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公
衆
の
衛
生

公
衆
衛
生
と
い
う
言
葉
を
分
解
し
ま

す
と
、
公
衆
と
衛
生
に
な
り
ま
す
。
公
衆

は
、「
社
会
の
」と
か「
集
団
の
」と
、
そ
の
ま

ま
意
味
が
通
じ
ま
す
が
、
続
く
衛
生
と
い

う
言
葉
は
曲く

せ

者も
の

で
す
。
漢
文
的
に
書
き

下
す
と「
生せ

い

を
衛ま

も

る
」と
な
る
の
で
、
公
衆

衛
生
を
字
面
通
り
に
表
現
す
る
な
ら「
皆

の
命
を
守
る
こ
と
」で
す（
な
お
、
ウ
ィ
ン
ス

ロ
ウ
の
定
義
は
、
皆
さ
ん
よ
く
ご
存
じ
の

こ
と
で
し
ょ
う
か
ら
本
稿
で
は
触
れ
ま
せ

ん
）。
大
仰
な
言
葉
で
す
が
、
米
国
で
は

公
衆
衛
生
局
の
下
に
武
官
組
織（
制
服
公

職;U
niform

ed Services

）の
一
つ
で
あ

る
士
官
部
隊
が
存
在
し
て
い
ま
す
し
、
Ｃ

Ｄ
Ｃ
の
幹
部
も
公
式
会
議
で
は
制
服（
軍

服
）を
着
る
と
い
い
ま
す1)

。
歴
史
的
経
緯

も
あ
る
の
で
し
ょ
う
が
、「
公
衆
衛
生
＝
皆

（
国
民
）の
命
を
守
る
こ
と
＝
国
家
安
全

保
障
の
柱
の
一
つ
」と
い
う
思
考
は
、
見
習

う
べ
き
と
こ
ろ
だ
と
思
い
ま
す
。

衛
生
の
原
義
と
由
来（
通
説
）

さ
て
、
衛
生
と
い
う
言
葉
は
、
長
与

専
斎
と
い
う
明
治
に
活
躍
し
た
医
師（
初

代
内
務
省
衛
生
局
長
）がH

ygiene

や

H
ealth

の
訳
語
と
し
て『
荘
子
』か
ら
引
用

し
て
き
た
も
の
で
す
。『
荘
子
』雑ざ

っ

篇ぺ
ん

の
ひ
と

つ
に「
庚こ

う

桑そ
う

楚そ

（『
史
記
』に
お
い
て
は
亢
桑

子
と
記
載
）」と
い
う
話
が
存
在
し
ま
す
が
、

こ
の
中
に
衛
生
な
る
語
が
出
て
き
ま
す
。

長
与
専
斎
は
、「
衛
生
の
語
の
字
面
が
雅
で

あ
り
音
も
良
い
か
ら
、
意
味
は
多
少
異
な

る
が
健
康
保
健
事
務
の
呼
び
名
と
し
た
」

と
自
伝
で
あ
る『
松
香
私
志
』の
中
で
述
べ

て
い
ま
す1)

。
で
は
、
こ
の
庚
桑
楚
篇
と
は
ど

の
よ
う
な
内
容
な
の
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
、

衛
生
の
本
来
の
意
味
と
は
ど
の
よ
う
な
も

の
な
の
で
し
ょ
う
か
。
説
明
し
て
い
き
た
い

と
思
い
ま
す（
庚
桑
楚
篇
の
内
容
は
文
献3)

を
参
考
に
し
ま
し
た
）。

昔
、
老ろ

う

耼た
ん（

老
子
）の
弟
子
の
庚
桑
楚
と

い
う
人
が
、
あ
る
山
里
を
治
め
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。
庚
桑
楚
が
統
治
す
る
よ
う

