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【
要
約
】

本
稿
は
︑
世
紀
転
換
期
の
香
港
に
お
け
る
衛
生
政
策
︑
特
に
中
国
人
の
居
住
環
境
に
対
す
る
政
策
の
特
徴
と
そ
れ
を
め
ぐ
る
議
論
を
明
ら
か
に

す
る
も
の
で
あ
る
︒
行
論
で
は
︑
種
々
の
調
査
委
員
会
に
よ
る
調
査
報
告
書
や
潔
浄
局
・
立
法
局
で
の
衛
生
関
連
条
例
の
制
定
に
お
け
る
議
論
を
分
析
し

た
︒
香
港
政
庁
は
居
住
環
境
の
改
善
に
お
い
て
財
政
面
や
中
国
人
社
会
へ
の
配
慮
を
踏
ま
え
て
効
率
的
な
政
策
を
実
施
し
た
︒
ま
た
︑
そ
の
費
用
を
家
屋

所
有
者
に
負
わ
せ
る
方
針
を
と
っ
て
お
り
︑
こ
れ
は
本
国
イ
ギ
リ
ス
よ
り
中
央
集
権
的
で
経
済
的
自
由
主
義
に
介
入
す
る
も
の
だ
っ
た
︒
オ
ー
プ
ン
ス

ペ
ー
ス
に
関
す
る
家
屋
所
有
者
の
反
発
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
が
︑
弁
護
士
や
医
師
な
ど
専
門
職
の
立
法
局
非
官
守
議
員
か
ら
も
反
発
を
受
け
た
キ

ュ
ー
ビ
ク
ル
の
問
題
の
解
決
策
に
関
し
て
︑
政
庁
は
政
策
を
一
部
修
正
し
費
用
負
担
を
認
め
た
︒
こ
れ
は
︑
彼
ら
が
政
庁
の
主
導
に
よ
る
衛
生
行
政
体
制

を
支
持
し
て
い
た
た
め
で
あ
り
︑
彼
ら
の
存
在
は
政
庁
に
と
っ
て
無
視
で
き
な
い
重
要
な
も
の
と
な
っ
て
い
た
︒史

林

一
〇
一
巻
二
号

二
〇
一
八
年
三
月

は

じ

め

に

一
八
四
二
年
︑
ア
ヘ
ン
戦
争
の
講
和
条
約
と
し
て
イ
ギ
リ
ス
と
清
朝
の
間
で
締
結
さ
れ
た
南
京
条
約
に
よ
っ
て
︑
香
港
は
イ
ギ
リ
ス
の
植
民

地
と
な
っ
た
︒
イ
ギ
リ
ス
が
香
港
を
自
由
貿
易
港
と
し
た
こ
と
で
︑
香
港
は
ア
ジ
ア
に
お
け
る
ヒ
ト
・
モ
ノ
・
カ
ネ
の
一
大
集
積
地
と
な
り
︑

多
く
の
中
国
人
が
流
入
し
た①
︒
イ
ギ
リ
ス
側
の
現
地
統
治
機
関
で
あ
る
香
港
政
庁
は
︑
当
初
は
中
国
人
社
会
に
対
し
て
不
干
渉
の
方
針
を
取
っ
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た
が
︑
一
八
八
〇
年
代
に
な
る
と
こ
れ
を
転
換
し
て
中
国
人
社
会
へ
の
影
響
力
を
拡
大
す
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
そ
の
重
要
な
手
段
の
一
つ
と
し

て
始
ま
っ
た
の
が
衛
生
行
政
・
衛
生
政
策
で
あ
り
︑
中
で
も
重
視
さ
れ
た
の
が
中
国
人
の
居
住
環
境
を
中
心
と
し
た
都
市
の
環
境
衛
生
の
改
善

で
あ
っ
た②
︒
一
八
八
二
年
に
は
本
国
イ
ギ
リ
ス
か
ら
派
遣
さ
れ
た
土
木
技
師
オ
ズ
バ
ー
ト
・
チ
ャ
ド
ウ
ィ
ッ
ク③
が
衛
生
状
況
の
調
査
を
行
い
︑

上
下
水
道
の
整
備
や
中
国
人
の
居
住
環
境
の
改
善
︑
衛
生
行
政
の
体
制
強
化
を
提
案
し
た
︒
こ
れ
を
受
け
て
︑
一
八
八
七
年
に
は
﹁
公
衆
衛
生

条
例
︵
Public
H
ealth
O
rdinance④︶
﹂
が
︑
一
八
八
九
年
に
は
﹁
建
築
条
例
︵
B
uilding
O
rdinance︶
﹂
が
制
定
さ
れ
た
︒
ま
た
︑
衛
生
行
政
体

制
も
徐
々
に
整
備
さ
れ
た
︒
そ
の
中
心
と
な
っ
た
の
が
一
八
八
三
年
に
衛
生
問
題
を
議
論
す
る
場
と
し
て
政
庁
内
に
設
立
さ
れ
た
潔
浄
局

︵
Sanitary
B
oard
︶
で
あ
る⑤
︒
潔
浄
局
に
は
衛
生
関
連
条
例
の
附
則
︵
B
y-law
s︶
を
制
定
す
る
権
限
が
与
え
ら
れ
て
い
た
︒
た
だ
し
︑
こ
の
時

点
で
は
政
策
・
行
政
共
に
十
分
な
体
制
が
整
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
︒

こ
う
し
た
状
況
が
変
化
す
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
が
︑
一
八
九
四
年
に
起
こ
っ
た
ペ
ス
ト
流
行
で
あ
っ
た⑥
︒
ペ
ス
ト
患
者
の
多
く
は
中
国

人
で
あ
り
︑
中
国
人
社
会
は
政
庁
か
ら
病
気
の
温
床
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
そ
し
て
︑
政
庁
は
よ
り
強
力
な
衛
生
行
政
体
制
を
整
備

し
衛
生
政
策
を
実
行
す
る
こ
と
で
社
会
へ
介
入
す
る
必
要
性
を
認
識
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
︒

こ
れ
ま
で
の
香
港
の
衛
生
史
研
究
で
は
︑
一
八
九
四
年
の
ペ
ス
ト
流
行
ま
で
の
時
期
に
お
い
て
︑
香
港
の
中
国
人
社
会
が
政
庁
の
対
策
に
如

何
に
反
応
し
た
の
か
が
分
析
さ
れ
て
き
た
︒
例
え
ば
︑
一
八
八
七
年
に
﹁
公
衆
衛
生
条
例
﹂
が
制
定
さ
れ
た
際
︑
中
国
人
エ
リ
ー
ト
た
ち
が
中

国
人
の
文
化
・
慣
習
の
保
護
の
観
点
か
ら
条
例
に
強
く
反
発
し
た
こ
と
や⑦
︑
一
八
九
四
年
の
ペ
ス
ト
流
行
に
お
い
て
︑
政
庁
が
感
染
者
の
病
院

船
へ
の
隔
離
や
中
国
人
居
住
区
へ
の
消
毒
剤
の
散
布
な
ど
を
実
行
し
た
た
め
に
中
国
人
が
強
く
反
発
し
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た⑧
︒
こ

う
し
た
観
点
か
ら
の
分
析
に
は
主
と
し
て
二
つ
の
潮
流
が
あ
ろ
う
︒
一
つ
目
は
近
代
衛
生
史
の
潮
流
で
あ
る
︒
一
九
九
〇
年
代
以
降
︑
近
代
の

非
西
洋
地
域
︑
特
に
植
民
地
に
お
け
る
医
療
・
衛
生
問
題
は
︑
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
リ
ズ
ム
の
影
響
を
受
け
る
形
で
衛
生
行
政
・
衛
生
政
策
の
支

配
の
手
段
と
し
て
の
役
割
や
現
地
住
民
の
主
体
性
が
強
調
さ
れ
て
き
た⑨
︒
二
つ
目
は
香
港
史
研
究
の
潮
流
で
あ
る
︒
一
九
八
〇
年
代
以
降
︑
そ

れ
ま
で
の
政
庁
の
統
治
制
度
を
中
心
と
し
た
研
究⑩
へ
の
反
発
か
ら
︑
政
庁
と
は
一
線
を
画
し
た
中
国
人
社
会
の
在
り
方
に
関
心
が
集
ま
る
よ
う

世紀転換期香港の衛生政策をめぐる議論（小堀）
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に
な
り
︑
政
庁
の
政
策
に
対
す
る
中
国
人
社
会
の
反
応
に
重
点
が
置
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た⑪
︒

一
方
で
︑
ペ
ス
ト
流
行
以
降
の
衛
生
行
政
・
衛
生
政
策
に
つ
い
て
は
そ
の
進
展
が
概
説
的
に
言
及
さ
れ
る
に
止
ま
り
︑
特
に
一
九
〇
一
年
の

チ
ャ
ド
ウ
ィ
ッ
ク
に
よ
る
衛
生
状
況
の
再
調
査
と
︑
そ
れ
に
基
づ
く
一
九
〇
三
年
の
﹁
公
衆
衛
生
及
び
建
築
条
例
︵
O
rdinance
N
o.1
of
1903,

T
he
Public
H
ealth
and
B
uildings
O
rdinance︶
﹂
の
制
定
が
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し
て
強
調
さ
れ
て
き
た
︒
し
か
し
実
際
に
は
︑
政
庁
に
よ
る
中

央
集
権
的
な
衛
生
行
政
・
衛
生
政
策
は
︑
世
紀
転
換
期
に
か
け
て
香
港
社
会
の
多
様
な
側
面
︑
す
な
わ
ち
﹁
中
国
人
社
会
﹂
だ
け
で
な
く
︑
西

洋
的
な
政
治
的
権
利
や
イ
ギ
リ
ス
的
地
方
自
治
を
主
張
す
る
﹁
イ
ギ
リ
ス
人
社
会
﹂
や
︑
中
国
人
居
住
区
に
家
屋
を
所
有
し
経
済
的
自
由
主
義

の
観
点
か
ら
不
動
産
投
資
に
お
け
る
自
身
の
利
益
の
保
護
を
主
張
す
る
西
洋
人
・
中
国
人
の
﹁
経
済
界
﹂
に
も
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
だ
っ
た
︒

一
九
世
紀
後
半
に
は
本
国
イ
ギ
リ
ス
で
も
公
衆
衛
生
改
革
が
進
み
︑
徐
々
に
中
央
政
府
の
役
割
が
拡
大
し
て
い
く
傾
向
に
あ
っ
た⑫
︒﹁
公
権
力

に
よ
る
公
衆
衛
生
行
政
・
政
策
を
通
し
た
社
会
へ
の
介
入
﹂
を
近
代
の
産
物
と
す
る
な
ら
ば
︑
こ
れ
が
植
民
地
で
あ
る
香
港
に
お
い
て
如
何
に

表
出
し
た
の
か
を
考
え
る
上
で
世
紀
転
換
期
は
重
要
な
時
期
と
な
る
︒

本
稿
で
は
︑
政
庁
と
家
屋
所
有
者
が
対
立
し
た
衛
生
政
策
に
焦
点
を
あ
て
る⑬
︒
家
屋
所
有
者
は
ペ
ス
ト
流
行
以
前
に
お
い
て
も
政
庁
の
衛
生

政
策
に
反
発
す
る
存
在
で
あ
っ
た
︒
セ
シ
リ
ア
・
チ
ュ
ー
は
都
市
計
画
の
観
点
か
ら
中
国
人
の
家
屋
所
有
者
と
い
う
側
面
に
注
目
し
︑
一
九
世

紀
後
半
か
ら
ペ
ス
ト
流
行
直
後
の
香
港
に
お
け
る
三
つ
の
都
市
環
境
改
善
事
業
を
め
ぐ
る
議
論
を
分
析
し
た
︒
自
由
貿
易
港
で
あ
っ
た
香
港
で

は
土
地
の
賃
貸
契
約
に
よ
る
収
入
や
不
動
産
税
が
政
庁
の
重
要
な
財
源
と
な
っ
て
お
り
︑
政
庁
は
西
洋
人
だ
け
で
な
く
中
国
人
に
も
投
資
を
奨

励
し
た
︒
こ
う
し
て
彼
ら
に
と
っ
て
不
動
産
へ
の
投
資
は
有
益
な
経
済
活
動
の
一
つ
と
な
っ
て
い
た
た
め
︑
政
庁
の
都
市
環
境
改
善
事
業
は
家

屋
所
有
者
の
大
き
な
関
心
事
と
な
っ
た
︒
中
国
人
家
屋
所
有
者
は
︑
新
家
屋
の
建
設
を
め
ぐ
る
事
例
で
は
中
国
人
の
文
化
・
慣
習
を
引
き
合
い

に
し
て
︑
水
の
供
給
を
め
ぐ
る
事
例
で
は
包
括
的
な
水
の
供
給
シ
ス
テ
ム
の
導
入
を
求
め
て
︑
自
身
の
利
益
の
た
め
政
庁
の
政
策
に
反
対
し
た
︒

ま
た
︑
土
地
・
家
屋
の
接
収
を
め
ぐ
る
事
例
で
は
中
国
人
と
西
洋
人
家
屋
所
有
者
が
共
同
し
て
政
庁
の
接
収
案
に
反
発
し
補
償
を
引
き
出
し
た
︒

た
だ
し
︑
こ
う
し
た
緊
張
関
係
の
一
方
で
︑
植
民
地
支
配
の
も
と
で
の
経
済
的
発
展
と
い
う
点
に
お
い
て
は
政
庁
と
家
屋
所
有
者
た
ち
の
間
に
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は
共
通
の
合
意
が
あ
り
︑
こ
れ
も
衛
生
政
策
の
決
定
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
た⑭
︒

た
だ
し
本
論
で
述
べ
る
よ
う
に
︑
世
紀
転
換
期
に
は
自
身
の
利
益
を
重
視
す
る
西
洋
人
・
中
国
人
家
屋
所
有
者
の
意
見
が
政
策
に
反
映
さ
れ

る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た⑮
︒
代
わ
っ
て
こ
の
時
期
に
お
い
て
注
目
す
べ
き
は
︑
家
屋
所
有
者
と
利
害
を
共
有
し
な
い
医
師
・
弁
護
士
な
ど

の
専
門
職
の
人
々
で
あ
る
︒
世
紀
転
換
期
に
は
頻
繁
に
衛
生
関
連
条
例
が
制
定
・
改
正
さ
れ
た
︒
条
例
制
定
機
関
で
あ
る
立
法
局

︵
Legislative
C
ouncil
⑯

︶
は
植
民
地
官
僚
で
あ
る
官
守
議
員
︵
O
fficial
m
em
bers︶
と
植
民
地
官
僚
以
外
か
ら
総
督
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
る
非
官

守
議
員
︵
U
nofficial
m
em
bers︶
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
が
︑
世
紀
転
換
期
に
は
経
済
界
の
人
物
よ
り
も
専
門
職
の
人
物
が
非
官
守
議
員

の
多
数
派
を
占
め
て
い
た
︒
チ
ュ
ー
も
彼
ら
に
つ
い
て
若
干
言
及
し
て
い
る
が
︑
世
紀
転
換
期
の
衛
生
政
策
を
考
え
る
際
に
は
政
策
決
定
過
程

に
お
け
る
専
門
職
の
非
官
守
議
員
の
意
見
を
よ
り
詳
細
に
分
析
す
る
必
要
が
あ
る
︒

そ
こ
で
本
稿
で
は
︑
衛
生
政
策
の
中
で
も
特
に
議
論
さ
れ
る
こ
と
の
多
か
っ
た
中
国
人
の
居
住
環
境
の
改
善
策
に
焦
点
を
あ
て
︑
そ
の
政
策

決
定
過
程
を
家
屋
所
有
者
だ
け
で
な
く
専
門
職
の
立
法
局
非
官
守
議
員
の
意
見
に
も
注
意
し
な
が
ら
分
析
す
る
︒
ま
ず
第
一
章
に
お
い
て
︑
当

時
の
中
国
人
の
居
住
環
境
に
つ
い
て
整
理
す
る
︒
続
い
て
第
二
章
で
は
︑
一
八
九
四
年
か
ら
一
九
〇
三
年
ま
で
の
中
国
人
の
居
住
環
境
に
関
す

る
議
論
と
制
定
さ
れ
た
条
例
の
内
容
を
分
析
し
︑
そ
の
特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
︒
さ
ら
に
第
三
章
で
︑
一
九
〇
六
年
に
組
織
さ
れ
た
調
査
委
員

会
の
報
告
に
お
け
る
条
例
へ
の
意
見
を
整
理
し
︑
こ
の
報
告
及
び
一
九
〇
八
年
に
提
出
さ
れ
た
条
例
の
修
正
案
に
関
す
る
立
法
局
で
の
議
論
を

専
門
職
の
立
法
局
非
官
守
議
員
の
意
見
に
注
意
し
な
が
ら
分
析
す
る
︒
こ
れ
に
よ
っ
て
︑
中
国
人
の
居
住
環
境
の
改
善
に
関
す
る
政
策
の
特
徴

と
︑
専
門
職
の
非
官
守
議
員
の
意
見
が
政
策
決
定
に
お
い
て
果
た
し
た
役
割
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
︒

本
稿
で
主
と
し
て
用
い
る
史
料
は
香
港
政
庁
の
刊
行
史
料
で
あ
る
︒
議
会
報
告
書
︵
H
ong
K
ong
Sessional
Papers,
以
下
H
K
SP
︶
に
よ
っ

て
各
種
調
査
委
員
会
の
報
告
書
を
︑
立
法
局
の
議
事
録
︵
H
ong
K
ong
H
ansard,
以
下
H
K
H
︶
に
よ
っ
て
条
例
の
制
定
過
程
の
議
論
を
︑
そ
し

て
政
庁
官
報
︵
H
ong
K
ong
G
overnm
ent
G
azette,
以
下
H
K
G
G
︶
に
よ
っ
て
条
例
案
及
び
成
立
し
た
条
例
を
分
析
す
る
︒
ま
た
︑
当
時
の
英

語
・
中
国
語
新
聞
に
は
潔
浄
局
の
会
議
に
関
す
る
記
事
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
こ
れ
も
適
宜
使
用
す
る
︒

世紀転換期香港の衛生政策をめぐる議論（小堀）
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①

当
初
香
港
の
人
口
は
数
千
人
程
度
で
あ
っ
た
が
︑
一
八
八
一
年
の
統
計
に
よ
れ

ば
香
港
全
体
の
人
口
は
一
六
〇
四
〇
二
人
︑
う
ち
中
国
人
人
口
は
一
五
〇
六
九
〇

人
で
あ
り
︑
香
港
島
中
心
部
の
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
市
を
み
て
も
人
口
は
一
〇
四
七
五

六
人
︑
う
ち
中
国
人
人
口
は
九
六
八
五
六
人
で
あ
っ
た
︒
た
だ
し
︑
中
国
人
人
口

は
非
常
に
流
動
的
で
政
庁
も
完
全
に
把
握
で
き
て
い
た
と
は
言
い
難
い
た
め
︑
実

際
の
中
国
人
人
口
は
さ
ら
に
多
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

②

香
港
の
居
住
環
境
の
問
題
を
概
観
し
た
も
の
と
し
て
︑
Pryor,
E
dw
ard
G
.

