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應
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應
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は
じ
め
に

本
稿
は
︑
二
〇
世
紀
轉
奄
�
の
香
�
に
お
け
る
集
權
�
衞
生
行
政
體
制
の
成
立
	


を
︑﹁
中
央
／
地
方
﹂
關
係
と
い
う
枠
組
み
か
ら
分
析

す
る
こ
と
で
︑
�
民
地
に
お
け
る
�
�
代
か
ら
�
代
へ
の
移
行
の
一
形
態
を
再
考
す
る
も
の
で
あ
る
︒

一
九
世
紀
�
ば
以
影
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
國
家
が
個
人
に
對
し
て
よ
り
積
極
�
に
關
わ
っ
て
い
く
こ
と
が
重
視
さ
れ
︑
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
擴

閏
が
目
指
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た(1

)
︒
こ
う
し
た
動
き
の
う
ち
�
も
早
い
段
階
で
生
じ
た
も
の
の
ひ
と
つ
が
︑
�
代
�
衞
生
行
政
體
制
の
�
入
や

衞
生
政
策
の
展
開
で
あ
る(2

)
︒
し
か
し
︑
�
代
�
衞
生
行
政
體
制
は
社
會
や
個
人
の
管
理
に
繫
が
る
も
の
で
も
あ
り
︑
こ
れ
が
と
り
わ
け
顯
在
�

し
た
地
域
が
�
民
地
で
あ
っ
た
︒
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ア
ー
ノ
ル
ド
が
﹁
身
體
の
�
民
地
�
﹂
と
い
う
槪
念
を
提
唱
し
て
以
影
︑
�
民
地
に
お
い

て
醫
療
・
衞
生
行
政
が
果
た
し
た
荏
�
の
手
段
と
し
て
の
役
割
は
硏
究
者
閒
で
の
共
�
 
識
と
な
っ
た(3

)
︒
そ
し
て
︑
本
稿
に
お
い
て
取
り
上
げ

る
香
�
で
も
�
代
�
衞
生
行
政
體
制
の
�
入
は
社
會
に
大
き
な
變
�
を
も
た
ら
し
た
︒

こ
れ
ま
で
︑
�
民
地
に
お
け
る
衞
生
問
題
を
め
ぐ
る
對
立
は
︑
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
リ
ズ
ム
や
サ
バ
ル
タ
ン
硏
究
の
影
!
を
"
け
て
﹁
西
洋
�

を
試
み
る
宗
#
國
／
自
身
の
�
�
や
慣
$
を
守
る
現
地
社
會
﹂
と
い
う
對
立
%
&
で
解
釋
さ
れ
て
き
た(4

)
︒
香
�
'
に
つ
い
て
は
︑
香
�
で
は
エ

リ
ザ
ベ
ス
・
シ
ン
に
︑
日
本
で
は
帆
刈
浩
之
に
代
表
さ
れ
る
東
華
醫
院
に
關
す
る
硏
究
を
擧
げ
る
こ
と
が
出
來
る(5

)
︒
し
か
し
︑
二
〇
世
紀
轉
奄

�
の
香
�
で
集
權
�
衞
生
行
政
が
�
入
さ
れ
た
と
き
︑
實
際
に
は
一
定
數
の
西
洋
人
と
中
國
人
が
と
も
に
﹁
地
方
自
治

(M
unicipality)
﹂
を

求
め
た
の
で
あ
る
︒

M
unicipality
と
い
う
言
葉
は
中
央
政
府
に
對
す
る
地
方
自
治
體
を
表
す
も
の
で
あ
り
︑
こ
こ
で
こ
の
言
葉
が
出
て
く
る
の
は
い
く
ぶ
ん
奇

妙
に
思
え
る
か
も
し
れ
な
い
︒
そ
も
そ
も
英
領
香
�
は
�
民
地
省
管
3
下
の
香
�
政
廳

(H
ong
K
ong
G
overnm
ent)
に
よ
っ
て
瓜
治
さ
れ
て

お
り
︑
香
�
を
め
ぐ
る
﹁
中
央
／
地
方
﹂
關
係
と
い
え
ば
地
理
�
關
係
と
し
て
も
權
力
關
係
と
し
て
も
﹁
中
央=

イ
ギ
リ
ス
本
國
﹂
に
對
す
る

﹁
地
方=

香
�
﹂
と
い
う
イ
ギ
リ
ス
=
國
の
枠
組
み
で
捉
え
る
の
が
一
般
�
で
あ
ろ
う
︒
も
ち
ろ
ん
︑
世
紀
轉
奄
�
の
香
�
に
お
い
て
�
民
地
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に
お
け
る
自
治
を
求
め
る
>
見
が

(西
洋
人
・
中
國
人
雙
方
と
も
に
)
存
在
し
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
︒
し
か
し
︑
實
際
に
當
該
時
�
の
香
�

に
お
い
て
よ
り
重
視
さ
れ
た
の
は
︑﹁
中
央=

香
�
政
廳
﹂
に
對
す
る
﹁
地
方=

現
地
の
西
洋
人
・
中
國
人
雙
方
に
よ
る
政
治
�
・
社
會
�
枠

組
み
﹂
と
い
う
權
力
上
の
疑
似
�
な
﹁
中
央
／
地
方
﹂
關
係
で
あ
っ
た
︒
そ
こ
で
本
稿
で
は
︑
地
方
自
治
あ
る
い
は
地
方
自
治
體
と
い
う
言
葉

を
本
來
の
>
味
で
用
い
る
場
合
に
は
そ
の
ま
ま
表
記
し
︑
香
�
獨
自
の
�
?
で
用
い
る
場
合
に
は
﹁
地
方
自
治
﹂
あ
る
い
は
﹁
地
方
自
治
體
﹂

と
﹁

﹂
つ
き
で
表
記
す
る
こ
と
に
す
る
︒

一
九
世
紀
末
の
香
�
の
中
國
人
エ
リ
ー
ト
に
と
っ
て
政
治
�
・
社
會
�
に
重
@
な
>
味
を
持
っ
た
の
が
上
営
の
東
華
醫
院
で
あ
っ
た
と
す
る

な
ら
ば
︑
多
く
の
西
洋
人
と
中
國
人
エ
リ
ー
ト
層
の
雙
方
に
と
っ
て
重
@
な
>
味
を
持
っ
た
の
が
︑
本
稿
で
取
り
上
げ
る
�
淨
局

(Sanitary

B
oard
(6
))

と
呼
ば
れ
た
機
關
で
あ
っ
た(7

)
︒
一
八
八
二
年
︑
イ
ギ
リ
ス
本
國
か
ら
E
F
さ
れ
て
き
た
土
木
技
師
の
オ
ズ
バ
ー
ト
・
チ
ャ
ド
ウ
ィ
ッ

ク(8
)

が
上
下
水
G
の
整
備
や
中
國
人
の
居
H
I
境
の
改
善
︑
衞
生
行
政
體
制
の
强
�
を
提
案
し
た
こ
と
を
"
け
て
︑
一
八
八
三
年
に
政
廳
內
に
設

立
さ
れ
た
の
が
�
淨
局
で
あ
る
︒
そ
も
そ
も
�
淨
局
は
衞
生
問
題
を
議
論
す
る
た
め
の
�
民
地
官
僚

(官
守
議
員
officialm
em
bers)
に
よ
っ

て
%
成
さ
れ
る
合
議
機
關
で
あ
っ
た
が
︑
一
八
八
六
年
に
は
政
廳
內
に
職
を
持
た
な
い
市
民
も
メ
ン
バ
ー
に
加
え
ら
れ

(非
官
守
議
員
unoffi-

cialm
em
bers)
︑
一
八
八
七
年
に
制
定
さ
れ
た
﹁
公
衆
衞
生
條
例
﹂
で
は
非
官
守
議
員
が
%
成
員
の
多
數
E
を
占
め
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
た

(官
守
議
員
四
名
︑
非
官
守
議
員
六
名
)
︒
こ
の
六
名
の
う
ち
二
名
は
O
稅
者
に
よ
る
投
票
に
よ
っ
て
西
洋
人
か
ら
Q
出
さ
れ
︑
總
督
か
ら
任
命
さ

れ
る
殘
り
の
四
名
の
う
ち
二
名
は
中
國
人
か
ら
Q
出
さ
れ
た
︒
ま
た
一
八
八
八
年
に
は
︑
G
路
や
上
下
水
G
な
ど
の
イ
ン
フ
ラ
を
整
備
す
る
工

務
司
署
(Public
W
orks
D
epartm
ent)
か
ら
衞
生
行
政
の
實
務
を
擔
う
專
門
部
局
が
獨
立
し
︑
�
淨
局
の
管
3
下
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
︒
こ
う
し
て
�
淨
局
は
︑
多
く
の
西
洋
人
と
中
國
人
の
市
民
か
ら
︑
條
例
制
定
機
關
で
あ
る
立
法
局

(Legislative
C
ouncil)
と
は
別
の
︑

限
定
�
な
﹁
地
方
自
治
體
﹂
に
お
け
る
代
議
制
機
關
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
 
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒

�
淨
局
を
め
ぐ
る
議
論
の
發
端
と
な
っ
た
の
が
︑
一
八
九
四
年
に
Y
こ
っ
た
ペ
ス
ト
液
行
で
あ
っ
た(9

)
︒
二
�
に
廣
東
省
で
液
行
が
始
ま
っ
た

ペ
ス
ト
は
︑
五
�
に
は
香
�
に
傳
播
し
︑
六
�
ま
で
の
閒
に
感
染
者
二
六
〇
〇
人
以
上
︑
死
者
二
五
〇
〇
人
以
上
を
出
す
事
態
と
な
っ
た
︒
こ
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れ
以
後
一
九
二
三
年
に
か
け
て
每
年
の
よ
う
に
ペ
ス
ト
が
液
行
し
︑
し
ば
し
ば
一
〇
〇
〇
人
を
超
え
る
犧
牲
者
を
出
し
て
お
り
︑
香
�
で
は
[

時
の
衞
生
狀
況
の
改
善
が
重
@
な
課
題
と
な
っ
た
︒
ペ
ス
ト
患
者
の
多
く
は
中
國
人
で
あ
っ
た
た
め
︑
政
廳
は
中
國
人
社
會
を
病
氣
の
溫
床
と

み
な
し
︑
集
權
�
衞
生
行
政
體
制
の
�
入
に
よ
っ
て
そ
の
管
理
を
試
み
た
︒
本
國
イ
ギ
リ
ス
で
も
一
九
世
紀
を
�
し
て
地
方
自
治
制
度
の
�
代

�
な
再
^
が
行
わ
れ
る
な
か
で
中
央
と
地
方
の
ど
ち
ら
が
衞
生
行
政
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
を
握
る
か
と
い
う
點
が
大
き
な
問
題
と
な
っ
た
が
︑
結

果
と
し
て
あ
る


度
地
方
の
權
限
が
維
持
さ
れ
た(10

)
︒
つ
ま
り
︑
�
代
�
衞
生
行
政
體
制
の
一
方
の
極
に
中
央
集
權
�
體
制
が
︑
も
う
一
方
の
極

に
地
方
分
權
�
體
制
が
存
在
す
る
の
で
あ
り
︑
香
�
の
集
權
�
衞
生
行
政
體
制
の
成
立
	


は
﹁
中
央
／
地
方
﹂
關
係
が
�
�
代
�
な
も
の
か

ら
�
代
な
も
の
へ
と
移
行
す
る
際
の
ド
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
一
形
態
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒

�
淨
局
の
性
格
の
變
�
	


に
つ
い
て
は
︑
旣
に
先
行
硏
究
に
よ
っ
て
整
理
さ
れ
て
い
る
︒
ジ
ョ
ー
ジ
・
エ
ン
ダ
コ
ッ
ト
は
︑
世
紀
轉
奄
�

に
集
權
�
衞
生
行
政
體
制
が
確
立
さ
れ
�
淨
局
の
權
限
が
制
限
さ
れ
る
	


を
槪
觀
し
︑
こ
れ
に
對
し
て
O
稅
者
か
ら
﹁
地
方
自
治
﹂
を
求
め

て
反
撥
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た(11

)
︒
ま
た
劉
潤
和
も
︑
エ
ン
ダ
コ
ッ
ト
の
議
論
を
踏
襲
し
た
上
で
�
淨
局
の
性
格
が
變
�
す
る
	


を
よ
り

詳
細
に
檢
討
し
た(12

)
︒
こ
れ
ら
は
﹁
政
廳
對
O
稅
者
﹂
と
い
う
觀
點
に
立
っ
て
お
り
本
稿
の
分
析
視
角
と
も
�
じ
る
も
の
が
あ
る
が
︑
制
度
の
變

�
に
重
點
を
置
い
て
い
る
た
め
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
#
張
の
背
景
に
つ
い
て
は
十
分
に
a
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
︒

こ
れ
に
對
し
て
︑
世
紀
轉
奄
�
の
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
地
方
衞
生
當
局
の
活
動
に
つ
い
て
論
じ
て
き
た
永
島
剛
は
︑
イ
ギ
リ
ス
本
國
の
衞
生

行
政
體
制
と
の
比
�
か
ら
香
�
の
衞
生
行
政
體
制
の
分
析
を
試
み
て
い
る
︒
彼
に
よ
れ
ば
︑
地
方
自
治
體
が
#
�
す
る
形
で
地
域
社
會
の
利
b

と
衞
生
官
僚
の
持
つ
專
門
�
見
解
と
が
�
整
さ
れ
て
い
た
イ
ギ
リ
ス
本
國
と
は
衣
な
り
︑
香
�
で
は
經
濟
界
が
政
廳
#
�
の
衞
生
行
政
體
制
を

荏
持
し
て
お
り
︑
焦
點
は
﹁
中
國
人
社
會
へ
の
c
度
で
c
切
な
介
入
の
あ
り
方
﹂
を
摸
索
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
︒
そ
し
て
そ
の
結
果
︑
醫
學

�
・
衞
生
�
觀
點
と
現
地
社
會
に
お
け
る
諸
利
b
を
�
整
し
衞
生
行
政
の
實
效
性
を
上
げ
る
た
め
に
︑
事
務
官
僚
で
あ
る
カ
デ
ッ
ト
官
僚(13

)
が
衞

生
行
政
の
責
任
者
と
な
っ
た(14

)
︒
こ
こ
か
ら
は
︑
彼
が
﹁
西
洋
對
中
國
人
社
會
﹂
と
い
う
對
立
%
&
を
重
視
し
て
い
る
こ
と
が
讀
み
取
れ
る
︒

そ
こ
で
e
目
し
た
い
の
は
︑
政
廳
#
�
の
衞
生
行
政
體
制
に
對
す
る
市
民
の
態
度
に
つ
い
て
︑
エ
ン
ダ
コ
ッ
ト
・
劉
と
永
島
の
 
識
が
f
く
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衣
な
っ
て
い
る
と
い
う
點
で
あ
る
︒
お
そ
ら
く
こ
の
原
因
は
︑
彼
ら
が
﹁
政
廳
對
O
稅
者
﹂
あ
る
い
は
﹁
西
洋
對
中
國
人
社
會
﹂
と
い
う
對
立

%
&
の
い
ず
れ
か
一
方
に
g
重
し
た
た
め
に
多
元
�
な
對
立
%
&
に
目
を
向
け
な
か
っ
た
こ
と
に
あ
る
︒
著
者
は
こ
れ
ま
で
に
︑
世
紀
轉
奄
�

の
香
�
に
お
け
る
衞
生
政
策
︑
特
に
中
國
人
の
居
H
I
境
に
對
す
る
政
策
の
特
i
と
そ
れ
を
め
ぐ
る
議
論
を
分
析
し
た
が
︑
こ
こ
で
a
ら
か
と

な
っ
た
の
は
︑
家
屋
の
j
k
者
た
ち
と
醫
師
や
辯
護
士
な
ど
專
門
職
の
人
々
の
>
見
の
相
l
で
あ
っ
た(15

)
︒
こ
れ
ま
で
行
政
と
政
策
は
別
の
視
點

か
ら
論
じ
ら
れ
て
き
た
が(16

)
︑
結
論
か
ら
言
え
ば
兩
者
は
密
接
に
關
係
す
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
本
稿
で
は
こ
の
兩
者
の
關
係
性
に
e
>
し
な
が
ら
︑

世
紀
轉
奄
�
の
衞
生
行
政
を
め
ぐ
る
議
論
の
背
景
に
ど
の
よ
う
な
 
識
が
存
在
し
て
い
た
の
か
︑
そ
れ
が
�
代
�
衞
生
行
政
體
制
の
成
立
に
ど

う
影
!
し
た
の
か
を
考
え
て
み
た
い
︒

第
一
違

集
權
�
衞
生
行
政
體
制
の
成
立
	



第
一
�

集
權
�
衞
生
行
政
體
制
の
�
入
を
め
ぐ
る
政
廳
の
動
き

一
八
九
四
年
の
ペ
ス
ト
液
行
直
後
に
大
き
な
議
論
を
呼
ん
だ
の
が
︑
�
淨
局
の
再
^
に
關
す
る
問
題
で
あ
っ
た(17

)
︒
詳
細
な
經
雲
は
旣
に
先
行

硏
究
で
a
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
の
で
︑
こ
こ
で
は
そ
の
原
因
と
結
果
に
だ
け
言
�
す
る
︒
そ
も
そ
も
こ
の
議
論
は
︑
一
八
九
四
年
一
一
�
に
立

法
局
の
議
員
を
務
め
て
い
た
一
部
の
商
人
や
專
門
家
が
︑
非
官
守
議
員
が
多
數
を
占
め
る
�
淨
局
の
%
成
に
對
し
て
實
行
力
の
低
さ
を
指
摘
し
︑

