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明
治
三
十
年
以
後
、
医
学
界
で
は
「
菌
携
帯
者
」
に
注
目
す

る
よ
う
に
な
っ
た
。
例
え
ば
、
北
里
柴
三
郎
は
弓
菌
携
帯
者
」

は
最
も
注
意
す
べ
き
も
の
で
、
一
朝
、
家
族
に
伝
染
病
患
者
が

発
生
し
た
ら
、
他
の
健
康
な
る
家
族
に
菌
携
帯
者
は
無
き
か

（
中
略
）
、
是
等
の
精
密
な
る
検
査
を
受
け
ま
す
こ
と
は
、
独
り

個
人
の
伝
染
病
予
防
の
み
な
ら
ず
、
公
衆
の
為
め
大
に
注
意
を

要
す
べ
き
事
で
あ
り
ま
す
」
と
述
べ
て
い
る
。

ハ
ン
セ
ン
病
の
絶
対
的
隔
離
法
の
設
定
過
程
を
分
析
す
る
た

め
に
は
、
上
記
の
前
後
関
係
を
考
盧
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
十
世
紀
初
頭
の
日
本
で
は
、
肺
結
核
こ
そ
が
最
も
危
険
な
慢

性
伝
染
流
行
病
だ
と
認
め
ら
れ
た
に
も
拘
ら
ず
、
な
ぜ
細
菌
学

者
た
ち
は
「
癩
病
」
を
焦
点
と
し
た
の
か
に
つ
い
て
以
下
論
及

す
る
。欧

米
の
公
衆
衛
生
史
に
か
ん
す
る
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
中
に
、
公

ワ'7
－〃

朝
敵
と
し
て
の
癩
病ベ

イ
ア
レ
キ
サ
ン
ダ
ー

ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド
大
学
歴
史
部

衆
衛
生
の
あ
り
方
を
規
定
す
る
の
は
科
学
知
識
で
は
な
く
国
家

制
度
で
あ
る
と
い
う
主
張
が
あ
る
。
日
本
の
「
癩
史
」
の
場
合

も
こ
の
見
解
は
適
用
さ
れ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
藤
野
豊
氏

は
「
浮
浪
癩
者
」
に
つ
い
て
言
及
し
て
、
「
「
大
日
本
帝
国
」
に

と
り
大
き
な
国
辱
で
あ
る
（
中
略
）
。
日
清
戦
争
に
勝
利
し
、
次

に
は
ロ
シ
ア
の
戦
争
も
準
備
し
、
着
々
と
帝
国
主
義
列
強
の
一

角
に
割
り
込
も
う
と
し
て
い
る
日
本
に
と
っ
て
、
ハ
ン
セ
ン
病

患
者
の
存
在
は
放
置
で
き
な
く
な
っ
た
」
と
結
論
づ
け
た
。
私

の
解
釈
は
こ
れ
と
は
異
な
る
。
政
略
的
な
行
動
が
科
学
知
識
を

利
用
し
た
と
い
う
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
逆
の
現
象
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
ど
の
よ
う
に
明
治
国
家
が
社
会
管
理
の
メ
カ
ニ
ズ

ム
と
し
て
医
療
制
度
を
利
用
し
た
の
か
を
分
析
す
る
前
に
、
先

ず
政
策
の
裏
面
に
あ
る
科
学
知
識
や
科
学
者
の
存
在
を
考
慮
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

明
治
二
十
年
以
後
、
細
菌
学
が
新
た
な
病
因
学
や
病
理
学
の

中
枢
に
固
定
さ
れ
る
と
、
大
学
医
学
部
や
内
務
省
衛
生
局
で
は

実
験
室
へ
の
支
配
を
制
度
化
す
る
こ
と
に
努
め
た
。
す
な
わ
ち
、

実
験
室
の
存
在
が
、
細
菌
の
鑑
定
や
伝
染
病
の
撲
滅
に
加
え
て
、

菌
の
携
帯
者
に
対
す
る
隔
離
の
必
要
性
を
強
調
さ
せ
た
の
で
あ
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フ
（
》
Ｏ

