
　
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
撲
滅
を
目
指
し
て

い
た
20
世
紀
。
世
界
中
の
医
師
た
ち
の
努

力
に
よ
っ
て
根
絶
さ
れ
た
ウ
イ
ル
ス
が
あ

り
ま
し
た
。
そ
の
名
は
「
天
然
痘
」。
痘と

う

瘡そ
う

ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
こ
の
感
染
症
は
、
強

い
感
染
力
と
極
め
て
高
い
死
亡
率
に
よ
り

世
界
中
で
流
行
を
繰
り
返
し
、
人
び
と
の

生
活
を
脅
か
し
て
き
ま
し
た
。

　
日
本
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
治
療
法
が
試

み
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
病

は
一
度
治
癒
す
る
と
再
び
患
う
こ
と
が
な

い
た
め
、
疱ほ

う

瘡そ
う

神が
み

に
よ
る
も
の
と
信
じ
ら

れ
て
い
ま
し
た
。
一
方
、
18
世
紀
末
の
イ

ギ
リ
ス
で
は
、
外
科
医
ジ
ェ
ン
ナ
ー
が
牛

痘
法
に
よ
る
天
然
痘
ワ
ク
チ
ン
の
開
発
に

成
功
し
ま
す
。
そ
の
後
、
こ
の
ワ
ク
チ
ン

は
世
界
中
に
広
ま
っ
て
い
き
ま
す
。

　
牛
に
な
る
と
い
わ
れ
た
牛
痘
法

　
江
戸
時
代
に
は
オ
ラ
ン
ダ
商
館
医
シ
ー

ボ
ル
ト
を
は
じ
め
と
す
る
人
た
ち
が
、
牛
痘

法
に
よ
る
接
種
を
長
崎
で
た
び
た
び
試
み

て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
数
カ
月
も
の
船

旅
中
に
牛
痘
が
腐
食
す
る
た
め
成
功
す
る

こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

そ
の
後
、
長
崎
出
島
の
商
館
医
モ
ー

ニ
ッ
ケ
が
成
功
さ
せ
ま
す
。
そ
し
て
、
牛

痘
法
に
よ
る
接
種
は
、
江
戸
の
種
痘
所
な

ど
を
経
て
普
及
し
て
い
き
ま
し
た
。

　
し
か
し
、
こ
の
牛
痘
法
は
「
声
が
牛
の

よ
う
に
変
わ
っ
て
し
ま
う
」「
頭
か
ら
角

が
生
え
て
く
る
」
な
ど
の
根
拠
の
な
い
噂

が
広
が
り
、
一
般
に
は
受
け
入
れ
が
た
い

も
の
で
し
た
。

　
古
河
藩
医
の
奮
闘

　
古
河
も
天
然
痘
の
猛
威
に
幾
度
と
な
く

さ
ら
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
杉

田
玄
白
に
学
ん
だ
古
河
藩
医
河
口
祐ゆ

う

卿け
い

や
、
そ
の
子
の
河
口
杏き

ょ
う

斎さ
い

が
古
河
に
牛
痘

法
を
導
入
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
し
か
し
、
牛
痘
法
の
接
種
に
は
、
す
で

に
紹
介
し
た
よ
う
な
噂
に
よ
る
不
安
が
広

が
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
た
め
河
口
祐
卿

は
、
多
く
の
人
が
拒
絶
す
る
牛
痘
法
へ
の

誤
解
を
取
り
除
き
、
そ
の
安
全
性
を
伝
え

る
必
要
が
あ
り
ま
し
た
。

　
古
河
藩
に
お
け
る
そ
の
取
り
組
み
の
始

ま
り
は
、
河
口
祐
卿
に
よ
る
家
老
小
杉
監け

ん

物も
つ

の
子
ど
も
へ
の
牛
痘
法
に
よ
る
接
種
で

あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は

安
全
性
の
ア
ピ
ー
ル
の
た
め
で
あ
り
、
こ

の
ほ
か
に
も
右
ペ
ー
ジ
上
の
様
な
錦
絵
に

よ
る
啓
発
活
動
な
ど
を
行
う
こ
と
で
、
多

く
の
人
の
不
安
が
少
し
ず
つ
取
り
除
か
れ

て
い
き
ま
し
た
。

　
そ
の
後
、
古
河
町
お
よ
び
藩
領
村
に
も

オ
ラ
ン
ダ
か
ら
の
牛
痘
法
が
導
入
さ
れ
、

明
治
・
大
正
・
昭
和
を
経
て
封
じ
込
め
ら

れ
て
い
き
、
や
が
て
撲
滅
に
至
り
ま
す
。

　
古
河
に
お
け
る
天
然
痘
と
の
戦
い
は
、

こ
の
よ
う
に
河
口
祐
卿
、
杏
斎
な
ど
の
医

療
従
事
者
た
ち
に
よ
る
多
大
な
努
力
に

よ
っ
て
封
じ
込
め
ら
れ
た
の
で
す
。
そ
し

て
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
が
広

が
る
現
在
に
お
い
て
も
、
多
く
の
医
療
従

事
者
の
奮
闘
に
よ
り
私
た
ち
の
生
活
が
支

え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
は

い
け
な
い
で
し
ょ
う
。

１
８
２
７(

文
政
５)

