提

て
い
し
ゅ
つ出

し
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
、
四
日
後
の
十
二
月
十
九
日
付
で

「
書
面
ノ
趣
聞
置
候
事
（
書
類
の
件
は
分
か
り
ま
し
た
）
」
と
許
可
が
出
て

い
ま
す
。
こ
れ
は
異い

れ
い例

の
早
さ
で
、
信
卿
の
実じ

っ
せ
き績

に
対
す
る
熊
本
県
の
評
価

と
受
け
止
め
ら
れ
ま
す
。

県
の
許
可
を
得
た
彼
は
さ
っ
そ
く
受
講
者
を
募つ

の

り
ま
し
た
。
受
講
資
格
は

「
十
六
歳
以
上
、
カ
タ
カ
ナ
の
読
め
る
者
」
と
い
う
ゆ
る
や
か
な
も
の
で
し

た
。毎

月
一
日
と
十
五
日
を
定て

い
れ
い
び

例
日
と
し
て
授
業
を
し
ま
し
た
が
、
生
徒
は
日

増
し
に
増
え
、
初
心
者
は
も
ち
ろ
ん
開
業
中
の
産
婆
ま
で
集
ま
っ
て
き
ま
し

た
。明

治
二
十
年
（
一
八
八
七
）
三
月
に
は
産
婆
講
習
会
を
作
り
、
次
第
に
産

信卿の時代を残す裏庭（梅の木、井戸、蔵は当時のもの）
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婆
学
校
の
よ
う
な
形け