に
なって
か
ら
、
鄙ひ

な

び
た
山
里
の
暮
ら
し
向

き
は
良
く
な
り
、
里
人
た
ち
は
こ
の
恩
に

報
い
る
た
め
、
庚
桑
楚
を
聖
人
と
し
て
祭

り
上
げ
よ
う
と
し
ま
す
。
し
か
し
、
庚
桑

楚
は
そ
ん
な
こ
と
は
や
め
る
よ
う
に
言
い
ま

す
。
こ
れ
に
対
し
て
庚
桑
楚
の
弟
子
の
南な

ん

栄え
い

趣し
ゅ

が「
業
績
あ
る
人
間
を
盛
り
立
て
る

の
は
昔
か
ら
あ
る
世
の
道
理
で
は
な
い
か
」

と
庚
桑
楚
に
意
見
し
、
問
答
が
始
ま
り

ま
す
。
途
中
経
過
は
省
き
ま
す
が
、
こ
の

議
論
の
中
で
南
栄
趣
は「
体
や
命
を
安
ら

か
に
保
つ
方
法
」に
つい
て
、
庚
桑
楚
に
教

え
を
請
い
ま
す
。
し
か
し
、庚
桑
楚
は「
教

え
ら
れ
る
こ
と
は
も
う
教
え
た
。
こ
れ
以

上
は
老
子
先
生
の
下
で
学
び
な
さ
い
」と

言
って
、
南
栄
趣
を
老
子
の
下
に
送
り
ま

す
。
南
栄
趣
は
、
老
子
の
学
び
や
に
入
り
、

い
く
ば
く
か
修
業
を
し
ま
す
が
、
ど
う
し

は
じ
め
に

白
状
し
ま
す
と
、
本
コ
ー
ナ
ー
の
執
筆

依
頼
を
お
引
き
受
け
し
た
時
、
何
を
書

け
ば
よ
い
の
か
さっ
ぱ
り
浮
か
ば
ず
、
ず
い

ぶ
ん
悩
み
ま
し
た
。
平
生
の
業
務
内
容
に

つい
て
書
こ
う
に
も
、
書
い
て
い
て
苦
痛
に

な
る
ほ
ど
味
気
な
い
も
の
で
す
し
、
行
政

医
に
な
る
ま
で
の
経
緯
に
つい
て
は
、
他
の

先
生
方
の
よ
う
に
ド
ラマ
も
な
く
、
流
れ
に

身
を
任
せ
て
い
た
ら
いつの
間
に
か
こ
う
なっ

て
い
た
と
表
現
す
る
し
か
な
い
の
で
、
ほ
ん

の
数
行
で
書
き
終
わ
り
そ
う
で
す
。
あ
れ

で
も
な
い
、
こ
れ
で
も
な
い
と
考
え
て
お
り

ま
し
た
が
、
結
局
、
紆う

余よ

曲
折
を
経
て
標

題
の
よ
う
に
風
変
わ
り
な
内
容
に
行
き
着

い
て
し
ま
い
ま
し
た
。

期待
の若手シリーズ

私にも
言わせて!
第88回

て
も
自
ら
の
心
の
迷
い
が
晴
れ
ず
、
老
子

に
直
接
相
談
し
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
こ
の

南
栄
趣
と
老
子
の
問
答
の
中
で
、
よ
う
や

く「
衛
生
」の
語
が
登
場
し
ま
す
。
南
栄

趣
が「
衛
生
の
理（
経
）と
は
何
か
」と
問
う

と
、
老
子
は「
衛
生
の
理
と
は
、
内
面
を

統
一
し
、
こ
れ
を
見
失
わ
ず
、
占
い
な
ど

に
頼
る
こ
と
な
く
自
ら
物
事
の
善
し
悪
し

を
判
断
で
き
る
と
い
う
こ
と
だ
。
統
一
さ

れ
た
内
面
に
と
ど
ま
り
離
れ
ず
、
他
者
に

教
え
を
請
う
の
で
は
な
く
、
己
の
内
に
求

め
る
の
だ
。
物
事
に
と
ら
わ
れ
ず
、
余
計

な
こ
と
を
考
え
ず
、
赤
子
の
よ
う
に
あ
る

こ
と
だ
」と
答
え
ま
す
。

さ
て
、
こ
こ
ま
で
の
内
容
を
ま
と
め
ま

す
と
、
本
来
の
衛
生
の
意
と
は
、「