官
守
議
員
が
多
數
E
と
な
る
よ
う
な
%
成
に
變
え
る
よ
う
@
求
し
た
こ
と
に
端
を
發
し
て
い
た
︒
し
か
し
︑
一
八
九
六
年
五
�
に
行
わ
れ
た
H

民
投
票
で
は
投
票
者
の
壓
倒
�
多
數
が
非
官
守
議
員
を
多
數
E
と
す
る
%
成
の
維
持
に
贊
成
し
た
た
め
︑
�
淨
局
の
再
^
は
先
m
り
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
︒
衞
生
行
政
體
制
が
ど
の
よ
う
に
あ
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
︑
こ
の
時
點
で
す
で
に
市
民
の
閒
で
>
見
の
不
一
致
が
見

ら
れ
た
點
は
︑
本
稿
の
問
題
>
識
に
照
ら
し
て
重
@
な
事
實
で
あ
る
︒

ペ
ス
ト
液
行
を
"
け
て
も
う
一
つ
問
題
と
な
っ
た
の
が
︑
醫
療
ス
タ
ッ
フ
の
增
員
で
あ
る
︒
一
八
七
一
年
︑
�
民
地
醫
官

(C
olonial
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Surgeon)
を
ト
ッ
プ
と
し
て
醫
療
行
政
を
擔
う
醫
務
署
(M
edicalD
epartm
ent)
が
設
置
さ
れ
︑
公
立
病
院
の
o
營
や
�
灣
で
の
檢
疫
作
業

な
ど
を
擔
っ
て
い
た
が
︑
ペ
ス
ト
液
行
に
對
し
て
は
十
分
に
對
應
す
る
こ
と
が
で
き
ず
︑
そ
の
原
因
と
し
て
人
員
不
足
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
︒
こ
の
問
題
に
つ
い
て
檢
討
す
る
た
め
の
委
員
會
が
一
八
九
五
年
一
�
に
設
置
さ
れ
︑
四
�
に
立
法
局
に
報
吿
書
が
提
出
さ
れ
た(18

)
︒
こ

の
報
吿
書
で
は
︑
�
民
地
醫
官
が
政
府
公
立
病
院

(G
overnm
ent
C
ivilH
ospital)
の
院
長
を
p
任
し
て
い
る
點
を
問
題
視
し
︑
�
民
地
醫
官

に
代
わ
っ
て
#
席
醫
官

(PrincipalM
edicalO
fficer)
を
設
置
し
︑
行
政
上
の
長
官
と
實
務
を
擔
う
役
人
と
の
分
業
を
園
底
す
る
こ
と
が
提
案

さ
れ
た(19

)
︒
ま
た
︑
こ
れ
に
加
え
て
衞
生
問
題
へ
の
對
處
と
し
て
怨
た
に
提
案
さ
れ
た
の
が
︑
衞
生
醫
官

(M
edicalO
fficer
of
H
ealth
(20
))

の
設
置

で
あ
っ
た
︒
衞
生
醫
官
は
︑
本
國
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
地
方
自
治
體
の
公
衆
保
永
行
政
の
實
務
擔
當
者
と
し
て
活
動
し
た
豫
防
醫
學
・
公
衆
衞

生
の
專
門
家
で
あ
る(21

)
︒
報
吿
書
で
は
︑
衞
生
醫
官
は
#
席
醫
官
の
管
理
か
ら
は
獨
立
す
る
も
の
と
さ
れ
︑
ま
た
�
淨
局
の
役
人
と
す
る
必
@
は

な
い
が
︑
會
議
に
は
出
席
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
た

(た
だ
し
議
決
權
は
な
し(22
))

︒

こ
の
提
案
を
"
け
て
︑
四
�
一
一
日
の
立
法
局
會
議
に
お
い
て
衞
生
醫
官
の
設
置
に
關
す
る
條
例
案
が
提
出
さ
れ
た(23

)
︒
た
だ
し
こ
の
條
例
案

に
は
︑
衞
生
醫
官
は
﹁
�
淨
局
の
�
常
の
メ
ン
バ
ー
の
持
つ
f
て
の
權
限
︑
特
權
︑
權
威
を
持
つ
﹂
と
規
定
さ
れ
て
い
た(24

)
︒
こ
れ
に
つ
い
て
四

�
一
七
日
の
立
法
局
會
議
に
お
い
て
︑
非
官
守
議
員
の
何
s(25

)
が
︑﹁
疑
い
な
く
政
廳
に
と
っ
て
だ
け
で
な
く
︑
公
衆
に
と
っ
て
も
︑
衞
生
醫
官

を
任
命
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
は
a
白
で
す
︒
し
か
し
︑
こ
の
條
例
を
�
入
す
る
こ
と
は
︑
衞
生
醫
官
を
任
命
す
る
こ
と
で
は
な
く
︑
衞
生
醫
官

に
︑
そ
れ
を
行
t
す
れ
ば
�
淨
局
と
衝
突
す
る
こ
と
に
な
る
に
l
い
な
い
權
限
を
與
え
る
こ
と
で
す
﹂
と
の
懸
念
を
示
し
た(26

)
︒
ま
た
︑
こ
の
時

點
で
は
委
員
會
の
報
吿
書
は
公
表
さ
れ
て
お
ら
ず
︑
そ
の
公
表
を
待
っ
て
か
ら
議
論
す
べ
き
だ
と
い
う
>
見
が
他
の
非
官
守
議
員
か
ら
も
出
た

が
︑
結
局
條
例
は
修
正
さ
れ
な
い
ま
ま
成
立
し
た(27

)
︒

こ
れ
に
强
く
反
撥
し
た
の
が
�
淨
局
の
非
官
守
議
員
で
あ
る
︒
四
�
二
二
日
に
開
か
れ
た
�
淨
局
の
特
別
會
議
に
お
い
て
︑
非
官
守
議
員
の

フ
ラ
ン
シ
ス

(John
Joseph
F
rancis,事
務
辯
護
士
)
は
以
下
の
よ
う
に
發
言
し
︑
衞
生
醫
官
が
�
淨
局
と
は
獨
立
し
て
權
限
を
持
つ
こ
と
へ
の

不
滿
を
示
し
た
︒
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事
實
の
問
題
と
し
て
︑
公
衆
保
永
法
の
下
で
︑
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
衞
生
醫
官
は
︑
衞
生
委
員
會
が
い
か
に
小
さ
く
︑
い
か
に
重
@
性
が
低

く
︑
い
か
な
る
人
々
に
よ
っ
て
%
成
さ
れ
て
い
よ
う
と
も
︑
f
て
の
都
市
や
農
村
に
お
け
る
衞
生
當
局
の
役
人
で
し
た
︒
香
�
で
は
︑
�

淨
局
に
は
三
人
の
十
分
に
c
格
な
醫
師
が
お
り
︑
な
お
か
つ
衞
生
醫
官
が
�
淨
局
の
メ
ン
バ
ー
と
し
て
置
か
れ
�
淨
局
へ
の
助
言
を
行
う

の
で
す
が
︑
彼
は
�
淨
局
の
指
�
下
で
行
動
す
る
の
で
は
な
く
︑
政
廳
の
指
�
下
に
あ
る
の
で
す(28

)
︒

彼
が
重
視
し
た
の
は
︑
衞
生
醫
官
が
イ
ギ
リ
ス
本
國
で
は
地
方
當
局
の
役
人
で
あ
る
の
に
對
し
て
香
�
で
は
政
廳
の
指
�
下
に
あ
る
と
い
う
點

で
あ
っ
た
︒
イ
ギ
リ
ス
本
國
で
は
︑
一
八
七
一
年
の
地
方
行
政
法
に
よ
っ
て
公
衆
衞
生
や
地
方
自
治
體
を
管
3
す
る
機
關
と
し
て
﹁
地
方
行
政

廳

(LocalG
overnm
ent
B
oard)
﹂
が
設
立
さ
れ
︑
一
八
七
五
年
に
は
公
衆
衞
生
法
が
制
定
さ
れ
た
が
︑
法
律
の
一
部
條
項
に
つ
い
て
は
各
地

方
自
治
體
が
獨
自
に
c
用
の
是
非
を
z
斷
す
る
こ
と
が
で
き
る
な
ど
︑
地
方
自
治
體
に
一
定


度
の
權
限
が
與
え
ら
れ
て
い
た
︒
ま
た
︑
衞
生

醫
官
を
頂
點
と
す
る
地
方
自
治
體
の
衞
生
當
局
も
地
方
議
會
の
決
定
な
し
に
は
活
動
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た(29

)
︒
そ
の
た
め
︑
�
淨
局
を
限

定
�
で
は
あ
れ
﹁
地
方
自
治
體
﹂
に
お
け
る
代
議
制
機
關
と
捉
え
る
非
官
守
議
員
に
と
っ
て
は
︑
香
�
で
の
衞
生
醫
官
の
地
位
は
本
國
で
の
そ

れ
を
逸
脫
す
る
も
の
だ
っ
た
︒
フ
ラ
ン
シ
ス
は
抗
議
の
た
め
に
非
官
守
議
員
を
辭
任
す
る
>
向
を
示
し
た
︒
當
時
�
淨
局
非
官
守
議
員
も
務
め

て
い
た
何
s
な
ど
他
の
非
官
守
議
員
も
こ
れ
に
同
�
し
︑
�
}
�
に
當
時
本
國
に
歸
國
し
て
い
た
一
人
を
除
い
て
f
員
が
辭
任
し
た
︒
し
か
し
︑

結
局
一
〇
�
一
一
日
に
本
國
か
ら
E
F
さ
れ
た
ク
ラ
ー
ク

(F
rancis
W
illiam
C
lark)
が
衞
生
醫
官
に
着
任
し(30

)
︑
一
二
�
三
日
の
�
淨
局
會
議

に
お
い
て
ク
ラ
ー
ク
が
衞
生
醫
官
と
し
て
�
淨
局
の
メ
ン
バ
ー
と
な
る
こ
と
が
承
 
さ
れ
た(31

)
︒
香
�
に
お
け
る
專
門
官
僚
の
重
視
は
本
國
と
�

民
地
と
の
閒
の
大
き
な
l
い
で
あ
り
︑
こ
れ
以
後
も
し
ば
し
ば
議
論
の
對
象
と
な
る

(圖
1
)
︒

一
方
︑
醫
療
行
政
に
も
變
�
が
あ
っ
た
︒
一
八
九
七
年
四
�
三
〇
日
附
で
ア
ト
キ
ン
ソ
ン

(John
M
itford
A
tkinson)
が
�
民
地
醫
官
�
び

�
淨
局
の
#
席
代
行
に
任
命
さ
れ(32

)
︑
さ
ら
に
七
�
一
日
に
は
�
民
地
醫
官
に
代
わ
っ
て
#
席
民
事
醫
官

(PrincipalC
ivilM
edicalO
fficer)
の

ポ
ス
ト
が
怨
設
さ
れ
て
ア
ト
キ
ン
ソ
ン
が
着
任
し
た(33

)
︒
こ
こ
で
e
目
し
た
い
の
が
︑
彼
の
醫
療
・
衞
生
行
政
に
對
す
る
 
識
で
あ
る
︒
先
の
委

員
會
で
彼
は
︑﹁
も
し
醫
務
署
に
衞
生
醫
官
が
�
置
さ
れ
る
な
ら
ば
︑
�
淨
局
を
置
く
必
@
性
は
f
く
な
い
と
考
え
ま
す
﹂
と
證
言
し
て
い
た(34

)
︒
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こ
こ
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
︑
彼
は
�
淨
局
の
存
在
に
否
定
�
で
あ
り
︑
醫
療
・
衞
生

行
政
の
瓜
合
に
熱
心
な
人
物
で
あ
っ
た
︒
そ
し
て
︑
こ
う
し
た
彼
の
�
勢
は
集
權
�

衞
生
行
政
體
制
の
成
立
に
大
き
く
影
!
す
る
こ
と
に
な
る
︒

第
二
�

衞
生
行
政
に
關
す
る
二
つ
の
報
吿
書

政
廳
#
�
の
衞
生
行
政
體
制
に
向
け
た
動
き
が
再
び
活
潑
�
す
る
の
は
︑
二
〇
世

紀
に
入
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
︒
一
九
〇
一
年
か
ら
一
九
〇
二
年
に
か
け
て
︑
こ

の
問
題
に
關
係
す
る
二
つ
の
報
吿
書
が
政
廳
に
提
出
さ
れ
た
︒
一
つ
目
が
︑
一
九
〇

一
年
一
二
�
に
提
出
さ
れ
た
醫
療
行
政
に
關
す
る
委
員
會
に
よ
る
報
吿
書
で
あ
る
︒

一
九
〇
一
年
六
�
︑
#
席
民
事
醫
官
代
行
の
ベ
ル

(John
B
ell)
が
輔
政
司

(C
olonial
Secretary,�
民
地
に
お
け
る
�
高
位
の
行
政
官
)
ロ
ッ
ク
ハ
ー
ト

(Jam
es

Stew
art
Lockhart)
へ
醫
官
の
增
員
を
@
�
し
た
こ
と
を
發
端
と
し
て
︑
香
�
政
廳

と
�
民
地
省
の
閒
で
の
議
論
を
經
た
結
果
︑
一
〇
�
に
怨
た
な
�
査
委
員
會
を
組
織

す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
た(35

)
︒
こ
の
委
員
會
に
は
︑
①
醫
務
署
の
ス
タ
ッ
フ
の
人
員
%

成
に
つ
い
て
︑
②
#
席
民
事
醫
官
の
位
置
と
義
務
に
つ
い
て
︑
の
二
點
を
報
吿
す
る

こ
と
が
求
め
ら
れ
た
︒
委
員
會
で
の
證
言
に
お
い
て
︑
ア
ト
キ
ン
ソ
ン
と
ク
ラ
ー
ク

は
眞
っ
向
か
ら
對
立
し
た
︒
ア
ト
キ
ン
ソ
ン
は
�
淨
局
を
廢
止
し
︑
衞
生
醫
官
を
醫

務
署
の
管
3
下
に
置
く
べ
き
だ
と
し
た
︒
一
方
で
ク
ラ
ー
ク
は
︑
�
淨
局
を
維
持
し
︑

衞
生
醫
官
は
�
淨
署
(Sanitary
D
epartm
ent)
の
長
と
な
る
べ
き
だ
と
�
言
し
た(36

)
︒
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結
局
報
吿
書
で
は
︑
先
の
②
の
問
題
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
指
摘
さ
れ
た
︒

私
た
ち
の
>
見
と
し
て
は
︑
醫
務
署
と
�
淨
署
は
完
f
に
分
け
ら
れ
︑
衞
生
醫
官
は
#
席
民
事
醫
官
か
ら
は
獨
立
し
て
い
る
べ
き
で
す
︒

醫
務
署
は
#
席
民
事
醫
官
の
指
�
下
に
あ
る
べ
き
で
あ
り
︑
し
か
し
な
が
ら
︑
#
席
民
事
醫
官
は
行
政
官
と
い
う
だ
け
で
な
く
︑
依
然
と

し
て
政
府
公
立
病
院
の
院
長
と
し
て
の
地
位
に
あ
る
べ
き
で
す
︒
�
淨
署
は
衞
生
醫
官
の
下
に
あ
り
︑
�
淨
局
の
管
理
に
從
う
べ
き
で
す(37

)
︒

こ
の
委
員
會
の
提
案
は
︑
そ
れ
ま
で
の
香
�
に
お
け
る
衞
生
行
政
體
制
を
肯
定
す
る
も
の
で
は
あ
っ
た
が
︑
ア
ト
キ
ン
ソ
ン
が
依
然
と
し
て
醫

療
・
衞
生
行
政
の
瓜
合
に
積
極
�
で
あ
っ
た
點
は
e
>
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
︒

一
方
で
︑
衞
生
行
政
體
制
に
よ
り
大
き
な
影
!
を
�
ぼ
す
こ
と
に
な
っ
た
の
が
︑
か
つ
て
香
�
の
衞
生
狀
況
を
�
査
し
た
チ
ャ
ド
ウ
ィ
ッ
ク

と
醫
師
の
シ
ン
プ
ソ
ン

(W
illiam
John
Sim
pson)
に
よ
る
香
�
の
衞
生
狀
況
に
關
す
る
報
吿
書
で
あ
る
︒
一
九
〇
一
年
六
�
︑
香
�
の
西
洋

人
商
人
を
中
心
と
し
た
團
體
で
あ
る
香
�
總
商
會

(H
ong
K
ong
G
eneralC
ham
ber
ofC
om
m
erce)
か
ら
香
�
政
廳
�
び
イ
ギ
リ
ス
本
國
に
對

し
て
︑
怨
た
に
本
國
か
ら
專
門
家
を
E
F
し
て
改
め
て
香
�
の
衞
生
狀
況
を
�
査
す
る
よ
う
嘆
願
書
が
提
出
さ
れ
た(38

)
︒
こ
れ
を
"
け
て
︑
一
一

�
に
チ
ャ
ド
ウ
ィ
ッ
ク
と
シ
ン
プ
ソ
ン
の
二
人
が
本
國
か
ら
E
F
さ
れ
て
�
査
を
開
始
し
た
︒
そ
し
て
︑
一
九
〇
二
年
五
�
に
提
出
さ
れ
た
報

吿
書
で
彼
ら
は
︑
以
下
の
よ
う
に
集
權
�
衞
生
行
政
體
制
の
�
入
を
提
案
し
た
︒

�
淨
局
の
%
成
に
つ
い
て
︑
�
淨
司

(Sanitary
C
om
m
issioner)
に
關
す
る
規
定
を
設
け
ま
す
︒
な
ぜ
な
ら
︑
私
た
ち
は
以
下
の
よ
う

に
確
信
し
て
い
る
か
ら
で
す
︒
す
な
わ
ち
︑
�
淨
署
は
一
人
の
行
政
官
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
︑
彼
は
f
て
の
時
閒
を
そ
の

