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『
ル
ネ
サ
ン
ス
の
公
衆
衛

生
と
医
師
』
i
の
全
訳
で
あ
る
。
チ
ポ
ラ
が
、

専
門
の
経
済
史
だ
け
で
な
く
社
会
史
的
領
域
も
含

め
た
幅
広
い
研
究
に
携
わ
っ
て
い
る
こ
と
は
、

『
読
み
書
き
の
社
会
史
』
『
時
計
と
文
化
』
な
ど

の
邦
訳
書
の
タ
イ
ト
ル
を
見
て
も
わ
か
る
が
、
本

書
に
よ
っ
て
彼
は
、
社
会
史
と
医
学
史
の
接
点
と

も
言
う
べ
き
公
衆
衛
生
と
医
療
サ
ー
ビ
ス
に
光
を

投
じ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
全
体
は
二
部
か
ら
な
り
、

第
～
部
で
は
主
に
十
六
・
十
七
世
紀
北
イ
タ
リ
ア

の
公
衆
衛
生
施
策
が
、
第
二
部
で
は
当
時
の
イ
タ

リ
ア
の
医
師
の
実
態
が
、
綿
密
な
実
証
研
究
に
よ

っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
近
年
、
近
代
都
市
に
お

け
る
公
衆
衛
生
や
病
い
の
問
題
に
関
心
が
向
け
ら

れ
る
中
で
、
本
書
の
訳
出
は
時
宜
を
得
た
も
の
と

言
え
よ
う
。
以
下
、
順
を
追
っ
て
内
容
を
見
て
い

く
こ
と
に
す
る
。

　
ま
ず
序
論
で
は
、
十
三
世
紀
か
ら
十
七
世
紀
の

医
学
事
情
に
つ
い
て
の
簡
単
な
説
幽
が
な
さ
れ
る
。

大
学
の
発
展
に
伴
う
専
門
的
医
師
集
団
の
登
揚
、

ギ
ル
ド
や
公
衆
衛
生
褐
に
よ
る
難
業
の
規
制
が
要

領
よ
く
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

　
第
一
部
は
『
公
衆
衛
生
局
の
起
源
と
発
展
』
と

題
し
、
　
。
ヘ
ス
ト
予
防
に
活
躍
し
た
衛
生
局
と
社
会

の
関
係
を
扱
う
。
一
三
四
七
－
五
～
年
の
黒
死
病

大
流
行
を
契
機
と
し
て
、
北
イ
タ
リ
ア
都
市
国
家

に
は
他
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
に
先
が
け
て
公
衆
衛

生
局
が
設
け
ら
れ
た
。
感
染
予
防
を
主
た
る
目
的

と
す
る
こ
の
機
関
は
、
都
市
国
家
の
行
政
官
が
当

初
か
ら
実
権
を
握
り
、
検
役
・
防
疫
的
交
通
遮
断

・
汚
染
物
の
焼
却
∵
ペ
ス
ト
に
感
染
し
て
い
な
い

こ
と
を
示
す
衛
生
通
行
証
の
発
行
な
ど
の
活
動
を

行
っ
た
。
時
代
が
下
る
に
従
っ
て
衛
生
局
の
活
動

は
厳
格
に
な
り
、
濡
動
範
囲
も
緊
急
時
の
流
行
病

伝
染
予
防
か
ら
平
時
の
衛
生
状
態
改
善
へ
と
広
が

っ
て
い
く
。
十
六
世
紀
中
頃
ま
で
に
は
、
食
品
販

売
や
住
宅
辮
情
の
よ
う
な
社
会
的
・
経
済
的
要
因

に
ま
で
注
意
が
払
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
し
か
し
、
設
立
以
来
絶
対
的
権
限
を
保
証
さ
れ