自
己
内

面
に
確
固
た
る
指
針
を
作
り
、
常
に
こ
れ

を
参
照
し
意
思
と
行
為
を
一
致
さ
せ
る
こ

と
で
、
外
界
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
雑
多
な

情
報
に
踊
ら
さ
れ
ず
、
他
者
に
決
断
を
委

ね
る
こ
と
が
な
く
な
り
、
結
果
、
生
命
が

脅
か
さ
れ
な
く
な
る
」と
解
釈
で
き
る
と

思
い
ま
す
。
翻
って
見
る
に
、
長
与
専
斎

は
、
健
康
保
健
に
係
る
事
務
を
衛
生
と

名
付
け
る
こ
と
に
つい
て
、
原
義
と
は
や・
や・

意
味
が
異
な
る
程
度
に
捉
え
て
い
る
よ
う

で
す
が
、
原
典
に
当
た
って
そ
の
語
義
を

吟
味
す
れ
ば
、
原
義
と
は
ま・
っ・
た・
く・
趣
旨

の
異
な
る
概
念
で
あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま

す
。
そ
も
そ
も
、
公
衆
衛
生
・
保
健
業

務
の
多
く
は
、「
健
康
意
識
の
乏
し
い
が
た

め
に
不
健
康
な
生
活
を
送って
い
る
人
々
に
、

健
康
に
係
る
事
柄
の
十
分
な
周
知
・
啓
発

お
よ
び
指
導
を
実
施
し
、
自
ら
健
康
を

守
れ
る
よ
う
に
導
く
」と
い
う
啓け

い

蒙も
う

的
活

動（
ペー
タ
・フ
ラ
ン
ク
の
提
唱
す
る
医
事
警

察;M
edical Police

）で
す
。
こ
れ
は
君

主
た
る
施
政
者（
と
そ
の
手
足
た
る
官
吏
）

が
蒙も

う

昧ま
い

た
る
人
民
を
導
く
と
い
う
儒
家
的

構
図
・
活
動（
最
も
強
制
的
な
パ
タ
ー
ナ
リ

ズ
ム
の
一
形
態
）に
近
い
も
の
で
す
か
ら
、
老

荘
思
想
か
ら
す
れ
ば
避
け
る
べ
き
余
計
な

干
渉
と
見
な
さ
れ
ま
す
し
、
当
然
、
庚
桑

楚
篇
で
述
べ
ら
れ
て
い
る「
衛
生
の
理
」と
真

逆
の
思
考
で
す
。
下
名
の
個
人
的
な
考
え

で
す
が
、
概
念
の
相
違
を「
や
や
」で
片
づ

け
て
し
ま
う
あ
た
り
、
長
与
専
斎
は
あ
ま

り『
荘
子
』を
熟
読
し
て
い
な
かった
よ
う
に

思
い
ま
す
し
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
人
が
ふ

と
衛
生
と
い
う
語
を
思
い
出
し
て
引
用
で

き
る
も
の
か
と
疑
問
に
思
う
と
こ
ろ
で
す
。

異
説
・
異
聞

司
馬
遼
太
郎
が
歴
史
小
説『
胡こ

蝶ち
ょ
う

の
夢
』

（
胡
蝶
の
夢
の
説
話
は『
荘
子
』内
篇
の
斉

物
論
に
登
場
）の
中
で
衛
生
の
由
来
に
触
れ

て
お
り
、
そ
こ
で
は
漢
学
に
明
る
い
明
石

博ひ
ろ

高あ
き
ら（

幕
末
か
ら
明
治
に
か
け
て
の
京
都

府
行
政
医
師
。
医
療
政
策
以
外
に
も
殖

産
興
業
・
慈
善
事
業
な
ど
の
多
方
面
で
活

躍
。
明
治
の
京
都
振
興
の
中
心
的
人
物
の

一
人
）が
衛
生
の
語
を
創
出
し
、
長
与
専

斎
に
伝
え
、
そ
れ
を
専
斎
が
広
め
た
と
書

か
れ
て
い
る
よ
う
で
す4)