職
務
に
捧
げ
る
べ
き
で
あ
り
︑
彼
は
�
淨
局
の
職
權
上
の
議
長
で
あ
り
署
の
長
で
あ
る
べ
き
で
す
︒
こ
の
行
政
官
は
衞
生
の
問
題
に
つ
い

て
特
に
訓
練
を
"
け
技
�
を
持
っ
た
醫
療
に
携
わ
る
人
物
で
あ
り
︑
政
廳
に
對
し
て
︑
署
の
效
�
�
な
行
政
に
責
任
を
持
つ
べ
き
で
あ
り

ま
す(39

)
︒

こ
れ
に
加
え
て
彼
ら
は
︑
提
案
に
沿
っ
た
怨
た
な
條
例
案
を
も
準
備
し
て
お
り
︑
こ
れ
は
六
�
一
〇
日
の
政
府
官
報
に
揭
載
さ
れ
た

(以
下
︑

條
�
に
つ
い
て
は
表
を
參
照(40
))

︒
條
例
案
の
第
八
條
で
は
︑
�
淨
司
が
�
淨
局
の
職
權
上
の
議
長
と
な
り
︑
衞
生
醫
官
が
�
淨
局
の
メ
ン
バ
ー
か
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表 關聯條�

日 附 條 條 �

1902 年 6 �

第 8 條

�淨局は以下のメンバーで%成される。�淨司 (Sanitary Com-
missioner, 職權上の議長 (Chairman))、工務司 (Director of
Public Works)、華民政務司 (Registrar General)、警察�長
(Captain Super-intendent of Police)、#席民事醫官�び 6人以
下の�加メンバー、うち 4 人 (うち 2 人は中國人) は總督によ
り任命され、2 人は特別�び一般陪審リストに含まれるO稅者、
專門職のために陪審義務を免除されたO稅者によりQ出される。

第 15 條

總督は以下のような人物を任命できる。それぞれ、衞生醫官、
�淨局書記、�灣衞生官 (Health Officers of the Port)、副衞生
醫官、局の副書記、衞生�査官 (Sanitary Surveyor)、�民地
獸醫官 (Colonial Veterinary Surgeon)、衞生監督官 (Sanitary
Inspectors) にc當な人物である。これらは�淨局の役人であ
る。總督は�淨局がしばしば推薦するような職員を任命する。

1902 年 7 � 第 8 條

�淨局は以下のメンバーで%成される。工務司、華民政務司、
警察�長、 #席民事醫官、�淨司�び 6 人以下の�加メン
バー、うち 4人 (うち 2人は中國人) は總督により任命され、2
人は特別�び一般陪審リストに含まれるO稅者、專門職のため
に陪審義務を免除されたO稅者によりQ出される。

1903 年 2 � 第 8 條

�淨局は以下のメンバーで%成される。工務司、華民政務司、
警察�長、#席民事醫官�び 6人以下の�加メンバー、うち 4
人 (うち 2 人は中國人) は總督により任命され、2 人は特別�
び一般陪審リストに含まれるO稅者、專門職であるために陪審
義務を免除されたO稅者によりQ出される。

1903 年 11�

第 8 條

�淨局は以下のメンバーで%成される。#席民事醫官 (職權上
の#席 (President))、工務司、華民政務司、警察司、衞生醫官
�び 6人以下の�加メンバー、うち 4 人 (うち 2 人は中國人)
は總督により任命され、2 人は特別�び一般陪審リストに含ま
れるO稅者、專門職のために陪審義務を免除されたO稅者によ
りQ出される。
#席民事醫官は�淨局の決定を實行し效力を與えるために必@
な指示を與える。また、彼は�淨署 (Sanitary Department) の
行政上の長官である。

第 19條

總督は�淨局の書記�び副書記、衞生醫官�び副衞生醫官、衞
生�査官、衞生監督官、�民地獸醫官を任命する。これらは�
淨署の役人である。また、總督は�淨局の長官がしばしば推薦
するような�淨署の職員を任命する。

1903 年 12� 第 8 條

�淨局は以下のメンバーで%成される。#席民事醫官 (職權上
の#席)、工務司、華民政務司、警察�長�び 6人以下の�加メ
ンバー、うち 4人 (うち 2人は中國人) は總督により任命され、
2 人は特別�び一般陪審リストに含まれるO稅者、專門職のた
めに陪審義務を免除されたO稅者によりQ出される。
#席民事醫官は�淨局の決定を實行し效力を與えるために必@
な指示を與える。また、彼は�淨署の行政上の長官である。

出典：HKGG, 10 Jun. 1902, pp. 1018-1019, HKGG, 11 Jul. 1902, p. 1268, HKGG, 27 Feb. 1903, pp.
177-178, HKGG, 20 Nov. 1903, pp. 1617-1619, HKGG, 24 Dec. 1903, p. 1738.



ら
外
れ
る
と
さ
れ
た
︒
一
方
で
第
一
五
條
で
は
︑
衞
生
行
政
に
携
わ
る
役
人
に
つ
い
て
は
そ
の
ま
ま
�
淨
局
の
役
人
と
さ
れ
た
︒

香
�
市
民
は
條
例
案
を
ど
の
よ
う
に
"
け
止
め
た
の
だ
ろ
う
か
︒
六
�
二
一
日
附
H
ong
K
ong
W
eekly
P
ress
に
は
︑
衞
生
醫
官
の
ク

ラ
ー
ク
が
�
淨
司
に
な
る
の
が
良
い
と
い
う
﹁
眞
の
香
�
人

(B
ona-fide
H
ongkongite)
﹂
な
る
人
物
の
署
名
附
き
の
記
事
が
揭
載
さ
れ
た(41

)
︒

一
方
で
︑
六
�
三
〇
日
附
H
ong
K
ong
W
eekly
P
ress
の
中
國
人
エ
リ
ー
ト
た
ち
が
開
い
た
會
合
に
關
す
る
記
事
に
よ
れ
ば
︑
�
淨
局
の
非

官
守
議
員
で
あ
る
劉
鑄
伯
が
﹁
條
例
案
は
�
淨
司
に
あ
ま
り
に
專
橫
�
な
權
限
を
與
え
る
こ
と
に
な
る
﹂
と
の
懸
念
を
示
し
て
い
た(42

)
︒
こ
こ
か

ら
は
︑
市
民
の
閒
で
も
>
見
が
ま
と
ま
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
︒

第
三
�

｢公
衆
衞
生
�
び
円
築
條
例
﹂
の
制
定
と
修
正

七
�
七
日
︑
政
廳
か
ら
正
式
に
﹁
公
衆
衞
生
�
び
円
築
條
例
﹂
の
條
例
案
が
提
出
さ
れ
た
︒
し
か
し
︑
こ
の
條
例
案
の
第
八
條
で
は
�
淨
司

を
職
權
上
の
議
長
と
す
る
�
言
が
�
除
さ
れ
て
い
た(43

)
︒
さ
ら
に
一
九
〇
三
年
二
�
に
成
立
し
た
﹁
公
衆
衞
生
�
び
円
築
條
例
﹂
で
は
︑
第
八
條

か
ら
�
淨
司
に
關
す
る
記
載
そ
の
も
の
が
�
除
さ
れ
て
お
り
︑
こ
れ
ま
で
�
り
總
督
が
#
席

(president)
�
び
副
#
席

(vice-president)

を
任
命
す
る
と
定
め
ら
れ
た
︒
一
方
で
︑
衞
生
醫
官
は
�
淨
局
の
メ
ン
バ
ー
か
ら
除
外
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た(44

)
︒
こ
れ
に
つ
い
て
︑
三
�
一
〇

日
附
の
�
民
地
大
臣
ジ
ョ
ゼ
フ
・
チ
ェ
ン
バ
レ
ン

(Joseph
C
ham
berlain)
へ
の
書
鯵
で
總
督
ブ
レ
イ
ク

(H
enry
A
rthur
B
lake)
は
︑﹁
あ

ま
り
に
强
力
で
あ
ま
り
に
專
橫
�
な
權
限
﹂
を
持
つ
�
淨
司
を
任
命
す
る
こ
と
へ
の
懸
念
を
示
し
︑﹁
そ
う
し
た
權
限
は
�
淨
局
に
よ
っ
て
行

t
さ
れ
續
け
る
べ
き
で
あ
る
﹂
と
営
べ
た(45

)
︒
こ
の
時
點
で
は
︑
�
淨
局
の
權
限
を
縮
小
さ
せ
よ
う
と
い
う
考
え
は
そ
う
强
く
な
か
っ
た
と
い
え

る
︒一

方
で
衞
生
行
政
體
制
の
强
�
の
た
め
に
#
張
さ
れ
た
の
が
︑
#
席
民
事
醫
官
の
權
限
擴
大
で
あ
っ
た
︒
早
く
も
三
�
一
八
日
附
の
ブ
レ
イ

ク
か
ら
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
へ
の
書
鯵
で
は
︑
醫
療
と
衞
生
の
雙
方
の
行
政
を
擔
う
部
局
を
#
席
民
事
醫
官
が
管
3
す
る
こ
と
が
提
案
さ
れ
た(46

)
︒
た

だ
し
︑
こ
の
書
鯵
に
同
封
さ
れ
た
#
席
民
事
醫
官
の
義
務
に
關
す
る
素
案
で
は
︑
や
は
り
#
席
民
事
醫
官
は
﹁
�
淨
署
の
行
政
長
官
﹂
で
あ
り
︑
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﹁
そ
の
義
務
は
�
淨
局
の
議
事
規
則

(standing
order)
�
び
﹁
公
衆
衞
生
�
び
円
築
條
例
﹂
に
a
示
さ
れ
た
も
の
﹂
と
さ
れ
た(47

)
︒
ま
た
六
�

二
七
日
附
の
書
鯵
で
は
︑﹁
�
淨
署
の
す
べ
て
の
義
務
は
︑
一
人
の
長
官
よ
り
も
社
會
の
f
て
の
層
の
代
表
に
よ
っ
て
 
め
ら
れ
た
�
淨
局
の

方
が
よ
り
效
果
�
に
管
3
で
き
る
﹂
と
の
 
識
が
改
め
て
示
さ
れ
た(48

)
︒

し
か
し
︑
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
は
�
淨
局
が
衞
生
行
政
を
管
3
す
る
體
制
に
對
し
て
否
定
�
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る(49

)
︒
こ
れ
を
"
け
て
︑
ブ
レ
イ
ク

も
そ
の
考
え
を
大
き
く
變
え
る
こ
と
と
な
っ
た
︒
八
�
二
八
日
附
の
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
へ
の
書
鯵
で
ブ
レ
イ
ク
は
︑﹁
熟
慮
の
う
え
︑
管
3
權
を

#
席
民
事
醫
官
に
與
え
る
べ
き
だ
と
い
う
あ
な
た
の
見
解
を
共
k
し
ま
す
﹂
と
営
べ
た
上
で
︑
①
#
席
民
事
醫
官
を
�
淨
署
の
行
政
管
3
者
に

任
命
す
る
こ
と
︑
②
衞
生
醫
官
を
�
淨
局
の
官
守
議
員
と
す
る
こ
と
︑
③
#
席
民
事
醫
官
を
�
淨
局
の
職
權
上
の
#
席
と
す
る
こ
と
︑
の
三
點

を
提
案
し(50

)
︑
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
も
こ
れ
ら
に
同
>
し
た(51

)
︒

こ
う
し
て
︑
條
例
成
立
か
ら
閒
も
な
い
一
九
〇
三
年
一
一
�
一
九
日
︑﹁
公
衆
衞
生
�
び
円
築
條
例
﹂
の
修
正
案
が
提
出
さ
れ
た
︒
第
八
條

で
は
︑
初
め
て
�
淨
署
が
組
織
と
し
て
條
例
內
で
正
式
に
規
定
さ
れ(52

)
︑
#
席
民
事
醫
官
が
�
淨
局
の
職
權
上
の
#
席
�
び
�
淨
署
の
長
官
と
な

り
︑
衞
生
醫
官
も
メ
ン
バ
ー
へ
復
歸
す
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
さ
ら
に
第
一
九
條
で
は
︑
そ
れ
ま
で
�
淨
局
の
�
下
に
あ
っ
た
役
人
た
ち
が
�
淨

署
の
役
人
と
規
定
さ
れ
た(53

)
︒

修
正
案
に
對
す
る
社
會
の
反
應
は
︑
一
一
�
三
〇
日
附
H
ong
K
ong
W
eekly
P
ress
の
記
事
に
み
る
こ
と
が
で
き
る(54

)
︒
こ
こ
で
は
衞
生
醫

官
が
メ
ン
バ
ー
に
復
歸
す
る
︑
す
な
わ
ち
官
守
議
員
が
五
人
に
な
る
こ
と
に
つ
い
て
︑﹁
こ
の
變
�
は
︑
�
淨
局
の
%
成
に
お
け
る
Q
擧
の
︑

そ
し
て
民
衆
の
非
常
に
少
な
い
割
合
を
さ
ら
に
減
少
さ
せ
る
こ
と
に
な
﹂
る
た
め
︑﹁
非
公
務
員
の
側
を
增
員
す
る
こ
と
な
し
に
公
務
員
の
代

表
を
增
員
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
政
廳
は
非
公
務
員
側
の
割
合
を
�
る
と
い
う
の
は
正
し
く
な
い
﹂
と
し
て
强
い
�
子
で
批
z
さ
れ
て
い
た
︒

ま
た
︑
#
席
民
事
醫
官
が
�
淨
署
の
行
政
上
の
長
と
な
る
こ
と
に
つ
い
て
は
︑﹁
怨
た
な
條
例
で
は
︑
#
席
民
事
醫
官
は
か
つ
て
�
淨
司
に
�

待
さ
れ
た
地
位
と
似
た
よ
う
な
地
位
が
想
定
さ
れ
て
い
る
が
︑
チ
ャ
ド
ウ
ィ
ッ
ク
氏
と
シ
ン
プ
ソ
ン
氏
が
�
淨
局
の
權
限
を
 
b
し
な
い
よ
う

非
常
に
�
慮
し
て
い
た
の
に
反
し
て
︑
怨
た
な
提
案
で
は
こ
の
委
任
に
よ
っ
て
�
淨
局
の
權
限
に
は
っ
き
り
と
抵
觸
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
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る
﹂
と
疑
問
を
¡
し
て
い
た
︒

官
守
議
員
の
增
員
に
つ
い
て
は
︑
立
法
局
の
非
官
守
議
員
も
强
く
反
撥
し
た
︒

一
二
�
一
六
日
附
の
元
輔
政
司
で
總
督
代
理
の
メ
イ

(F
rancis
H
enry
M
ay)

か
ら
�
民
地
大
臣
リ
ト
ル
ト
ン

(A
lfred
Lyttelton)
へ
の
書
鯵
に
よ
れ
ば
︑
立

法
局
非
官
守
議
員
は
滿
場
一
致
で
︑
�
淨
局
の
非
官
守
議
員
を
增
員
し
な
い
限

り
官
守
議
員
の
增
員
に
反
對
で
あ
る
と
の
>
見
を
表
a
し
た
︒
こ
れ
に
對
し
て

メ
イ
は
︑﹁
�
淨
局
は
#
と
し
て
諮
問
機
關
で
あ
り
政
廳
の
同
>
が
な
け
れ
ば
重

@
な
提
案
を
實
行
で
き
な
い
の
だ
か
ら
︑
�
淨
局
に
お
い
て
官
守
議
員
と
非
官

守
議
員
の
ど
ち
ら
が
多
數
で
あ
る
か
と
い
う
問
題
は
無
>
味
で
あ
る
﹂
と
の
 

識
を
示
し
た
︒
こ
こ
か
ら
は
︑
メ
イ
も
ア
ト
キ
ン
ソ
ン
に
�
い
 
識
を
持
っ
て

い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
︒
一
方
で
彼
は
︑
衞
生
醫
官
を
�
淨
局
の
メ
ン
バ
ー

と
す
る
こ
と
に
は
不
都
合
が
生
じ
る
こ
と
も
 
め
た(55

)
︒

結
局
︑
一
九
〇
三
年
一
二
�
二
三
日
に
成
立
し
た
﹁
公
衆
衞
生
�
び
円
築
條

例
﹂
の
修
正
案
第
八
條
で
は
︑
衞
生
醫
官
が
メ
ン
バ
ー
か
ら
外
さ
れ
た(56

)
︒
し
か

し
こ
の
修
正
に
よ
っ
て
香
�
の
衞
生
行
政
は
︑
�
淨
局
と
い
う
疑
似
�
代
議
制

機
關
が
管
3
す
る
イ
ギ
リ
ス
�
地
方
分
權
體
制
か
ら
︑
#
席
民
事
醫
官
と
い
う

�
民
地
官
僚
が
管
3
す
る
中
央
集
權
體
制
へ
と
移
行
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で

あ
る

(圖
2
)
︒
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第
二
違

衞
生
問
題
に
關
す
る
�
査
委
員
會
と
政
廳
の
反
應

第
一
�

�
査
委
員
會
組
織
の
經
雲
と
報
吿
書
の
內
容

一
九
〇
三
年
一
二
�
の
條
例
修
正
か
ら
し
ば
ら
く
經
っ
た
頃
の
こ
と
︑
�
淨
署
の
下
¢
官
£
に
對
す
る
不
滿
︑
さ
ら
に
は
彼
ら
に
よ
る
汚
職
の

う
わ
さ
が
し
ば
し
ば
取
沙
汰
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
こ
れ
を
重
く
"
け
止
め
た
總
督
ネ
ー
ザ
ン
(M
atthew
N
athan)
は
そ
の
實
態
を
a
ら
か

に
す
る
必
@
性
を
 
識
し
︑
一
九
〇
六
年
四
�
一
〇
日
附
の
輔
政
司
メ
イ
へ
の
書
鯵
で
︑
こ
の
問
題
を
�
査
す
る
た
め
の
�
淨
局
非
官
守
議
員
を