て
き
た
衛
生
局
も
、
都
市
国
家
の
ひ
と
つ
の
行
政

機
関
で
あ
る
限
り
様
々
な
障
害
と
ぶ
つ
か
る
こ
と

に
な
る
。
読
者
は
こ
こ
に
、
衛
生
局
を
通
し
て
、

当
時
の
都
満
生
活
の
一
端
を
垣
間
見
る
こ
と
に
な

ろ
う
。
第
一
の
障
害
は
、
衛
生
施
策
を
行
う
こ
と

に
対
す
る
広
範
な
敵
意
で
あ
る
。
隔
離
や
消
毒
を

嫌
う
民
衆
、
交
通
遮
断
や
商
晶
の
検
役
に
腹
を
立

て
る
商
人
、
聖
職
者
は
公
開
説
数
な
ど
の
宗
教
的

集
会
が
禁
止
さ
れ
る
こ
と
に
憤
慨
し
、
衛
生
官
は

し
ば
し
ば
至
難
：
甲
傷
・
肉
体
的
暴
力
の
的
に
さ

れ
た
。
し
か
も
商
人
が
経
済
的
被
害
を
被
る
と
、

そ
れ
は
す
ぐ
さ
ま
労
働
者
の
雇
用
低
下
に
つ
な
が

る
の
で
、
労
働
者
は
流
行
病
よ
り
失
業
に
よ
る
飢

え
の
方
を
恐
れ
る
と
い
う
事
態
が
生
じ
る
。
か
く

し
て
、
失
業
者
の
反
乱
な
ど
考
え
た
く
な
い
都
市

当
局
は
、
商
人
と
あ
る
程
度
妥
協
せ
ざ
る
を
え
な

く
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
第
二
の
障
害
は
、
衛
生

施
策
実
行
に
伴
い
自
国
の
経
済
的
利
益
が
損
わ
れ

る
こ
と
で
あ
る
。
衛
生
局
は
、
商
人
の
投
資
水
準

を
維
持
す
る
た
め
の
配
慮
を
示
し
た
り
、
自
国
で

ペ
ス
ト
が
発
生
し
た
場
合
に
は
事
態
を
嬢
小
化
し

て
他
国
に
伝
え
た
り
し
た
（
衛
生
局
商
戦
の
病
疫

に
関
す
る
情
報
交
換
は
、
十
六
世
紀
末
ま
で
に
合

意
が
成
立
）
。
　
こ
の
よ
う
に
衛
生
局
の
活
動
は
多

く
の
妥
協
を
強
い
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か

し
そ
れ
は
、
当
時
の
衛
生
局
の
腐
敗
や
道
徳
的
弱

さ
の
た
め
で
は
な
い
。
社
会
・
経
済
・
政
治
各
方
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面
で
の
障
害
に
悩
ま
さ
れ
な
が
ら
も
、
「
十
六
・