“A
H
istorical
R
eview
of
H
ousing
C
onditions
in
H
ong
K
ong”,Journal

of
the
R
oyal
A
siatic
Society
H
ong
K
ong
B
ranch,
V
ol.12,1972,
pp.

89-129,
泉
田
英
雄
﹁
オ
ズ
バ
ー
ト
・
チ
ャ
ド
ウ
ィ
ッ
ク
の
報
告
書
か
ら
見
た
旧

香
港
植
民
地
の
居
住
改
善
事
業

東
南
ア
ジ
ア
の
植
民
地
都
市
と
建
築
に
関
す
る

研
究

そ
の
三

﹂﹃
日
本
建
築
学
会
計
画
系
論
文
集
﹄
二
〇
〇
三
年
︑
第
五
六

七
号
︑
一
七
九

一
八
六
頁
が
あ
る
︒

③

チ
ャ
ド
ウ
ィ
ッ
ク
︵
O
sbert
C
hadw
ick,
一
八
四
四

一
九
一
三
︶
は
一
九

世
紀
半
ば
の
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
ベ
ン
サ
ム
主
義
的
な
立
場
か
ら
中
央
集
権
的
な

衛
生
行
政
の
導
入
を
主
張
し
た
こ
と
で
有
名
な
エ
ド
ウ
ィ
ン
・
チ
ャ
ド
ウ
ィ
ッ
ク

︵
E
dw
in
C
hadw
ick
︶
の
息
子
で
あ
る
︒
以
下
人
名
の
英
語
表
記
に
つ
い
て
は
︑

注
の
あ
る
人
物
は
注
に
︑
注
の
な
い
人
物
は
本
文
に
付
し
た
︒

④

香
港
に
お
け
る
機
構
・
役
職
の
漢
語
名
に
つ
い
て
は
︑
一
次
史
料
︵
政
庁
官
報

の
中
国
語
箇
所
や
中
国
語
新
聞
な
ど
︶
で
訳
語
が
確
定
し
て
い
る
も
の
は
そ
れ
を

用
い
︑
そ
う
で
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
中
国
語
の
先
行
研
究
・
概
説
書
に
準
拠
し

て
い
る
︒
た
だ
し
︑
条
例
や
調
査
委
員
会
の
名
称
の
日
本
語
訳
に
つ
い
て
は
筆
者

の
訳
に
よ
る
︒

⑤

当
初
は
植
民
地
官
僚
の
み
で
構
成
さ
れ
て
い
た
が
︑
一
八
八
六
年
に
は
官
守
議

員
と
非
官
守
議
員
に
よ
る
構
成
と
な
り
︑
一
八
八
七
年
に
は
非
官
守
議
員
が
多
数

派
と
な
っ
た
︵
官
守
議
員
四
名
︑
非
官
守
議
員
六
名
︑
後
者
の
う
ち
二
名
は
納
税

者
に
よ
る
投
票
に
よ
っ
て
︑
残
り
の
四
名
は
総
督
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
︑
そ
の
う

ち
二
名
は
中
国
人
か
ら
任
命
︶︒
潔
浄
局
の
歴
史
を
概
観
し
た
研
究
と
し
て
は
︑

劉
潤
和
﹃
香
港
市
議
会
史
一
八
八
三

一
九
九
九
：
従
潔
浄
局
到
市
政
局
及
区
域

市
政
局
﹄
香
港
歴
史
博
物
館
︑
二
〇
〇
二
年
が
あ
る
︒

⑥

一
八
九
四
年
二
月
に
広
東
省
で
流
行
が
始
ま
っ
た
ペ
ス
ト
は
︑
五
月
に
は
香
港

に
伝
播
し
て
六
月
ま
で
の
間
に
二
五
〇
〇
人
以
上
の
死
者
を
出
す
事
態
と
な
っ
た
︒

こ
れ
は
香
港
に
と
っ
て
初
め
て
の
ペ
ス
ト
経
験
で
あ
り
︑
以
後
二
〇
世
紀
初
頭
に

か
け
て
断
続
的
に
ペ
ス
ト
が
流
行
し
た
︒
そ
の
後
の
香
港
に
お
け
る
ペ
ス
ト
を
中

心
と
し
た
細
菌
学
の
研
究
と
そ
れ
に
基
づ
く
対
策
に
つ
い
て
は

H
ong
K
ong

M
useum
of
M
edical
Science
Society.
P
lague,
SA
R
S,
and
Story
of

M
edicine
in
H
ong
K
ong,
H
ong
K
ong
U
niversity
Press,2006
に
概
説

が
あ
る
︒

⑦

劉
前
掲
書
︑
特
に
第
三
章
︒

⑧

代
表
的
な
も
の
と
し
て
は

Sinn,
E
lizabeth.
P
ow
er
and
C
harity:
T
he

E
arly
H
istory
of
the
T
ung
W
ah
H
ospital,
O
xford
U
niversity
Press,

1989,
C
hapter
6,
B
enedict,
C
arol.
B
ubonic
P
lague
in
N
ineteenth-

C
entury
C
hina,Stanford
U
niversity
Press,1996
が
あ
る
︒
ま
た
蒲
豊
彦

は
︑
疫
病
発
生
地
か
ら
の
移
動
は
中
国
人
の
そ
も
そ
も
の
行
動
パ
タ
ー
ン
で
あ
っ

た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
︵
蒲
豊
彦
﹁
隔
離
の
恐
怖

一
八
九
四
年
香
港
の
ペ
ス

ト
流
行
﹂
村
上
衛
編
﹃
近
現
代
中
国
に
お
け
る
社
会
経
済
制
度
の
再
編
﹄
京
都
大

学
人
文
科
学
研
究
所
附
属
現
代
中
国
研
究
セ
ン
タ
ー
︑
二
〇
一
六
年
︶︒

⑨

代
表
的
な
も
の
と
し
て
は
︑
イ
ギ
リ
ス
の
植
民
地
で
あ
る
イ
ン
ド
を
フ
ィ
ー
ル

ド
と
し
た
ア
ー
ノ
ル
ド
の
研
究
が
あ
る
︒
彼
は
当
時
の
イ
ン
ド
に
お
け
る
医
療
・

衛
生
政
策
の
導
入
を
﹁
身
体
の
植
民
地
化
﹂
と
呼
ん
だ
︵
A
rnold,
D
avid.

C
olonizing
the
B
ody:
State
M
edicine
and
E
pidem
ic
D
isease
in

N
ineteenth-C
entury
India,
U
niversity
of
C
alifornia
Press,1993︶︒
近

代
東
・
東
南
ア
ジ
ア
の
医
療
・
衛
生
に
関
す
る
研
究
史
は
飯
島
渉
﹁
ペ
ス
ト
・
パ

ン
デ
ミ
ッ
ク
の
歴
史
学
﹂
永
島
剛
︑
市
川
智
生
︑
飯
島
渉
編
﹃
衛
生
と
近
代

ペ
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ス
ト
流
行
に
み
る
東
ア
ジ
ア
の
統
治
・
医
療
・
社
会

﹄
法
政
大
学
出
版
局
︑
二

〇
一
七
年
に
お
い
て
丁
寧
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
イ
ン
ド
を
中
心
と
し

た
イ
ギ
リ
ス
帝
国
内
植
民
地
に
お
け
る
公
衆
衛
生
に
関
す
る
研
究
は
Johnson,

R
yan
and
K
halid,A
m
na.(eds.),P
ublic
H
ealth
in
the
B
ritish
E
m
pire:

Interm
ediaries,
Subordinates,
and
the
P
ractice
of
P
ublic
H
ealth,

1850-1960,
R
outledge,2012
に
詳
し
い
︒

⑩

E
ndacott,
G
eorge
B
.
G
overnm
ent
and
P
eople
in
H
ong
K
ong,

1841-1962:
A
C
onstitutional
H
istory,
H
ong
K
ong
U
niversity
Press,

1964,
Lethbridge,
H
enry
J.
H
ong
K
ong:
Stability
and
C
hange:
A

C
ollection
of
E
ssays,
O
xford
U
niversity
Press,1978
な
ど
︒

⑪

特
徴
的
な
も
の
と
し
て
以
下
を
挙
げ
る
︒
先
述
の
エ
リ
ザ
ベ
ス
・
シ
ン
は
中
国

医
療
を
提
供
す
る
目
的
で
中
国
人
エ
リ
ー
ト
に
よ
っ
て
一
八
七
〇
年
に
設
立
さ
れ

た
東
華
医
院
の
歴
史
を
詳
細
に
検
討
し
︑
東
華
医
院
が
病
院
と
し
て
の
機
能
に
止

ま
ら
ず
政
治
的
・
社
会
的
影
響
力
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た

︵
Sinn,
op.
cit.︶︒
ま
た
蔡
栄
芳
は
﹁
愛
国
史
学
﹂
或
い
は
﹁
植
民
史
学
﹂
の

ど
ち
ら
と
も
異
な
る
﹁
香
港
本
位
之
史
学
﹂
の
必
要
性
を
主
張
し
た
︵
蔡
栄
芳

﹃
香
港
人
之
香
港
史
﹄
牛
津
大
学
出
版
社
︑
二
〇
〇
一
年
︶︒
さ
ら
に
ジ
ョ
ン
・

キ
ャ
ロ
ル
は
中
国
人
エ
リ
ー
ト
集
団
を
西
洋
人
と
も
中
下
層
の
中
国
人
と
も
異
な

る
共
同
性
を
持
っ
た
集
団
と
し
て
位
置
付
け
た
︵
C
arrol,
John.
M
.
E
dge
of

E
m
pires:
C
hinese
E
lites
and
B
ritish
C
olonials
in
H
ong
K
ong,

H
arvard
U
niversity
Press,2005︶︒

⑫

澤
田
庸
三
﹁
公
衆
衛
生
改
革
︵
一
八
五
四

一
八
七
五
年
︶
の
特
質
：
中
央
に

よ
る
地
方
に
対
す
る
行
政
的
統
制
の
展
開
を
中
心
に
﹂﹃
法
と
政
治
﹄
一
九
八
〇

年
︑
第
三
一
巻
第
二
号
︑
二
五

七
六
頁
︒

⑬

本
稿
で
扱
え
な
か
っ
た
イ
ギ
リ
ス
人
社
会
・
中
国
人
社
会
に
対
す
る
影
響
の
問

題
に
つ
い
て
︑
こ
こ
で
若
干
言
及
し
て
お
く
︒
イ
ギ
リ
ス
人
社
会
と
の
争
点
と
な

っ
た
衛
生
行
政
に
つ
い
て
は
︑
永
島
剛
﹁
香
港
一
八
九
四
年

︿
イ
ギ
リ
ス
流
﹀

衛
生
行
政
と
植
民
地
社
会
﹂
飯
島
他
編
前
掲
書
を
参
照
︒
中
国
人
社
会
に
関
し
て

言
え
ば
︑
例
え
ば
︑
先
述
の
東
華
医
院
で
は
︑
一
八
九
四
年
以
降
政
庁
の
介
入
に

よ
っ
て
西
洋
医
療
の
導
入
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
︵
帆
刈
浩
之
﹃
越
境
す
る
身
体
の

社
会
史

華
僑
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
お
け
る
慈
善
と
医
療

﹄
風
響
社
︑
二
〇
一
五

年
︑
第
一
部
第
四
章
︶︒
一
方
︑
中
下
層
の
中
国
人
の
生
活
の
実
態
に
つ
い
て
は
︑

体
系
的
な
史
料
は
存
在
し
な
い
が
︑
本
稿
で
も
史
料
と
し
て
用
い
る
議
会
報
告
書

内
の
中
国
人
清
掃
業
者
に
よ
る
証
言
︑
香
港
の
香
港
歴
史
檔
案
館
が
所
蔵
す
る
潔

浄
局
関
連
の
文
書
︑
新
聞
な
ど
か
ら
当
時
の
状
況
を
あ
る
程
度
復
元
す
る
こ
と
が

で
き
よ
う
︒
こ
ち
ら
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
す
る
︒
ち
な
み
に
︑
世
紀
転
換

期
以
外
に
つ
い
て
は
︑
彼
ら
の
生
活
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
試
み
た
研
究

と

し

て
︑
F
aure,
D
avid.
“T
he
C
om
m
on
P
eople
in
H
ong
K
ong

H
istory”,
in
Lee,
Pui-tak.(eds.),
C
olonial
H
ong
K
ong
and
M
odern

C
hina:
Interaction
and
R
eintegration,
H
ong
K
ong
U
niversity
Press,

2005
が
あ
る
︒

⑭

C
hu,C
ecillia.“C
om
bating
N
uisance:Sanitation,R
egulation,and
the

Politics
of
Property
in
C
olonialH
ong
K
ong”,in
Peckham
,R
obert
and

Pom
fret,
D
avid.(eds.),
Im
perial
C
ontagions:
M
edicine,
H
ygiene,
and

C
ultures
of
P
lanning
in
A
sia,H
ong
K
ong
U
niversity
Press,2013.ま

た
︑
チ
ュ
ー
論
文
で
言
及
さ
れ
て
い
る
香
港
の
土
地
制
度
の
概
要
に
つ
い
て
は
︑

N
issim
,
R
obert.
L
and
A
dm
inistration
and
P
ractice
in
H
ong
K
ong,

H
ong
K
ong
U
niversity
Press,2008
を
参
照
︒

⑮

本
稿
で
は
あ
く
ま
で
条
例
の
制
定
を
軸
と
し
た
政
策
決
定
過
程
を
扱
う
た
め
︑

分
析
の
対
象
と
な
る
の
は
調
査
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
や
潔
浄
局
・
立
法
局
の
議
員

の
議
論
に
限
ら
れ
る
︒
例
え
ば
︑
家
屋
所
有
者
の
中
で
も
議
論
に
参
加
で
き
た
有

力
者
と
そ
う
で
な
い
者
と
が
存
在
す
る
が
︑
議
論
に
参
加
し
た
者
た
ち
は
家
屋
所

有
者
の
代
表
者
で
あ
り
︑
本
稿
で
は
彼
ら
の
意
見
を
家
屋
所
有
者
の
意
見
の
最
大

公
約
数
と
し
て
扱
う
︒

世紀転換期香港の衛生政策をめぐる議論（小堀）
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⑯

香
港
の
法
案
審
議
に
お
い
て
は
読
会
制
︵
R
eading
︶
が
と
ら
れ
︑
条
例
は
律

政
司
︵
A
ttorney
G
eneral,
司
法
長
官
に
あ
た
る
︶
に
よ
っ
て
立
法
局
に
提
出

さ
れ
︑
律
政
司
・
総
督
に
よ
る
趣
旨
説
明
が
行
わ
れ
る
第
一
読
会
︑
条
例
案
の
そ

の
も
の
の
可
否
に
つ
い
て
審
議
が
行
わ
れ
る
第
二
読
会
︑
逐
条
審
議
が
行
わ
れ
る

第
三
読
会
を
経
て
成
立
し
た
︒

第
一
章

一
九
世
紀
末
の
香
港
に
お
け
る
中
国
人
の
居
住
環
境

中
国
人
の
居
住
環
境
の
劣
悪
さ
が
指
摘
さ
れ
始
め
た
当
初
か
ら
世
紀
転
換
期
に
至
る
ま
で
し
ば
し
ば
問
題
と
さ
れ
た
の
は
︑
家
屋
内
が
暗
く

換
気
が
十
分
で
な
い
点
で
あ
っ
た
︒
本
章
で
は
こ
の
点
に
留
意
し
な
が
ら
︑
当
時
の
香
港
に
お
け
る
中
国
人
の
居
住
環
境
に
つ
い
て
整
理
す
る
︒

ま
ず
は
一
九
世
紀
後
半
の
香
港
島
に
お
け
る
家
屋
の
分
布
に
目
を
向
け
る
こ
と
に
す
る
︒
図
①
は
︑
一
八
八
二
年
の
チ
ャ
ド
ウ
ィ
ッ
ク
の
報

告
書
に
み
え
る
太
平
山
地
区
と
呼
ば
れ
る
地
区
の
一
街
区
の
様
子
を
︑
図
②
は
図
①
内
の
Ａ
点
と
Ｂ
点
を
結
ぶ
線
の
断
面
図
を
示
し
た
も
の
で

あ
る
︒
太
平
山
地
区
に
は
多
く
の
貧
し
い
中
国
人
が
生
活
し
て
お
り
︑
そ
の
居
住
環
境
の
劣
悪
さ
は
し
ば
し
ば
問
題
と
さ
れ
て
い
た①
︒
図
①
を

見
る
と
︑
長
方
形
の
家
屋
が
通
り
に
面
し
て
密
接
し
て
並
ん
で
お
り
︑
裏
側
に
は
細
い
通
路
を
挟
ん
で
ま
た
同
じ
よ
う
に
密
接
し
て
家
屋
が
並

ん
で
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
さ
ら
に
図
②
に
よ
れ
ば
︑
建
物
は
三
～
四
階
建
て
で
あ
り
︑
通
路
も
上
層
階
の
床
で
覆
わ
れ
て
い
た
︒
建
築
史
家

の
泉
田
英
雄
に
よ
れ
ば
︑
こ
う
し
た
密
集
し
た
建
物
は
﹁
職
工
・
労
働
者
を
住
ま
わ
せ
る
た
め
に
一
気
に
建
設
さ
れ
た
植
民
地
都
市
に
特
徴
的

な
も
の
﹂
で
あ
っ
た②
︒
そ
し
て
︑
改
善
策
と
し
て
チ
ャ
ド
ウ
ィ
ッ
ク
は
日
照
と
換
気
が
確
保
で
き
る
よ
う
家
屋
に
オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
を
設
け

る
こ
と
を
提
案
し
た③
︒

し
か
し
︑
密
集
状
況
は
一
九
世
紀
末
の
香
港
全
体
に
お
い
て
も
大
き
な
変
化
は
な
か
っ
た
︒
衛
生
行
政
の
開
始
以
降
︑
香
港
政
庁
は
ヴ
ィ
ク

ト
リ
ア
市
を
い
く
つ
か
の
衛
生
地
区
︵
H
ealth
D
istrict︶
に
分
け
そ
れ
ぞ
れ
に
衛
生
監
督
官
を
派
遣
し
て
衛
生
状
況
を
調
査
・
監
督
し
て
い
た
︒

図
③
は
一
八
九
七
年
に
新
た
に
区
分
け
さ
れ
た
衛
生
地
区
の
分
布
を
︑
表
①
は
一
八
九
七
年
に
お
け
る
各
地
区
の
中
国
人
と
中
国
人
以
外
の
家

屋
数
︑
各
地
区
の
面
積
︑
そ
し
て
家
屋
の
密
集
度
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
︒
中
国
人
家
屋
よ
り
も
中
国
人
以
外
の
家
屋
が
多
い
地
区
は
第
三
地
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図① 太平山地区の一街区

図② 図①のＡ・Ｂ地点の断面図

（Chadwick, Osbert. Report of the Sanitary Condition of Hong Kong. Public Records Office,

1882, FIG. 25より著者作成）。

（Chadwick, Osbert. Report of the Sanitary Condition of Hong Kong.