北
里
の
よ
う
な
細
菌
学
者
に
と
っ
て
、
「
癩
」
予
防
は
近
代
医

学
の
ゞ
唱
①
ｑ
①
８
昌
国
一
①
⑳
ョ
目
呂
①
印
こ
の
一
部
分
だ
っ
た
と
考

え
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
こ
の
点
に
か
ん
し
て
北
里
は
次
の
よ

う
に
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
。
「
予
防
撲
滅
の
知
識
（
中
略
）
之
れ

を
戦
争
に
書
へ
て
見
ま
し
や
う
。
一
朝
、
敵
兵
が
吾
が
本
国
を

侵
略
せ
ん
と
す
れ
ば
、
古
来
如
何
な
る
野
蛮
人
た
り
と
錐
も
、

直
に
干
戈
を
と
っ
て
敵
に
向
か
ふ
で
あ
り
ま
し
や
う
（
中
略
）
。

況
し
て
や
文
明
国
民
に
於
い
て
は
一
歩
も
退
か
ず
し
て
防
戦
す

る
で
あ
り
ま
し
や
う
」
。

コ
レ
ラ
や
他
の
急
性
伝
染
病
を
予
防
す
る
の
と
同
様
に
、
ハ

ン
セ
ン
病
も
伝
播
を
阻
止
す
れ
ば
、
当
然
菌
は
移
動
し
な
い
・

意
外
な
こ
と
に
、
隔
離
政
策
を
希
望
し
た
の
は
政
府
で
は
な
く
、

光
田
健
輔
の
よ
う
な
医
師
達
で
あ
っ
た
。
光
田
は
「
其
目
的
を

達
せ
ず
し
て
入
院
し
た
る
も
の
亦
少
な
か
ら
ず
、
要
之
、
流
浪

せ
る
癩
患
者
が
社
会
に
病
毒
を
蔓
延
せ
し
む
る
こ
と
多
大
な
る

は
論
を
俟
た
ざ
る
も
、
尚
恐
る
べ
き
は
彼
等
に
し
て
乞
食
を
な

す
を
肯
せ
ず
、
職
人
と
な
り
舟
子
と
な
り
飲
食
物
製
造
者
と
な

り
（
中
略
）
、
若
し
此
等
を
し
て
其
職
業
を
廃
せ
ん
か
、
忽
ち
糊

口
も
途
を
失
ひ
浮
浪
の
境
遇
に
陥
り
て
同
じ
く
病
毒
を
社
会
に

伝
播
す
る
を
奈
何
せ
ん
」
と
罹
患
者
の
隔
離
収
容
を
、
王
張
し
て

い
た
の
で
あ
る
。

「
癩
」
病
患
者
の
隔
離
政
策
を
実
現
さ
せ
る
た
め
に
は
、
先
ず

医
師
が
政
府
の
政
策
立
案
者
に
「
癩
菌
」
や
医
学
統
計
を
証
拠

と
し
て
、
そ
の
伝
染
性
を
認
識
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
だ
っ
た
。

重
要
な
点
は
、
医
師
達
が
政
府
担
当
者
に
働
き
か
け
て
予
防
法

や
療
養
所
な
ど
の
新
た
な
「
癩
」
対
策
シ
ス
テ
ム
を
構
築
さ
せ

る
際
に
、
実
験
室
で
の
成
果
を
根
拠
と
し
て
利
用
し
た
こ
と
で

あ
る
。
こ
の
結
果
、
政
略
的
な
変
化
が
生
じ
、
「
癩
」
患
者
を
浮

浪
者
の
立
場
か
ら
日
本
国
民
の
健
康
を
脅
か
す
「
菌
携
帯
者
」

へ
と
変
化
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。