メ
ン
バ
ー
と
す
る
�
淨
局
內
の
小
委
員
會
(C
om
m
ittee)
を
組
織
す
る
こ
と
を
提
案
し
た(57

)
︒
そ
し
て
こ
の
提
案
が
擴
大
さ
れ
る
形
で
︑
五
�
一
〇

日
の
行
政
局
(E
xecutive
C
ouncil)
會
議
に
お
い
て
︑
衞
生
問
題
に
關
す
る
�
査
委
員
會
(C
om
m
ission)
を
組
織
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
た(58

)
︒

�
査
委
員
會
の
メ
ン
バ
ー
に
は
︑
ネ
ー
ザ
ン
の
提
案
に
基
づ
い
て
當
時
の
�
淨
局
非
官
守
議
員
で
あ
る
ポ
ロ
ッ
ク

(H
enry
E
dw
ard
Pollock,

法
廷
辯
護
士
)
︑
ヒ
ュ
ー
イ
ッ
ト

(E
dbert
A
nsgar
H
ew
ett,
香
�
總
商
會
の
#
席
)
︑
馮
華
川
︑
劉
鑄
伯

(と
も
に
西
洋
人
企
業
の
買
辦
)
︑
ハ
ン
フ
リ
ー

ズ

(H
enry
H
um
phreys,不
動
產
關
聯
企
業
の
經
營
者
)
︑
シ
ェ
ル
ト
ン=

フ
ー
パ
ー

(A
ugustus
Shelton
H
ooper,
円
築
家
︑
不
動
產
關
聯
企
業
の
事
務

職
)
が
任
命
さ
れ
た

(た
だ
し
︑
直
後
に
#
席
で
あ
っ
た
ポ
ロ
ッ
ク
が
多
忙
を
理
由
に
辭
任
し
た
た
め
︑
ヒ
ュ
ー
イ
ッ
ト
が
怨
た
に
#
席
と
な
っ
た(59
))

︒
�
査
委

員
會
が
報
吿
を
求
め
ら
れ
た
の
は
︑
①
現
在
實
行
さ
れ
て
い
る
一
九
〇
三
年
の
條
例
に
お
い
て
規
定
さ
れ
た
衞
生
・
円
築
に
關
す
る
規
則
の
o
用

は
十
分
に
滿
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
︑
②
上
営
の
規
則
の
o
用
に
あ
た
っ
て
い
る
公
務
員
の
閒
で
︑

不
正
や
汚
職
が
存
在
し
て
い
る
︑
あ
る
い
は
存
在
し
て
き
た
か
︑
と
い
う
二
點
で
あ
っ
た(60

)
︒
た
だ
し
︑
こ
こ
で
求
め
ら
れ
て
い
た
の
は
あ
く
ま
で

條
例
が
c
切
に
o
用
さ
れ
て
い
た
か
ど
う
か
で
あ
っ
て
︑
條
例
や
衞
生
行
政
體
制
そ
の
も
の
の
是
非
が
問
題
と
は
な
っ
て
い
な
か
っ
た
︒

�
査
委
員
會
に
よ
る
報
吿
書
は
︑
一
九
〇
七
年
三
�
一
九
日
附
で
立
法
局
に
提
出
さ
れ
た
︒
報
吿
書
で
は
︑
そ
れ
ま
で
の
衞
生
事
業
の
是
非

や
�
淨
署
に
お
け
る
事
務
手
續
き
へ
の
不
滿
︑
そ
し
て
k
着
の
實
態
が
a
ら
か
に
さ
れ
た
︒
た
だ
し
e
目
す
べ
き
は
︑
條
例
そ
の
も
の
の
修
正
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や
衞
生
行
政
體
制
の
拔
本
�
な
見
直
し
が
求
め
ら
れ
た
點
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
は
︑
當
初
�
査
委
員
會
に
求
め
ら
れ
て
い
た
報
吿
內
容
か
ら
は
大

き
く
逸
脫
し
た
も
の
で
あ
っ
た
︒
か
つ
て
拙
稿
で
は
︑
�
査
委
員
會
の
メ
ン
バ
ー
f
員
が
家
屋
j
k
者
�
び
そ
の
關
係
者
で
あ
り
︑
特
に
衞
生

政
策
の
面
で
報
吿
書
に
お
い
て
彼
ら
の
利
b
に
基
づ
い
て
條
例
へ
の
反
論
が
展
開
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
論
じ
た
が(61

)
︑
こ
こ
で
は
彼
ら
が
衞
生
行

政
體
制
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
議
論
を
展
開
し
た
の
か
に
つ
い
て
檢
討
す
る
こ
と
と
す
る
︒

報
吿
書
に
お
い
て
怨
た
な
體
制
と
し
て
ま
ず
提
案
さ
れ
た
の
が
︑
�
淨
署
の
f
面
�
な
組
織
再
^
で
あ
っ
た
︒
報
吿
書
に
よ
れ
ば
︑
�
淨
署

は
四
つ
の
部
門

(事
務
部
門
・
醫
療
部
門
・
技
�
部
門
・
獸
醫
部
門
)
に
分
け
ら
れ
︑
各
部
署
を
�
淨
局
が
管
3
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
︒
各
部
門
の

長
に
は
�
淨
局
會
議
へ
の
參
加
が
求
め
ら
れ
た
が
︑
議
決
權
は
 
め
ら
れ
な
か
っ
た
︒
そ
し
て
︑
事
務
部
門
の
ト
ッ
プ
で
あ
る
書
記

(Secretary)
に
カ
デ
ッ
ト
官
僚
を
あ
て
る
も
の
と
さ
れ
た(62

)
︒

ま
た
︑
�
淨
署
の
財
政
に
つ
い
て
も
�
淨
局
が
管
理
す
る
こ
と
が
提
案
さ
れ
た
︒
報
吿
書
の
案
で
は
︑
�
淨
局
が
每
年
の
�
淨
署
の
豫
算
の

見
積
も
り
を
準
備
し
︑
總
督
の
修
正
を
經
て
そ
の
年
の
豫
算
案
に
組
み
©
ま
れ
︑
立
法
局
で
の
承
 
に
よ
っ
て
正
式
に
決
定
さ
れ
る
と
し
た
︒

そ
し
て
署
に
 
め
ら
れ
た
金
額
は
�
淨
局
の
裁
量
と
な
り
︑
�
淨
署
で
の
荏
出
に
對
す
る
責
任
を
持
つ
こ
と
と
さ
れ
た(63

)
︒
以
上
二
つ
の
@
素
か

ら
は
︑
�
査
委
員
會
の
提
案
は
�
淨
局
が
衞
生
行
政
を
管
3
す
る
體
制
へ
の
囘
歸
を
>
圖
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

さ
ら
に
興
味
深
い
こ
と
に
︑
報
吿
書
の
提
案
す
る
體
制
は
單
純
な
囘
歸
に
留
ま
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
︒
そ
れ
が
a
白
に
現
れ
る
の
が
�
淨

局
の
#
席
に
關
す
る
以
下
の
よ
う
な
提
案
で
あ
る
︒

ど
の
よ
う
な
狀
況
の
も
と
で
も
︑
#
席
民
事
醫
官
が
#
席
と
な
る
べ
き
で
は
な
い
と
私
た
ち
は
强
く
#
張
し
ま
す
︒
私
た
ち
が
考
え
る
に
︑

#
席
の
ポ
ス
ト
は
�
淨
局
の
決
定
の
も
と
に
あ
り
︑
#
席
は
每
年
投
票
で
Q
出
さ
れ
る
の
が
よ
い
で
し
ょ
う(64

)
︒

こ
こ
で
は
被
Q
擧
權
は
官
守
議
員
に
限
定
さ
れ
て
お
ら
ず
︑
�
淨
局
內
で
多
數
E
を
占
め
る
非
官
守
議
員
が
#
席
と
な
り
う
る
も
の
で
あ
っ
た
︒

こ
れ
が
彼
ら
の
發
言
力
を
高
め
る
こ
と
は
a
白
で
あ
り
︑
こ
の
提
案
は
そ
れ
ま
で
の
�
淨
局
の
性
格
に
大
き
な
變
�
を
求
め
る
も
の
で
あ
っ
た
︒

そ
し
て
こ
う
し
た
#
張
は
︑
や
は
り
彼
ら
が
�
淨
局
を
﹁
地
方
自
治
體
﹂
に
お
け
る
代
議
制
機
關
と
 
識
し
て
い
た
こ
と
に
基
づ
い
て
い
た
︒
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報
吿
書
で
は
︑
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
︒

そ
し
て
今
日
ま
で
︑
香
�
の
多
く
の
O
稅
者
は
疑
い
な
く
︑
香
�
の
﹁
地
方
自
治
體
﹂
(w
hat
is
the
M
unicipal
G
overnm
ent
of

H
ongK
ong)
に
お
い
て
︑
自
分
た
ち
は
�
淨
局
の
非
官
守
議
員
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
て
い
る
と
信
じ
て
き
ま
し
た
︒

私
た
ち
は
今
︑
委
員
會
に
提
出
さ
れ
た
證
言
か
ら
︑
こ
の
信
賴
が
f
く
の
幻
想
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
て
い
ま
す(65

)
︒

こ
の
よ
う
に
︑
現
狀
﹁
地
方
自
治
﹂
が
﹁
幻
想
﹂
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
�
査
委
員
會
の
メ
ン
バ
ー
は
强
い
不
滿
を
«
い
て
い
た
の
で
あ
る
︒

一
方
で
︑
彼
ら
は
イ
ギ
リ
ス
本
國
で
 
め
ら
れ
て
い
た
よ
う
な
完
f
な
地
方
自
治
の
¬
成
を
求
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
︒
例
え
ば
報

吿
書
で
は
以
下
の
よ
う
に
営
べ
ら
れ
て
い
る
︒

(政
廳
が
完
f
に
衞
生
行
政
を
管
3
す
べ
き
だ
と
す
る
)
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
#
席
民
事
醫
官
の
考
え
と
委
員
會
の
メ
ン
バ
ー
の
>
見
は
f

く
衣
な
り
ま
す
︒
第
一
に
︑
私
た
ち
は
︑
拔
本
�
な
變

が
�
入
さ
れ
る
�
に
︑
怨
し
い
條
例
が
機
能
す
る
か
を
c
切
に
檢
證
す
る
た
め

の
十
分
な
時
閒
や
機
會
が
設
け
ら
れ
た
と
は
考
え
ま
せ
ん
︒
第
二
に
︑
地
方
自
治
か
︑
純
粹
に
政
廳
の
行
政
機
關
か
と
い
う
二
者
擇
一
は

 
め
ら
れ
ま
せ
ん(66

)
︒

ま
た
︑
財
政
の
管
理
に
つ
い
て
も
﹁
こ
れ
は
@
す
る
に
地
方
自
治
を
生
む
も
の
だ
と
し
て
反
對
さ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
︒
し
か
し
︑
總
督
に

は
以
下
の
こ
と
を
覺
え
て
お
い
て
い
た
だ
き
た
い
︒
私
た
ち
は
︑
�
淨
局
の
體
制

(C
onstitution)
の
變

を
提
案
し
て
い
る
の
で
は
な
く
︑

こ
れ
は
そ
の
ま
ま
で
あ
る
べ
き
で
す
﹂
と
営
べ
て
お
り
︑
完
f
な
地
方
自
治
を
求
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
改
め
て
强
�
さ
れ
て
い
る(67

)
︒

そ
れ
で
は
︑
彼
ら
の
#
張
は
ど
の
よ
う
に
理
解
す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
︒
こ
こ
で
考
慮
す
べ
き
は
衞
生
政
策
を
め
ぐ
る
#
張
と
の
關
係
性

で
あ
る
︒
イ
ギ
リ
ス
本
國
で
は
︑
衞
生
立
法
を
實
際
に
c
用
す
る
か
ど
う
か
は
各
地
方
自
治
體
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
お
り
︑
ま
た
地
方
議
會
で
も

衞
生
事
業
は
經
濟
�
自
由
#
義
の
觀
點
か
ら
の
反
對
に
あ
っ
て
�
ま
な
い
と
い
う
こ
と
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
た(68

)
︒
一
方
香
�
で
は
衞
生
關
聯
條

例
は
家
屋
j
k
者
に
大
き
な
®
擔
を
强
い
る
も
の
で
あ
り
︑
報
吿
書
で
も
そ
の
點
が
强
く
批
z
さ
れ
た(69

)
︒
家
屋
j
k
者
に
と
っ
て
は
︑
イ
ギ
リ

ス
本
國
で
の
地
方
自
治
體
の
よ
う
な
地
位
を
獲
得
す
る
こ
と
そ
の
も
の
よ
り
も
︑
經
濟
�
な
®
擔
を
解
¯
す
る
こ
と
の
方
が
°
緊
の
課
題
と
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な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
つ
ま
り
彼
ら
は
︑
家
屋
j
k
者
と
し
て
の
現
實
�
な
利
益
を
維
持
す
る
と
い
う
目
�
を
¬
成
す
る
た
め
の
手
段

と
し
て
︑
イ
ギ
リ
ス
本
國
に
お
け
る
地
方
自
治
の
理
念
を
利
用
し
た
�
淨
局
に
お
け
る
﹁
地
方
自
治
﹂
を
求
め
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
︒

第
二
�

報
吿
書
に
對
す
る
政
廳
の
反
應

報
吿
書
の
提
出
を
"
け
て
︑
關
係
す
る
�
民
地
官
僚
か
ら
>
見
書
が
提
出
さ
れ
た
︒
こ
れ
ら
の
一
部
は
︑
ナ
タ
ー
ル
總
督
に
轉
任
と
な
っ
た

ネ
ー
ザ
ン
に
代
わ
っ
て
再
び
總
督
代
理
と
な
っ
て
い
た
メ
イ
か
ら
�
民
地
大
臣
第
九
代
エ
ル
ギ
ン
伯
²
ヴ
ィ
ク
タ
ー
・
ブ
ル
ー
ス

(V
ictor

A
lexander
B
ruce,9th
E
arlof
E
lgin)
へ
m
付
さ
れ
た
︑
五
�
二
九
日
附
の
書
鯵
に
同
封
さ
れ
た(70

)
︒
こ
れ
ら
か
ら
政
廳
側
が
報
吿
書
の
內
容
を

ど
の
よ
う
に
"
け
止
め
て
い
た
の
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
︒

ま
ず
は
︑
彼
ら
が
�
査
委
員
會
に
對
し
て
ど
の
よ
う
な
 
識
を
«
い
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
︒
こ
れ
に
つ
い
て
は
︑
五
�
一

三
日
附
の
#
席
民
事
醫
官
p
�
淨
局
#
席
ア
ト
キ
ン
ソ
ン
の
>
見
書
に
お
い
て
�
も
a
確
に
表
れ
て
い
る
︒
彼
は
報
吿
書
に
對
し
て
以
下
の
よ

う
に
営
べ
て
い
る
︒

委
員
會
の
%
成
に
つ
い
て
︑
e
目
す
べ
き
は
︑
f
員
が
�
淨
局
の
非
官
守
議
員
で
あ
り
︑
#
席
を
除
い
て
香
�
の
不
動
產
j
k
者
で
あ
る

と
い
う
こ
と
で
す
︒
報
吿
書
f
體
を
考
慮
す
る
と
︑
そ
の
�
子
が
公
[
で
な
い
こ
と
は
a
ら
か
で
す(71

)
︒

さ
ら
に
︑
彼
は
香
�
の
衞
生
行
政
體
制
が
ど
う
あ
る
べ
き
か
に
つ
い
て
︑
以
下
の
よ
う
に
#
張
す
る
︒

一
九
〇
一
年
に
私
が
香
�
に
戾
っ
て
す
ぐ
︑
私
は
政
廳
に
書
鯵
を
m
っ
て
︑
�
淨
局
を
廢
止
し
�
淨
署
を
設
立
す
る
よ
う
强
く
推
奬
し
ま

し
た
︒
私
は
今
で
も
︑
こ
れ
が
¬
成
さ
れ
る
か
︑
あ
る
い
は
地
方
自
治
體
が
香
�
の
衞
生
行
政
を
引
き
"
け
る
べ
き
で
あ
る
と
の
>
見
を

持
っ
て
い
ま
す
︒
し
か
し
︑
私
が
强
く
疑
問
に
思
う
の
は
︑
香
�
の
利
益
を
十
分
に
中
心
に
考
え
て
衞
生
行
政
を
實
施
で
き
る
︑
十
分
な

數
の
公
共
の
精
神
を
持
っ
た
市
民
が
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
︒

非
官
守
議
員
が
香
�
の
不
動
產
j
k
者
で
あ
る
と
き
は
︑
ほ
と
ん
ど
い
つ
も
¸
擦
が
生
ま
れ
ま
す(72

)
︒
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こ
こ
か
ら
は
︑
報
吿
書
が
家
屋
j
k
者
の
>
見
を
强
く
反
映
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
�
民
地
官
僚
が
十
分
 
識
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か

る
︒
そ
の
上
で
彼
は
︑
自
身
の
利
益
を
優
先
す
る
家
屋
j
k
者
は
衞
生
行
政
の
管
3
者
た
り
え
な
い
と
い
う
考
え
を
«
い
て
い
た
の
で
あ
る
︒

こ
う
し
た
 
識
か
ら
も
推
察
さ
れ
る
よ
う
に
︑
�
民
地
官
僚
の
>
見
は
基
本
�
に
報
吿
書
の
提
案
を
拒
否
す
る
も
の
で
あ
っ
た(73

)
︒
し
か
し
︑

政
廳
側
も
衞
生
行
政
體
制
に
f
く
問
題
が
存
在
し
な
い
と
考
え
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
︒
こ
れ
が
端
�
に
現
れ
た
の
が
︑
怨
た
な
�
淨
署