Public Records Office, 1882, FIG. 26より著者作成。縮尺は40フィート

でxインチ）。
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図③ 香港島の衛生地区

（HKSP, 1897, No. 24, Report by the Medical Officer of Health of the Colony of Hong Kong, for the
Year 1896より著者作成。太平山地区は第}・~地区にまたがっている）。

地区
番号

全体の
家屋数

中国人の
家屋数

中国人以外
の家屋数

地区面積
（単位：ac） 家屋数 /ac 家屋数 /ha

1 534 503 31 531 1.01 2.49

2 955 955 0 267 3.58 8.84

3 373 18 355 158 2.36 5.83

4 904 776 128 45 20.09 49.64

5 1001 980 21 23 43.52 107.54

6 808 805 3 23 35.13 86.81

7 729 722 7 27 27.00 66.72

8 737 732 5 42 17.55 43.36

9 1042 1023 19 40 26.05 64.37

10 611 564 47 258 2.37 5.85

表① 各衛生地区の家屋の密集状況

（HKSP, 1898, No. 25, Report of the Medical Officer of Health, the Sanitary Surveyor,
and the Colonial Veterinary Surgeon, for the Year 1897に基づいて筆者作成）。
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区
の
み
で
あ
り
︑
そ
れ
以
外
の
地
区
で
は
圧
倒
的
多
数
を
中
国
人
家
屋
が
占
め
て
い
た
︒
ま
た
︑
第
一
地
区
と
第
二
地
区
︑
第
一
〇
地
区
は
他

の
地
区
に
比
べ
て
面
積
が
非
常
に
広
い
が
︑
こ
れ
は
第
一
地
区
に
は
跑
馬
地
馬
場
︵
H
appy
V
alley
R
acecourse︶
が
含
ま
れ
て
い
る
た
め
︑

第
二
地
区
は
市
の
中
心
部
で
公
共
施
設
が
多
い
た
め
︑
第
一
〇
地
区
は
摩
星
嶺
︵
M
ount
D
avis︶
と
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
ピ
ー
ク
の
麓
︵
現
在
の
香

港
大
学
の
所
在
地
︶
で
あ
る
た
め
に
︑
実
際
に
居
住
可
能
な
場
所
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
そ
こ
で
こ
の
三
つ
の
地
区

を
除
い
て
比
較
す
る
と
︑
第
三
地
区
と
そ
れ
以
外
の
地
区
で
は
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
あ
た
り
の
家
屋
数
の
差
は
歴
然
で
あ
り
︑
後
者
は
軒
並
み
高
い

数
値
を
示
し
て
い
る
︒
一
つ
の
フ
ロ
ア
に
一
世
帯
が
居
住
し
て
い
る
と
す
る
と
︑
先
の
図
②
か
ら
一
つ
の
家
屋
に
は
三
～
四
世
帯
が
暮
ら
し
て

い
る
と
考
え
ら
れ
︑
そ
の
場
合
当
時
の
香
港
の
世
帯
数
も
表
①
の
家
屋
数
の
三
～
四
倍
と
考
え
ら
れ
よ
う
︒
現
在
の
日
本
で
は
︑
重
点
密
集
市

街
地
に
指
定
さ
れ
る
基
準
の
一
つ
と
し
て
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
あ
た
り
の
世
帯
数
が
八
〇
世
帯
以
上
で
あ
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
お
り④
︑
こ
こ
か
ら

も
多
く
の
地
区
に
お
い
て
家
屋
が
非
常
に
密
集
し
た
状
態
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
︒
こ
う
し
た
事
態
か
ら
︑
世
紀
転
換
期
に
は

さ
ら
な
る
オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
の
拡
大
を
め
ぐ
っ
て
議
論
が
交
わ
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
︒

次
に
家
屋
の
構
造
に
目
を
向
け
る
︒
図
④
は
広
州
市
場
︵
現
在
の
中
環
街
市
︶
周
辺
の
家
屋
の
断
面
図
︑
図
⑤
は
上
か
ら
の
図
で
あ
る
︒
こ
こ

で
注
目
し
た
い
の
は
︑
居
室
と
し
て
仕
切
ら
れ
た
空
間
で
あ
る
︒
図
の
よ
う
に
中
国
人
は
家
屋
の
フ
ロ
ア
内
に
新
し
く
木
材
で
壁
や
仕
切
り
を

建
て
て
生
活
し
て
お
り
︑
政
庁
は
こ
の
空
間
の
こ
と
を
キ
ュ
ー
ビ
ク
ル
︵
cubicle︶
と
呼
ん
だ
︒
図
の
よ
う
に
中
国
人
家
屋
の
側
面
に
は
窓
が

な
か
っ
た
た
め
︑
閉
鎖
空
間
で
あ
っ
た
キ
ュ
ー
ビ
ク
ル
内
の
日
照
と
換
気
の
状
況
は
非
常
に
劣
悪
で
あ
る
と
さ
れ
た
︒

注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
︑
こ
う
し
た
中
国
人
家
屋
の
状
況
は
中
国
人
の
文
化
や
慣
習
に
基
づ
く
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は

な
か
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
︒
例
え
ば
チ
ャ
ド
ウ
ィ
ッ
ク
は
︑
早
く
も
一
八
八
二
年
の
調
査
報
告
書
に
お
い
て
中
国
人
家
屋
は
中
国
の
都
市
に

お
け
る
一
般
的
な
中
国
人
家
屋
と
は
異
な
っ
た
も
の
で
あ
る
と
の
見
解
を
示
し
て
い
た⑤
︒
ま
た
︑
当
時
の
中
国
人
社
会
の
中
で
最
も
影
響
力
の

あ
る
人
物
の
一
人
で
あ
っ
た
何
啓⑥
も
︑
一
九
〇
二
年
の
立
法
局
会
議
に
お
い
て
中
国
人
が
キ
ュ
ー
ビ
ク
ル
を
用
い
る
の
は
香
港
に
お
い
て
の
み

で
あ
る
と
述
べ
て
い
る⑦
︒
こ
こ
か
ら
は
︑
世
紀
転
換
期
に
お
い
て
は
︑
チ
ュ
ー
が
指
摘
し
た
よ
う
な
家
屋
所
有
者
が
中
国
人
の
文
化
・
慣
習
と
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図④ 広州市場の家屋の様子

図⑤ 広州市場の家屋の様子

（Chadwick, Osbert. Report of the Sanitary Condition of Hong Kong. Public Records Office, 1882,

FIG. 3より著者作成）。

（Chadwick, Osbert. Report of the Sanitary Condition of Hong Kong. Public Records Office, 1882,

FIG. 1より著者作成）。
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い
っ
た
言
説
を
引
き
合
い
に
自
身
の
利
益
を
主
張
で
き
る
状
況
は
す
で
に
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
実
際
︑
彼
ら
は
自
身
の
利
益
を
前
面
に

押
し
出
し
て
政
庁
の
政
策
に
反
発
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
だ
が
︑
こ
う
し
た
議
論
を
分
析
す
る
前
に
︑
次
章
で
は
世
紀
転
換
期
に
お
い
て
政

庁
が
中
国
人
の
居
住
環
境
の
改
善
の
た
め
に
ど
の
よ
う
な
政
策
方
針
を
と
っ
た
の
か
を
検
討
す
る
︒

①

太
平
山
地
区
の
成
り
立
ち
に
つ
い
て
は
︑
E
vans,
D
afydd
E
.“C
hinatow
n

in
H
ong
K
ong:T
he
B
eginnings
of
T
aipingshan”,Journal
of
the
R
oyal

A
siatic
Society
H
ong
K
ong
B
ranch,
V
ol.10,1970,pp.69-78
に
詳
し
い
︒

②

泉
田
前
掲
︑
一
八
三
頁
︒

③

C
hadw
ick,
O
sbert.
R
eport
of
the
Sanitary
C
ondition
of
H
ong

K
ong.
London:
Public
R
ecords
O
ffice,1882,
pp.26-31.

④

国
土
交
通
省
住
宅
局
市
街
地
建
築
課
市
街
地
住
宅
整
備
室
﹁
制
度
の
紹
介
等

重
点
密
集
市
街
地
の
整
備
﹂
全
国
市
街
地
再
開
発
協
会
編
﹃
市
街
地
再
開
発
﹄
二

〇
一
〇
年
︑
四
七
八
号
︑
七

二
九
頁
︒

⑤

C
hadw
ick,
op.
cit.,
p.11.

⑥

何
啓
︵
Sir
K
ai
H
o,
一
八
五
九

一
九
一
四
︶
は
香
港
生
ま
れ
の
医
師
︑
弁

護
士
︒
牧
師
の
父
を
持
ち
︑
一
八
七
二
年
に
イ
ギ
リ
ス
に
留
学
し
︑
ア
バ
デ
ィ
ー

ン
大
学
で
医
学
を
︑
リ
ン
カ
ー
ン
法
曹
院
で
法
学
を
学
ん
だ
︒
一
八
八
二
年
に
香

港
に
戻
っ
た
後
は
法
廷
弁
護
士
や
医
師
と
し
て
活
動
し
た
ほ
か
︑
香
港
華
人
西
醫

書
院
で
も
教
鞭
を
と
っ
た
︒
一
八
八
六
年
に
は
潔
浄
局
の
非
官
守
議
員
と
な
り
︑

一
八
九
〇
年
か
ら
は
立
法
局
の
非
官
守
議
員
を
務
め
た
︒
彼
に
つ
い
て
の
伝
記
的

研
究
と
し
て
は
C
hoa,
G
erald
H
.
T
he
L
ife
and
T
im
es
of
Sir
K
ai
H
o

K
ai:
A
P
rom
inent
Figure
in
N
ineteenth-C
entury
H
ong
K
ong
(Second

E
dition),
T
he
C
hinese
U
niversity
Press,2000
が
あ
る
︒

⑦

H
K
H
,27
N
ov.1902,
p.75.

第
二
章

衛
生
関
連
条
例
の
制
定
過
程

第
一
節

世
紀
転
換
期
に
お
け
る
香
港
政
庁
の
政
策
転
換

一
八
九
四
年
の
ペ
ス
ト
流
行
後
︑
中
国
人
の
居
住
環
境
改
善
の
た
め
に
香
港
政
庁
が
最
初
に
と
っ
た
対
策
は
︑
太
平
山
地
区
に
お
け
る
土

地
・
家
屋
の
接
収
で
あ
っ
た
︒
当
初
自
身
の
不
動
産
が
奪
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
家
屋
所
有
者
た
ち
は
反
対
し
た
が
︑
最
終
的
に
政
庁
が
補
償
を

認
め
た
こ
と
で
接
収
に
同
意
し
た①
︒
一
八
九
五
年
六
月
か
ら
本
格
的
に
接
収
が
始
ま
り
︑
段
階
的
な
土
地
の
接
収
と
区
画
整
理
が
実
施
さ
れ
た
︒

接
収
後
︑
一
九
〇
五
年
に
は
太
平
山
地
区
に
お
い
て
家
屋
は
完
全
に
消
滅
し
︑
跡
地
は
病
院
や
公
共
施
設
な
ど
に
利
用
さ
れ
た②
︒

世紀転換期香港の衛生政策をめぐる議論（小堀）

87 (403)



一
方
︑
衛
生
関
連
条
例
に
お
け
る
中
国
人
の
居
住
環
境
に
関
す
る
規
定
の
修
正
も
重
要
な
課
題
と
な
り
︑
一
八
九
五
年
一
月
に
は
公
衆
衛
生

条
例
や
建
築
条
例
の
一
部
を
修
正
す
る
た
め
の
条
例
が
制
定
さ
れ
た
︒
た
だ
し
︑
オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
や
キ
ュ
ー
ビ
ク
ル
に
関
し
て
は
︑
第
八

条
に
キ
ュ
ー
ビ
ク
ル
の
仕
切
り
の
高
さ
を
八
フ
ィ
ー
ト
以
下
に
制
限
す
る
規
定
が
設
け
ら
れ
た
だ
け
で
こ
の
条
例
で
は
大
き
な
修
正
は
み
ら
れ

ず
︑
ま
た
条
例
は
既
存
の
家
屋
に
は
適
用
さ
れ
な
か
っ
た③
︒

こ
う
し
た
中
で
一
八
九
六
年
八
月
︑
香
港
政
庁
に
よ
っ
て
非
衛
生
的
家
屋
に
関
す
る
調
査
委
員
会
が
組
織
さ
れ
て
中
国
人
家
屋
を
中
心
と
し

た
居
住
環
境
の
調
査
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
り④
︑
一
八
九
八
年
三
月
九
日
付
で
調
査
委
員
会
に
よ
る
報
告
書
が
立
法
局
に
提
出
さ
れ
た
︒

調
査
委
員
会
は
︑
植
民
地
の
衛
生
行
政
に
関
わ
る
公
務
員
へ
の
聞
き
取
り
調
査
を
行
っ
た
︒
こ
こ
で
衛
生
医
官
︵
M
edical
O
fficer
of

H
ealth
︶
と
し
て
証
言
し
た
医
師
の
ク
ラ
ー
ク
︵
F
rancis
W
.
C
lark
︶
は
︑
家
屋
の
環
境
改
善
に
対
す
る
具
体
的
方
策
を
提
案
し
た
︒
ま
ず
キ

ュ
ー
ビ
ク
ル
に
つ
い
て
︑
彼
は
そ
の
必
要
性
を
認
め
た
上
で
︑
壁
の
高
さ
を
六
フ
ィ
ー
ト
以
下
に
制
限
す
る
こ
と
︑
家
屋
内
の
部
屋
に
窓
が
一

つ
あ
る
い
は
複
数
備
え
付
け
ら
れ
て
い
て
︑
直
接
外
気
に
開
か
れ
て
お
り
︑
窓
枠
内
の
全
面
積
が
床
面
積
の
少
な
く
と
も
一
〇
分
の
一
以
上
で

あ
る
場
合
の
み
キ
ュ
ー
ビ
ク
ル
を
認
め
る
こ
と
︑
幅
一
五
フ
ィ
ー
ト
以
下
の
道
路
に
面
す
る
家
屋
の
場
合
キ
ュ
ー
ビ
ク
ル
の
設
置
を
最
上
階
の

み
に
限
定
す
る
こ
と
を
提
案
し
た
︒
ま
た
オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
に
つ
い
て
︑
家
屋
と
そ
の
裏
側
の
塀
と
の
間
に
あ
る
空
間
の
う
ち
︑
居
住
ス

ペ
ー
ス
と
は
別
に
建
て
ら
れ
て
い
た
キ
ッ
チ
ン
︵
約
一
〇
〇
平
方
フ
ィ
ー
ト
︶
の
半
分
を
削
っ
て
オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
に
す
べ
き
と
し
た
︒
さ
ら

に
彼
は
︑
こ
う
し
た
規
定
が
既
存
の
家
屋
に
も
遡
及
的
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
︑
提
案
を
実
行
す
れ
ば
家
屋
は
人
間
が
居
住
す
る
の

に
適
し
た
環
境
に
な
る
こ
と
を
主
張
し
た⑤
︒

一
方
で
土
地
・
家
屋
の
接
収
に
つ
い
て
は
︑
工
務
司
︵
D
irector
of
Public
W
orks,土
木
長
官
に
あ
た
る
︶
の
ク
ー
パ
ー
︵
F
.
A
.
C
ooper︶
か

ら
否
定
的
な
意
見
が
表
明
さ
れ
た
︒
彼
は
︑
所
有
者
の
怠
慢
の
た
め
に
政
庁
が
土
地
・
家
屋
を
接
収
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
例
は
稀
で
あ
り
︑

多
く
の
場
合
土
地
や
家
屋
を
接
収
せ
ず
と
も
非
衛
生
的
状
況
は
改
善
さ
れ
る
と
し
た⑥
︒
た
だ
し
︑
こ
れ
に
続
く
ク
ー
パ
ー
の
発
言
か
ら
は
接
収

と
い
う
手
段
に
消
極
的
で
あ
る
こ
と
の
よ
り
現
実
的
な
理
由
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
︒
彼
は
接
収
と
区
画
整
理
等
に
か
か
る
費
用
が
約
九
〇
万
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ド
ル
に
の
ぼ
る
と
し
た
上
で
︑
以
下
の
よ
う
に
発
言
し
た
︒

太
平
山
地
区
に
お
け
る
環
境
改
善
は
素
晴
ら
し
い
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
が
︑
財
政
的
に
は
そ
れ
に
見
合
う
事
業
に
な
る
と
言
え
る
と
は
私
自
身
思
わ
な
い⑦
︒

こ
こ
か
ら
は
︑
政
庁
は
財
政
的
な
負
担
の
増
加
に
強
い
懸
念
を
示
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
そ
の
上
で
彼
は
︑
先
の
ク
ラ
ー
ク
の
提
案
に
同

意
す
る
意
向
を
示
し
た⑧
︒

こ
れ
ら
の
主
張
を
踏
ま
え
て
︑
報
告
書
で
は
結
論
と
し
て
以
下
の
五
点
が
提
示
さ
れ
た
︒

(ⅰ
)
一
般
に
政
庁
が
非
衛
生
的
家
屋
を
接
収
し
そ
れ
ら
の
環
境
を
改
善
し
た
上
で
改
め
て
売
却
す
る
こ
と
は
不
要
で
あ
る
︒

(ⅱ
)
一
般
に
非
衛
生
的
家
屋
を
接
収
す
る
こ
と
は
不
要
で
あ
り
︑
接
収
の
た
め
の
い
か
な
る
手
段
も
提
供
す
る
必
要
は
な
い
︒

(ⅲ
)
上
記
家
屋
は
本
報
告
で
提
案
さ
れ
た
形
で
改
良
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
︑
所
有
者
に
よ
っ
て
所
有
者
自
身
の
負
担
で
実
行
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
︒
そ

れ
が
で
き
な
い
場
合
は
政
庁
に
よ
っ
て
実
行
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
︑
所
有
者
は
費
用
の
返
済
を
求
め
ら
れ
る
︒

(ⅳ
)
そ
う
し
た
改
良
が
居
住
者
に
対
す
る
過
度
な
不
便
な
し
に
実
行
さ
れ
う
る
場
合
︑
改
良
の
決
ま
っ
て
い
な
い
家
屋
の
居
住
者
に
家
屋
を
提
供
す
る

た
め
の
手
段
を
講
じ
る
必
要
は
な
い
︒

(ⅴ
)
上
記
改
良
は
所
有
者
の
負
担
で
実
行
さ
れ
る
た
め
︑
接
収
や
改
良
の
た
め
の
ど
ん
な
財
政
支
出
も
求
め
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
︒
た
だ
し
︑
そ
の
改

良
が
︑
土
地
の
多
く
を
奪
い
わ
ず
か
し
か
残
ら
な
い
か
︑
所
有
者
に
ほ
と
ん
ど
見
返
り
が
な
い
結
果
と
な
る
場
合
は
例
外
と
す
る
︒
こ
の
場
合
︑