い
た
い態

を
整

と
と
の

え
ま
し
た
。

さ
ら
に
、
春
と
秋
に
は
県
の
担た

ん
と
う
か
ん

当
官
も
出
席
し
、
産
科
の
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス

の
専
門
家
を
講
師
と
し
て
招ま

ね

い
て
、
産
婆
学
、
生せ

い
り
が
く

理
学
、
解か

い
ぼ
う
が
く

剖
学
な
ど
の

講こ
う
ぎ義

を
受
け
さ
せ
る
ま
で
に
発
展
し
て
き
ま
し
た
。

産
婆
講
習
会
の
卒
業
ま
で
の
期
間
は
、
寄き

し
ゅ
く
し
ゃ
せ
い

宿
舎
生
は
十
カ
月
、
通つ

う
が
く
せ
い

学
生
は

二
十
五
カ
月
で
学
費
は
自じ

こ
ふ
た
ん

己
負
担
で
し
た
が
、
授

じ
ゅ
ぎ
ょ
う
り
ょ
う

業
料
は
集
め
ま
せ
ん
で
し

た
。信

卿
が
亡
く
な
っ
て
そ
の
子
典て

ん
い圍

の
代だ

い

に
な
っ
て
、
明
治
三
十
五
年
か
ら

三
十
七
年
ま
で
続
き
、
三
十
九
年
か
ら
は
山
鹿
郡ぐ

ん
や
く
し
ょ

役
所
か
ら
年
四
円
の
補ほ

じ
ょ助

を
も
ら
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

こ
の
頃
の
授
業
科
目
は
、
解
剖
学
の
概が

い
よ
う要

、
婦ふ

じ
ん
せ
い
し
ょ
く
き

人
生
殖
器
お
よ
び
こ
れ
に

関
係
す
る
諸し

ょ
ぞ
う
き

臓
器
の
概
要
の
ほ
か
、
榊※

７

順
次
郎
や
浜※

８

田
玄
達
の
産
婆
学
を

使
っ
て
実じ

っ
ち
け
ん
し
ゅ
う

地
研
修
を
行
っ
た
と
い
い
ま
す
。

当
時
、
内な

い
む
し
ょ
う
ぎ
し

務
省
技
師
中な

か
は
ら
と
う
い
ち
ろ
う

原
東
一
郎
は
落お

ち
あ
い
な
い
む

合
内
務
と
県
の
中な

か
え
か
か
り
か
ん

江
係
官
を
連
れ

て
産
婆
講
習
会
を
視し

さ
つ察

し
、
そ
の
内
容
の
す
ば
ら
し
さ
に
驚
き
感
心
し
、
ほ

め
た
た
え
た
そ
う
で
す
。

こ
う
し
て
た
く
さ
ん
お
産
婆
を
養
成
し
ま
し
た
が
、
そ
の
人
数
は
四
六
四

人
に
上
り
、
当
時
県
下
の
約
半
数
に
あ
た
る
数
だ
っ
た
と
い
わ
れ
ま
す
。
そ

し
て
産
婆
一
人
当
た
り
の
取
り
上
げ
数
は
、
戦
前
で
平
均
五
〇
〇
人
前
後
と

い
わ
れ
ま
す
か
ら
、
彼
が
育
て
た
産
婆
の
取
り
上
げ
た
赤
ん
坊
の
数
は
、
い

か
ば
か
り
だ
っ
た
で
し
ょ
う
か
。

※ 

７　

榊
さ
か
き
じ
ゅ
ん
じ
ろ
う

順
次
郎
〔
昭
和
十
四
年
（
一
九
三
九
）
没
〕
静
岡
県
沼ぬ

ま
づ津

出
身
の

産
科
医
学
者
。
ド
イ
ツ
留
学
後
、
産
婦
人
科
病
院
を
設
立
し
た
。
日
本
産

婆
看か

ん
ご護

婦
学
校
を
開
設
し
校
長
を
務
め
た
。

※ 

８　

浜は
ま
だ
げ
ん
た
つ

田
玄
達
〔
安
政
元
年
〜
大
正
四
年　

一
八
五
五
〜
一
九
一
五
〕

肥ひ
ご
の
く
に
お
お
だ
け

後
国
大
岳
村
（
現
在
の
宇
城
市
三み

す
み角

町
）
出
身
の
医
学
者
。

帝て
い
こ
く
い
か
だ
い

国
医
科
大
（
現
在
の
東
京
大
学
医い

が
く
ぶ

学
部
）
の
教
授
と
な
り
、
産
科
学
教

室
産
婆
育い

く
せ
い
し
ょ

成
所
を
開か

い
せ
つ設

し
た
。
ま
た
、
日
本
婦
人
科
学
会
を
創そ

う
り
つ立

し
会
長

を
務
め
た
。

熊
本
に
天て

ん
ね
ん
と
う

然
痘
の
種し

ゅ
と
う痘

を
普ふ

き
ゅ
う及

さ
せ
る　

今
で
は
天
然
痘
の
流
行
は
昔
話
に
な
り
ま
し
た
が
、
江
戸
時
代
に
は
猛も

う
い威

を

ふ
る
い
、
明
治
に
な
っ
て
も
時
々
流
行
を
き
た
し
ま
し
た
。
ジ
ェ
ン
ナ
ー
に
よ
っ

て
発
明
さ
れ
た
種
痘
の
方
法
は
、
藩は

ん
い医

の
高※

９

橋
春
圃
が
寺10

※

倉
秋
堤
と
と
も
に
長

崎
か
ら
肥
後
に
伝
え
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
種
痘
は
県
内
各
地
に
ま
で
あ
ま

り
広
ま
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
信
卿
は
熊
本
に
い
る
寺
倉
秋
堤
に
弟
子
入
り

し
、
種
痘
の
知
識
を
得
る
と
す
ぐ
に
痘

と
う
び
ょ
う苗

の
自
家
生
産
を
試
み
ま
し
た
。

健
康
な
牛
を
数
頭
買
い
入
れ
て
、
一
番
目
の
牛
に
天
然
痘
を
植
え
つ
け
、
そ
の

痘
を
二
番
目
の
牛
に
、そ
れ
か
ら
ま
た
次
の
牛
へ
と
移
し
植
え
て
、六
頭
目
に
な
っ

た
と
き
初
め
て
人
体
に
使
う
こ
と
の
で
き
る
痘
苗
を
得
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