の
長
官
の
任
命
に
關
す
る
提
案
で
あ
っ
た
︒
メ
イ
は
︑﹁
f
て
の
時
閒
を
職
務
に
捧
げ
ら
れ
る
よ
う
な
﹂
行
政
上
の
長
官
を
任
命
し
︑
彼
を
�

淨
局
の
#
席
に
す
べ
き
だ
と
し
た
上
で
︑
必
ず
し
も
專
門
官
僚
で
あ
る
必
@
は
な
い
と
の
>
見
を
営
べ
た(74

)
︒
そ
し
て
四
�
一
八
日
附
の
ネ
ー
ザ

ン
か
ら
メ
イ
へ
の
書
鯵
で
は
︑
こ
れ
に
關
す
る
具
體
�
な
提
案
が
以
下
の
よ
う
に
示
さ
れ
た
︒

私
の
>
見
で
は
︑
#
席
民
事
醫
官
は

(中
略
)
�
淨
署
に
對
し
て
も
責
任
を
持
つ
べ
き
で
は
な
く
︑
�
淨
局
を
瓜
括
す
べ
き
で
も
あ
り
ま

せ
ん
︒
中
國
人
に
つ
い
て
の
知
識
を
持
ち
︑
な
お
か
つ
可
能
な
ら
ば
行
政
上
の
能
力
が
 
め
ら
れ
る
カ
デ
ッ
ト
の
役
人
が
任
命
さ
れ
る
べ

き
で
︑
そ
の
他
の
役
職
と
p
任
す
べ
き
で
は
あ
り
ま
せ
ん(75

)
︒

ま
た
こ
の
書
鯵
に
は
︑﹁
こ
の
問
題
に
つ
い
て
︑
私
は
ア
ト
キ
ン
ソ
ン
醫
師
に
す
で
に
話
を
傳
え
て
お
り
︑
私
の
提
案
�
り
に
す
れ
ば
署
は
滿

足
に
o
營
さ
れ
る
と
し
て
彼
は
私
に
同
>
し
て
く
れ
ま
し
た
﹂
と
も
記
さ
れ
て
い
た
が
︑
實
際
五
�
一
三
日
附
の
>
見
書
に
お
い
て
ア
ト
キ
ン

ソ
ン
は
﹁
�
後
に
︑
私
が
香
�
に
戾
っ
て
か
ら
醫
務
署
の
仕
事
は
ま
す
ま
す
增
加
し
て
お
り
︑
私
自
身
の
正
義
に
從
っ
て
︑
醫
務
と
衞
生
と
い

う
二
つ
の
巨
大
な
行
政
組
織
の
o
營
を
今
後
も
行
い
續
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
感
じ
て
い
ま
す
﹂
と
営
べ
て
い
た(76

)
︒﹁
f
て
の
時
閒
を
職
務

に
捧
げ
ら
れ
る
よ
う
な
﹂
怨
た
な
行
政
上
の
長
官
が
必
@
で
あ
る
と
い
う
考
え
は
︑
政
廳
側
の
人
閒
の
共
�
理
解
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
︒
ち

な
み
に
︑
メ
イ
か
ら
エ
ル
ギ
ン
伯
へ
の
六
�
一
五
日
附
の
書
鯵
で
は
早
く
も
カ
デ
ッ
ト
官
僚
の
メ
ッ
サ
ー

(C
harles
M
cllvaine
M
esser)
が

怨
た
な
�
淨
署
の
行
政
上
の
長
官
の
候
補
と
し
て
提
案
さ
れ
た(77

)
︒
た
だ
し
e
>
し
て
お
き
た
い
の
は
︑
こ
こ
で
も
問
題
と
さ
れ
た
の
は
あ
く
ま

で
政
廳
#
�
の
衞
生
行
政
體
制
を
よ
り
效
�
�
な
も
の
に
す
る
た
め
の
手
段
で
あ
っ
て
︑
政
廳
に
は
報
吿
書
の
提
案
を
一
部
で
も
"
け
入
れ
よ

う
と
い
う
>
思
は
f
く
な
か
っ
た
と
い
う
點
で
あ
る
︒
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こ
う
し
た
報
吿
書
に
對
す
る
政
廳
の
�
勢
は
︑
六
�
一
二
日
附
で
立
法
局
に
提
出
さ
れ
た
報
吿
書
に
對
す
る
政
廳
か
ら
の
囘
答
に
お
い
て
示

さ
れ
た
︒
こ
こ
で
は
︑
f
て
の
時
閒
を
職
務
に
捧
げ
る
こ
と
の
で
き
る
怨
た
な
�
淨
署
の
行
政
上
の
長
官
を
任
命
す
る
こ
と
が
提
案
さ
れ
た
一

方
︑
衞
生
行
政
體
制
に
關
す
る
報
吿
書
の
提
案
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
が
否
定
さ
れ
た(78

)
︒
こ
れ
を
"
け
て
六
�
一
三
日
の
立
法
局
會
議
で
は
︑

メ
イ
と
�
査
委
員
會
の
#
席
を
務
め
た
ヒ
ュ
ー
イ
ッ
ト
と
の
閒
で
議
論
の
應
酬
が
あ
っ
た
︒
メ
イ
は
報
吿
書
に
つ
い
て
︑
內
容
が
非
常
に
攻
擊

�
で
あ
り
︑
�
大
限
の
共
感
を
も
っ
て
し
て
も
そ
の
提
案
を
º
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
の
考
え
を
示
し
た
︒
こ
れ
に
對
し
て
ヒ
ュ
ー
イ
ッ
ト
は
︑

報
吿
書
は
社
會
f
體
の
利
益
に
基
づ
い
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
し
た
上
で
︑
總
督
で
あ
る
ネ
ー
ザ
ン
か
ら
任
命
さ
れ
た
以
上
�
査
委
員
會

は
行
政
に
對
し
て
强
く
批
z
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
り
︑
報
吿
書
を
よ
り
公
正
に
»
價
す
る
こ
と
を
求
め
た(79

)
︒

こ
れ
に
つ
い
て
︑
六
�
一
四
日
附
の
メ
イ
か
ら
エ
ル
ギ
ン
伯
へ
の
書
鯵
で
は
︑﹁
マ
シ
ュ
ー
・
ネ
ー
ザ
ン
卿
が
組
織
再
^
計
劃
に
好
>
�
で

あ
る
と
い
う
印
象
を
ヒ
ュ
ー
イ
ッ
ト
氏
が
ど
の
よ
う
に
し
て
持
つ
に
至
っ
た
の
か
私
に
は
わ
か
り
ま
せ
ん
︒
お
そ
ら
く
︑
こ
れ
に
は
½
解
が

あ
っ
た
に
l
い
あ
り
ま
せ
ん
﹂
と
営
べ
て
お
り
︑
そ
の
困
惑
が
讀
み
取
れ
る
︒
そ
の
上
で
彼
は
以
下
の
よ
う
に
営
べ
た
︒

私
は
こ
の
計
劃
が
現
實
�
で
は
な
い
と
考
え
て
い
ま
す
し
︑
さ
ら
に
︑
怨
た
な
部
署
を
創
設
す
る
際
に
い
つ
も
Y
こ
る
よ
う
に
さ
ら
な
る

費
用
を
@
す
る
こ
と
は
¾
け
ら
れ
ま
せ
ん
︒
そ
し
て
こ
の
計
劃
は
︑
あ
る
一
つ
の
方
向
︱
地
方
自
治
︑
す
な
わ
ち
︑
香
�
と
い
う
�
民
地

の
狀
況
に
お
い
て
f
く
不
c
切
な
贅
澤
品
の
た
め
の
®
動
︱
に
し
か
繫
が
り
ま
せ
ん(80

)
︒

つ
ま
り
︑
政
廳
は
家
屋
j
k
者
た
ち
の
求
め
る
﹁
地
方
自
治
﹂
が
完
f
な
地
方
自
治
に
繫
が
る
も
の
と
み
て
お
り
︑
だ
か
ら
こ
そ
こ
れ
を
拒
否

し
た
の
で
あ
っ
た
︒

加
え
て
︑
書
鯵
の
�
後
で
彼
は
立
法
局
に
條
例
の
修
正
案
を
提
出
す
る
豫
定
に
つ
い
て
言
�
し
て
お
り
︑
非
官
守
議
員
が
贊
成
す
れ
ば
後
任

の
總
督
で
あ
る
ル
ガ
ー
ド

(F
rederick
John
Lugard)
の
着
任
�
に
第
一
讀
會
を
}
え
︑
反
對
す
れ
ば
そ
の
先
の
段
階
へ
は
�
ま
な
い
>
向
を

示
し
て
い
た(81

)
︒
し
か
し
︑
六
�
二
〇
日
�
び
二
七
日
の
立
法
局
會
議
で
中
國
人
の
居
H
I
境
改
善
策
に
つ
い
て
議
論
が
繰
り
廣
げ
ら
れ
た
結
果

怨
た
な
�
査
委
員
會
が
設
立
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
た
め(82

)
︑
結
局
修
正
案
の
提
出
は
¿
年
ま
で
先
m
り
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
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第
三
違

一
九
〇
八
年
の
條
例
の
修
正

第
一
�

條
例
の
內
容
と
そ
れ
に
對
す
る
反
應

一
九
〇
八
年
三
�
五
日
︑﹁
公
衆
衞
生
�
び
円
築
條
例
﹂
の
怨
た
な
修
正
案
が
立
法
局
に
提
出
さ
れ
た
︒
修
正
案
に
お
い
て
第
八
條
は
以
下

の
よ
う
に
變

さ
れ
た
︒

�
淨
局
は
以
下
の
メ
ン
バ
ー
で
%
成
さ
れ
る
︒
�
淨
署
總
辦
(T
he
H
ead
of
Sanitary
D
epartm
ent
職
權
上
の
#
席
)
︑
工
務
司
︑
華
民
政

務
司
︑
衞
生
醫
官
�
び
六
人
以
下
の
�
加
メ
ン
バ
ー
︑
う
ち
四
人

(う
ち
二
人
は
中
國
人
)
は
總
督
に
よ
り
任
命
さ
れ
︑
二
人
は
特
別
�
び

一
般
陪
審
リ
ス
ト
に
含
ま
れ
る
O
稅
者
︑
そ
し
て
專
門
職
で
あ
る
︑
議
員
で
あ
る
︑
あ
る
い
は
病
氣
や
六
〇
歲
以
上
で
あ
る
た
め
に
陪
審

義
務
を
免
除
さ
れ
た
O
稅
者
に
よ
り
Q
出
さ
れ
る
︒

�
淨
署
總
辦
は
�
淨
局
の
決
定
を
實
行
し
效
力
を
與
え
る
の
に
必
@
な
指
示
を
與
え
︑
�
淨
署
の
o
營
に
責
任
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な

い(83
)

︒

�
も
e
目
さ
れ
る
の
は
︑
�
淨
署
總
辦
の
ポ
ス
ト
が
怨
設
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
點
で
あ
る
︒
三
�
五
日
の
立
法
局
會
議
に
お
い
て
︑
�
年
に

着
任
し
た
總
督
ル
ガ
ー
ド
が
﹁
#
席
民
事
醫
官
に
代
わ
る
怨
た
な
署
の
總
辦
は
︑
中
國
人
と
の
關
わ
り
や
中
國
語
の
經
驗
が
あ
り
︑
は
っ
き
り

と
行
政
上
の
能
力
が
 
め
ら
れ
る
カ
デ
ッ
ト
官
僚
と
す
る
こ
と
を
政
廳
は
提
案
し
ま
す
﹂
と
営
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
︑
こ
の
變

が
�
年
の

政
廳
內
で
の
議
論
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
a
ら
か
で
あ
ろ
う
︒
そ
の
上
で
彼
は
︑﹁
私
に
は
︑
�
淨
署
總
辦
は
︑
他
の
す
べ
て
の
署

の
總
辦
と
同
樣
に
政
廳
に
從
う
義
務
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
﹂
と
も
發
言
し
て
お
り
︑
政
廳
が
集
權
�
な
衞
生
行
政
體
制
を
志
向
し
て
い

る
こ
と
が
改
め
て
示
さ
れ
た(84

)
︒

ま
た
︑
#
席
民
事
醫
官
は
�
淨
局
#
席
の
任
を
解
か
れ
た
だ
け
で
は
な
く
︑
警
察
�
長
と
と
も
に
�
淨
局
の
メ
ン
バ
ー
か
ら
も
外
れ
る
こ
と
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に
な
っ
た
︒
こ
れ
に
つ
い
て
ル
ガ
ー
ド
は
︑
專
門
家
が
�
淨
局
の
#
席
を
務
め
る
こ
と
に
反
對
す
る
�
勢
を
示
し
た
上
で
︑﹁
か
つ
て
の
#
席

が
よ
り
責
任
の
低
い
地
位
に
格
下
げ
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
﹂
と
の
理
由
か
ら
#
席
民
事
醫
官
を
�
淨
局
の
メ
ン
バ
ー
か
ら
外
す
べ
き
で
あ
る
と

し
た(85

)
︒
た
だ
し
︑
こ
れ
は
決
し
て
專
門
家
の
輕
視
を
>
味
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
︒
#
席
民
事
醫
官
に
代
わ
っ
て
衞
生
醫
官
が
官
守
議
員
と

し
て
�
淨
局
の
メ
ン
バ
ー
に
復
歸
す
る
こ
と
に
つ
い
て
ル
ガ
ー
ド
は
︑﹁
私
個
人
と
し
て
︑
衞
生
醫
官
が
局
の
議
席
を
持
つ
べ
き
で
は
な
い
理

由
は
な
い
と
考
え
ま
す
︒
(中
略
)
彼
が
投
票
權
を
持
つ
と
い
う
事
實
は
︑
彼
の
責
任
感
を
高
め
る
可
能
性
が
高
い
の
で
す
﹂
と
営
べ
て
お
り(86

)
︑

引
き
續
き
專
門
官
僚
が
重
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

修
正
案
の
提
出
は
香
�
市
民
も
大
い
に
e
目
し
て
い
た
︒
三
�
六
日
附
H
ong
K
ong
T
elegraph
に
は
︑﹁
衞
生
委
員
會
の
報
吿
の
結
果
／

カ
デ
ッ
ト
官
僚
が
�
淨
局
の
#
席
に
／
⁝
﹂
と
い
う
見
出
し
で
修
正
案
に
關
す
る
記
事
が
揭
載
さ
れ
た(87

)
︒
そ
の
內
容
は
︑
�
日
の
立
法
局
會
議

に
お
け
る
ル
ガ
ー
ド
の
發
言
と
條
例
の
#
な
變

點
を
ま
と
め
た
も
の
だ
っ
た
︒

家
屋
j
k
者
た
ち
も
修
正
案
の
提
出
に
素
早
く
反
應
し
た
︒
西
洋
人
家
屋
j
k
者
は
會
合
を
開
い
て
円
築
業
者
(M
essrs.Leigh
and

O
range
�
び
M
essrs.Palm
er
and
T
urner)
に
條
例
案
の
技
�
�
な
側
面
に
關
す
る
報
吿
を
依
賴
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
︒
円
築
業
者
に
よ
っ

て
作
成
さ
れ
た
報
吿
書
は
︑
再
度
開
か
れ
た
家
屋
j
k
者
た
ち
に
よ
る
會
合
の
場
で
議
論
さ
れ
︑
シ
ェ
ル
ト
ン=

フ
ー
パ
ー
の
手
に
よ
っ
て
政

廳
と
�
淨
局
に
提
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た(88

)
︒
報
吿
書
で
は
︑
技
�
�
な
問
題
へ
の
>
見
と
竝
ん
で
︑
�
淨
署
總
辦
の
存
在
が
ワ
ン
マ
ン
體
制

に
あ
た
る
と
し
て
批
z
さ
れ
た(89

)
︒
ま
た
︑
中
國
人
家
屋
j
k
者
も
西
洋
人
と
は
別
の
業
者
(M
essrs.D
enison,R
am
and
G
ibbs)
に
報
吿
書
の

作
成
を
依
賴
し
て
お
り
︑
四
�
一
一
日
附
で
報
吿
書
が
提
出
さ
れ
た
︒
こ
の
報
吿
書
で
も
︑
第
八
條
に
つ
い
て
﹁
#
席
が
他
の
議
員
を
超
え
る

特
別
な
權
限
を
持
つ
場
合
︑
#
席
は
每
年
議
員
に
よ
っ
て
Q
出
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
﹂
と
の
>
見
が
記
載
さ
れ
た(90

)
︒
家
屋
j
k
者
た
ち
の
#
張

は
︑
お
お
む
ね
�
年
の
�
査
委
員
會
に
よ
る
報
吿
書
と
同
樣
の
內
容
で
あ
っ
た
と
い
え
る
︒

�
淨
局
で
も
第
八
條
の
修
正
に
つ
い
て
議
論
さ
れ
た
︒
四
�
六
日
の
�
淨
局
會
議
に
お
い
て
︑
先
の
�
査
委
員
會
の
メ
ン
バ
ー
で
も
あ
っ
た

シ
ェ
ル
ト
ン=

フ
ー
パ
ー
は
二
つ
の
問
題
を
提
Y
し
た
︒
一
つ
目
は
︑
�
淨
署
總
辦
の
地
位
に
關
す
る
も
の
で
あ
り
︑
彼
は
あ
く
ま
で
�
淨
局
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が
�
高
位

(suprem
e)
に
あ
り
︑
�
淨
署
總
辦
を
指
�
す
べ
き
だ
と
#
張
し
た
︒
こ
れ
に
對
し
て
警
察
�
長
代
理
の
ラ
イ
オ
ン
ズ

(F
rederick
W
illiam
Lyons)
は
︑
�
淨
署
總
辦
と
�
淨
局
の
>
見
が
食
い
l
っ
た
場
合
︑
政
廳
が
是
非
を
z
斷
す
べ
き
だ
と
営
べ
︑
華
民
政