政
庁
に
よ
る
接
収
が
必
要
と
な
る
︒
た
だ
し
︑
工
務
司
の
判
断
に
よ
れ
ば
︑
そ
う
し
た
事
例
は
極
め
て
稀
で
あ
る⑨
︒

こ
う
し
て
︑
政
庁
の
負
担
が
大
き
い
土
地
・
家
屋
の
接
収
に
代
わ
っ
て
︑
家
屋
所
有
者
に
自
己
負
担
を
求
め
る
こ
と
で
居
住
環
境
を
改
善
す
べ
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き
で
あ
る
と
い
う
新
た
な
方
針
が
香
港
政
庁
に
提
案
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
︒

こ
の
報
告
を
受
け
て
︑
一
八
九
八
年
一
一
月
︑
立
法
局
に
﹁
香
港
の
衛
生
へ
の
更
な
る
規
定
を
設
け
る
︑
お
よ
び
一
八
九
四
年
の
閉
鎖
的
家

屋
と
非
衛
生
的
居
所
条
例
の
一
部
規
則
を
無
効
に
す
る
条
例
︵
A
n
O
rdinance
to
m
ake
further
provision
for
the
sanitation
of
the
C
olony

and
to
repealcertain
enactm
ents
of
the
closed
houses
and
insanitary
dw
ellings
O
rdinance,1894.︶
﹂
の
条
例
案
が
提
出
さ
れ
た
︒
し
か
し

一
一
月
二
二
日
の
立
法
局
会
議
に
お
い
て
︑
一
部
の
非
官
守
議
員
か
ら
中
国
人
も
含
め
て
広
く
社
会
に
通
知
し
て
か
ら
改
め
て
議
論
す
べ
き
で

あ
る
と
い
う
意
見
が
出
さ
れ
︑
ほ
か
の
議
員
も
こ
れ
に
同
意
し
た
た
め
立
法
局
で
の
議
論
は
先
送
り
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た⑩
︒
一
八
九
九
年
一

〇
月
︑
上
記
の
条
例
案
に
修
正
を
加
え
た
も
の
が
改
め
て
立
法
局
に
提
出
さ
れ
︑
こ
の
条
例
は
一
二
月
に
成
立
し
た
︵
O
rdinance
N
o.34
of

1899︶
︒

こ
の
条
例
に
お
い
て
︑
キ
ュ
ー
ビ
ク
ル
に
関
す
る
規
定
は
第
四
条
に
盛
り
込
ま
れ
た
︒
こ
こ
で
は
︑
先
の
ク
ラ
ー
ク
の
主
張
に
基
づ
い
て
キ

ュ
ー
ビ
ク
ル
の
設
置
可
能
な
階
層
及
び
環
境
が
制
限
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
︒

(ａ
)
幅
一
五
フ
ィ
ー
ト
以
下
の
街
路
に
面
す
る
家
屋
に
お
い
て
︑
最
上
階
を
除
い
て
︑
ど
ん
な
キ
ュ
ー
ビ
ク
ル
や
仕
切
り
も
作
っ
て
は
な
ら
ず
︑
も
し

す
で
に
存
在
し
て
い
る
場
合
は
維
持
す
る
こ
と
を
認
め
て
は
な
ら
な
い
︒

(ｂ
)
幅
一
五
フ
ィ
ー
ト
以
上
の
街
路
に
面
す
る
家
屋
に
お
い
て
︑
一
階
部
分
に
︑
屛
風
︵
部
屋
の
仕
切
り
︶
以
外
の
ど
ん
な
キ
ュ
ー
ビ
ク
ル
や
仕
切
り

も
作
っ
て
は
な
ら
ず
︑
も
し
す
で
に
存
在
し
て
い
る
場
合
は
維
持
す
る
こ
と
を
認
め
て
は
な
ら
な
い
︒︵
以
下
略
︶

(ｅ
)
家
屋
内
の
部
屋
に
窓
が
一
つ
あ
る
い
は
複
数
備
え
付
け
ら
れ
て
い
て
︑
直
接
外
気
に
開
か
れ
て
お
り
︑
窓
枠
内
の
全
面
積
が
床
面
積
の
少
な
く
と

も
一
〇
分
の
一
は
な
い
限
り
︑
家
屋
内
の
部
屋
の
中
に
ど
ん
な
キ
ュ
ー
ビ
ク
ル
も
作
っ
て
は
な
ら
ず
︑
も
し
す
で
に
存
在
し
て
い
る
場
合
は
維
持

す
る
こ
と
を
認
め
て
は
な
ら
な
い⑪
︒
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ま
た
︑
オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
に
関
す
る
規
定
は
第
七
・
八
条
に
盛
り
込
ま
れ
た
︒
ま
ず
第
七
条
で
︑
既
存
の
家
屋
に
お
い
て
︑
五
〇
平
方
フ

ィ
ー
ト
以
上
の
オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
が
必
要
で
あ
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
た
︒

(ａ
)
す
べ
て
の
現
存
す
る
家
屋
に
は
︑
敷
地
内
に
少
な
く
と
も
五
〇
平
方
フ
ィ
ー
ト
の
開
け
た
遮
る
も
の
の
な
い
裏
庭
が
設
け
ら
れ
て
い
な
い
限
り
︑

︵
中
略
︶
裏
側
に
オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
さ
ら
に
︑
各
階
に
オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
の
側
に
開
い
た
表
面
積
が
少
な
く

と
も
一
〇
平
方
フ
ィ
ー
ト
の
窓
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒︵
以
下
略⑫
︶

続
い
て
第
八
条
で
は
︑
今
後
建
て
ら
れ
る
家
屋
に
お
い
て
︑
そ
の
面
積
ご
と
に
必
要
な
オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
の
面
積
が
決
め
ら
れ
た
︒
た
だ
し
︑

両
端
が
公
道
に
接
続
し
障
害
物
の
な
い
通
路
を
設
け
る
こ
と
に
家
屋
の
所
有
者
が
同
意
し
た
時
に
は
︑
そ
の
面
積
を
縮
小
す
る
こ
と
が
で
き
た⑬
︒

注
目
す
べ
き
は
︑
条
例
が
現
存
す
る
家
屋
に
も
遡
及
的
に
適
用
さ
れ
た
点
で
あ
る
︒
こ
れ
は
︑
先
の
調
査
委
員
会
に
よ
る
報
告
を
踏
ま
え
て

の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
︒
そ
れ
で
は
︑
こ
う
し
た
居
住
環
境
改
善
の
た
め
の
費
用
は
誰
が
負
担
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た

の
で
あ
ろ
う
か
︒
条
例
に
お
い
て
は
特
に
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
︑
例
え
ば
オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
に
関
し
て
潔
浄
局
は
以
下
の
よ
う
な
決
議
を

行
っ
て
い
る
︒

植
民
地
の
家
屋
所
有
者
に
対
し
て
︑
一
八
九
九
年
の
条
例
三
四
号
第
七
条
内
の
︑
す
で
に
建
設
さ
れ
て
い
る
家
屋
の
裏
庭
に
対
す
る
規
定
に
お
け
る
要
求

と
︑
そ
う
し
た
裏
庭
を
一
九
〇
〇
年
六
月
一
日
ま
で
に
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
実
に
注
意
す
る
よ
う
呼
び
か
け
る
広
告
を
英
文
・
中
文
の
新
聞

に
出
す
こ
と⑭
︒

こ
こ
で
言
及
さ
れ
て
い
る
要
求
と
は
︑
家
屋
に
オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
と
窓
を
設
け
る
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
そ
し
て
︑
こ
れ
は
家
屋
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所
有
者
に
対
し
て
の
呼
び
か
け
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑
当
時
の
潔
浄
局
の
議
員
が
オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
は
所
有
者
に
よ
っ
て
備
え
付
け
ら
れ
る
べ

き
だ
と
い
う
認
識
を
持
っ
て
い
た
と
言
え
よ
う
︒

さ
ら
に
一
九
〇
一
年
三
月
に
は
︑﹁
香
港
に
お
け
る
公
衆
衛
生
に
関
す
る
法
律
を
整
理
統
合
・
修
正
す
る
条
例
︵
O
rdinance
N
o.13
of
1901,

A
n
O
rdinance
to
consolidate
and
am
end
the
law
s
relating
to
Public
H
ealth
in
the
C
olony
of
H
ongkong
︶
﹂
が
制
定
さ
れ
た
︒
キ
ュ
ー
ビ

ク
ル
に
関
す
る
第
七
〇
条
は
一
八
九
九
年
の
条
例
の
第
四
条
と
ま
っ
た
く
同
じ
内
容
で
あ
っ
た
︒
オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
に
関
す
る
規
定
は
︑
第

五
五
条
は
先
の
一
八
九
九
年
の
条
例
の
第
七
条
に
︑
第
五
六
条
は
第
八
条
に
基
づ
い
て
い
た
︒
こ
の
条
例
に
お
い
て
︑
第
五
五
・
五
六
条
の
第

一
項
に
﹁
所
有
者
に
よ
っ
て
︵
by
the
ow
ner︶
﹂
と
い
う
言
葉
が
挿
入
さ
れ
た⑮
︒
こ
れ
に
よ
っ
て
条
例
に
お
い
て
も
オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
に
対

す
る
家
屋
所
有
者
の
負
担
が
明
確
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
︒

第
二
節

﹁
公
衆
衛
生
及
び
建
築
条
例
﹂
の
制
定

一
九
〇
一
年
六
月
︑
香
港
の
西
洋
人
商
人
の
団
体
で
あ
る
香
港
総
商
会
︵
H
ong
K
ong
G
eneral
C
ham
ber
of
C
om
m
erce︶
は
︑
香
港
政
庁

及
び
イ
ギ
リ
ス
本
国
に
対
し
て
新
た
に
本
国
か
ら
衛
生
の
専
門
家
を
派
遣
し
て
改
め
て
香
港
の
衛
生
状
況
を
調
査
す
る
よ
う
要
請
し
た
︒
こ
れ

は
︑
前
節
で
取
り
上
げ
た
よ
う
な
条
例
の
制
定
に
も
か
か
わ
ら
ず
衛
生
状
況
の
改
善
が
見
ら
れ
な
か
っ
た
た
め
で
あ
っ
た⑯
︒
こ
れ
を
受
け
て
一

九
〇
一
年
一
一
月
︑
か
つ
て
政
庁
に
対
し
て
衛
生
政
策
を
提
言
し
た
チ
ャ
ド
ウ
ィ
ッ
ク
と
医
師
で
あ
る
シ
ン
プ
ソ
ン
︵
W
.
J.
Sim
pson
︶
が
本

国
か
ら
派
遣
さ
れ
︑
香
港
の
衛
生
状
況
に
関
し
て
調
査
を
行
う
こ
と
に
な
っ
た⑰
︒

一
九
〇
二
年
五
月
一
四
日
付
で
︑
二
人
が
ま
と
め
た
報
告
書
が
立
法
局
に
提
出
さ
れ
た
︒
報
告
書
で
は
︑
具
体
的
な
数
値
を
示
し
な
が
ら
依

然
と
し
て
香
港
に
お
い
て
オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
が
極
め
て
少
な
い
こ
と
が
批
判
さ
れ
た
︒
ま
た
中
国
人
家
屋
の
構
造
上
の
問
題
に
つ
い
て
は
︑

家
屋
の
側
面
に
窓
が
設
け
ら
れ
て
い
な
い
点
と
キ
ュ
ー
ビ
ク
ル
が
存
在
す
る
点
を
取
り
上
げ
︑
特
に
部
屋
の
中
に
二
つ
以
上
キ
ュ
ー
ビ
ク
ル
が

存
在
す
る
場
合
に
家
屋
内
が
非
常
に
暗
く
換
気
状
況
も
劣
悪
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
た⑱
︒
そ
の
上
で
︑
報
告
書
で
は
新
た
な
衛
生
条
例
を
制
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定
す
る
必
要
性
が
言
及
さ
れ
︑
六
月
一
〇
日
の
政
府
官
報
に
は
上
記
報
告
書
と
と
も
に
彼
ら
が
起
草
し
た
新
た
な
条
例
案
が
掲
載
さ
れ
た⑲
︒

オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
の
拡
大
に
つ
い
て
注
目
す
べ
き
は
︑
そ
の
手
段
と
し
て
土
地
の
接
収
が
提
案
さ
れ
た
点
で
あ
る
︒
報
告
書
で
は
︑
政
庁

が
段
階
的
に
家
屋
を
接
収
す
る
こ
と
で
オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
を
拡
大
す
べ
き
で
あ
る
と
の
認
識
が
示
さ
れ
た⑳
︒
実
際
に
条
例
案
に
は
第
二
四
八

条
か
ら
第
二
六
三
条
に
お
い
て
接
収
に
関
す
る
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
た㉑
︒
続
い
て
キ
ュ
ー
ビ
ク
ル
に
つ
い
て
は
︑
キ
ュ
ー
ビ
ク
ル
そ
の
も
の

を
禁
止
は
し
な
い
も
の
の
︑
す
べ
て
の
キ
ュ
ー
ビ
ク
ル
に
窓
を
備
え
付
け
る
規
定
を
設
け
る
こ
と
で
そ
の
存
在
に
制
限
を
加
え
る
べ
き
と
さ
れ

た㉒
︒
ま
た
条
例
案
の
第
一
四
九
条
を
見
る
と
︑
窓
の
な
い
キ
ュ
ー
ビ
ク
ル
の
数
を
︑
既
存
の
家
屋
の
場
合
は
一
つ
に
制
限
し
︑
新
た
に
作
ら
れ

る
家
屋
の
場
合
は
全
て
禁
止
す
る
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
た㉓
︒

こ
の
報
告
書
と
条
例
案
に
基
づ
い
て
︑
一
九
〇
二
年
七
月
に
﹁
公
衆
衛
生
及
び
建
築
条
例
﹂
の
条
例
案
が
立
法
局
に
提
出
さ
れ
︑
翌
一
九
〇

三
年
二
月
に
条
例
が
成
立
し
た
︒

オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
に
関
し
て
︑
既
存
の
家
屋
の
場
合
は
第
一
七
五
条
に
︑
今
後
建
て
ら
れ
る
家
屋
の
う
ち
新
た
に
借
地
契
約
が
結
ば
れ
る

土
地
の
家
屋
の
場
合
は
第
一
七
九
条
に
︑
既
に
借
地
契
約
が
結
ば
れ
て
い
る
土
地
の
家
屋
の
場
合
は
第
一
八
〇
条
に
規
定
が
設
け
ら
れ
た
︒
第

一
七
五
条
の
規
定
は
一
九
〇
一
年
の
条
例
の
第
五
五
条
と
全
く
同
じ
で
あ
っ
た
が
︑
第
一
七
九
・
一
八
〇
条
は
一
九
〇
一
年
の
条
例
か
ら
一
新

さ
れ
た
︒
こ
こ
で
は
︑
今
後
借
地
契
約
の
対
象
と
な
る
土
地
に
新
た
に
家
屋
を
建
て
る
場
合
家
屋
部
分
の
半
分
以
上
の
面
積
が
︑
す
で
に
借
地

契
約
が
成
立
し
た
土
地
に
新
た
に
家
屋
を
建
て
る
場
合
家
屋
部
分
の
三
分
の
一
以
上
の
面
積
が
︑
そ
れ
ぞ
れ
オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
と
し
て
必
要

と
さ
れ
た
う
え
︑
家
屋
所
有
者
に
は
オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
と
は
別
に
清
掃
用
の
通
路
を
設
け
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
た
︒
ま
た
︑
通
路
が
存

在
し
た
場
合
に
必
要
な
オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
の
面
積
を
縮
小
す
る
こ
と
が
で
き
る
規
定
が
削
除
さ
れ
た㉔
︒
こ
こ
か
ら
は
︑
オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス

の
拡
大
に
つ
い
て
家
屋
所
有
者
の
負
担
が
さ
ら
に
増
し
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
ま
た
︑
成
立
し
た
条
例
で
は
土
地
の
接
収
に
関
す
る
規
定
が
す
べ

て
削
除
さ
れ
て
い
た
︒
専
門
家
か
ら
の
提
案
で
あ
っ
て
も
︑
や
は
り
財
政
負
担
の
大
き
い
政
策
を
採
用
す
る
と
い
う
選
択
肢
が
政
庁
に
は
存
在

し
な
か
っ
た
と
言
え
よ
う
︒
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キ
ュ
ー
ビ
ク
ル
に
つ
い
て
は
︑
ま
ず
第
六
条
第
一
七
項
に
お
い
て
﹁
キ
ュ
ー
ビ
ク
ル
と
は
︑
寝
室
と
し
て
使
用
さ
れ
る
目
的
で
仕
切
ら
れ
た

あ
ら
ゆ
る
部
屋
を
指
す
﹂
と
定
義
さ
れ
た㉕
︒
こ
こ
で
︑
キ
ュ
ー
ビ
ク
ル
は
部
屋
の
内
部
の
小
区
画
で
は
な
く
部
屋
の
一
形
態
と
み
な
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
︒
そ
の
上
で
︑
第
一
五
三
条
で
は
今
後
建
て
ら
れ
る
家
屋
の
︑
第
一
五
四
条
で
は
既
存
の
家
屋
の
キ
ュ
ー
ビ
ク
ル
に
関
す
る
具
体

的
な
規
定
が
設
け
ら
れ
た
︒
こ
こ
で
は
︑
キ
ュ
ー
ビ
ク
ル
を
含
む
す
べ
て
の
部
屋
に
窓
を
備
え
付
け
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
た㉖
︒
こ
れ
は
先
の
チ

ャ
ド
ウ
ィ
ッ
ク
と
シ
ン
プ
ソ
ン
の
報
告
書
に
お
い
て
提
案
さ
れ
た
以
上
に
厳
し
い
規
定
で
あ
り
︑
こ
れ
に
よ
っ
て
キ
ュ
ー
ビ
ク
ル
を
作
る
こ
と

は
極
め
て
困
難
に
な
っ
た
と
言
え
る
︒

し
か
し
︑
キ
ュ
ー
ビ
ク
ル
に
関
す
る
規
定
は
再
度
修
正
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
条
例
制
定
か
ら
一
年
に
も
満
た
な
い
一
九
〇
三
年
一
一
月
︑

条
例
の
一
部
に
関
す
る
修
正
案
が
提
出
さ
れ
︑
同
年
一
二
月
に
成
立
し
た
︒
ま
ず
︑
第
六
条
第
一
七
項
に
お
け
る
キ
ュ
ー
ビ
ク
ル
の
定
義
が
変

更
さ
れ
︑
キ
ュ
ー
ビ
ク
ル
は
再
び
部
屋
の
内
部
の
窓
の
な
い
小
区
画
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
ま
た
︑
第
一
五
三
条
で
は
キ
ュ
ー
ビ
ク

ル
を
作
る
こ
と
の
で
き
る
条
件
に
変
更
は
な
か
っ
た
が
︑
一
五
四
条
第
一
項
で
は
既
存
の
家
屋
に
お
い
て
は
部
屋
に
窓
が
あ
れ
ば
キ
ュ
ー
ビ
ク

