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中
日
両
国
医
学
発
展
の
歴
史
に
お
い
て
、
各
種
の
伝
染
病
は
人

類
の
健
康
に
対
す
る
危
害
が
も
っ
と
も
大
き
く
、
死
亡
し
た
人
数

の
多
い
重
大
な
疾
病
で
あ
る
。
呉
有
性
と
橋
本
伯
寿
は
疫
病
の
伝

染
性
に
つ
い
て
科
学
的
な
立
場
か
ら
い
ち
早
く
注
目
し
て
お
り
、

そ
の
知
見
に
基
く
予
防
法
の
啓
蒙
を
め
ざ
し
た
者
と
し
て
両
国
医

学
の
歴
史
に
名
を
残
す
人
物
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

こ
こ
で
は
両
者
の
主
著
「
温
疫
論
」
と
「
断
毒
論
』
を
と
り
あ

げ
て
、
そ
こ
に
展
開
さ
れ
て
い
る
衛
生
、
予
防
法
を
分
析
し
た
。

二
人
と
も
旧
来
の
医
説
に
対
す
る
革
命
的
学
説
を
述
べ
て
い
る
。

特
に
痘
瘡
を
含
む
伝
染
病
予
防
に
よ
っ
て
避
け
る
こ
と
が
で
き
る

と
い
う
可
能
性
を
示
し
た
こ
と
は
、
偉
大
な
功
績
で
あ
る
と
い
う

こ
と
が
で
き
る
。
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一
、
呉
有
性
は
一
六
四
二
年
「
温
疫
論
」
を
著
わ
し
た
が
、
そ

こ
で
の
主
な
貢
献
は
、

１
、
伝
染
病
因
学
の
認
識
彼
は
雑
気
論
を
主
張
し
て
い
る
。

雑
気
と
言
う
の
は
一
種
の
形
が
な
く
、
声
が
な
く
、
臭
い
が
な
い

物
質
で
あ
る
、
細
菌
学
が
お
こ
る
前
に
、
こ
の
仮
説
は
注
目
す
べ

き
も
の
で
あ
る
。
雑
気
は
病
気
を
発
症
さ
せ
、
且
つ
伝
染
性
、
流

行
性
、
散
発
性
が
あ
る
。
こ
の
学
説
は
、
当
時
、
伝
染
病
に
対
す

る
予
防
と
診
断
に
積
極
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。
異
な
る
雑

気
が
異
な
る
病
気
を
引
き
起
こ
す
。
痘
瘡
と
庁
瘡
な
ど
外
科
化
膿

性
感
染
の
病
因
を
雑
気
と
し
て
い
る
。
こ
の
見
方
は
、
イ
ギ
リ
ス

学
者
リ
ス
タ
ー
が
一
八
六
七
年
初
め
て
傷
口
の
感
染
的
化
膿
症
と

内
科
伝
染
病
の
中
に
は
微
生
物
で
引
き
起
こ
さ
れ
る
病
気
が
あ
る

こ
と
を
発
見
す
る
こ
と
よ
り
二
百
年
以
前
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

２
、
呉
氏
は
伝
染
病
の
分
類
に
常
疫
と
疫
病
の
概
念
を
主
張

し
、
雑
気
の
中
に
発
病
力
が
強
く
、
伝
染
性
が
大
き
い
の
を
疫
気
、

瘤
疫
気
、
戻
気
と
い
い
、
伝
染
病
の
流
行
は
季
節
的
、
周
期
的
で

あ
る
こ
と
を
主
張
し
た
。
戻
気
に
よ
っ
て
発
す
る
伝
染
病
は
大
流

行
と
散
発
の
二
種
類
を
認
め
て
い
る
。

３
、
伝
染
す
る
方
式
と
し
て
、
空
気
伝
播
を
あ
げ
る
と
同
時
に
、
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患
者
と
の
接
触
に
よ
る
伝
播
を
認
め
て
い
る
。
こ
の
説
は
後
世
の