年

コ
レ
ラ
が
大
阪
か
ら
西
日
本
に
か
け
て
流

行
。
１
日
に
３
０
０
人
の
死
者
が
出
た
と

記
録
さ
れ
る
。
江
戸
で
の
感
染
は
無
し

１
８
５
８(

安
政
５)

年

コ
レ
ラ
の
感
染
が
長
崎
か
ら
始
ま
り
、
江

戸
で
も
流
行
。
江
戸
で
の
死
者
は
12
万
人

に
も
及
ぶ
と
い
わ
れ
る

１
９
１
８(

大
正
７)

年
頃

ス
ペ
イ
ン
風
邪
が
世
界
中
で
猛
威
を
振
る

う
。
日
本
で
も
約
39
万
人
に
感
染
が
広
が

る

表彰状
明治27年正月ごろから古河
町で流行した天然痘に対し、
河口久斎(祐卿の次男)が無料
で行った牛痘法の接種に対
する茨城県知事からの表彰状

種痘道具一式
人の上腕部に専用の刀で傷
を付けて牛痘苗を接種する
ための道具一式。河口家に
伝来する種痘用具

繰
り
返
さ
れ
た
疫
病
と
の
戦
い

日
本
国
内

古
河
市
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１
９
３
９(

昭
和
14)

年

チ
フ
ス
・
は
し
か
・
赤
痢
・
天
然
痘
な
ど

の
流は

や
り行
病や

ま
い

が
、
古
河
地
方
の
人
た
ち
を
悩

ま
せ
る

１
８
７
９(

明
治
12)

年

古
河
町
内
で
コ
レ
ラ
が
流
行

１
８
５
０(

嘉
永
３)

年

長
崎
に
伝
来
し
た
牛
痘
法
の
接
種
は
東
日

本
に
も
普
及
。
啓
発
の
た
め
、
古
河
藩
家

老
の
子
に
牛
痘
法
に
よ
る
接
種
を
施
術

１
８
５
５(

安
政
２)

年
頃

啓
発
活
動
の
成
果
に
よ
り
、
古
河
藩
医
に

よ
る
藩
領
村
民
へ
の
牛
痘
法
に
よ
る
接
種

が
行
わ
れ
る

１
８
９
４(

明
治
27)

年

古
河
町
内
で
天
然
痘
が
流
行
。
河
口
久
斎

が
15
日
間
に
渡
り
牛
痘
法
に
よ
る
接
種
を

無
料
で
行
う

２
０
２
０(

令
和
２)

年

約
３
カ
月
間
の
学
校
休
校
や
外
出
自
粛
な

ど
市
民
生
活
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る

１
８
７
９(

明
治
11)

年
頃

日
本
全
国
で
コ
レ
ラ
が
大
流
行
す
る

茨城県指定文化財　河口家蔵
(古河歴史博物館寄託)

２
０
２
０(

令
和
２)

年

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
が
世
界
中
で
猛
威

を
振
る
う
。
日
本
で
も
約
１
万
７
千
人
に

感
染
が
広
が
る(

６
月
15
日
時
点)

※
昭
和
初
期
ま
で
は
、
天
然
痘
・
は
し
か
が
全
国
各
地
で

た
び
た
び
流
行
し
て
い
ま
し
た
。
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古河に受け継がれる疫病との戦い
　新型コロナウイルスの発生から半年以上が過ぎましたが、いまだに感染症を完全に封じ込める
ことはできていません。その昔、私たちが住むこの地域においても、ウイルスや細菌による強い
感染症がたびたび流行し、人びとを脅かしていました。
　当時も現代と同じように、医療従事者や地域の人たちが、疫病を克服するため奮闘したといわ
れています。ここでは、古河に受け継がれる疫病との戦いについて紹介します。
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嘉永3(1850)年、牛痘法の啓発を目的に発行。牛に乗った牛痘児が嘉永3(1850)年、牛痘法の啓発を目的に発行。牛に乗った牛痘児が
疱瘡神を退治しようとする図。各地で多数の海賊版が発行された疱瘡神を退治しようとする図。各地で多数の海賊版が発行された
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