ル
を
作
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
っ
た㉗
︒
こ
れ
は
︑
条
件
が
一
八
九
九
年
に
制
定
さ
れ
た
条
例
の
そ
れ
に
戻
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
︒
た
だ

し
︑
第
二
項
に
は
以
下
の
よ
う
に
規
定
が
設
け
ら
れ
︑
は
じ
め
て
キ
ュ
ー
ビ
ク
ル
の
数
そ
の
も
の
に
制
限
が
加
え
ら
れ
た
︒

ど
ん
な
部
屋
に
も
多
く
と
も
二
つ
の
キ
ュ
ー
ビ
ク
ル
し
か
認
め
ら
れ
な
い
︒
後
方
に
直
接
あ
る
い
は
ベ
ラ
ン
ダ
や
バ
ル
コ
ニ
ー
を
通
じ
て
外
気
に
開
か
れ

て
い
る
窓
が
な
い
部
屋
の
場
合
︑
一
つ
の
キ
ュ
ー
ビ
ク
ル
し
か
認
め
ら
れ
な
い㉘
︒

そ
れ
で
は
︑
な
ぜ
条
例
は
修
正
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
一
二
月
七
日
の
立
法
局
会
議
に
お
い
て
︑
法
廷
弁
護
士
で
律
政
司
を
務
め
て
い
た

バ
ー
ク
レ
ー㉙
は
条
例
の
修
正
が
早
急
で
あ
る
こ
と
を
認
め
な
が
ら
も
︑
条
例
を
よ
り
現
実
に
即
し
た
も
の
に
す
る
た
め
に
修
正
が
必
要
で
あ
る

こ
と
を
説
明
し
た㉚
︒
は
っ
き
り
と
は
書
か
れ
て
い
な
い
が
︑
二
月
に
制
定
さ
れ
た
﹁
公
衆
衛
生
及
び
建
築
条
例
﹂
で
は
キ
ュ
ー
ビ
ク
ル
を
作
る
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た
め
に
は
既
存
の
家
屋
に
新
た
に
窓
を
備
え
付
け
る
必
要
が
あ
り
︑
こ
の
点
に
つ
い
て
家
屋
所
有
者
と
居
住
者
の
双
方
か
ら
反
発
が
あ
っ
た
も

の
と
思
わ
れ
る
︒
そ
こ
で
政
庁
は
︑
先
の
チ
ャ
ド
ウ
ィ
ッ
ク
と
シ
ン
プ
ソ
ン
に
よ
る
条
例
案
を
踏
ま
え
て
︑
既
存
の
家
屋
に
つ
い
て
は
キ
ュ
ー

ビ
ク
ル
の
数
を
制
限
す
る
方
向
で
条
例
を
修
正
し
た
の
だ
ろ
う
︒

以
上
︑
本
章
で
は
世
紀
転
換
期
に
お
け
る
条
例
の
変
遷
を
軸
と
し
て
中
国
人
の
居
住
環
境
の
改
善
に
関
す
る
香
港
政
庁
の
政
策
の
特
徴
を
明

ら
か
に
し
た
︒
一
八
九
四
年
の
ペ
ス
ト
流
行
直
後
に
香
港
政
庁
が
と
っ
た
政
策
で
あ
る
土
地
・
家
屋
の
接
収
は
政
庁
に
大
き
な
財
政
負
担
を
強

い
る
も
の
で
あ
り
︑
政
庁
は
接
収
か
ら
家
屋
周
辺
の
環
境
改
善
や
家
屋
そ
の
も
の
の
改
良
に
政
策
方
針
を
変
更
し
︑
そ
れ
に
基
づ
い
た
条
例
を

制
定
し
た
︒
こ
う
し
た
方
針
は
︑
本
国
の
専
門
家
か
ら
接
収
の
重
要
性
が
指
摘
さ
れ
て
も
変
化
が
見
ら
れ
な
か
っ
た
︒

一
方
で
︑
居
住
環
境
の
改
善
の
た
め
に
規
制
を
設
け
︑
ま
た
費
用
を
家
屋
所
有
者
に
負
担
さ
せ
る
政
庁
の
方
針
は
︑
一
部
修
正
が
あ
っ
た
と

は
い
え
不
動
産
取
引
に
お
け
る
経
済
的
自
由
主
義
に
介
入
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
︒
こ
れ
に
対
し
て
家
屋
所
有
者
は
不
満
を
募
ら
せ
て

い
っ
た
︒
こ
う
し
た
不
満
が
顕
在
化
し
た
の
が
︑
一
九
〇
六
年
に
組
織
さ
れ
た
新
た
な
調
査
委
員
会
で
あ
っ
た
︒

①

接
収
を
め
ぐ
る
議
論
に
つ
い
て
は
︑
劉
前
掲
書
︑
五
七

五
九
頁
︑
C
hu,
op.

cit.,
pp.30-35
に
詳
し
い
︒

②

H
K
SP
,
1905,
Insanitary
P
roperties
R
esum
ptions,
R
esum
ption

Schem
es,
p.18.
D
isposition
of
Land
before
and
after
R
esum
ption.

③

H
K
G
G
,5
Jan.1895,
pp.3-10.

④

H
K
G
G
,
1
A
ug.1896,
pp.1-2.
メ
ン
バ
ー
に
は
︑
輔
政
司
の
ロ
ッ
ク
ハ
ー

ト
︵
Jam
es
Stew
art
Lockhart︶
を
委
員
長
と
し
て
︑
植
民
地
官
僚
か
ら
は

庫
務
司
︵
C
olonial
T
reasurer,
財
務
長
官
に
あ
た
る
︶
の
チ
ャ
ー
タ
ー
︵
C
.

P.C
harter︶
が
︑
政
庁
外
か
ら
は
ジ
ャ
ク
ソ
ン
︵
T
.Jackson
︶︑
ホ
ワ
イ
ト
ヘ

ッ
ド
︵
T
.H
.W
hitehead
︶︑
イ
ー
ド
︵
N
.J.E
de︶
の
三
名
が
任
命
さ
れ
た
︒

⑤

H
K
SP
,
1898,
R
eport
of
T
he
C
om
m
ission
A
ppointed
by
his

E
xcellency
Sir
W
illiam
R
obinson,
K
.C
.M
.G
.,
to
Inquire
into
the

E
xistence
of
Insanitary
Properties
in
the
C
olony,together
w
ith
the

E
vidence
T
aken
before
the
C
om
m
ission,and
O
ther
A
ppendices︵
以

下
︑
R
eport
of
the
Insanitary
Properties
C
om
m
ission
︶,E
vidence,pp.

4-15.

⑥

Ibid.,
p.16.

⑦

Ibid.,
p.16.

⑧

Ibid.,
p.19.

⑨

R
eport
of
the
Insanitary
Properties
C
om
m
ission,
R
eport,
p.3.

⑩

H
K
H
,22
N
ov.1898,
p.8.

⑪

H
K
G
G
,
2
D
ec.1899,
pp.1855-1856.

⑫

Ibid.,
p.1857.

⑬

Ibid.,
pp.1857-1858.
具
体
的
に
は
︑
奥
行
き
四
〇
フ
ィ
ー
ト
以
下
の
家
屋
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の
場
合
幅
一
フ
ィ
ー
ト
に
つ
き
八
平
方
フ
ィ
ー
ト
︵
縮
小
規
定
が
適
用
さ
れ
た
場

合
六
フ
ィ
ー
ト
︑
以
下
括
弧
内
は
同
様
︶
以
上
︑
奥
行
き
四
○
～
五
〇
フ
ィ
ー
ト

の
家
屋
の
場
合
幅
一
フ
ィ
ー
ト
に
つ
き
一
〇
平
方
フ
ィ
ー
ト
︵
八
フ
ィ
ー
ト
︶
以

上
︑
奥
行
き
五
〇
～
六
〇
フ
ィ
ー
ト
の
家
屋
の
場
合
幅
一
フ
ィ
ー
ト
に
つ
き
一
二

平
方
フ
ィ
ー
ト
︵
一
一
フ
ィ
ー
ト
︶
以
上
︑
奥
行
き
六
〇
フ
ィ
ー
ト
以
上
の
家
屋

の
場
合
幅
一
フ
ィ
ー
ト
に
つ
き
一
四
平
方
フ
ィ
ー
ト
︵
一
三
フ
ィ
ー
ト
︶
以
上
必

要
と
さ
れ
た
︒

⑭

H
K
G
G
,
28
A
pr.1900,
p.612.

⑮

H
K
G
G
,
30
M
ar.1901,
pp.741-742.

⑯

劉
前
掲
書
︑
六
〇

六
一
頁
︒

⑰

H
K
G
G
,
30
N
ov.1901,
p.2103.

⑱

H
K
SP
,1902,
N
o.28.“R
eport
on
the
Q
uestion
of
the
H
ousing
of

the
Population
of
H
ong
K
ong
︵
以
下
︑
R
eport
of
1902︶”,
pp.1-13.

⑲

H
K
G
G
,
10
Jun.1902,
pp.987-1091.

⑳

R
eport
of
1902,
pp.11-13.

㉑

H
K
G
G
,
10
Jun.1902,
pp.1062-1065.

㉒

R
eport
of
1902,
pp.11-13.

㉓

H
K
G
G
,
10
Jun.1902,
pp.1041-1042.

㉔

H
K
G
G
,
27
F
eb.1903,
pp.203-206.

㉕

Ibid.,
p.174.

㉖

Ibid.,
p.201.

㉗

H
K
G
G
,
24
D
ec.1903,
pp.1737-1741.

㉘

Ibid.,
p.1741.

㉙

バ
ー
ク
レ
ー
︵
H
enry
Spencer
B
erkeley,
一
八
五
一

一
九
一
八
︶
は
イ

ギ
リ
ス
領
の
セ
ン
ト
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
島
で
生
ま
れ
︑
リ
ー
ワ
ー
ド
諸
島
や
フ
ィ

ジ
ー
で
植
民
地
当
局
の
司
法
長
官
を
務
め
た
の
ち
︑
一
九
〇
二
年
か
ら
は
香
港
に

移
っ
て
律
政
司
︑
立
法
局
非
官
守
議
員
を
務
め
た
︒
一
九
一
二
年
に
イ
ギ
リ
ス
に

移
住
し
︑
ウ
ェ
ス
ト
サ
セ
ッ
ク
ス
州
議
会
の
議
員
を
務
め
た
︒

㉚

H
K
H
,7
D
ec.1903,
p.62.

第
三
章

﹁
公
衆
衛
生
及
び
建
築
条
例
﹂
へ
の
反
発
と
修
正
を
め
ぐ
る
議
論

第
一
節

一
九
〇
六
年
の
調
査
委
員
会
と
政
庁
の
反
応

一
九
〇
六
年
五
月
一
〇
日
︑
総
督
ネ
ー
ザ
ン
︵
M
atthew
N
athan
︶
の
命
令
に
よ
っ
て
衛
生
条
例
・
衛
生
行
政
に
関
す
る
調
査
委
員
会
が
発

足
し
た①
︒
調
査
委
員
会
に
よ
る
報
告
書
は
一
九
〇
七
年
四
月
一
七
日
付
で
立
法
局
に
提
出
さ
れ
た
︒

こ
の
調
査
委
員
会
は
︑
も
と
も
と
衛
生
行
政
を
担
う
下
級
官
吏
と
清
掃
な
ど
に
携
わ
る
中
国
人
業
者
が
癒
着
し
て
い
る
と
の
指
摘
を
受
け
て

そ
の
調
査
の
た
め
に
組
織
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た②
︒
そ
し
て
︑
潔
浄
局
の
官
守
議
員
を
務
め
て
い
た
植
民
地
官
僚
に
ま
で
批
判
が
及
ん
だ
た
め
に
︑
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当
時
の
潔
浄
局
非
官
守
議
員
が
調
査
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
に
選
ば
れ
て
い
た③
︒
し
か
し
︑
初
回
の
会
議
で
法
廷
弁
護
士
の
ポ
ロ
ッ
ク
︵
潔
浄
局

及
び
立
法
局
非
官
守
議
員④
︶
が
委
員
長
の
職
を
辞
任
し
た
た
め⑤
︑
調
査
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
全
員
が
家
屋
所
有
者
及
び
そ
の
利
害
関
係
者
と
な
っ

た⑥
︒
こ
れ
に
よ
っ
て
︑
報
告
書
で
は
汚
職
の
実
態
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
み
な
ら
ず
︑
条
例
に
対
す
る
家
屋
所
有
者
の
意
見
が
盛
り
込
ま
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
と
言
え
よ
う
︒
そ
し
て
︑
中
で
も
オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
と
キ
ュ
ー
ビ
ク
ル
の
問
題
は
中
心
的
な
課
題
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
︒

報
告
書
に
お
い
て
最
初
に
問
題
と
さ
れ
た
の
が
︑
オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
に
関
す
る
条
例
第
一
七
五
条
の
規
定
で
あ
っ
た
︒
報
告
書
に
よ
れ
ば
︑

オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
の
拡
大
と
そ
れ
に
伴
う
居
住
面
積
の
縮
小
が
既
存
の
家
屋
に
も
遡
及
的
に
適
用
さ
れ
た
こ
と
で
家
屋
の
価
値
が
低
下
し
︑

家
屋
所
有
者
は
大
き
な
経
済
的
打
撃
を
被
っ
て
い
た
︒
報
告
書
は
︑
家
屋
所
有
者
に
対
す
る
補
償
規
定
が
存
在
し
な
い
点
︑
ま
た
第
一
項
の

﹁
所
有
者
に
よ
っ
て
﹂
と
い
う
文
言
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
の
拡
大
が
家
屋
所
有
者
の
負
担
と
な
っ
て
い
る
点
を
問
題
視

し
た
︒
そ
し
て
︑
第
一
七
五
条
は
全
面
的
に
改
訂
し
て
家
屋
所
有
者
に
対
す
る
補
償
規
定
を
盛
り
込
む
こ
と
︑
潔
浄
局
の
権
限
を
強
化
す
る
こ

と
を
勧
告
し
た⑦
︒
こ
こ
か
ら
は
︑
調
査
委
員
会
の
面
々
が
政
庁
の
居
住
環
境
改
善
策
を
経
済
的
自
由
主
義
へ
の
介
入
と
捉
え
︑
強
く
反
発
し
て

い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

一
方
キ
ュ
ー
ビ
ク
ル
に
つ
い
て
︑
報
告
書
で
は
キ
ュ
ー
ビ
ク
ル
が
な
け
れ
ば
中
下
層
の
中
国
人
が
快
適
な
生
活
を
送
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ

る
と
の
認
識
が
示
さ
れ
た
︒
そ
し
て
︑
早
急
に
規
則
を
作
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
し
て
も
︑
社
会
全
体
の
関
心
の
中
で
こ
の
問
題
に
つ
い

て
注
意
深
い
議
論
と
条
例
の
抜
本
的
な
修
正
が
必
要
で
あ
る
と
さ
れ
た⑧
︒
こ
こ
に
は
︑
キ
ュ
ー
ビ
ク
ル
を
残
す
方
が
自
身
の
利
益
に
つ
な
が
る

と
い
う
家
屋
所
有
者
た
ち
の
意
図
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒

報
告
書
の
提
出
を
受
け
て
︑
立
法
局
に
は
衛
生
政
策
に
関
係
す
る
植
民
地
官
僚
か
ら
報
告
書
に
対
す
る
意
見
書
が
提
出
さ
れ
た
︒
中
で
も
中

国
人
の
居
住
環
境
に
つ
い
て
積
極
的
に
意
見
を
述
べ
た
の
が
︑
輔
政
司
︵
C
olonial
Secretary,
植
民
地
官
僚
に
お
け
る
最
高
位
の
職
︶
の
メ
イ

︵
F
rancis
H
enry
M
ay
︶
で
あ
っ
た
︒
彼
は
︑
オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
に
関
す
る
勧
告
に
つ
い
て
は
報
告
書
の
要
求
を
一
切
受
け
入
れ
な
い
姿
勢

を
示
し
た
︒
一
方
で
キ
ュ
ー
ビ
ク
ル
に
つ
い
て
は
積
極
的
に
改
善
策
に
言
及
し
た
︒
彼
は
︑﹁
こ
の
四
ヶ
月
で
行
っ
た
家
屋
の
調
査
か
ら
一
般
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的
に
言
っ
て
︑
家
屋
の
明
る
さ
と
換
気
の
程
度
が
一
九
〇
三
年
以
前
の
状
況
と
比
べ
て
非
常
に
改
善
し
て
い
る
﹂
こ
と
︑﹁
中
国
人
の
家
屋
に

は
キ
ュ
ー
ビ
ク
ル
の
よ
う
な
部
屋
が
な
い
と
い
け
な
い
﹂
こ
と
を
認
め
た
上
で
︑
中
国
人
家
屋
の
側
面
に
窓
が
な
い
こ
と
を
問
題
視
し
︑﹁
今

後
中
国
人
向
け
に
建
設
さ
れ
る
す
べ
て
の
家
屋
に
は
︑
側
面
に
窓
を
備
え
付
け
る
よ
う
条
例
を
修
正
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹂
と
主
張
し
た⑨
︒

キ
ュ
ー
ビ
ク
ル
は
家
屋
の
側
面
に
沿
っ
て
作
ら
れ
て
い
た
の
で
︑
必
然
的
に
キ
ュ
ー
ビ
ク
ル
に
も
窓
が
備
え
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う

わ
け
で
あ
る
︒
こ
こ
か
ら
は
︑
少
な
く
と
も
既
存
の
家
屋
に
お
け
る
キ
ュ
ー
ビ
ク
ル
の
必
要
性
に
対
す
る
認
識
は
広
く
共
有
さ
れ
て
い
た
と
言

え
る
︒
そ
し
て
︑
こ
れ
以
後
キ
ュ
ー
ビ
ク
ル
の
問
題
の
解
決
に
向
け
た
議
論
の
場
は
立
法
局
に
移
る
こ
と
に
な
っ
た
︒

第
二
節

キ
ュ
ー
ビ
ク
ル
を
め
ぐ
る
議
論

キ
ュ
ー
ビ
ク
ル
の
問
題
の
解
決
に
あ
た
っ
て
政
庁
が
重
視
し
た
の
が
政
庁
に
よ
る
家
屋
の
管
理
の
強
化
で
あ
り
︑
こ
れ
を
主
導
し
た
の
は

ネ
ー
ザ
ン
の
転
任
に
伴
い
総
督
代
行
と
な
っ
て
い
た
メ
イ
で
あ
っ
た
︒
五
月
一
四
日
の
潔
浄
局
会
議
に
お
い
て
︑
メ
イ
か
ら
送
付
さ
れ
た
手
紙

が
取
り
上
げ
ら
れ
た
︒
こ
こ
で
彼
は
︑
中
国
人
に
衛
生
面
で
の
改
善
を
要
求
す
る
だ
け
で
な
く
﹁
潔
浄
局
が
そ
の
役
人
を
使
っ
て
家
屋
ご
と
の