務
司
の
ア
ー
ビ
ン
グ

(E
dw
ard
A
lexander
Irving)
も
﹁
政
廳
の
>
思
に
反
し
て
�
淨
局
の
@
求
を
實
現
す
る
公
務
員
の
地
位
と
は
い
っ
た

い
い
か
な
る
も
の
な
の
か
﹂
と
営
べ
て
こ
れ
を
否
定
し
た
︒
シ
ェ
ル
ト
ン=

フ
ー
パ
ー
は
﹁
�
淨
署
總
辦
は
�
淨
局
の
命
令
下
に
あ
る
べ
き
で

あ
る
﹂
と
の
動
議
を
提
案
し
た
が
︑
動
議
は
否
決
さ
れ
た(91

)
︒

少
し
興
味
深
い
の
は
︑
こ
の
議
論
に
お
け
る
�
淨
局
#
席
ア
ト
キ
ン
ソ
ン
と
シ
ェ
ル
ト
ン=

フ
ー
パ
ー
の
以
下
の
よ
う
な
や
り
取
り
で
あ
る
︒

ア
ト
キ
ン
ソ
ン
が
﹁
も
し
�
淨
署
總
辦
が
�
淨
局
の
管
理
下
に
あ
る
の
な
ら
ば
︑
彼
は
も
は
や
政
廳
の
公
務
員
で
は
な
い
︒
そ
れ
は
地
方
議
會

(M
unicipalC
ouncil)
で
あ
る
﹂
と
営
べ
る
の
に
對
し
て
︑
シ
ェ
ル
ト
ン=

フ
ー
パ
ー
は
﹁
そ
れ
は
論
點
の
す
り
替
え

(red
herring)
で
す
﹂

と
反
論
す
る(92

)
︒
こ
こ
に
お
い
て
︑
地
方
自
治
の
レ
ト
リ
ッ
ク
は
彼
ら
の
#
張
か
ら
完
f
に
失
わ
れ
た
の
で
あ
る
︒

二
點
目
は
衞
生
醫
官
の
�
淨
局
の
メ
ン
バ
ー
復
歸
に
對
す
る
批
z
で
あ
り
︑
シ
ェ
ル
ト
ン=

フ
ー
パ
ー
は
﹁
衞
生
醫
官
は
�
淨
局
の
メ
ン

バ
ー
で
あ
る
べ
き
で
は
な
い
﹂
と
い
う
動
議
を
提
案
し
た
︒
こ
れ
に
つ
い
て
は
他
の
非
官
守
議
員
か
ら
も
贊
成
す
る
聲
が
上
が
り
︑
É
決
の
結

果
動
議
は
可
決
さ
れ
た
︒
續
い
て
こ
れ
ま
で
�
り
警
察
�
長
を
官
守
議
員
と
す
る
動
議
も
可
決
さ
れ
︑
こ
れ
ら
は
立
法
局
に
m
ら
れ
る
こ
と
に

な
っ
た(93

)
︒
こ
れ
以
後
立
法
局
に
お
い
て
修
正
案
に
關
す
る
本
格
�
な
議
論
が
始
ま
る
が
︑
こ
こ
で
非
官
守
議
員
た
ち
は
家
屋
j
k
者
た
ち
と
は

f
く
衣
な
る
視
點
に
立
っ
て
修
正
案
に
つ
い
て
の
>
見
を
営
べ
た
︒

第
二
�

修
正
案
を
め
ぐ
る
市
民
閒
の
議
論

四
�
三
〇
日
の
立
法
局
會
議
に
お
い
て
︑
香
�
の
企
業
で
事
務
職
を
務
め
て
い
た
オ
ズ
ボ
ー
ン

(E
dw
ard
O
sborne)
が
修
正
案
に
關
す
る

>
見
を
営
べ
た
︒
彼
は
︑
非
衞
生
�
狀
況
や
傳
染
病
は
Ê
易
に
お
け
る
利
益
を
ひ
ど
く
損
な
う
と
し
た
上
で
︑﹁
人
口
の
移
動
が
激
し
く
誰
も

が
せ
わ
し
な
く
自
身
の
事
柄
に
沒
頭
し
て
﹂
い
る
香
�
で
は
地
方
自
治
に
關
す
る
﹁
義
務
を
Ë
行
す
る
の
に
c
切
で
か
つ
そ
れ
ら
を
�
ん
で
行
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う
人
物
を
見
つ
け
る
こ
と
は
困
難
﹂
で
あ
り
︑
中
國
人
社
會
も
自
治
を
擔
う
に
は
十
分
に
s
蒙
さ
れ
て
い
な
い
と
営
べ
た
︒
ま
た
彼
は
︑
條
例

案
に
對
す
る
不
動
產
j
k
者
や
円
築
業
者
の
批
z
が
徐
々
に
減
っ
て
お
り
︑
そ
れ
は
﹁
中
國
人
︑
不
動
產
j
k
者
︑
そ
し
て
社
會
の
あ
ら
ゆ
る

聰
a
な
人
々
﹂
が
﹁
公
衆
衞
生
の
問
題
に
つ
い
て
︑
(中
略
)
政
廳
は
無
知
や
自
己
の
利
益
︑
貪
欲
に
對
抗
し
て
あ
ら
ゆ
る
福
祉
の
た
め
に

戰
っ
て
い
る
﹂
こ
と
を
知
っ
て
い
る
か
ら
だ
と
営
べ
て
︑
政
廳
の
こ
れ
ま
で
の
衞
生
問
題
へ
の
取
り
組
み
を
高
く
»
價
し
た
︒
そ
し
て
︑
こ
の

任
務
は
﹁
確
固
た
る
不
變
の
衞
生
改
革
の
た
め
の
政
策
に
附
隨
し
て
政
廳
に
よ
っ
て
果
た
さ
れ
る
べ
き
で
あ
﹂
り
︑
�
淨
局
の
非
官
守
議
員
は
︑

﹁
非
現
實
�
な
地
方
自
治
に
よ
る
管
理
體
制
を
切
Ï
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
は
な
く
︑
(中
略
)
名
譽
あ
る
立
法
局
の
メ
ン
バ
ー
と
聯
合
し
て
︑

政
廳
の
政
策
の
細
部
を
批
z
す
る
︑
爭
い
の
精
神
や
無
>
味
な
ケ
チ
を
も
っ
て
で
は
な
く
︑
公
正
な
精
神
を
も
っ
て
批
z
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
﹂
責
任
を
果
た
す
べ
き
だ
と
し
た(94

)
︒

彼
の
#
張
は
以
下
の
二
點
に
整
理
で
き
る
︒
第
一
に
︑
彼
は
香
�
繁
榮
の
基
礎
た
る
Ê
易
の
發
展
の
た
め
に
は
衞
生
狀
況
の
改
善
こ
そ
が
必

@
だ
と
考
え
て
い
た
︒
第
二
に
︑
彼
は
政
廳
の
衞
生
行
政
に
對
す
る
責
任
を
a
確
�
す
べ
き
だ
と
考
え
て
い
た
︒
そ
の
上
で
e
目
さ
れ
る
の
は
︑

彼
が
﹁
地
方
自
治
﹂
を
否
定
す
る
際
に
持
ち
出
す
言
說
で
あ
る
︒
彼
は
︑
�
違
で
見
た
ア
ト
キ
ン
ソ
ン
の
#
張
と
共
�
す
る
﹁
個
人
の
利
益
の

�
求
﹂
に
加
え
て
﹁
人
口
の
液
動
性
﹂
を
取
り
上
げ
︑
こ
れ
ら
を
香
�
の
特
殊
性
と
し
て
位
置
附
け
る
︒
つ
ま
り
彼
は
︑
イ
ギ
リ
ス
本
國
で
の

地
方
自
治
と
の
比
�
の
Ò
元
で
﹁
地
方
自
治
﹂
を
#
張
し
た
家
屋
j
k
者
に
對
し
て
︑
香
�
と
い
う
�
民
地
の
瓜
治
の
Ò
元
で
﹁
地
方
自
治
﹂

を
否
定
し
た
の
で
あ
る
︒

こ
う
し
た
考
え
は
中
國
人
議
員
に
も
共
k
さ
れ
て
い
た
︒
當
時
立
法
局
#
席
非
官
守
議
員
の
地
位
に
あ
っ
た
何
s
も
︑
�
淨
局
の
體
制
に
つ

い
て
以
下
の
よ
う
に
営
べ
た
︒

私
が
考
え
る
に
︑
�
も
重
@
な
問
題
は
�
淨
局
の
體
制
の
變

︑
つ
ま
り
カ
デ
ッ
ト
官
僚
を
�
淨
署
の
行
政
上
の
長
官
と
�
淨
局
の
#
席

と
す
る
事
で
す
︒
そ
し
て
︑
�
淨
局
に
お
け
る
現
在
の
代
議
制
度
に
關
し
て
︑
私
は
政
廳
の
提
案
に
贊
成
す
る
こ
と
を
 
め
ざ
る
を
得
ま

せ
ん
︒
現
狀
で
は
こ
れ
か
ら
Ó
れ
る
�
は
な
い
の
で
す
︒
(中
略
)
現
在
︑
O
稅
者
の
多
く
は
不
c
切
で
散
々
な
狀
態
で
�
淨
局
に
お
い
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て
代
表
さ
れ
て
い
ま
す
︒
現
在
の
提
案
は
�
地
方
自
治
體
の
狀
態
よ
り
も
良
い
も
の
で
す(95

)
︒

つ
ま
り
彼
ら
に
と
っ
て
︑
自
己
の
利
益
を
優
先
し
︑
か
つ
中
長
�
�
に
公
衆
衞
生
の
問
題
に
對
し
て
責
任
を
果
た
す
と
は
限
ら
な
い
家
屋
j
k

者
を
中
心
と
し
た
�
淨
局
に
お
け
る
﹁
地
方
自
治
﹂
は
︑
信
用
に
足
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
︒
そ
し
て
︑
現
狀
で
は
衞
生
狀
況
の
改
善
を
任
せ

る
こ
と
が
で
き
る
の
は
政
廳
#
�
の
集
權
�
な
行
政
體
制
だ
け
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒
こ
こ
で
も
︑
イ
ギ
リ
ス
本
國
と
は
衣
な
る
�
民
地
と
し
て

の
香
�
の
立
場
が
>
識
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
︒

こ
の
日
の
立
法
局
會
議
で
の
非
官
守
議
員
の
發
言
︑
特
に
オ
ズ
ボ
ー
ン
の
發
言
は
香
�
の
市
民
に
大
き
な
衝
擊
を
與
え
た
︒
五
�
一
一
日
附

H
ong
K
ong
W
eekly
P
ress
に
は
︑
彼
の
發
言
に
對
す
る
各
方
面
か
ら
の
反
應
が
揭
載
さ
れ
た
︒
こ
の
中
で
�
淨
局
非
官
守
議
員
で
あ
り
先

の
�
査
委
員
會
の
メ
ン
バ
ー
で
も
あ
っ
た
ハ
ン
フ
リ
ー
ズ
は
︑
オ
ズ
ボ
ー
ン
の
見
解
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
営
べ
て
い
る
︒

オ
ズ
ボ
ー
ン
氏
は
︑
市
民
は
﹁
今
日
こ
こ
に
い
て
も
a
日
に
は
ど
こ
か
に
行
っ
て
し
ま
う
﹂
と
い
う
理
由
で

(と
り
わ
け
)
地
方
自
治
に

反
對
し
て
い
ま
す
︒
そ
う
で
あ
る
な
ら
︑
公
務
員
は
Ô
に
は
こ
こ
に
い
て
も
晝
に
は
ど
こ
か
に
行
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
は
な
い
の
で

し
ょ
う
か
？

(中
略
)
地
方
議
會
を
Ï
ま
な
い
と
い
う
點
で
私
は
オ
ズ
ボ
ー
ン
氏
に
同
>
す
る
と
し
て
も
︑
そ
れ
は
彼
が
示
す
ひ
ど
く
矛

盾
し
た
理
由
か
ら
で
は
な
く
︑
�
を
Ï
ま
な
い

(I
do
not
desire
the
m
oon.)
の
と
同
じ
理
由
か
ら
な
の
で
す(96

)
︒

こ
こ
で
は
︑
オ
ズ
ボ
ー
ン
が
家
屋
j
k
者
を
批
z
す
る
た
め
に
t
っ
た
﹁
人
口
の
液
動
性
﹂
と
い
う
言
說
が
︑
今
度
は
�
民
地
官
僚
批
z
に
用

い
ら
れ
て
い
る
︒
一
方
で
︑
彼
も
ま
た
シ
ェ
ル
ト
ン=

フ
ー
パ
ー
と
同
樣
︑
現
狀
に
對
し
て
大
き
な
不
滿
を
«
え
な
が
ら
も
︑﹁
地
方
自
治
﹂

を
Ï
ま
な
い
と
営
べ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒

そ
れ
で
は
︑
衞
生
醫
官
の
メ
ン
バ
ー
復
歸
に
つ
い
て
非
官
守
議
員
は
ど
う
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
四
�
三
〇
日
の
立
法
局
會
議
に
お

い
て
︑
何
s
が
こ
れ
に
つ
い
て
强
い
反
撥
が
あ
る
こ
と
に
觸
れ
︑
立
法
局
の
議
員
が
f
會
一
致
で
反
對
す
る
の
で
あ
れ
ば
こ
れ
を
見
直
す
べ
き

で
あ
る
と
し
た
︒
し
か
し
︑
ル
ガ
ー
ド
が
難
色
を
示
し
た
た
め
︑
こ
れ
以
上
議
論
が
�
む
こ
と
は
な
か
っ
た(97

)
︒

と
こ
ろ
で
︑
五
�
一
一
日
附
H
ong
K
ong
W
eekly
P
ress
に
は
オ
ズ
ボ
ー
ン
か
ら
の
書
鯵
も
揭
載
さ
れ
て
お
り
︑
こ
こ
で
は
�
淨
局
#
席
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が
果
た
す
べ
き
役
割
に
つ
い
て
言
�
さ
れ
て
い
る
︒
彼
は
︑
#
席
と
な
る
人
物
は
廣
い
見
識
を
持
ち
︑
條
例
の
c
用
に
よ
っ
て
被
b
を
蒙
る

人
々
に
對
し
て
同
Õ
心
を
持
つ
べ
き
で
あ
る
と
し
た
上
で
︑
以
下
の
よ
う
に
営
べ
る
︒

つ
ま
り
︑
實
の
と
こ
ろ
︑
華
民
政
務
司
が
別
方
面
で
中
國
人
を
保
護
す
る
の
と
同
じ
よ
う
に
︑
�
淨
局
#
席
も
家
屋
j
k
者
と
中
國
人
を

保
護
す
べ
き
で
す
︒
衞
生
醫
官
や
工
務
司
と
い
っ
た
專
門
家
は
︑
專
門
�
な
訓
練
を
"
け
て
い
る
た
め
に
︑
公
正
な
觀
點
で
︑
あ
る
い
は

私
が
#
席
に
對
し
て
そ
う
で
あ
る
と
�
待
す
る
よ
う
な
優
れ
た
行
政
官
の
特
i
で
あ
る
自
由
で
Ö
括
�
な
精
神
で
︑
細
部
の
問
題
を
º
う

こ
と
は
�
待
で
き
ま
せ
ん
︒
そ
う
い
う
わ
け
で
︑
總
督
は
#
席
の
>
見
を
聞
か
ず
に
彼
ら
の
>
見
を
聞
く
べ
き
で
は
あ
り
ま
せ
ん(98

)
︒

こ
こ
か
ら
は
︑
專
門
官
僚
が
大
き
な
權
限
を
持
つ
こ
と
に
對
し
て
は
彼
も
否
定
�
な
見
解
を
示
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
た
だ
し
︑
家
屋
j

k
者
は
あ
く
ま
で
專
門
官
僚
を
自
ら
の
利
b
に
對
立
す
る
も
の
と
捉
え
て
批
z
し
て
い
た
が
︑
彼
は
﹁
自
由
で
Ö
括
�
な
精
神
﹂
を
持
つ
事
務

官
僚
こ
そ
が
︑
責
任
あ
る
衞
生
行
政
體
制
の
擔
い
手
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
オ
ズ
ボ
ー
ン
に
と
っ
て
は
︑
家
屋
j
k
者
も

中
國
人
と
同
じ
よ
う
に
香
�
と
い
う
�
民
地
に
內
Ö
さ
れ
行
政
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
べ
き
存
在
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒

七
�
二
日
の
立
法
局
會
議
に
お
い
て
︑
香
�
總
商
會
か
ら
の
推
薦
で
非
官
守
議
員
を
務
め
て
い
た
ス
チ
ュ
ワ
ー
ト

(M
urray
Stew
art)
が

修
正
案
を
め
ぐ
る
議
論
に
つ
い
て
總
括
を
営
べ
た
︒
彼
は
﹁
商
業
界
の
指
�
�
な
人
々
は
︑
い
わ
ゆ
る
一
般
�
な
體
制
の
下
で
︑
地
方
自
治
體

に
よ
っ
て
瓜
治
す
る
こ
と
も
Ï
ん
で
い
な
け
れ
ば
︑
地
方
自
治
體
に
よ
っ
て
瓜
治
さ
れ
る
こ
と
も
Ï
ん
で
い
ま
せ
ん
﹂
と
営
べ
た
上
で
︑
埠
頭

を
香
�
の
第
一
義
�
機
能
と
し
︑﹁
�
灣
が
自
由
か
つ
非
感
染
狀
態
に
保
た
れ
る
こ
と
﹂
を
立
法
・
行
政
に
よ
っ
て
確
實
に
す
る
こ
と
が
政
廳