喜
び
あ
ふ
れ
た
彼
は
さ
っ
そ
く
実
行
に
移
そ
う
と
し
ま
し
た
が
、
住
民
か
ら

は
「
種
痘
を
す
る
と
角つ

の

が
生
え
る
」
と
頑が

ん
こ固

に
抵て

い
こ
う抗

さ
れ
る
始し

ま
つ末

で
し
た
。
そ

れ
で
も
正
し
い
知ち

し
き識

を
伝
え
る
こ
と
を
一
生
懸け

ん
め
い命

行
い
、
次し

だ
い第

に
受
け
入
れ
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。　

明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
三
月
、
県
に
提
出
し
た
種
痘
の
願
い
書
は
、
す
ぐ
さ

ま
認
め
ら
れ
、
県
か
ら
免

め
ん
き
ょ
じ
ょ
う

許
状
も
発は

っ
こ
う行

さ
れ
ま
し
た
。

そ
れ
か
ら
彼
の
活
動
は
本ほ

ん
か
く
て
き

格
的
に
な
り
、
県
の
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
認
め
ら
れ

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
明
治
九
年
（
一
八
七
六
）
に
は
熊
本
医い

が
っ
こ
う
し
ゅ
と
う
か

学
校
種
痘
課
か

ら
第
六
大
区
内
の
種
痘
医
観か

ん
さ
つ察

の
役
も
任ま

か

さ
れ
て
い
ま
す
。
第
六
大
区
と
は
す
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な
わ
ち
菊
池
郡
、
鹿
本
郡
を
指
し
ま
す
。