調
査
を
開
始
し
︑
各
階
ご
と
に
ど
の
程
度
の
数
の
キ
ュ
ー
ビ
ク
ル
を
作
る
こ
と
を
認
め
る
の
が
合
理
的
か
を
決
定
し
︑
適
宜
総
督
に
よ
る
修
正

と
例
外
を
認
め
る
勧
告
を
作
成
す
る
﹂
こ
と
を
提
案
し
た⑩
︒

彼
が
こ
の
よ
う
に
主
張
し
た
の
は
︑
中
国
人
へ
の
制
限
に
は
限
界
が
あ
る
と
考
え
て
い
た
た
め
で
あ
っ
た
︒
六
月
一
三
日
の
立
法
局
会
議
で

彼
は
︑
一
九
〇
三
年
一
二
月
の
条
例
の
修
正
に
お
い
て
新
し
く
建
設
さ
れ
る
家
屋
に
キ
ュ
ー
ビ
ク
ル
を
作
る
こ
と
を
禁
止
し
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
︑
実
際
に
は
家
屋
内
に
キ
ュ
ー
ビ
ク
ル
が
作
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
言
及
し
︑
続
け
て
以
下
の
よ
う
に
発
言
し
た
︒

︵
中
国
人
は
︶
衛
生
監
督
官
が
や
っ
て
く
る
と
︑
キ
ュ
ー
ビ
ク
ル
を
壊
す
︒
そ
し
て
衛
生
監
督
官
が
去
っ
て
し
ま
う
と
︑
再
び
キ
ュ
ー
ビ
ク
ル
を
作
る
︒

こ
う
し
た
﹁
果
て
し
な
い
﹂
ご
ま
か
し
が
何
度
も
続
く
︒
そ
し
て
結
局
は
実
際
に
キ
ュ
ー
ビ
ク
ル
を
一
掃
す
る
こ
と
は
で
き
な
い⑪
︒
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そ
し
て
彼
は
︑
非
衛
生
的
家
屋
が
存
在
す
る
限
り
恒
久
的
な
衛
生
状
況
の
改
善
は
有
り
得
な
い
と
し
た
上
で
︑﹁
調
査
委
員
会
の
報
告
が
取
り

上
げ
た
す
べ
て
の
点
の
中
で
︑
中
国
人
の
家
屋
の
問
題
以
上
に
植
民
地
の
繁
栄
に
お
い
て
重
要
な
問
題
は
な
い
と
考
え
る
﹂
と
も
述
べ
︑
社
会

全
体
が
こ
の
問
題
に
つ
い
て
よ
り
真
剣
に
議
論
し
て
解
決
策
を
講
じ
る
必
要
性
を
強
調
し
た⑫
︒

こ
れ
に
対
し
て
専
門
職
の
立
法
局
非
官
守
議
員
か
ら
解
決
策
と
し
て
提
案
さ
れ
た
の
が
︑
家
屋
破
壊
案
︵
D
em
olition
︶
で
あ
っ
た
︒
六
月

二
〇
日
の
立
法
局
会
議
に
お
い
て
ポ
ロ
ッ
ク
が
以
下
の
よ
う
に
述
べ
た
︒

キ
ュ
ー
ビ
ク
ル
に
関
す
る
最
適
な
計
画
に
つ
い
て
︑
私
は
と
言
え
ば
以
下
の
よ
う
に
考
え
ま
す
︒
す
な
わ
ち
︑
疑
い
な
く
︑
こ
れ
ま
で
に
示
さ
れ
た
中
で

最
も
優
れ
た
計
画
は
︵
中
略
︶︑
中
国
人
居
住
区
に
お
い
て
三
軒
に
一
軒
の
家
屋
の
二
階
以
上
を
破
壊
し
︑
残
っ
た
家
屋
の
側
面
に
窓
を
備
え
付
け
る
と
い

う
も
の
で
す⑬
︒

ま
た
そ
の
費
用
に
つ
い
て
彼
は
︑
隣
接
す
る
家
屋
の
所
有
者
が
そ
れ
ぞ
れ
費
用
の
三
分
の
一
を
負
担
し
︑
残
り
を
政
庁
が
負
担
す
る
こ
と
が
公

平
で
あ
る
と
し
た⑭
︒
し
か
し
︑
こ
の
案
に
つ
い
て
メ
イ
は
否
定
的
な
見
解
を
示
し
た
︒
彼
は
家
屋
破
壊
案
が
﹁
今
後
条
例
が
全
体
的
に
議
論
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
時
に
は
よ
り
適
切
と
な
る
で
あ
ろ
う
﹂
と
述
べ
た
一
方
で
︑
政
庁
は
現
在
財
政
的
に
困
難
な
状
況
に
あ
り
︑﹁
数
百
万
ド

ル
も
か
か
る
問
題
は
議
論
の
範
疇
に
な
い
﹂
と
の
認
識
を
示
し
た⑮
︒
こ
こ
か
ら
も
︑
中
国
人
の
居
住
環
境
の
改
善
に
必
要
以
上
の
費
用
を
か
け

た
く
な
い
と
い
う
政
庁
の
態
度
が
窺
え
る
︒

し
か
し
︑
家
屋
破
壊
案
は
他
の
専
門
職
の
非
官
守
議
員
か
ら
も
支
持
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
六
月
二
七
日
の
立
法
局
会
議
に
お
い
て
︑
何

啓
が
キ
ュ
ー
ビ
ク
ル
に
関
す
る
五
つ
の
決
議
案
を
提
案
し
た
︒
そ
の
内
容
は
︑
①
立
法
局
の
意
見
と
し
て
︑
中
国
人
家
屋
に
お
け
る
キ
ュ
ー
ビ

ク
ル
に
関
す
る
新
た
な
法
律
が
早
急
に
必
要
と
さ
れ
る
︑
②
そ
う
し
た
新
た
な
法
律
は
︑
キ
ュ
ー
ビ
ク
ル
の
問
題
を
扱
う
上
で
︑
完
璧
な
性
質

の
︑
こ
れ
を
最
後
と
し
て
完
全
に
問
題
を
解
決
す
る
よ
う
な
方
法
を
含
ん
で
い
る
こ
と
が
望
ま
し
い
︑
③
中
国
人
街
の
密
集
し
た
家
屋
に
つ
い
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て
三
軒
に
一
軒
の
家
屋
の
二
階
以
上
の
階
を
破
壊
す
る
計
画
と
近
隣
の
家
屋
の
二
階
以
上
の
側
面
に
窓
を
備
え
付
け
る
条
項
は
望
ま
し
く
効
果

的
な
計
画
で
あ
る
︑
④
補
償
の
原
則
は
こ
の
計
画
の
中
で
承
認
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
︑
⑤
代
表
者
に
こ
の
問
題
に
つ
い
て
注
意
深
く
議
論
さ
せ
︑

決
議
案
③
に
含
ま
れ
る
計
画
が
望
ま
し
く
実
践
的
で
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
︑
政
庁
に
報
告
書
を
提
出
さ
せ
る
か
公
衆
に
知
ら
せ
る
︑
と
い
う

も
の
で
あ
っ
た
︒
決
議
案
③
に
つ
い
て
何
啓
は
︑
メ
イ
が
主
張
す
る
家
屋
の
側
面
に
窓
を
備
え
付
け
る
案
は
必
要
で
あ
る
が
︑
家
屋
が
密
集
し

た
状
態
で
側
面
に
窓
を
備
え
付
け
て
も
ほ
と
ん
ど
効
果
は
な
い
と
し
︑
家
屋
破
壊
案
こ
そ
が
﹁
効
果
的
な
唯
一
の
計
画
で
あ
る
﹂
と
主
張
し
た
︒

さ
ら
に
決
議
案
④
に
つ
い
て
は
︑
彼
は
補
償
が
オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
に
対
し
て
の
も
の
で
も
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た⑯
︒

こ
れ
に
対
し
て
︑
会
議
で
は
様
々
な
意
見
が
見
ら
れ
た
︒
同
じ
中
国
人
議
員
で
あ
る
韋
玉⑰
は
何
啓
の
提
案
に
同
意
し
た
︒
事
務
弁
護
士
の
オ

ズ
ボ
ー
ン⑱
は
︑
多
額
の
費
用
が
か
か
る
家
屋
破
壊
案
は
居
住
環
境
の
改
善
と
い
う
点
で
は
効
果
的
で
あ
る
が
︑
ペ
ス
ト
対
策
と
し
て
は
清
掃
と

鼠
の
駆
除
が
最
も
効
果
的
で
あ
り
そ
ち
ら
に
人
手
と
費
用
を
集
中
す
べ
き
で
あ
る
︑
と
の
意
見
を
述
べ
た
︒
ヒ
ュ
ー
イ
ッ
ト
は
家
屋
所
有
者
の

負
担
が
増
す
と
し
て
反
対
し
補
償
制
度
の
拡
充
を
求
め
た
︒
輔
政
司
の
ト
ム
ソ
ン
︵
A
lexander
M
acD
onald
T
hom
son
︶
は
︑
決
議
案
①
②
に

つ
い
て
は
受
け
入
れ
︑
決
議
案
⑤
に
つ
い
て
は
政
庁
に
よ
る
新
た
な
調
査
委
員
会
の
設
立
を
提
案
し
た
が
︑
決
議
案
③
④
に
つ
い
て
は
現
時
点

で
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
と
し
た
︒
メ
イ
も
中
国
人
の
居
住
環
境
の
改
善
が
必
要
で
あ
る
と
し
た
上
で
︑
ト
ム
ソ
ン
同
様
現
在
の
決
議
案
は
受

け
入
れ
ら
れ
ず
新
た
な
調
査
委
員
会
に
よ
る
調
査
を
重
視
す
る
姿
勢
を
取
っ
た
︒
そ
し
て
政
庁
の
方
針
と
し
て
︑
決
議
案
①
②
⑤
に
つ
い
て
は

賛
成
︑
決
議
案
③
④
に
つ
い
て
は
反
対
の
姿
勢
が
示
さ
れ
た⑲
︒

こ
こ
で
専
門
職
の
非
官
守
議
員
で
あ
る
ポ
ロ
ッ
ク
・
何
啓
・
オ
ズ
ボ
ー
ン
の
主
張
に
注
目
す
る
と
︑
居
住
環
境
の
改
善
か
ペ
ス
ト
対
策
か
と

い
う
方
向
性
の
違
い
は
あ
れ
︑
彼
ら
が
衛
生
状
況
の
改
善
を
最
も
重
視
し
て
い
た
と
い
う
点
で
は
共
通
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
で
き
よ
う
︒
そ

の
上
で
︑
ポ
ロ
ッ
ク
と
何
啓
の
主
張
に
は
家
屋
所
有
者
に
よ
る
費
用
負
担
へ
の
配
慮
が
み
ら
れ
︑
オ
ズ
ボ
ー
ン
も
政
庁
に
よ
る
財
政
支
出
を
前

提
と
し
て
い
た
︒
こ
れ
は
︑
財
政
状
況
に
鑑
み
て
政
策
を
決
定
し
て
い
た
政
庁
の
方
針
と
も
︑
経
済
的
自
由
主
義
の
観
点
か
ら
政
策
に
反
対
し

て
い
た
家
屋
所
有
者
の
主
張
と
も
は
っ
き
り
と
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
︒
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採
決
は
そ
の
日
の
う
ち
に
行
わ
れ
︑
決
議
案
①
②
⑤
は
満
場
一
致
で
可
決
︑
決
議
案
③
④
は
中
国
人
議
員
の
何
啓
と
韋
玉
以
外
の
議
員
が
反

対
し
た
た
め
否
決
さ
れ
た
︒
決
議
案
③
④
に
つ
い
て
︑
植
民
地
官
僚
と
西
洋
人
非
官
守
議
員
は
調
査
委
員
会
の
設
立
を
提
案
し
た
政
庁
の
意
向

を
受
け
て
反
対
し
た
と
考
え
ら
れ
︑
こ
こ
に
は
西
洋
人
と
中
国
人
の
対
立
が
み
ら
れ
る
︒
た
だ
し
︑
こ
の
対
立
は
西
洋
と
中
国
の
衛
生
観
の
違

い
が
対
立
の
原
因
で
は
な
か
っ
た
こ
と
は
強
調
し
て
お
き
た
い
︒
そ
し
て
決
議
⑤
に
基
づ
い
て
︑
メ
イ
に
よ
っ
て
キ
ュ
ー
ビ
ク
ル
の
問
題
に
関

す
る
委
員
会
︵
以
下
︑
キ
ュ
ー
ビ
ク
ル
委
員
会
︶
が
組
織
さ
れ
た
︒
メ
ン
バ
ー
は
ト
ム
ス
ン
︵
財
政
の
代
表
と
し
て
︶
︑
チ
ャ
タ
ム
︵
W
illiam

C
hatham
,
工
務
司
︒
技
術
系
の
代
表
と
し
て
︶
︑
ク
ラ
ー
ク
︵
公
衆
衛
生
の
代
表
と
し
て
︶
︑
何
啓
︵
決
議
の
提
案
者
お
よ
び
中
国
人
社
会
の
利
益
の
代
表
と

し
て
︶
︑
ケ
ズ
ウ
ィ
ッ
ク
︵
西
洋
人
家
屋
所
有
者
の
代
表
と
し
て
︶
︑
韋
玉
︵
中
国
人
家
屋
所
有
者
の
代
表
と
し
て
︶
︑
ラ
ム
︵
E
dw
ard
R
am
,建
築
業
者
の

代
表
と
し
て
︶
そ
し
て
オ
ズ
ボ
ー
ン
︵
コ
モ
ン
セ
ン
ス
の
代
表
と
し
て
︶
で
あ
っ
た⑳
︒

キ
ュ
ー
ビ
ク
ル
委
員
会
に
よ
る
報
告
書
は
八
月
一
〇
日
付
で
立
法
局
に
提
出
さ
れ
た
︒
報
告
で
は
︑﹁
家
屋
に
お
い
て
キ
ュ
ー
ビ
ク
ル
は
許

可
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹂
と
し
た
が
︑
新
し
く
作
ら
れ
る
家
屋
に
は
キ
ュ
ー
ビ
ク
ル
を
禁
止
し
︑
建
築
段
階
で
適
切
な
場
所
に
区
画
を
作

る
こ
と
を
要
求
す
る
権
限
を
督
理
建
造
官
︵
B
uilding
A
uthority
︶
が
持
つ
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
た㉑
︒
こ
れ
は
︑
政
庁
が
主
張
し
て
き
た
家
屋

の
管
理
の
強
化
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
︒
ま
た
家
屋
破
壊
案
に
つ
い
て
は
以
下
の
よ
う
な
提
案
が
な
さ
れ
た
︒

香
港
政
庁
は
中
国
人
向
け
の
共
同
住
宅
区
の
三
軒
に
一
軒
に
つ
き
︑
そ
の
家
屋
の
二
階
以
上
を
取
り
壊
す
こ
と
を
引
き
受
け
る
べ
き
で
あ
る
︒
ま
た
︑
家

屋
の
改
良
と
い
う
観
点
か
ら
︑
費
用
の
返
済
が
隣
接
す
る
家
屋
の
所
有
者
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
︒︵
以
下
略㉒
︶

こ
う
し
て
家
屋
破
壊
案
は
重
要
政
策
と
し
て
政
庁
に
提
案
さ
れ
た
が
︑
費
用
に
つ
い
て
は
家
屋
所
有
者
に
よ
る
負
担
が
明
記
さ
れ
て
い
た
︒
ま

た
︑
建
築
業
者
の
ラ
ム
か
ら
は
家
屋
破
壊
案
に
は
実
行
性
が
な
く
居
住
す
る
中
国
人
の
負
担
増
を
招
く
と
し
て
反
対
意
見
が
付
さ
れ
︑
オ
ズ

ボ
ー
ン
も
報
告
書
の
勧
告
は
労
働
者
の
居
住
環
境
の
改
善
の
手
段
と
し
て
認
め
る
が
ペ
ス
ト
対
策
と
し
て
は
鼠
の
駆
除
が
効
果
的
で
あ
る
と
の
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認
識
を
改
め
て
示
し
た㉓
︒
そ
し
て
︑
次
節
で
扱
う
条
例
の
修
正
案
を
め
ぐ
る
議
論
に
お
い
て
も
家
屋
破
壊
案
は
争
点
と
な
っ
た
︒

第
三
節

﹁
公
衆
衛
生
及
び
建
築
条
例
﹂
の
修
正

一
九
〇
八
年
三
月
︑﹁
公
衆
衛
生
及
び
建
築
条
例
﹂
の
新
た
な
修
正
案
が
立
法
局
に
提
出
さ
れ
た
︒

オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
設
置
の
た
め
の
費
用
に
つ
い
て
の
規
定
は
︑
こ
の
修
正
案
に
お
い
て
も
全
く
変
更
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
︒
こ
れ
を
受
け

て
︑
改
め
て
家
屋
所
有
者
か
ら
反
対
意
見
が
表
明
さ
れ
た
︒
四
月
一
日
と
二
日
の
﹃
香
港
華
字
日
報
﹄
に
は
潔
浄
局
会
議
で
の
劉
鑄
伯
の
発
言

が
掲
載
さ
れ
︑
彼
は
家
屋
所
有
者
と
し
て
の
立
場
か
ら
条
例
に
お
け
る
オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
に
関
す
る
規
定
は
香
港
の
不
動
産
業
を
さ
ら
に
衰

退
さ
せ
る
と
し
て
批
判
し
た㉔
︒
ま
た
西
洋
人
家
屋
所
有
者
た
ち
は
建
築
会
社
に
修
正
案
に
対
す
る
報
告
の
作
成
を
依
頼
し
︑
そ
の
報
告
書
は
家

屋
所
有
者
に
よ
る
会
合
に
提
出
さ
れ
た
︒
報
告
で
は
督
理
建
造
官
の
権
限
の
強
化
や
第
一
七
五
条
に
﹁
所
有
者
に
よ
っ
て
﹂
と
い
う
文
言
が
依

然
と
し
て
存
在
す
る
点
が
問
題
視
さ
れ
た
ほ
か
︑
条
例
が
家
屋
所
有
者
に
対
す
る
過
剰
な
負
担
と
家
屋
の
価
値
の
低
下
を
も
た
ら
す
こ
と
が
批

判
さ
れ㉕
︑
こ
の
報
告
は
シ
ェ
ル
ト
ン
＝
フ
ー
パ
ー
に
よ
っ
て
政
庁
と
潔
浄
局
に
提
出
さ
れ
た
︒
四
月
六
日
の
潔
浄
局
会
議
に
お
い
て
報
告
に
つ

い
て
の
議
論
が
行
わ
れ
︑
シ
ェ
ル
ト
ン
＝
フ
ー
パ
ー
や
ハ
ン
フ
リ
ー
ズ
は
家
屋
所
有
者
に
対
し
て
責
任
を
押
し
付
け
る
香
港
政
庁
の
姿
勢
を
改

め
て
批
判
し
た㉖
︒
そ
し
て
︑
四
月
三
〇
日
の
立
法
局
会
議
に
お
い
て
工
務
司
の
チ
ャ
タ
ム
が
こ
の
報
告
に
対
す
る
見
解
を
述
べ
た
︒
彼
は
﹁
所