の
義
務
で
あ
り
︑﹁
そ
れ
こ
そ
が
商
業
界
に
�
も
力
强
く
訴
え
る
一
方
の
眞
理
で
あ
る
﹂
と
#
張
し
た(99

)
︒
公
權
力
の
介
入
に
よ
っ
て
積
極
�
に

自
由
を
¬
成
し
よ
う
と
い
う
こ
の
考
え
方
は
︑
當
時
の
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
﹁
怨
自
由
#
義
﹂
(N
ew
Liberalism
)
�
な
思
想
と
共
�
す
る
も

の
が
あ
る(100

)
︒
一
方
で
︑
彼
は
以
下
の
よ
う
に
も
#
張
す
る
︒

し
か
し
︑
政
廳
に
よ
る
立
法
と
行
政
は
義
務
で
す
が
︑
そ
の
義
務
の
範
疇
を
超
え
て
︑
社
會
に
對
し
て
厄
介
な
®
擔
を
課
す
と
い
う
方
向

に
舵
を
切
ら
な
い
と
い
う
こ
と
も
ま
た
政
廳
の
義
務
な
の
で
す
︒
�
灣
の
衞
生

(health
of
the
port)
を
保
證
し
よ
う
と
す
る
際
に
︑
家
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屋
の
價
値
を
失
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
あ
る
い
は
不
當
に
中
國
人
を
困
ら
せ
る

こ
と
に
よ
っ
て
︑
不
必
@
に
�
灣
の
富

(w
ealth
ofthe
port)
を
損
な
わ
な
い
よ

う
に
す
る
こ
と
も
ま
た
政
廳
の
責
任
な
の
で
す
︒
な
ぜ
な
ら
︑
彼
ら
の
同
>
と
幸

福
も
積
み
荷
の
ト
ン
數
と
等
し
く
私
た
ち
の
繁
榮
が
依
存
す
る
も
の
な
の
で
す
か

ら
︒
こ
れ
こ
そ
が
家
屋
j
k
者
に
燒
き
附
け
ら
れ
て
い
る
も
う
一
方
の
眞
理
な
の

で
す
︒
そ
し
て
そ
れ
は
衞
生
問
題
に
關
す
る
�
査
委
員
會
が
强
く
推
し
�
め
た
眞

理
な
の
で
す(101

)
︒

こ
こ
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
政
廳
が
衞
生
行
政
に
責
任
を
持
つ
以
上
社
會
に
對
し
て
	
度

の
®
擔
を
課
す
べ
き
で
な
い
と
い
う
 
識
は
︑
す
で
に
拙
稿
に
お
い
て
論
じ
た
よ
う
な

衞
生
政
策
を
め
ぐ
る
議
論
に
お
け
る
專
門
職
の
非
官
守
議
員
に
よ
る
#
張
の
特
i
で
あ

り(102
)

︑
彼
も
ま
た
Ê
易
に
携
わ
る
立
場
か
ら
衞
生
狀
況
の
改
善
を
優
先
し
て
こ
れ
を
"
け

入
れ
た
の
で
あ
っ
た
︒
そ
し
て
︑
彼
ら
の
#
張
す
る
﹁
集
權
�+

政
廳
の
責
任
の
a
確

�
﹂
と
い
う
方
向
性
は
﹁
地
方
自
治
﹂
を
放
棄
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
家
屋
j
k
者
に

と
っ
て
も
そ
の
利
益
を
�
大
限
に
確
保
す
る
手
段
と
な
り
え
た
の
で
あ
る
︒

こ
う
し
て
一
九
〇
八
年
七
�
二
日
︑
條
例
の
修
正
案
が
成
立
し
た
︒
修
正
後
の
條
例

第
八
條
で
は
︑
O
稅
者
(ratepayers)
と
い
う
表
現
が
人
々

(persons)
と
い
う
表

現
に
變

さ
れ
た
こ
と
で
Q
擧
權
に
若
干
の
擴
大
が
み
ら
れ
た
が
︑
體
制
そ
の
も
の
に

大
き
な
變

は
見
ら
れ
な
か
っ
た(103

)
︒
こ
う
し
て
︑
香
�
に
お
け
る
�
代
�
衞
生
行
政
體

制
が
確
立
さ
れ
た

(圖
3
)
︒
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お
わ
り
に

以
上
︑
世
紀
轉
奄
�
の
香
�
に
お
け
る
集
權
�
衞
生
行
政
體
制
の
成
立
と
︑
そ
れ
を
め
ぐ
る
議
論
に
つ
い
て
檢
討
し
て
き
た
︒
香
�
政
廳
は

疑
似
�
な
﹁
地
方
自
治
體
﹂
と
み
な
さ
れ
て
い
た
�
淨
局
の
權
限
を
縮
小
し
︑
�
民
地
官
僚
を
中
心
と
す
る
集
權
�
衞
生
行
政
體
制
の
�
入
を

試
み
た
︒
當
初
は
醫
師
の
Û
格
を
も
ち
醫
務
署
の
長
官
を
務
め
て
い
た
#
席
民
事
醫
官
が
�
淨
局
#
席
と
�
淨
署
の
長
官
を
擔
っ
た
が
︑
一
人

の
專
門
官
僚
が
醫
療
・
衞
生
行
政
の
雙
方
を
管
3
す
る
に
は
限
界
が
あ
り
︑
�
}
�
に
カ
デ
ッ
ト
官
僚
が
そ
の
役
を
擔
う
こ
と
と
な
っ
た
︒
こ

の
目
�
は
︑
專
門
官
僚
と
中
國
人
社
會
と
の
閒
に
あ
る
利
b
の
�
整
以
上
に
﹁
f
て
の
時
閒
を
職
務
に
捧
げ
ら
れ
る
﹂
よ
う
な
行
政
上
の
長
官

の
任
命
に
あ
っ
た
︒
香
�
の
�
代
�
な
﹁
中
央
／
地
方
﹂
關
係
に
お
い
て
は
︑
中
央
が
壓
倒
�
な
權
力
を
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
︒

そ
し
て
こ
れ
は
︑
香
�
の
衞
生
行
政
體
制
の
特
i
と
し
て
e
目
さ
れ
る
專
門
官
僚
の
重
視
と
い
う
點
か
ら
も
指
摘
で
き
よ
う
︒
�
淨
局
で
は

成
立
以
來
一
貫
し
て
專
門
官
僚
に
議
決
權
が
與
え
ら
れ
て
お
り
︑
#
席
民
事
醫
官
が
メ
ン
バ
ー
か
ら
外
れ
た
際
に
も
衞
生
醫
官
が
メ
ン
バ
ー
と

し
て
復
歸
し
議
決
權
を
付
與
さ
れ
た
︒
こ
れ
は
︑
衞
生
醫
官
が
あ
く
ま
で
地
方
議
會
の
決
定
に
基
づ
い
て
活
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
イ

ギ
リ
ス
本
國
と
は
大
き
く
衣
な
る
點
で
あ
る
︒

こ
の
よ
う
な
�
淨
局
の
性
格
の
變
�
と
集
權
�
衞
生
行
政
體
制
の
�
入
を
め
ぐ
っ
て
は
大
き
な
議
論
が
卷
き
Y
こ
っ
た
が
︑
特
に
e
目
さ
れ

る
の
は
市
民
閒
の
議
論
で
あ
る
︒
家
屋
j
k
者
た
ち
は
H
民
に
よ
る
﹁
地
方
自
治
﹂
と
い
う
觀
點
か
ら
こ
れ
に
强
く
反
對
し
た
が
︑
こ
こ
に
は

政
廳
の
衞
生
政
策
に
よ
っ
て
經
濟
�
®
擔
や
不
動
產
取
引
へ
の
惡
影
!
と
い
っ
た
損
b
を
被
る
な
か
で
︑
經
濟
�
な
利
益
を
囘
復
す
る
た
め
に

�
淨
局
を
自
ら
の
影
!
下
に
置
き
た
い
と
い
う
>
圖
が
あ
っ
た
︒
一
方
で
衞
生
狀
況
の
改
善
を
�
優
先
課
題
と
す
る
人
々
は
︑
當
初
は
香
�
に

お
け
る
﹁
地
方
自
治
﹂
を
重
視
す
る
も
︑
Ò
第
に
自
身
の
利
益
を
優
先
す
る
家
屋
j
k
者
の
�
勢
に
對
し
て
疑
問
を
«
き
︑
集
權
�
衞
生
行
政

體
制
を
荏
持
す
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
そ
し
て
︑
彼
ら
が
#
張
す
る
﹁
集
權
�+

政
廳
の
責
任
の
a
確
�
﹂
と
い
う
方
向
性
も
ま
た
︑
家
屋
j
k

者
た
ち
が
自
身
の
利
益
を
確
保
す
る
た
め
の
手
段
た
り
え
た
︒
本
稿
で
も
改
め
て
當
該
時
�
に
彼
ら
の
#
張
が
果
た
し
た
役
割
の
重
@
性
に
つ
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い
て
確
 
で
き
た
と
言
え
よ
う
︒

そ
れ
で
は
︑
な
ぜ
香
�
で
集
權
�
衞
生
行
政
體
制
が
成
立
し
え
た
の
か
︒
西
洋
人
・
中
國
人
雙
方
の
家
屋
j
k
者
た
ち
は
︑
本
國
イ
ギ
リ
ス

の
制
度
や
政
策
を
引
き
合
い
に
︑
香
�
に
お
い
て
も
�
低
限
度
の
﹁
地
方
自
治
﹂
と
い
う
�
代
に
�
Ü
�
な
市
民
と
し
て
の
權
利
を
求
め
た
︒

一
方
で
政
廳
や
衞
生
狀
況
の
改
善
を
�
優
先
課
題
と
す
る
人
々
は
︑﹁
個
人
の
利
益
の
�
求
﹂
や
﹁
人
口
の
液
動
性
﹂
な
ど
を
香
�
と
い
う
�

民
地
の
特
殊
性
を
强
�
す
る
言
說
と
し
て
t
用
し
︑
集
權
�
衞
生
行
政
體
制
を
確
立
す
る
根
據
と
し
た
︒
そ
の
結
果
︑
本
國
イ
ギ
リ
ス
で
は
�

代
�
な
民
#
#
義
や
地
方
自
治
の
擔
い
手
で
あ
っ
た
西
洋
人
で
さ
え
も
香
�
で
は
そ
の
Û
格
な
し
と
み
な
さ
れ
︑
集
權
�
衞
生
行
政
體
制
が
よ

り
合
理
�
と
さ
れ
た
の
で
あ
る(104

)
︒
こ
う
し
た
香
�
の
事
例
は
︑
同
時
代
に
お
い
て
も
地
域
に
よ
っ
て
重
視
さ
れ
る
﹁
�
代
性
﹂
は
衣
な
る
と
い

う
こ
と
︑
そ
の
結
果
﹁
�
代
�
で
あ
る
か
否
か
﹂
に
關
す
る
z
斷
は
恣
>
�
に
下
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
示
唆
し
て
い
よ
う
︒
た
だ
し
︑
こ
の

よ
う
な
﹁
�
民
地
香
�
觀
﹂
は
一
九
二
〇
年
代
�
ば
以
影
徐
々
に
變
�
し
て
い
く
と
考
え
ら
れ
る
︒
な
ぜ
な
ら
︑
當
該
時
�
に
再
び
衞
生
行
政

に
關
す
る
議
論
が
再
燃
し
︑
そ
の
結
果
︑
一
九
三
六
年
に
�
淨
局
は
市
政
局

(U
rban
C
ouncil)
へ
と
改
組
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
︒
こ
う
し
た

變
�
が
ど
の
よ
う
な
議
論
の
も
と
で
�
ん
だ
の
か
を
a
ら
か
に
す
る
こ
と
を
︑
今
後
の
課
題
と
し
た
い
︒

�(1
)
こ
れ
は
︑
�
代
に
お
け
る
古
典
�
自
由
#
義
か
ら
︑
現
代
に
お
け

る
介
入
�
自
由
#
義
へ
の
轉
奄
と
し
て
位
置
附
け
ら
れ
る

(小
野
塚

知
二
﹁
介
入
�
自
由
#
義
の
時
代
︱
︱
自
由
と
公
共
性
の
相
克
を

め
ぐ
っ
て
﹂
同
^
著
﹃
自
由
と
公
共
性
︱
︱
介
入
�
自
由
#
義
と

そ
の
思
想
�
Y
點
﹄
日
本
經
濟
»
論
社
︑
二
〇
〇
九
年
)︒

(2
)
�
代
國
家
に
お
け
る
衞
生
行
政
・
衞
生
政
策
に
つ
い
て
槪
觀
す
る

も
の
と
し
て
は
︑
Porter,D
orothy.(ed.),T
he
H
istory
ofP
ub-

lic
H
ealth
and
the
M
odern
State,R
odopi,1994
が
あ
る
︒

(3
)
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.(デ
イ
ビ
ッ
ド
・
ア
ー
ノ
ル
ド
︑
見
市

õ
俊
譯
﹃
身
體
の
�
民
地
�
﹄
み
す
ず
書
ö
︑
二
〇
一
九
年
)

(4
)
こ
う
し
た
視
點
で
イ
ギ
リ
ス
=
國
內
�
民
地
の
醫
療
・
衞
生
問
題

を
論
じ
た
�
�
の
硏
究
と
し
て
は

Johnson,R
yan
and
K
halid,
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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
が
あ
る
︒
東
洋
'
學
の

硏
究
對
象
に
屬
す
る
地
域
に
つ
い
て
も
膨
大
な
硏
究
が
あ
る
が
︑
例

え
ば
本
稿
で
º
う
香
�
に
お
い
て
特
に
脅
威
と
な
っ
た
ペ
ス
ト
の
液

行
に
關
す
る
硏
究
は
︑
飯
島
涉
﹁
ペ
ス
ト
・
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
の
歷
'

學
﹂
永
島
剛
︑
市
川
智
生
︑
飯
島
涉
^
﹃
衞
生
と
�
代

︱
︱
ペ
ス

ト
液
行
に
み
る
東
ア
ジ
ア
の
瓜
治
・
醫
療
・
社
會
︱
︱
﹄
法
政
大

學
出
版
局
︑
二
〇
一
七
年
に
お
い
て
整
理
さ
れ
て
い
る
︒

(5
)
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,

帆
刈
浩
之
﹃
越
境
す
る
身
體
の
社
會
'
︱
︱
華
僑
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

に
お
け
る
慈
善
と
醫
療
︱
︱
﹄
風
!
社
︑
二
〇
一
五
年
︒
東
華
醫

院
は
︑
一
八
七
〇
年
に
中
國
醫
療
を
提
供
す
る
目
�
で
設
立
さ
れ
た

病
院
で
あ
る
︒
o
營
は
中
國
人
エ
リ
ー
ト
に
よ
っ
て
行
わ
れ
︑
病
院

と
し
て
の
機
能
に
止
ま
ら
ず
香
�
政
廳
に
對
し
て
中
國
人
社
會
の
利

益
を
代
辯
す
る
政
治
�
・
社
會
�
團
體
と
し
て
機
能
し
て
い
た
︒

(6
)
香
�
に
お
け
る
機
%
・
役
職
の
譯
語
に
つ
い
て
は
︑
一
Ò
'
料
や

先
行
硏
究
で
確
定
し
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
そ
れ
を
用
い
︑
そ
う

で
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
筆
者
が
c
切
と
思
わ
れ
る
譯
を
あ
て
て
い

る
︒

(7
)
�
淨
局
を
め
ぐ
る
歷
'
の
槪
觀
に
つ
い
て
は
︑
劉
潤
和
﹃
香
�
市

議
會
'
一
八
八
三−

一
九
九
九
：
從
�
淨
局
到
市
政
局
�
區
域
市
政

局
﹄
香
�
歷
'


物
館
︑
二
〇
〇
二
年
を
參
照
︒

(8
)
オ
ズ
バ
ー
ト
・
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
�
ば
の
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
中
央

集
權
�
な
衞
生
行
政
の
�
入
を
#
張
し
た
こ
と
で
k
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
︒

(9
)
香
�
の
ペ
ス
ト
液
行
に
關
し
て
も
多
數
の
硏
究
が
あ
る
が
︑
代
表

�
な
も
の
と
し
て
以
下
を
擧
げ
る
︒
Sinn,
op.
cit.,
B
enedict,

C
arol.
B
ubonic
P
lague
in
N
ineteenth-C
entury
C
hina,

Stanford
U
niversity
Press,1996.
日
本
語
�
獻
と
し
て
は
︑
飯

島
涉
﹃
ペ
ス
ト
と
�
代
中
國
︱
︱
衞
生
の
﹁
制
度
�
﹂
と
社
會
變

容
﹄
硏
�
出
版
︑
二
〇
〇
〇
年
︑
帆
刈
�
揭
書
︑
蒲
豐
彥
﹁
�
離
の

恐
怖
︱
︱
一
八
九
四
年
香
�
の
ペ
ス
ト
液
行
﹂
村
上
衞
^
﹃
�
現

代
中
國
に
お
け
る
社
會
經
濟
制
度
の
再
^
﹄
京
都
大
學
人
�
科
學
硏

究
j
附
屬
現
代
中
國
硏
究
セ
ン
タ
ー
︑
二
〇
一
六
年
な
ど
が
あ
る
︒

ま
た
︑
�
(3
)
で
擧
げ
た
永
島
剛
︑
市
川
智
生
︑
飯
島
涉
^
﹃
衞

生
と
�
代
﹄
は
ペ
ス
ト
液
行
と
い
う
切
り
口
か
ら
東
・
東
南
ア
ジ
ア

各
都
市
の
�
代
を
考
え
る
も
の
で
あ
る
︒

(10
)
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
�
代
�
地
方
自
治
制
度
の
成
立
	


に
つ
い

て
は
︑
岡
田
違
宏
﹃
�
代
イ
ギ
リ
ス
地
方
自
治
制
度
の
形
成
﹄
櫻
井

書
店
︑
二
〇
〇
五
年
を
參
照
︒

(11
)
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,C
hapter
9.