十
七
世
紀
の
イ
タ
リ
ア
諸
都
帝
の
衛
生
局
は
、
非

常
に
優
れ
た
、
能
率
的
な
役
所
」
だ
っ
た
の
で
あ

る
。　

最
後
に
著
者
は
、
衛
生
局
の
行
っ
た
施
策
の
膚

効
性
に
つ
い
て
考
察
を
す
す
め
る
。
つ
ま
り
衛
生

施
策
の
適
用
に
要
す
る
費
用
（
そ
れ
は
莫
大
な
も

の
で
あ
っ
た
）
に
見
合
う
便
益
が
あ
っ
た
か
ど
う

か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
結
論
は
、
当
蒔
は
病
気

に
対
す
る
正
し
い
知
識
が
な
か
っ
た
た
め
「
便
益

に
比
べ
て
費
用
が
は
る
か
に
高
く
な
ら
ざ
る
を
え

な
い
」
で
あ
っ
た
。

　
第
二
部
『
ガ
リ
レ
ナ
樽
代
の
ト
ス
カ
ナ
地
方
の

医
師
』
で
は
、
第
一
部
の
予
防
に
対
し
治
療
の
面

が
語
ら
れ
る
。
従
来
、
「
大
学
で
教
育
を
受
け
た

内
科
医
は
、
国
王
や
教
皇
、
指
事
的
貴
族
と
司
教

の
医
学
的
助
言
者
で
あ
り
」
、
「
小
さ
な
町
に
お
い

て
さ
え
、
大
学
で
教
育
を
受
け
た
内
科
医
を
見
か

け
る
こ
と
は
ま
れ
」
と
言
わ
れ
て
き
た
。
し
か
し

著
者
の
デ
ー
タ
は
、
北
イ
タ
リ
ア
の
状
況
が
全
く

こ
の
見
解
と
一
致
し
な
い
こ
と
を
み
ご
と
に
証
明

し
て
い
る
。
一
六
三
〇
年
の
ト
ス
カ
ナ
大
公
圏
の

医
師
調
査
に
よ
れ
ば
、
全
人
口
に
対
す
る
医
師
の

比
率
は
一
万
人
に
つ
き
内
科
医
二
人
外
科
医
二
人

で
非
常
に
高
く
、
し
か
も
小
さ
な
村
に
さ
え
大
学

で
教
育
を
受
け
た
内
科
医
が
存
在
し
て
い
た
。
こ

れ
は
、
十
三
世
紀
か
ら
イ
タ
リ
ア
都
市
国
家
で
一

般
に
な
っ
た
公
共
医
の
存
在
に
負
う
と
こ
ろ
が
大

き
い
。
十
六
・
十
七
世
紀
の
イ
タ
リ
ア
で
は
欝
町

村
が
そ
の
財
力
に
応
じ
て
公
共
医
を
雇
っ
て
い
た

が
、
こ
の
こ
と
が
内
科
医
の
需
要
を
高
く
保
ち
、

ま
た
農
村
部
に
内
科
医
を
ひ
き
と
め
て
お
く
の
に

役
立
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
さ
て
、
著
潜
は
第
二
部
で
も
費
用
と
便
益
の
闇

題
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
十
九
世
紀
ま
で
治
療
は

医
学
の
最
も
弱
い
点
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
、
育
成

す
る
に
も
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
に
も
多
く
の
費
用

が
か
か
る
専
門
医
師
を
沢
山
か
か
え
て
い
た
ル
ネ

サ
ン
ス
期
北
イ
タ
リ
ア
で
は
、
ま
た
も
や
費
用
が

便
益
よ
り
高
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
た

と
え
医
学
的
知
識
に
大
差
が
な
い
と
し
て
も
ニ
セ

医
者
と
専
門
医
師
を
は
っ
き
り
区
別
し
て
お
い
た

こ
と
は
、
ヨ
ー
ロ
ヅ
パ
全
体
と
し
て
見
れ
ば
十
分

メ
リ
ッ
ト
が
あ
っ
た
。
医
療
を
行
う
に
は
専
門
訓

練
が
必
要
と
い
う
構
想
が
、
近
代
の
科
学
酌
医
学

興
隆
へ
の
道
を
開
い
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
で
、
本
書
の
内
容
を
若
干
の
取
捨
選
択
を

交
え
て
概
観
し
た
わ
け
だ
が
、
本
書
の
価
値
は
何

よ
り
も
、
一
次
史
料
に
基
づ
い
て
今
ま
で
あ
ま
り

ふ
れ
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
ル
ネ
サ
ン
ス
期
イ

タ
リ
ア
の
公
衆
衛
生
と
医
療
サ
ー
ビ
ス
の
実
態
を

開
ら
か
に
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
チ
ポ
ラ
も
本
書

の
主
眼
は
「
中
世
後
期
か
ら
近
世
初
頭
の
医
学
の

歴
史
の
ま
さ
し
く
も
っ
と
も
独
創
的
か
つ
興
味
深

い
一
章
」
を
物
語
る
こ
と
だ
と
述
べ
て
い
る
。
し

か
し
、
探
究
心
妊
盛
な
藩
老
は
、
そ
れ
だ
け
で
は

満
足
で
き
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
衛
生
局

や
公
共
心
の
成
立
発
展
と
都
市
国
家
の
構
造
の
関

係
、
衛
生
施
策
と
都
市
経
済
の
対
立
・
都
市
民
の

反
応
な
ど
単
な
る
事
実
の
指
摘
で
終
わ
る
に
は
惜

し
い
問
題
が
随
所
に
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
費

用
と
便
益
の
問
題
に
し
て
も
、
現
代
医
学
の
立
場

か
ら
評
価
を
下
す
だ
け
で
な
く
、
当
時
の
公
権
力

の
あ
り
方
や
社
会
状
況
と
か
ら
め
た
考
察
を
期
待

し
て
し
ま
う
の
は
、
『
ペ
ス
ト
と
都
市
国
家
』
と

い
う
訳
書
の
タ
イ
ト
ル
の
せ
い
だ
け
で
も
な
か
ろ

う
。　

そ
う
は
言
っ
て
も
、
本
書
が
私
た
ち
に
貴
重
な

知
見
を
与
え
て
く
れ
る
こ
と
に
か
わ
り
は
な
い
。

特
に
都
衛
空
間
や
、
医
と
社
会
の
関
係
に
興
味
を

持
つ
人
々
に
と
っ
て
は
、
興
味
曰
い
一
冊
で
あ
る

と
思
う
。
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