有
者
に
よ
っ
て
﹂
と
い
う
言
葉
の
削
除
に
つ
い
て
︑
オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
を
家
屋
の
所
有
者
が
設
け
る
こ
と
は
も
と
も
と
条
例
に
お
い
て
意
図

さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
り
香
港
に
特
殊
の
事
例
で
も
な
い
と
し
て
退
け
た㉗
︒
こ
の
よ
う
に
︑
家
屋
所
有
者
は
オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
の
設
置
に
関

す
る
費
用
負
担
の
軽
減
を
実
現
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た㉘
︒

キ
ュ
ー
ビ
ク
ル
の
問
題
に
関
し
て
は
︑
家
屋
破
壊
案
が
修
正
案
に
盛
り
込
ま
れ
た
︒
し
か
し
︑
こ
の
修
正
案
で
は
費
用
負
担
が
家
屋
所
有
者

に
課
さ
れ
て
お
り㉙
︑
立
法
局
非
官
守
議
員
が
こ
の
案
に
強
く
反
対
し
た
︒
六
月
四
日
の
立
法
局
会
議
で
︑
香
港
総
商
会
の
代
表
と
し
て
非
官
守

議
員
を
務
め
て
い
た
ス
チ
ュ
ワ
ー
ト
︵
M
urray
Stew
art︶
は
二
つ
の
理
由
か
ら
こ
の
規
定
を
完
全
に
削
除
す
る
こ
と
を
求
め
た
︒
一
つ
目
は

102 (418)



家
屋
の
破
壊
が
水
漏
れ
や
周
辺
家
屋
の
壁
の
強
度
の
低
下
と
い
っ
た
構
造
上
の
問
題
に
つ
な
が
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
︑
二
つ
目
は
家
屋
破
壊

の
基
準
が
不
明
瞭
で
あ
る
た
め
に
家
屋
の
売
買
に
影
響
を
及
ぼ
す
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た㉚
︒

興
味
深
い
の
は
︑
専
門
職
の
非
官
守
議
員
か
ら
も
反
対
意
見
が
出
た
こ
と
で
あ
る
︒
バ
ー
ク
レ
ー
は
家
屋
破
壊
案
を
条
例
か
ら
削
除
す
る
よ

う
主
張
し
︑﹁
私
は
以
下
の
三
点
に
基
づ
い
て
喜
ん
で
修
正
︵
ス
チ
ュ
ワ
ー
ト
に
よ
る
修
正
︑
筆
者
注
︶
に
同
意
し
ま
す
︒
第
一
に
︑
提
案
さ
れ
た

計
画
は
効
果
的
で
は
な
く
︑
衛
生
状
況
の
改
良
に
繫
が
り
ま
せ
ん
︒
第
二
に
︑
高
額
な
費
用
を
必
要
と
し
ま
す
︒
第
三
に
︑
投
資
者
の
家
屋
に

対
す
る
信
用
を
失
墜
さ
せ
か
ね
ま
せ
ん
﹂
と
述
べ
て
ス
チ
ュ
ワ
ー
ト
に
賛
同
の
意
を
示
し
た㉛
︒
さ
ら
に
は
ポ
ロ
ッ
ク
も
﹁
私
の
提
案
は
︵
中

略
︶
︑
政
庁
が
費
用
の
大
部
分
を
負
担
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
︵
中
略
︶
︑
私
が
述
べ
た
い
の
は
︑
現
在
提
案
さ
れ
て
い
る
こ
の
計

画
は
私
が
提
案
し
た
よ
う
な
計
画
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
﹂
と
の
意
見
を
の
べ
た㉜
︒

専
門
職
の
非
官
守
議
員
の
主
張
は
以
下
の
二
つ
に
ま
と
め
る
こ
と
が
出
来
る
︒
ま
ず
︑
彼
ら
は
衛
生
状
況
の
改
善
を
重
視
し
て
い
た
︒
こ
れ

は
︑
彼
ら
が
衛
生
状
況
の
改
善
に
つ
な
が
る
オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
の
拡
大
に
関
し
て
は
家
屋
所
有
者
の
反
対
に
同
調
せ
ず
︑
一
方
で
キ
ュ
ー
ビ

ク
ル
の
問
題
に
は
積
極
的
に
意
見
し
た
こ
と
か
ら
も
窺
う
こ
と
が
出
来
よ
う
︒
そ
の
上
で
︑
彼
ら
は
家
屋
所
有
者
の
立
場
に
配
慮
し
経
済
的
負

担
の
増
加
に
対
し
て
難
色
を
示
し
て
い
た
︒
こ
の
よ
う
な
専
門
職
の
非
官
守
議
員
の
主
張
の
背
景
に
は
︑
彼
ら
が
政
庁
主
導
に
よ
る
衛
生
行
政

体
制
を
支
持
し
て
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
修
正
案
第
八
条
で
は
新
た
に
衛
生
行
政
を
管
轄
す
る
潔
浄
署
長
官
︵
T
he
H
ead
of

Sanitary
D
epartm
ent︶
の
ポ
ス
ト
を
新
設
し
︑
潔
浄
局
の
議
長
︵
C
hairm
an
︶
と
な
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
た
が㉝
︑
オ
ズ
ボ
ー
ン
や
何
啓
は
四

月
三
〇
日
の
立
法
局
の
会
議
に
お
い
て
こ
の
体
制
に
支
持
を
表
明
し
て
い
た㉞
︒
彼
ら
は
衛
生
状
況
の
改
善
の
た
め
に
は
政
庁
主
導
の
体
制
が
必

要
と
考
え
て
い
た
︒
一
方
で
彼
ら
は
︑
政
庁
が
衛
生
問
題
に
対
し
て
主
導
権
を
握
る
以
上
費
用
負
担
も
あ
る
程
度
担
う
べ
き
だ
と
考
え
て
お
り
︑

そ
れ
が
家
屋
所
有
者
の
負
担
の
軽
減
を
主
張
す
る
と
い
う
形
で
現
れ
た
の
で
あ
る
︒

こ
れ
に
対
し
て
メ
イ
は
以
下
の
よ
う
に
反
論
し
た
︒
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こ
の
条
項
を
批
判
す
る
非
官
守
議
員
が
こ
の
条
項
を
正
し
く
読
ん
で
い
る
の
か
︑
政
庁
が
費
用
の
は
る
か
に
大
き
な
割
合
を
負
担
す
る
こ
と
を
提
案
し
て

い
る
こ
と
を
彼
ら
が
理
解
し
て
い
る
の
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
︒
残
っ
た
家
屋
を
住
め
る
状
態
に
し
︑
壁
を
補
強
し
窓
を
備
え
付
け
る
費
用
の
み
が
所
有
者

に
降
り
か
か
る
の
で
す
︒
総
督
︑
政
庁
は
補
償
金
を
支
払
い
︑
所
有
者
は
少
な
い
費
用
で
そ
の
家
屋
を
改
良
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す㉟
︒

実
際
に
こ
の
日
の
会
議
に
お
い
て
家
屋
破
壊
に
関
す
る
規
定
の
再
度
の
修
正
案
が
提
出
さ
れ
て
お
り
︑
こ
こ
で
は
メ
イ
の
言
う
通
り
家
屋
所
有

者
の
負
担
が
軽
減
さ
れ
て
い
た㊱
︒
費
用
負
担
に
関
す
る
非
官
守
議
員
の
反
発
は
あ
る
程
度
予
測
さ
れ
て
お
り
︑
こ
う
し
た
修
正
は
そ
れ
を
和
ら

げ
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
︒
六
月
一
一
日
の
立
法
局
会
議
に
お
い
て
︑
前
年
七
月
に
総
督
に
着
任
し
て
い
た
ル
ガ
ー
ド㊲
は
改
め

て
家
屋
破
壊
案
に
お
け
る
政
庁
の
負
担
の
大
き
さ
を
強
調
し
た
上
で
︑
そ
の
是
非
に
つ
い
て
︑
①
計
画
は
む
し
ろ
家
屋
の
価
値
を
上
昇
さ
せ
る
︑

②
過
去
の
議
論
か
ら
計
画
が
衛
生
状
況
の
改
善
に
繫
が
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
︑
③
総
督
の
権
限
で
破
壊
の
実
施
件
数
を
制
限
す
る
こ
と
で

財
政
負
担
の
問
題
を
解
消
で
き
る
︑
と
い
う
認
識
を
示
し
︑
こ
れ
を
受
け
て
ス
チ
ュ
ワ
ー
ト
は
反
対
意
見
を
撤
回
し
た㊳
︒

七
月
三
日
︑
条
例
の
修
正
案
が
成
立
し
た
︒
キ
ュ
ー
ビ
ク
ル
に
関
す
る
条
項
で
は
︑
ま
ず
第
一
五
三
条
の
第
二
項
に
お
い
て
督
理
建
造
官
が

﹁
中
国
人
居
住
者
向
け
の
借
家
と
し
て
建
て
ら
れ
る
家
屋
の
場
合
︑
適
切
な
面
積
の
部
屋
の
中
に
︑
地
上
階
よ
り
上
の
す
べ
て
の
階
層
の
小
区

画
を
快
適
な
部
屋
に
す
る
よ
う
な
窓
を
備
え
付
け
る
こ
と
﹂
を
要
求
で
き
る
こ
と
に
な
っ
た㊴
︒
こ
れ
は
︑
家
屋
の
建
築
段
階
で
政
庁
が
適
切
な

環
境
と
認
め
る
小
区
画
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
居
住
者
が
勝
手
に
不
適
切
な
キ
ュ
ー
ビ
ク
ル
を
作
る
こ
と
を
防
ぐ
も
の
で
あ
り
︑
キ
ュ
ー
ビ

ク
ル
委
員
会
に
お
け
る
提
案
が
反
映
さ
れ
た
も
の
と
い
え
る
︒

ま
た
家
屋
破
壊
案
に
つ
い
て
は
︑
第
一
五
四
(ａ
)条
の
第
一
項
︑
第
二
項
に
お
い
て
以
下
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
た
︒

一
︑
あ
る
区
画
の
家
屋
内
の
部
屋
が
暗
く
居
住
者
の
健
康
に
と
っ
て
危
険
で
あ
る
ま
た
は
悪
影
響
を
及
ぼ
す
と
み
な
し
た
ど
ん
な
場
合
で
も
︑
潔
浄
局
は

衛
生
医
官
を
代
表
し
て
︑
総
督
に
対
し
て
文
書
で
そ
の
区
画
内
の
家
屋
の
三
軒
に
つ
き
一
軒
の
最
下
階
よ
り
上
の
階
を
破
壊
し
︑
残
さ
れ
た
家
屋
に
追
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キュービクルに関する告発 オープンスペースに関する告発

その他 罰
金
額
︵
ド
ル
︶

その他 罰
金
額
︵
ド
ル
︶

召
喚
︵
sum
m
oned
︶

有
罪
︵
convictions︶

逃
亡
︵
absconed
︶

棄
却
︵
dism
issed
︶

取
り
下
げ
︵
w
ithdraw
n
︶

注
意
︵
cautioned
︶

執
行
猶
予
︵
granted
tim
e
to
m
ake
regal︶

執
行
猶
予
︵
given
tim
e
to
com
ply
︶

撒
去
命
令
︵
order
to
rem
ove︶

召
喚
︵
sum
m
oned
︶

有
罪
︵
convictions︶

逃
亡
︵
absconed
︶

棄
却
︵
dism
issed
︶

取
り
下
げ
︵
w
ithdraw
n
︶

執
行
猶
予
︵
given
tim
e
to
com
plete︶

禁
止
命
令
︵
m
agistrate’s
order
of
prohibition
︶

設
置
命
令
︵
order
to
provide︶

期
限
延
期
︵
adjourned
sine
die︶

件数

1900 320 297 3 19 1 933 287 257 30 3120

1901 537 504 4 2 1 26 2263 235 154 1 11 60 9 1536

1902 390 371 11 3 4 1 1770 108 97 11 1145

1903 62 62 364 32 30 2 447

1904 86 56 30 464.5 3 2 1 20

1905 278 252 6 4 3 6 7 2951 39 39 160

1906 71 44 3 6 2 2 14 393 6 3 1 2 60

1907 24 20 1 3 256 5 1 1 3 3

1908 25 25 257 1 1 0

1909 6 2 4 20 0 0

表② キュービクルとオープンスペースに関する告発件数と罰金額

（数値について，1900年から1904年までは HKSP の Report of the Medical Officer of Health, the
Sanitary Surveyor, and the Colonial Veterinary Surgeon に，1905年から 1907年までは HKSP の
General Report of the Principal Civil Medical Officer and the Medical Officer of Healthに，1908年と

1909年は Administrative Reportの Appendix K, Medical and Sanitary Reports内の Joint Report of the
Principal Civil Medical Officer and the Medical Officer of Healthに依拠している。その他のうち，「逃

亡」は召喚されたにもかかわらず所在不明となり処分を免れた事例を指す。granted time to make regal

と given time to comply, given time to completeについては違いについて特に言及されていないため，

ともに「執行猶予」という訳語をあてた）。
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加
の
窓
を
備
え
付
け
︑
家
屋
が
衛
生
的
で
安
全
と
な
る
た
め
に
必
要
だ
と
潔
浄
局
が
み
な
す
よ
う
な
重
要
な
作
業
を
実
行
す
る
よ
う
勧
告
で
き
る
︒
総

督
は
そ
こ
で
直
ち
に
破
壊
と
重
要
な
作
業
を
実
行
す
る
よ
う
指
示
す
る
︒
完
全
に
あ
る
い
は
部
分
的
に
破
壊
さ
れ
た
家
屋
の
代
償
と
し
て
政
庁
に
よ
っ

て
支
払
わ
れ
る
補
償
額
は
︑
こ
の
条
例
の
第
二
五
一
・
二
五
四
条
に
規
定
さ
れ
た
仕
方
で
仲
裁
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
︒︵
以
下
略
︶

二
︑
前
項
の
補
償
を
除
い
て
︑
こ
の
条
で
実
行
さ
れ
る
作
業
の
費
用
は
︑
督
理
建
造
官
に
よ
っ
て
認
定
さ
れ
る
︒
そ
の
後
総
督
は
︑
自
身
の
意
見
と
し
て

そ
う
し
た
作
業
で
利
益
を
得
た
周
辺
家
屋
の
所
有
者
に
対
し
て
︑
総
督
が
決
定
し
た
割
合
で
︑
特
別
改
良
税
を
課
す
︒︵
以
下
略㊵
︶

こ
こ
か
ら
は
︑
政
庁
と
家
屋
所
有
者
双
方
が
費
用
を
負
担
す
る
こ
と
︑
政
庁
に
よ
る
補
償
制
度
を
導
入
す
る
こ
と
の
二
つ
が
条
例
に
明
記
さ
れ

た
こ
と
が
わ
か
る
︒
こ
う
し
て
︑
政
庁
は
家
屋
破
壊
の
た
め
の
費
用
の
一
部
を
負
担
す
る
こ
と
に
な
っ
た
︒

以
上
︑
本
章
で
は
衛
生
関
連
条
例
に
対
す
る
議
論
の
展
開
と
こ
れ
を
受
け
た
一
九
〇
八
年
の
条
例
の
修
正
に
つ
い
て
検
討
し
た
︒
オ
ー
プ
ン

ス
ペ
ー
ス
の
拡
大
に
つ
い
て
家
屋
所
有
者
は
経
済
的
自
由
主
義
と
自
身
の
利
益
保
護
の
観
点
か
ら
反
発
し
た
が
︑
政
庁
は
彼
ら
が
費
用
を
負
担

す
る
方
針
を
変
更
し
な
か
っ
た
︒
一
方
で
キ
ュ
ー
ビ
ク
ル
の
問
題
に
つ
い
て
は
︑
政
庁
・
家
屋
所
有
者
・
専
門
職
の
立
法
局
非
官
守
議
員
を
含

め
て
広
く
議
論
さ
れ
た
︒
既
存
の
家
屋
に
お
け
る
キ
ュ
ー
ビ
ク
ル
の
必
要
性
に
対
す
る
認
識
は
広
く
共
有
さ
れ
て
お
り
︑
議
論
の
焦
点
は
そ
の

内
部
環
境
を
如
何
に
改
善
す
る
か
と
い
う
点
に
あ
っ
た
︒
政
庁
は
こ
こ
で
も
財
政
負
担
の
軽
減
を
重
視
し
て
い
た
が
︑
専
門
職
の
立
法
局
非
官

守
議
員
が
反
発
し
た
た
め
に
政
策
を
一
部
変
更
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
︒
こ
れ
以
降
二
〇
年
以
上
に
わ
た
っ
て
﹁
公
衆
衛
生
及
び
建
築
条
例
﹂

が
大
き
く
修
正
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
︑
こ
の
修
正
に
よ
っ
て
香
港
政
庁
の
家
屋
環
境
の
改
善
に
対
す
る
基
本
的
な
方
針
が
決
定
し
た
と
言
え
る
︒

最
後
に
︑
こ
う
し
た
条
例
が
ど
の
程
度
効
力
を
発
揮
し
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
言
及
し
て
お
く
︒
表
②
は
︑
一
九
〇
〇
年
か
ら
一
九
〇
九
年

ま
で
の
オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
と
キ
ュ
ー
ビ
ク
ル
に
関
す
る
違
反
の
告
発
︵
prosecution
︶
件
数
と
罰
金
額
で
あ
る
︒
こ
れ
を
見
る
と
︑
オ
ー
プ

ン
ス
ペ
ー
ス
と
キ
ュ
ー
ビ
ク
ル
の
問
題
共
に
増
減
は
あ
る
も
の
の
徐
々
に
減
少
し
︑
一
九
〇
九
年
に
は
ほ
と
ん
ど
違
反
案
件
が
無
く
な
っ
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
︒
条
例
の
規
定
は
大
き
な
反
発
を
受
け
な
が
ら
も
あ
る
程
度
機
能
し
て
い
た
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
︒
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①

H
K
SP
,
1907,
N
o.10.
R
eport
of
the
C
om
m
ission
A
ppointed
by
his

E
xcellency
the
G
overnor
to
E
nquire
into
and
R
eport
on
the

A
dm
inistration
of
the
Sanitary
and
B
uilding
R
egulations
E
nacted
by

the
Public
H
ealth
and
B
uildings
O
rdinance.1903,and
the
E
xistence

of
C
orruption
am
ong
the
O
fficials
C
harged
w
ith
the
A
dm
inistration

of
the
A
foresaid
R
egulations︵
以
下
︑
R
eport
of
1907
と
表
記
︶,
p.3.