の
ち
に
、「
明
治
二
十
九
年
、
三
十
年
と
全
国
的
に
天
然
痘
が
流
行
し
、
熊
本

県
で
も
流
行
し
て
か
な
り
の
被ひ

さ
い
し
ゃ

災
者
が
出
た
が
、
本
郡
（
鹿
本
郡
）
は
幸
い
に

そ
の
被ひ

さ
い災

を
免

ま
ぬ
が

れ
た
」
と
い
う
報
告
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
信
卿
の

努
力
の
結
果
で
し
ょ
う
。

※ 

９　

高た
か
は
し
し
ゅ
ん
ほ

橋
春
圃
〔
文
化
二
年
〜
慶け

い
お
う応

四
年　

一
八
〇
五
〜
一
八
六
八
〕
肥
後
国

阿
蘇
郡
宮み

や
や
ま山

村
（
現
在
の
阿
蘇
郡
西
原
村
）
出
身
の
医
学
者
。
漢か

ん
ぽ
う
い
が
く

方
医
学
を

学
ん
だ
後
、
長
崎
で
西
洋
医
学
を
勉
強
す
る
。
オ
ラ
ン
ダ
人
医
師
か
ら
種
痘

法
を
学
び
、
熊
本
に
帰
っ
て
そ
の
普
及
に
努
め
た
。

福田信卿、カオル夫妻の墓

●天然痘と種痘ワクチンを発見したジェンナー

天然痘は非常に感
かんせんりょく
染力の強い天然痘ウィルスによる病気

で、発
はつびょう
病すると死に至

いた
るとして古くから恐れられていまし

た。仮に助かっても身体中にできものの跡（痘跡〔とうせ

き〕、あばた）が一生残るので、江戸時代には「見
みめさだ
目定め

の病
やまい
」としてとても嫌がれた病気でした。

この恐ろしい病気の予防法を開発したのが、イギリスの

医学者のエドワード・ジェンナーでした。彼は、「牛
ぎゅうとう
痘

（牛の病気）にかかった人は天然痘にかからない」という

農民の言い伝えをヒントに研究を重ね、1789年に天然痘ワ

クチンを開発しました。

ワクチンとは病原体（病気のもと）を弱くしたものを注

射などで体に入れ、体の中に抗
こうたい
体（免

めんえき
疫）を作らせること

によって、それ以後その病気にかかりにくくするというも

のです。最近では新型インフルエンザの予防方法としてイ

ンフルエンザワクチンが使われています。

ジェンナーの天然痘ワクチン開発後、その方法は世界中

に広まり、たくさん人々の命を救
すく
うことになりました。日

本には文
ぶんせい
政六年（1823）、ドイツ人でオランダ商

しょうかんい
館医の

シーボルトが牛痘を持ってきて、初めて種痘を行いました。

（しかしこれは成功しませんでした）日本で初めて成功し

たのは、それから26年後の嘉
かえい
永二年（1849）、佐賀藩医

の楢
ならばやしそうけん
林宗建によるものでした。

それから全世界で種痘による天然痘予防や天然痘根
こんぜつ
絶計

画が進められ、天然痘は各地で発生しなくなっていきまし

た。そしてついに「全世界から天然痘は無くなった」とい

う天然痘根
こんぜつせんげん
絶宣言が、1980年ＷＨＯ（世界保

ほけんきかん
健機関）から

発表されました。

ちょっとコラム
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※ 

10　

寺て
ら
く
ら
し
ゅ
う
て
い

倉
秋
堤
〔
文
化
十
一
年
〜
明
治
十
七
年　

一
八
一
四
〜
一
八
八
四
〕
肥
後
細
川
藩は

ん
い医

。
明
治
維い

し
ん新

後
、
熊
本
医
学
校
（
古こ

じ
ょ
う城

医
学
校
）
の
設せ

つ
り
つ立

に
力
を

尽
く
し
た
。
こ
の
医
学
校
の
一
期
生
に
は
北き

た
ざ
と
し
ば
さ
ぶ
ろ
う

里
柴
三
郎

（
破

は
し
ょ
う
ふ
う
け
っ
せ
い
り
ょ
う
ほ
う

傷
風
血
清
療
法
と
ペ
ス
ト
菌き

ん

発
見
）
が
い
た
。

熱
意
あ
る
村
の
教
育
指
導

彼
は
ま
た
村
の
教
育
に
き
わ
め
て
熱
心
で
し
た
。
産
婆

指
導
、
種
痘
の
普
及
等
の
超
多た

ぼ
う忙

な
中
に
あ
っ
て
も
、
学

校
教
育
に
も
委
員
と
し
て
力
を
尽
く
し
ま
し
た
。

も
と
も
と
郷ご

う
ば
る原

村
の
学
校
は
、
隣
の
岩い

わ
ば
る原

村
の
分
校
の

学
校
で
し
た
。
彼
は
村
民
と
図
り
戸こ

ち
ょ
う長

と
連れ

ん
め
い名

で
熊
本
県

に
校

こ
う
め
い
か
い
し
ょ
う
ね
が

名
改
称
願
い
を
提
出
し
ま
し
た
。
そ
れ
が
受じ

ゅ
り理

さ
れ

て
岩い

わ
ば
る
に
っ
し
ん

原
日
新
学
校
と
し
て
独
立
し
ま
し
た
。
明
治
十
三
年

（
一
八
八
〇
）
の
こ
と
で
し
た
。
そ
の
後
も
学
校
へ
の
教

材
の
整
備
に
も
協
力
を
お
し
み
ま
せ
ん
で
し
た
。

こ
の
ほ
か
、
第
六
大
区
議
員
を
務
め
た
り

地ち
そ
か
い
せ
い
い
い
ん

租
改
正
委
員
を
し
た
り
、
よ
く
体
が
続
く
も
の
だ
と
思

わ
れ
る
ほ
ど
各
方
面
で
活か

つ
や
く躍

し
て
い
ま
す
。

最
後
に　

彼
は
事
業
家
と
言
っ
て
い
い
ほ
ど
働
き
ま
し
た
が
金き

ん
せ
ん銭

に
対
し
て
こ
だ
わ
る
人
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
産
婆

の
講
習
に
出
か
け
て
も
無む

ほ
う
し
ゅ
う

報
酬
、
産
婆
講
習
会
の
授
業
料

も
取
ら
ず
、
い
つ
も
「
払は

ら

え
る
だ
け
も
ら
う
」
と
い
っ
た
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文
政
十
一
年 