予
防
隔
離
、
空
気
消
毒
へ
と
発
展
し
た
。

二
、
橋
本
伯
寿
は
一
八
一
○
年
『
断
毒
論
』
を
、
翌
年
『
国
字

断
毒
諭
』
を
著
わ
し
て
、
痘
瘡
、
麻
疹
、
梅
毒
、
癖
癬
は
人
よ
り

人
に
感
染
す
る
伝
染
病
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
た
。
彼
の
観
点

は
、

１
、
痘
瘡
は
伝
染
病
で
あ
る
。
従
来
唱
え
ら
れ
て
き
た
胎
毒
ま

た
は
天
行
時
疫
に
因
る
も
の
で
は
な
い
と
し
た
、
そ
の
「
伝
染
に

三
あ
り
、
第
一
は
痘
瘡
病
者
に
近
よ
り
て
熱
気
鼻
に
入
る
時
は
、

仮
令
其
臭
は
し
ら
ず
と
も
必
ず
毒
気
に
か
ぶ
る
な
り
。
第
二
は
痘

瘡
病
者
の
玩
物
す
べ
て
病
中
寝
所
に
在
り
し
物
を
手
に
触
れ
て
も

伝
染
す
。
第
三
は
痘
瘡
家
の
食
物
に
て
伝
染
す
」
と
痘
瘡
を
一
種

の
接
触
伝
染
病
と
し
て
、
ま
た
鼻
か
ら
も
伝
染
（
空
気
伝
染
）
す
る

疾
病
で
あ
る
と
述
べ
る
。

２
、
痘
瘡
の
蔓
延
の
原
因
は
人
口
の
密
集
に
あ
る
と
し
て
い

る
。
疫
病
流
行
時
に
は
群
集
を
避
け
る
、
す
な
わ
ち
祭
り
へ
の
参

加
、
劇
場
、
見
物
、
銭
湯
で
の
入
浴
な
ど
は
禁
物
で
あ
る
と
い
う

注
意
で
あ
る
。
ま
た
、
痘
瘡
の
急
速
な
流
行
の
一
因
に
は
痘
瘡
児

を
抱
く
乞
食
の
存
在
が
あ
げ
ら
れ
る
と
い
う
。
こ
れ
は
伝
染
予
防

の
観
点
か
ら
今
日
で
も
否
定
し
え
な
い
注
意
事
項
を
示
し
て
い

ブ
（
》
○

３
、
断
毒
の
方
法
と
し
て
推
奨
す
る
合
理
的
対
抗
策
は
隔
離
と

回
避
で
あ
る
。
伝
染
病
に
罹
患
し
た
と
き
周
囲
へ
広
が
る
の
を
防

ぐ
た
め
に
一
般
社
会
生
活
環
境
か
ら
し
ば
ら
く
切
り
離
し
て
生
活

さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。

呉
有
性
と
橋
本
伯
寿
は
、
そ
れ
ぞ
れ
十
七
世
紀
と
十
九
世
紀
の

中
国
と
日
本
に
お
い
て
、
歴
史
上
異
な
る
時
期
に
非
常
に
近
似
し

た
医
学
思
想
を
構
築
し
、
実
証
的
精
神
と
実
践
思
想
を
強
調
し
、

微
生
物
の
発
見
よ
り
早
く
「
戻
気
」
、
「
雑
気
」
と
「
熱
気
」
「
毒
気
」

を
創
見
し
た
。
伝
染
病
及
び
予
防
隔
離
法
に
つ
い
て
の
見
解
は
、

医
学
発
展
史
に
か
な
り
重
要
な
貢
献
を
し
た
。

本
稿
に
記
す
に
あ
た
り
、
酒
井
シ
ヅ
教
授
に
ご
指
導
い
た
だ
い

た
こ
と
を
深
謝
し
ま
す
。
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）