②

実
際
︑
調
査
委
員
会
に
は
﹁
現
在
実
行
さ
れ
て
い
る
一
九
〇
三
年
の
条
例
に
お

い
て
規
定
さ
れ
た
衛
生
・
建
築
に
関
す
る
規
則
の
運
用
は
十
分
に
満
足
の
い
く
も

の
か
ど
う
か
︑
そ
う
で
な
け
れ
ば
如
何
に
改
良
す
る
か
﹂︑
そ
し
て
﹁
上
述
の
規

則
の
運
用
に
あ
た
っ
て
い
る
公
務
員
の
間
で
︑
不
正
や
汚
職
が
存
在
し
て
い
る
︑

あ
る
い
は
存
在
し
て
き
た
か
﹂
の
二
つ
の
問
題
に
つ
い
て
報
告
す
る
こ
と
が
求
め

ら
れ
て
い
た
︒
本
稿
で
は
特
に
取
り
上
げ
な
い
が
︑
下
級
官
吏
に
よ
る
汚
職
の
有

無
に
つ
い
て
︑
香
港
で
は
労
働
力
や
備
品
の
供
給
︑
清
掃
業
務
や
屎
尿
回
収
業
務

に
関
す
る
契
約
が
中
国
系
住
民
の
契
約
業
者
に
よ
っ
て
寡
占
状
態
に
あ
っ
た
こ
と
︑

彼
ら
が
イ
ギ
リ
ス
人
の
衛
生
監
督
官
と
癒
着
関
係
に
あ
り
︑
さ
ら
に
監
督
官
の
側

が
契
約
業
者
に
対
し
て
優
位
に
あ
っ
た
こ
と
が
こ
の
報
告
に
お
い
て
明
ら
か
に
な

っ
た
︒

③

H
K
H
,
5
M
ar.1908,
pp.18-19.

④

ポ
ロ
ッ
ク
︵
H
enry
E
dw
ard
Pollock,一
八
六
四

一
九
五
三
︶
は
イ
ギ
リ

ス
で
も
有
名
な
法
律
一
家
に
生
ま
れ
︑
一
八
八
八
年
に
単
身
香
港
に
移
住
し
た
︒

そ
の
後
立
法
局
非
官
守
議
員
︵
一
九
〇
三

一
九
〇
四
︑
一
九
〇
六

一
九
四

一
︶︑
行
政
局
︵
E
xecutive
C
ouncil︶
非
官
守
議
員
︵
一
九
二
一

一
九
四

一
︶
を
務
め
た
︒
日
本
の
香
港
占
領
後
も
香
港
に
留
ま
っ
た
が
︑
晩
年
は
シ
ド

ニ
ー
で
過
ご
し
た
︒

⑤

当

初

メ

ン

バ
ー

は

ポ

ロ
ッ

ク
・
ヒ
ュ
ー

イ
ッ

ト
︵
E
dbert
A
nsger

H
ew
ett︶・
馮
華
川
・
劉
鑄
伯
・
ハ
ン
フ
リ
ー
ズ
︵
H
enry
H
um
phreys︶・
シ

ェ
ル
ト
ン
＝
フ
ー
パ
ー
︵
A
ugustus
Shelton
H
ooper︶
だ
っ
た
が
︑
五
月
二

一
日
に
行
わ
れ
た
初
回
の
会
議
で
委
員
長
の
ポ
ロ
ッ
ク
が
辞
任
し
た
た
め
︑
改
め

て
ヒ
ュ
ー
イ
ッ
ト
が
主
席
に
任
命
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
︒

⑥

当
時
ヒ
ュ
ー
イ
ッ
ト
は
香
港
総
商
会
の
主
席
を
︑
中
国
人
委
員
の
馮
華
川
と
劉

鑄
伯
は
香
港
中
華
総
商
会
の
主
席
を
務
め
て
お
り
︑
不
動
産
投
資
を
行
う
商
人
た

ち
を
代
表
す
る
立
場
に
あ
っ
た
︒
ま
た
ハ
ン
フ
リ
ー
ズ
は
不
動
産
関
連
の
会
社
を

経
営
し
て
お
り
︑
シ
ェ
ル
ト
ン
＝
フ
ー
パ
ー
は
建
築
業
に
携
わ
っ
て
自
身
も
不
動

産
を
所
有
し
て
い
た
︒

⑦

R
eport
of
1907,
pp.6-9.

⑧

Ibid.,
pp.9-11.

⑨

H
K
SP
,
1907,
N
o.
11.
M
inute
by
the
C
olonial
Secretary
on
the

R
eport
of
the
C
om
m
ission
to
E
nquire
into
the
W
orking
of
the
Public

H
ealth
and
B
uildings
O
rdinance
and
the
E
xistence
of
C
orruption
in

the
Sanitary
D
epartm
ent,
pp.1-6.

⑩

“H
ong
K
ong
Sanitary
B
oard,”
H
ong
K
ong
W
eekly
P
ress,5
M
ay.

1907.

⑪

H
K
H
,13
Jun.1907,
p.13.

⑫

Ibid.,
pp.12-13.

⑬

H
K
H
,
20
Jun.1907,
p.18.

⑭

H
K
H
,
20
Jun.1907,
pp.17-20.

⑮

Ibid.,
pp.21-22.

⑯

H
K
H
,
27
Jun.1907,
pp.24-27.

⑰

韋
玉
︵
Sir
B
oshan
W
ei-Y
uk,
一
八
四
九

一
九
二
一
︶
は
香
港
生
ま
れ
の

中
国
人
商
人
︒
父
韋
光
の
後
を
継
い
で
チ
ャ
ー
タ
ー
ド
・
マ
ー
カ
ン
タ
イ
ル
銀
行

の
買
辦
を
務
め
た
︒
一
八
九
六
年
に
立
法
局
非
官
守
議
員
の
中
国
人
枠
が
二
人
に

拡
大
さ
れ
た
際
に
非
官
守
議
員
に
任
命
さ
れ
︑
一
九
一
四
年
に
は
何
啓
の
後
を
う

け
て
主
席
非
官
守
議
員
と
な
っ
た
︒

⑱

オ
ズ
ボ
ー
ン
︵
E
dw
ard
O
sborne,
一
八
六
一

一
九
三
九
︶
は
事
務
弁
護
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士
で
香
港
の
企
業
の
事
務
職
を
務
め
︑
イ
ギ
リ
ス
に
帰
国
後
は
ヒ
ー
ス
に
居
住
し

市
長
を
務
め
た
︵
一
九
二
二

一
九
二
四
︶︒

⑲

Ibid.,
pp.27-32.

⑳

Ibid.,
p.32.ケ
ズ
ウ
ィ
ッ
ク
︵
H
enry
K
esw
ick,一
八
七
〇

一
九
二
八
︶

は
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
に
起
源
を
持
つ
ビ
ジ
ネ
ス
界
の
名
家
で
ジ
ャ
ー
デ
ィ
ン
・
マ

セ
ソ
ン
・
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
に
関
わ
る
一
族
と
し
て
有
名
で
あ
る
ケ
ズ
ウ
ィ
ッ

ク
家
の
出
身
で
あ
る
︒
ラ
ム
に
つ
い
て
は
建
築
業
者
で
あ
る
こ
と
以
外
は
よ
く
わ

か
ら
な
い
︒

㉑

H
K
SP
,
1907,
N
o.
38.
R
eport
of
the
C
om
m
ittee
A
ppointed
to

C
onsider
and
M
ake
Suggestions
for
D
ealing
w
ith
the
C
ubicle

Q
uestion,
pp.1-2.
督
理
建
造
官
は
一
九
〇
三
年
の
﹁
公
衆
衛
生
及
び
建
築
条

例
﹂
が
制
定
さ
れ
た
際
に
新
た
に
設
け
ら
れ
た
役
職
で
あ
り
︑﹁
工
務
司
あ
る
い

は
本
条
例
及
び
修
正
し
た
条
例
の
第
三
部
︵
家
屋
に
関
す
る
部
分
︑
筆
者
注
︶
の

規
定
を
実
行
す
る
た
め
に
︑
総
督
が
任
命
し
た
人
物
﹂
と
さ
れ
︑
実
際
に
は
工
務

司
が
兼
任
し
て
い
た
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た
だ
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︑
成
立
し
た
修
正
条
例
で
は
家
屋
の
裏
側
の
通
路
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付
き
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オ
ー

プ
ン
ス
ペ
ー
ス
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含
ん
で
よ
い
と
さ
れ
︵
H
K
G
G
,
3
Jul.1908,
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あ
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が
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有
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︒

㉙

H
K
G
G
,
6
M
ar.1908,
pp.246-247.

㉚

H
K
H
,4
Jun.1908,
p.58.

㉛

Ibid.,
p.59.

㉜

Ibid.,
p.60.

㉝

H
K
G
G
,
3
Jul.1908,
p.807.

㉞

H
K
H
,30.
A
pr
1908,
pp.32-38.

㉟

H
K
H
,4
Jun.1908,
p.60.

㊱

Ibid.,
pp.56-57.

㊲

ル
ガ
ー
ド
︵
F
rederick
John
Lugard,
一
八
五
八

一
九
四
五
︶
は
イ
ギ
リ

ス
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軍
人
で
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
総
督
︵
一
九
一
二

一
九
一
九
︑
う
ち
一
九
一
二

一
九
一
四
は
保
護
領
︶
や
国
際
連
盟
の
委
任
統
治
委
員
会
の
イ
ギ
リ
ス
代
表
︵
一

九
二
二

一
九
三
六
︶
を
歴
任
し
た
︒
ま
た
︑
一
九
二
二
年
の
﹃
英
領
熱
帯
ア
フ

リ
カ
の
二
重
統
治
論
﹄︵
T
he
D
ual
M
andate
in
B
ritish
T
ropical
A
frica︶

は
間
接
統
治
論
の
著
作
と
し
て
有
名
で
あ
る
︒
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お

わ

り

に

本
稿
を
閉
じ
る
に
あ
た
り
︑
こ
こ
ま
で
の
議
論
を
整
理
し
た
上
で
今
後
の
展
望
を
示
し
て
お
く
︒
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一
八
九
四
年
の
ペ
ス
ト
流
行
後
︑
政
庁
は
本
格
的
な
中
国
人
の
居
住
環
境
改
善
事
業
に
乗
り
出
し
た
︒
太
平
山
地
区
で
は
土
地
の
接
収
を
実

施
し
た
が
︑
香
港
全
域
に
対
し
て
は
既
存
の
家
屋
の
改
良
︑
特
に
オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
の
拡
大
と
キ
ュ
ー
ビ
ク
ル
の
問
題
の
解
決
が
重
視
さ
れ
︑

衛
生
関
連
条
例
の
制
定
・
修
正
が
繰
り
返
さ
れ
た
︒
政
庁
は
衛
生
政
策
が
財
政
を
圧
迫
す
る
こ
と
に
対
し
て
強
い
懸
念
を
示
し
て
い
た
︒
ま
た
︑

政
策
を
通
じ
て
中
国
人
社
会
へ
の
介
入
を
強
め
る
一
方
で
︑
現
存
す
る
家
屋
に
お
け
る
キ
ュ
ー
ビ
ク
ル
の
維
持
を
︵
数
に
制
限
は
あ
れ
︶
認
め
る

な
ど
中
国
人
社
会
へ
の
一
定
の
配
慮
も
み
せ
た
︒
政
庁
は
財
政
面
や
中
国
人
社
会
に
配
慮
し
な
が
ら
中
国
人
社
会
へ
の
介
入
に
お
い
て
最
も
効

率
的
な
政
策
を
選
択
し
た
と
言
え
る
︒

加
え
て
︑
条
例
は
居
住
環
境
の
改
善
の
た
め
に
規
制
を
設
け
︑
改
善
の
た
め
の
費
用
を
家
屋
所
有
者
に
負
担
さ
せ
て
い
た
と
い
う
点
で
︑
経

済
的
自
由
主
義
へ
介
入
す
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
永
島
剛
に
よ
れ
ば
︑
一
九
世
紀
後
半
に
本
国
イ
ギ
リ
ス
で
制
定
さ
れ
た
衛
生
関
連
の
法
律
は
い

ず
れ
も
実
際
に
履
行
す
る
か
ど
う
か
は
各
地
方
議
会
の
判
断
に
任
さ
れ
て
い
た
権
限
付
与
法
︵
Perm
issive
A
cts︶
で
あ
り
︑
ま
た
地
方
議
会

で
も
衛
生
事
業
は
経
済
的
自
由
主
義
の
観
点
か
ら
の
反
対
に
あ
っ
て
進
ま
な
い
こ
と
が
あ
っ
た①
︒
こ
れ
を
踏
ま
え
る
と
︑
香
港
の
条
例
は
本
国

よ
り
も
中
央
集
権
的
な
も
の
で
あ
り
︑
そ
れ
は
西
洋
人
・
中
国
人
の
別
な
く
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
あ
っ
た
︒

こ
う
し
た
状
況
に
対
し
て
︑
有
益
な
経
済
活
動
の
一
つ
と
し
て
不
動
産
投
資
を
行
っ
て
い
た
家
屋
所
有
者
は
自
身
の
利
益
保
護
の
観
点
か
ら

強
く
反
発
し
た
︒
オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
の
拡
大
に
つ
い
て
彼
ら
は
負
担
の
軽
減
や
補
償
を
要
求
し
た
が
︑
世
紀
転
換
期
に
は
彼
ら
の
主
張
が
政

庁
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
︒
一
方
︑
弁
護
士
や
医
師
な
ど
専
門
職
の
立
法
局
非
官
守
議
員
か
ら
も
反
発
を
受
け
た
キ
ュ
ー
ビ
ク

ル
の
問
題
の
解
決
策
に
関
し
て
︑
政
庁
は
政
策
を
一
部
修
正
し
費
用
負
担
を
認
め
た
︒
専
門
職
の
立
法
局
非
官
守
議
員
は
衛
生
状
況
の
改
善
を

重
視
し
︑
そ
の
た
め
に
は
政
庁
が
主
導
権
を
握
る
必
要
性
を
強
く
認
識
し
て
い
た
︒
そ
し
て
︑
政
庁
が
主
導
権
を
握
る
以
上
︑
財
政
的
な
負
担

も
政
庁
が
一
定
程
度
握
る
べ
き
だ
と
考
え
て
お
り
︑
家
屋
所
有
者
の
負
担
軽
減
と
政
庁
の
財
政
負
担
を
求
め
た
︒
従
っ
て
彼
ら
の
存
在
は
︑
政

策
に
対
す
る
必
要
以
上
の
反
発
を
避
け
た
い
政
庁
に
と
っ
て
無
視
で
き
な
い
重
要
な
も
の
と
な
っ
て
い
た
と
言
え
る
︒

さ
て
︑
本
稿
で
も
若
干
触
れ
た
が
︑
世
紀
転
換
期
に
中
国
人
の
居
住
環
境
の
改
善
と
並
ん
で
問
題
と
な
っ
た
の
が
衛
生
行
政
体
制
で
あ
り
︑

世紀転換期香港の衛生政策をめぐる議論（小堀）
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特
に
潔
浄
局
に
ど
の
よ
う
な
機
能
を
持
た
せ
る
の
か
に
つ
い
て
は
大
き
な
議
論
を
呼
ん
だ
︒
こ
れ
ま
で
行
政
と
政
策
と
は
全
く
別
の
問
題
と
し

て
論
じ
ら
れ
て
き
た
が
︑
本
稿
の
行
論
を
踏
ま
え
る
と
両
者
は
深
く
関
係
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
こ
う
し
た
観
点
か
ら
世
紀
転
換
期
の
衛

生
行
政
を
め
ぐ
る
議
論
を
再
構
成
す
る
こ
と
を
今
後
の
課
題
と
し
た
い
︒

①

永
島
剛
﹁
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
時
代
ブ
ラ
イ
ト
ン
市
に
お
け
る
衛
生
環
境
改
革
事
業

の
展
開
﹂﹃
三
田
学
会
雑
誌
﹄
二
〇
〇
一
年
︑
第
九
四
巻
三
号
︑
六
五

八
四
頁
︒

︵
京
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
︶
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The Controversy over Public Health Policy in British Hong Kong

from the Late 19
th

Century to the Early 20
th

Century:

The Improvement of Housing Conditions of

Chinese People and Economic Liberalism

by

KOBORI Shingo

The studies of the history of public health in Hong Kong under British

rule have analyzed how Chinese society in Hong Kong reacted to the policy

of the Hong Kong government, the local governing body of the British, until

the time of the plague epidemic in 1894. On the other hand, the

administration and policy on public health after the plague epidemic have

not been sufficiently addressed in prior studies, and only a summary

overview of their progress has been made. However, public health policy and

its administration in Hong Kong in the first half of the twentieth century

affected diverse aspects of Hong Kong society, including the Chinese

community, the British community and the business community of

westerners and Chinese. This article analyzes public health policy in Hong

Kong after the plague, especially the characteristics of the policy regarding

the housing environment of the Chinese and the discussion about it from the

viewpoint of its effect on economic liberalism.

The first section surveys the situation of the housing environment of the

Chinese at the end of the nineteenth century. The problem most often

discussed in regard to the housing environment of the Chinese was the lack

of the sunshine and ventilation. Because three or four-story buildings in the

Chinese residential area were densely built, it was important to expand open

spaces. Moreover, the existence of “cubicles” small spaces without

windows inside these houses was also a problem.

The second section analyzes the principle the Hong Kong government

used in deciding the policy for the expansion of open spaces and the solution

of the cubicle problem from 1896 to 1903. After the plague epidemic, the

government carried out land resumption in the Taipingshan District, where

many of the plague victims had resided. But some colonial bureaucrats were

( 460 )



strongly concerned that the resumption of land would aversely affect public

finances. As a result of the report from the Insanitary Properties

Commission in 1898, the government adopted a policy having property

owners bear the cost for the improvement to existing houses throughout

Hong Kong, and a series of ordinances relating to public health was

established and then amended. This policy did not bring about change even

when Osbert Chadwick, a famous civil engineer sent from the Britain, had

proposed the land resumption.

The third section analyzes how Hong Kong society reacted to the ordinances

enacted from 1906 to 1908 by using reports of the commissions or committees,

the hansards of the Legislative Council, newspapers and so on. As the report

of the commission of enquiry looking into public health and the buildings

ordinance of 1907 shows, property owners objected to the policy of expanding

open spaces from the perspective of economic liberalism and protecting their

own interests. The government, however, did not change the policy. On the

other hand, the problem of the cubicles was widely discussed among the

government, property owners and professionals among the unofficial

members of the Legislative Council who played an especially important role.

They proposed a plan to demolish of the upper floors of unsanitary houses,

and through the report of the Cubicle Committee in 1907, the plan was

incorporated as an amendment to the public health and the buildings

ordinance in 1908. Moreover, in debating the ordinance, professionals among

the unofficial members of the Legislative Council succeeded in having the

government bear a portion of the cost. This was because they emphasized

the improvement of sanitary conditions and were strongly aware of the

necessity of the government taking the initiative for sanitary administration.

At the turn of the century, the Hong Kong government selected the most

efficient policy for involving Chinese society by taking into consideration

financial aspects and the Chinese community. In addition, the ordinances

they enacted interfered with economic liberalism because the cost of

improvements burdened property owners. It can be said that ordinances

relating to public health in Hong Kong were more centralized than those in

Britain and that they had a great influence on both Westerners and Chinese.

This article makes clear that in this situation, the claims of property owners

were not accepted by the government as they had been before the plague

epidemic, and that professionals among the unofficial members of the

Legislative Council, to whom many scholars have paid little or no attention,

had a certain degree of influence and power.
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