。
あ
く
ま
で
小
説

で
す
の
で
、
ど
こ
ま
で
が
事
実
で
ど
こ
か
ら

が
創
作
か
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
そ
う
い
う

事
情
な
ら
い
ろ
い
ろ
合
点
が
い
き
ま
す
。
ま

た
、
日
本
衛
生
学
会
は
、
衛
生
の
語
の
由

来
を
丹
波
行
長（
丹
波
家
は
宮
廷
医
療
を

千
年
ほ
ど
担
って
い
た
名
家
。
現
存
す
る

日
本
最
古
の
医
学
書『
医
心
方
』は
家
祖

で
あ
る
丹
波
康
頼
の
著
）が
撰
述
し
た『
衛

生
秘
要
抄
』に
求
め
て
い
ま
す5)

。
予
防
医

学
書
と
し
て
は
本
書
が
日
本
最
古
で
あ
る

と
い
わ
れ
て
お
り
ま
す
の
で
、
こ
の
立
場
も

理
解
で
き
ま
す
。
あ
と
一
つ
、
触
れ
て
お

き
た
い
の
は
、
三
浦
梅
園（
江
戸
中
期
の
豊

後
国
の
思
想
家
・
医
家
）が『
養
生
訓
』（
貝

原
益
軒
の
著
作
と
同
名
の
書
。
著
さ
れ
た

時
期
は
益
軒
よ
り
60
年
ほ
ど
後
）の
中
で
、

今
日
的
衛
生
と
ほ
ぼ
同
様
の
意
に
お
い
て

衛
生
の
語
を
用
い
て
い
る
と
い
う
報
告
で
す6)

。

こ
う
し
て
調
べ
て
み
ま
す
と
、
長
与
専

斎
以
前
に
も
す
で
に
衛
生
の
語
は
使
わ
れ

て
い
た
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
と
思
い
ま
す
。

た
だ
、
衛
生
の
語
を
人
口
に
膾か

い

炙し
ゃ

さ
せ
た

人
物
は
専
斎
で
間
違
い
な
い
で
し
ょ
う
し
、

「
衛
生
」の
原
義
を
再
考
す
る

下
名
は
ヤ
ブ
に
も
な
れ
な
い
タ
ケ
ノ
コ
医
者
の
長
光
と
申
し
ま
す
。
こ
の
度
、
本

誌
に
お
い
て
自
由
に
書
い
て
も
よ
い
と
い
う
貴
重
な
機
会
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

本
当
に
思
い
つ
く
ま
ま
に
執
筆
い
た
し
ま
し
た
ら
、
一
般
的
な
公
衆
衛
生
の
話
か

ら
大
き
く
脱
線
し
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
ご
一
読
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

平成28年京都府立医科大学卒業
後、2年間同大学附属病院で初期
臨床研修医として勤務。30年か
ら同大学大学院地域保健医療疫
学講座博士課程専攻。31年から
京都府中丹西保健所技師。なお、
現職に就くに当たり大学院は中退
し、同講座の助教を併任。

京都府中丹西保健所
保健室 技師

京都府立医科大学大学院
地域保健医療疫学 助教

（併任）

長光 玲央

衛
生
の
語
を
用
い
た
者
は
、
皆『
荘
子
』の

記
述
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
も
の
と
推
測

さ
れ
ま
す
。

衛
生
と
自
己
決
定

衛
生
の
原
義
の
解
釈
に
お
い
て
は
、む
し

ろ
西
洋
の
自
己
決
定
の
思
想
に
近
い
概
念

だ
と
思
い
ま
す
。
誌
面
の
都
合
上
、
こ
の

話
題
につい
て
触
れ
ら
れ
ま
せ
ん
が
、「
荘
子

的
衛
生
と
自
己
決
定
の
相
同
・
相
違
点
」

につい
て
の
論
考
は
ま
だ
見
た
こ
と
が
あ
り

ま
せ
ん（
下
名
が
無
知
な
だ
け
で
す
で
に

文
献
が
あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
）。
今

後
、
医
史
学
や
医
療
倫
理
学
の
分
野
で
考

察
が
深
ま
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
と
述

べ
、
筆
を
置
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
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