▼

（
一
八
二
八
）

天
保
九
年 　

▼

（
一
八
三
八
）

安
政
四
年 　

▼

（
一
八
五
七
）

明
治
四
年 　

▼

（
一
八
七
一
）

明
治
六
年 　

▼

（
一
八
七
三
）

明
治
九
年 　

▼

（
一
八
七
六
）

玉
名
郡
郷
原
村（
現
、山
鹿
市
鹿
央
町
岩
原
）に
大
久
保

善
兵
衛
の
三
男
と
し
て
生
ま
れ
る

幼
少
の
こ
ろ
、同
村
の
医
家
福
田
春
澤
の
養
子
と
な
る

福
田
春
澤
に
長
女
カ
オ
ル（
の
ち
の
信
卿
の
妻
）誕
生

産
婆
育
成
指
導
に
と
り
か
か
る

産
婆
育
成
に
対
し
熊
本
県
よ
り
米
十
俵
を
も
ら
う

明
治
六
年
ま
で
の
三
年
間

県
の
許
可
を
受
け
て
出
張
講
習
を
始
め
る

種
痘
の
許
可
を
申
請
し
、県
か
ら
免
許
状
を
受
け
る

熊
本
医
学
校
種
痘
課
か
ら
第
六
大
区
の
種
痘
医
観
察

の
役
を
委
嘱
さ
れ
る
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明
治
十
二
年 

▼

（
一
八
七
九
）

明
治
十
三
年 

▼

（
一
八
八
〇
）

明
治
二
十
年 

▼

（
一
八
八
七
）

明
治
二
九
年 

▼

（
一
八
九
六
）

明
治
三
二
年 
▼

（
一
八
九
九
）

大
正
七
年　

 

▼

（
一
九
一
八
）

昭
和
六
一
年 

▼

（
一
九
八
六
）

自
ら
の
病
院
で
常
設
の
産
婆
講
習
を
開
始

村
民
ら
と
と
も
に
懇
願
し
、郷
原
村
の
岩
原
分
校
を
岩

原
日
新
学
校
に
独
立
さ
せ
る

産
婆
講
習
会
を
開
設

明
治
三
十
年
に
か
け
て
全
国
的
に
天
然
痘
が
流
行
し

た
が
、鹿
本
郡
で
は
被
災
が
免
れ
た

三
月
三
日
没
す

享
年
七
二
歳

熊
本
県
医
師
会
の
功
績
賞
受
賞

熊
本
県
近
代
文
化
功
労
者
顕
彰
受
賞
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と
こ
ろ
で
し
た
。
つ
ま
り
「
医い

は
仁

じ
ん
じ
ゅ
つ術

な
り
」
を
実じ

っ
せ
ん践

し
た
人
で
し
た
。
そ
の
た
め
、
彼
の
生
活
は
裕ゆ

う
ふ
く福

ど
こ
ろ
か
貧
し
く
質し

っ
そ素

に
近

か
っ
た
よ
う
で
す
。

福
田
信
卿
は
明
治
三
十
二
年
（
一
八
九
九
）
三
月
三
日
、
郷
原
の
自
宅
で
亡
く
な
り
ま
し
た
。
七
十
二
歳
で
し
た
。

墓
は
医
師
や
産
婆
の
弟
子
た
ち
と
子
の
福
田
典て

ん
い圍

等
に
よ
っ
て
、
自
宅
近
く
に
建
て
ら
れ
ま
し
た
。
彼
の
功こ

う
せ
き績

が
墓
の
碑ひ

め
い銘

に
び
っ
し

り
と
刻
み
込
ま
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
後
、
福
田
信
卿
の
数
々
の
功
績
に
対
し
て
、
熊
本
県
医い

し
か
い

師
会
は
大
正
七
年
（
一
九
一
八
）
功
績
賞
を
贈
り
、
熊
本
県
は
昭
和

六
十
一
年
（
一
九
八
六
）
に
熊
本
県
近
代
文
化
功こ

う
ろ
う
し
ゃ

労
者
顕け

ん
し
ょ
う

彰
を
贈
っ
て
彼
の
功
績
を
讃た

た

え
て
い
ま
す
。