(12
)
劉
潤
和
�
揭
書
︑
第
二
違
︒

(13
)
カ
デ
ッ
ト
制
度
と
は
︑
イ
ギ
リ
ス
本
國
で
�
民
地
官
僚
候
補
生
を

É
用
し
︑
廣
州
な
ど
で
數
年
閒
中
國
の
言
語
や
�
�
を
學
ば
せ
る
制

度
で
あ
る
︒
制
度
の
詳
細
に
つ
い
て
は
Lethbridge,H
.J.“H
ong
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K
ong
C
adets,
1862-1941”,
Journal
of
the
R
oyal
A
siatic

Society
H
ong
K
ong
B
ranch,V
ol.10,1970,pp.36-56.を
參
照

の
こ
と
︒

(14
)
永
島
剛
﹁
香
�
一
八
九
四
年
︱
︱
〈イ
ギ
リ
ス
液
﹀
衞
生
行
政
と

�
民
地
社
會
﹂
永
島
剛
︑
市
川
智
生
︑
飯
島
涉
^
﹃
衞
生
と
�
代
﹄︒

(15
)
拙
稿
﹁
世
紀
轉
奄
�
香
�
の
衞
生
政
策
を
め
ぐ
る
議
論
︱
︱
中

國
人
の
居
H
I
境
の
改
善
と
經
濟
�
自
由
#
義
﹂﹃
'
林
﹄
第
一
〇

一
卷
第
二
號
︑
二
〇
一
八
年
︑
七
六−

一
一
〇
頁
︒

(16
)
本
來
車
の
兩
輪
と
し
て
分
析
さ
れ
る
べ
き
衞
生
行
政
の
問
題
と
衞

生
政
策
の
問
題
が
衣
な
る
視
點
か
ら
論
じ
ら
れ
て
き
た
@
因
に
は
︑

香
�
'
硏
究
f
體
の
硏
究
'
が
大
き
く
關
係
し
て
い
る
︒
香
�
'
硏

究
に
お
い
て
當
初
e
目
さ
れ
た
の
は
︑
香
�
政
廳
を
中
心
と
し
た
政

治
・
行
政
制
度
で
あ
り
︑
こ
の
中
で
衞
生
行
政
體
制
や
�
淨
局
は
重

@
な
分
析
對
象
の
ひ
と
つ
と
な
っ
た
︒
し
か
し
︑
一
九
八
〇
年
代
�

ば
に
政
治
・
行
政
制
度
の
分
析
で
は
荏
�
者
側
の
視
點
の
み
が
强
�

さ
れ
て
い
る
と
い
う
批
z
が
Y
こ
り
︑
制
度
に
組
み
©
ま
れ
な
い
中

國
人
社
會
の
在
り
方
に
e
目
が
集
ま
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
そ
し
て
︑

中
國
人
社
會
の
特
殊
性
が
際
立
つ
事
例
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
の
が
政
廳
の
衞
生
政
策

(特
に
一
八
九
四
年
の
ペ
ス
ト

液
行
へ
の
對
應
)
と
そ
れ
に
對
す
る
中
國
人
社
會
の
反
撥
で
あ
っ
た
︒

つ
ま
り
︑
衞
生
行
政
と
衞
生
政
策
は
反
撥
し
あ
う
潮
液
の
中
で
分
析

さ
れ
た
た
め
︑
兩
者
の
聯
關
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ

た
の
で
あ
る
︒

(17
)
E
ndacott,op.
cit.

(18
)
特
定
の
問
題
に
對
し
て
內
閣
や
議
會
の
命
で
k
識
者
に
よ
る
�
査

が
實
施
さ
れ
る
か
委
員
會
が
設
置
さ
れ
て
聞
き
取
り
�
査
が
行
わ
れ

た
の
ち
︑
議
會
に
報
吿
書
が
提
出
さ
れ
︑
そ
れ
が
法
律
を
制
定
す
る

際
に
參
照
さ
れ
る
と
い
う
一
聯
の
プ
ロ
セ
ス
は
︑
本
國
イ
ギ
リ
ス
に

お
い
て
し
ば
し
ば
見
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
︑
香
�
で
も
そ
れ
を
踏
襲

し
て
い
た
︒
ま
た
︑
後
営
す
る
よ
う
に
特
定
の
問
題
に
つ
い
て
市
民

か
ら
總
督
や
�
民
地
大
臣
に
對
し
て
自
發
�
に
嘆
願
書
や
報
吿
が
提

出
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
︒

(19
)
H
ong
K
ong
Sessional
P
apers
(以
下
︑
H
K
SP
),
1895.

M
edicalC
om
m
ittee,R
eport,pp.1-3.

(20
)
永
島
剛
は
M
edicalO
fficer
of
H
ealth
を
﹁
保
永
醫
官
﹂
と
譯

し
て
い
る
︒
こ
れ
は
︑
イ
ギ
リ
ス
本
國
で
は
M
edicalO
fficer
of

H
ealth
が
保
永
事
業
に
も
大
き
く
關
わ
っ
て
い
た
た
め
で
あ
る
︒

し
か
し
︑
香
�
で
は
M
edicalO
fficer
of
H
ealth
の
管
3
す
る
仕

事
は
公
衆
衞
生
︑
特
に
I
境
衞
生
に
限
ら
れ
る
た
め
︑
本
稿
で
は

﹁
衞
生
醫
官
﹂
の
譯
語
を
用
い
る
︒

(21
)
永
島
剛
﹁
一
九
世
紀
末
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
保
永
行
政
：
ブ
ラ
イ

ト
ン
市
衞
生
當
局
の
活
動
を
中
心
と
し
て
﹂﹃
社
會
經
濟
'
學
﹄
第

六
八
卷
第
四
號
︑
二
〇
〇
二
年
︑
二
五
頁
︒

(22
)
H
K
SP
,1895.M
edicalC
om
m
ittee,R
eport,pp.1-3.

(23
)
H
ong
K
ong
H
ansard
(以
下
︑
H
K
H
),11
A
pr.1895,p.51.

(24
)
H
ong
K
ong
G
overnm
ent
G
azette
(以
下
︑
H
K
G
G
),
13

A
pr.1895,p.297.

(25
)
何
s
(一
八
五
九−

一
九
一
四
)
は
香
�
生
ま
れ
の
醫
師
︑
辯
護

士
︒
牧
師
の
父
を
持
ち
︑
一
八
七
二
年
に
イ
ギ
リ
ス
へ
留
學
し
て
ア

バ
デ
ィ
ー
ン
大
學
で
醫
學
を
︑
リ
ン
カ
ー
ン
法
曹
院
で
法
學
を
學
ん
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だ
︒
一
八
八
二
年
に
香
�
に
戾
り
︑
法
廷
辯
護
士
や
醫
師
と
し
て
活

動
し
た
︒
彼
は
香
�
の
中
國
人
社
會
で
�
も
影
!
力
を
持
つ
人
物
の

一
人
で
あ
っ
た
︒

(26
)
H
K
H
,17
A
pr.1895,p.53.

(27
)
H
K
G
G
,20
A
pr.1895,p.449.

(28
)
“T
he
M
edicalO
fficer
of
H
ealth
O
rdinance”,H
ong
K
ong

W
eekly
P
ress,
25
A
pr.1895.

(29
)
永
島
�
揭
�
(21
)
論
�
︒

(30
)
H
K
G
G
,12
O
ct.1895,p.1069.

(31
)
“H
ongkong
Sanitary
B
oard”,H
ong
K
ong
W
eekly
P
ress,
4

D
ec.1895.

(32
)
H
K
G
G
,1
M
ay.1897,p.272.

(33
)
H
K
G
G
,3
Jul.1897,p.577.

(34
)
H
K
SP
,1895.M
edicalC
om
m
ittee,A
ppendix
A
,p.66.

(35
)
H
K
SP
,
1902.
N
o.7,
C
om
m
ittee
of
Inquiry
into
the

A
dequacy
of
the
Staff
of
the
M
edical
D
epartm
ent,

A
ppendix
I,A
ppendix
II.

(36
)
Ibid,pp.7-19,pp.35-41.

(37
)
Ibid,p.1.

(38
)
“T
he
H
um
ble
Petition
of
the
U
ndersigned
M
erchants,

B
ankers,ProfessionalM
en,T
raders,A
rtisans,and
O
thers,

Inhabitants
of
the
C
row
n
C
olony
of
H
ongkong”,
H
K
SP
,

1901.C
orrespondence
regarding
the
Sanitary
C
ondition
of

H
ongkong.

(39
)
H
K
SP
,
1902,
N
o.28.
R
eport
on
the
Q
uestion
of
the

H
ousing
ofthe
Population
ofH
ong
K
ong,pp.11-12.た
だ
し
︑

報
吿
書
で
は
續
け
て
﹁
�
淨
局
の
名
の
も
と
に
現
在
衞
生
醫
官
に

よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
い
く
つ
か
の
義
務
は
�
淨
司
に
移
さ
れ
て
い

ま
す
が
︑
�
淨
局
の
權
限
を
少
し
も
�
食
し
な
い
よ
う
�
慮
さ
れ
て

い
ま
す
︒
と
い
う
の
も
私
た
ち
は
�
淨
局
が
�
民
地
の
た
め
に
多
く

の
良
い
仕
事
が
で
き
る
と
考
え
て
い
る
か
ら
で
す
﹂
と
も
営
べ
ら
れ

て
お
り
︑
香
�
市
民
へ
の
一
定
の
�
慮
が
う
か
が
え
る
︒

(40
)
H
K
G
G
,
10
Jun.1902,pp.987-1091.

(41
)
“C
onstitution
and
W
orking
ofthe
Sanitary
B
oard”,H
ong

K
ong
W
eekly
P
ress,
21
Jun.1902.

(42
)
“T
he
C
hinese
and
the
Public
H
ealth
B
ill”,H
ong
K
ong

W
eekly
P
ress,
30
Jun.1902.

(43
)
H
K
G
G
,
11
Jul.1902,p.1268.

(44
)
H
K
G
G
,
27
F
eb.1903,pp.177-178.

(45
)
B
lake
to
C
ham
berlain,no.116,10
M
ar.1903,C
O
129/316.

(46
)
B
lake
to
C
ham
berlain,no.134,18
M
ar.1903,C
O
129/316.

(47
)
E
nclosure
in
B
lake
to
C
ham
berlain,no.134,18
M
ar.1903,

C
O
129/316.

(48
)
B
lake
to
C
ham
berlain,no.323,27
Jun.1903,C
O
129/317.

(49
)
E
nclosure
9,
in
M
ay
to
E
arl
of
E
lgin,
no.137,
29
M
ay.

1907,C
O
129/340.一
九
〇
七
年
五
�
二
九
日
附
の
當
時
の
總
督
代

理
メ
イ
か
ら
�
民
地
大
臣
エ
ル
ギ
ン
伯
へ
の
書
鯵
に
は
︑
衞
生
行
政

を
め
ぐ
る
一
九
〇
三
年
の
總
督
と
�
民
地
大
臣
の
や
り
取
り
を
ま
と

め
た
�
書
が
同
封
さ
れ
て
い
る
︒
總
督
か
ら
�
民
地
大
臣
へ
の
書
鯵

は
原
'
料
を
確
 
で
き
た
が
︑
�
民
地
大
臣
か
ら
總
督
へ
の
書
鯵
に
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つ
い
て
は
確
 
で
き
な
か
っ
た
た
め
︑
上
記
の
記
錄
を
用
い
る
︒

(50
)
B
lake
to
C
ham
berlain,no.413,28
A
ug.1903,C
O
129/318.

(51
)
E
nclosure
9,
in
M
ay
to
E
arl
of
E
lgin,
no.137,
29
M
ay.

1907,C
O
129/340.

(52
)
一
八
八
八
年
に
衞
生
行
政
を
擔
う
部
署
を
�
淨
局
が
管
3
す
る
よ

う
に
な
っ
て
以
影
︑
靑
書

(B
lue
B
ook)
內
で
は
Sanitary
D
e-

partm
ent
と
表
記
さ
れ
て
い
た
が
︑
條
例
內
で
政
廳
の
部
局
と
し

て
�
淨
署
の
存
在
が
a
確
に
規
定
さ
れ
た
の
は
こ
れ
が
初
め
て
の
こ

と
で
あ
っ
た
︒

(53
)
H
K
G
G
,
20
N
ov.1903,pp.1617-1619.

(54
)
“T
he
Sanitary
B
oard̓
s
C
onstitution”,H
ong
K
ong
W
eekly

P
ress,
30
N
ov.1903.

(55
)
M
ay
to
Lyttelton,no.572,16
D
ec.1903,C
O
129/320.

(56
)
H
K
G
G
,
24
D
ec.1903,p.1738.

(57
)
E
nclosure
1,
in
M
ay
to
E
arl
of
E
lgin,
no.137,
29
M
ay.

1907,C
O
129/340.

(58
)
H
K
SP
,
1907,N
o.10.R
eport
ofthe
C
om
m
ission
A
ppoint-

ed
by
his
E
xcellency
the
G
overnor
to
E
nquire
into
and
R
e-

port
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
ofthe
A
fore-

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

(59
)
M
ay
to
E
arlof
E
lgin,no.137,29
M
ay.1907,C
O
129/340.

(60
)
R
eport
of
1907,p.3.

(61
)
拙
稿
﹁
世
紀
轉
奄
�
香
�
の
衞
生
政
策
を
め
ぐ
る
議
論
﹂
九
六−

九
七
頁
︒

(62
)
R
eport
of
1907,p.41.

(63
)
R
eport
of
1907,pp.41-42.

(64
)
R
eport
of
1907,p.35.

(65
)
R
eport
of
1907,p.33.

(66
)
R
eport
of
1907,pp.33-34.

(67
)
R
eport
of
1907,pp.41-42.

(68
)
永
島
剛
﹁
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
時
代
ブ
ラ
イ
ト
ン
市
に
お
け
る
衞
生
I

境
改
革
事
業
の
展
開
﹂﹃
三
田
學
會
雜
誌
﹄
第
九
四
卷
三
號
︑
二
〇

〇
一
年
︑
六
五−

八
四
頁
︒

(69
)
拙
稿
﹁
世
紀
轉
奄
�
香
�
の
衞
生
政
策
を
め
ぐ
る
議
論
﹂
九
六−

九
七
頁
︒

(70
)
M
ay
to
E
arlof
E
lgin,no.137,29
M
ay.1907,C
O
129/340.

(71
)
E
nclosure
4
in
M
ay
to
E
arl
of
E
lgin,
no.137,
29
M
ay.

1907,C
O
129/340.ち
な
み
に
︑
議
會
報
吿
書
と
し
て
公
開
さ
れ
た

ア
ト
キ
ン
ソ
ン
の
>
見
書

(H
K
SP
,
1907,N
o.22.M
inute
by

the
Principal
C
ivil
M
edical
O
fficer
on
the
R
eport
of
the

Public
H
ealth
and
B
uildings
O
rdinance
C
om
m
ission)
で
は

當
該
部
分
が
�
除
さ
れ
て
い
た
︒

(72
)
Ibid.

(73
)
例
え
ば
四
�
一
二
日
附
の
>
見
書
で
メ
イ
は
︑
�
淨
署
の
組
織
再

^
に
つ
い
て
の
提
案
を
f
て
拒
否
し
た
︒
ま
た
工
務
司
の
チ
ャ
タ
ム

(W
illiam
C
hatham
)
は
︑
報
吿
書
の
提
案
す
る
怨
體
制
が
�
淨

局
の
下
に
技
�
部
門
を
怨
設
す
る
こ
と
を
疑
問
視
し
︑
技
�
官
僚
の
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地
位
は
工
務
司
と
同
等
で
あ
る
べ
き
だ
と
し
た

(H
K
SP
,
1907,

N
o.11.M
inute
by
the
C
olonialSecretary
on
the
R
eport
of

the
C
om
m
ission
to
E
nquire
into
the
W
orking
ofthe
Public

H
ealth
and
B
uildings
O
rdinance
and
the
E
xistence
of

C
orruption
in
the
Sanitary
D
epartm
ent.)︒

(74
)
Ibid,p.10.

(75
)
E
nclosure
10,in
M
ay
to
E
arl
of
E
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BETWEEN THE MODERN ADMINISTRATION OF PUBLIC HEALTH

AND “MUNCIPALITY” : THE CONTROVERSY OVER

THE RE-CONSTITUTION OF THE SANITARY BOARD IN

BRITISH HONG KONG FROM LATE 19TH CENTURY

TO EARLY 20TH CENTURY

KOBORI Shingo

This paper clarifies how the Hong Kong Government established a modern

centralized sanitary administration from the late 19th century to the early 20th

century, as well as how the issue was disputed by the people in Hong Kong.

Although many colonial histories have been based on the dichotomy between the

modern western colonizer and the pre-modern indigenous colonized, this paper

regards the arguments among the government, colonial bureaucrats, western

citizens and Chinese elites as a conflict between the centralized administration of

the government and “Municipality” (地方自治) within the Sanitary Board (�淨

局), which was organized in 1883 to address issues of sanitation in Hong Kong.

The Sanitary Board was one of the most vital institutions for western citizens

and Chinese elites. They regarded the Board as an autonomous governing body like

those in the cities of Britain or in other colonies of the British Empire. After the

bubonic plague in 1894, the Hong Kong Government regarded the Chinese

community as a hotbed of the disease and tried to establish a centralized sanitary

administration. As a result of the amendment of the Public Health and the Buildings

Ordinance of 1903, the Government appointed a colonial official known as the

Principal Civil Medical Officer, to be the head of the Sanitary Department (�淨署)

and the president of the Sanitary Board, thus putting the Sanitary Board under the

control of the Government.

One of my arguments in this paper is that western citizens and Chinese elites

transcended their ethnic divisions to cooperate with each other to protect their own

interests. Both western and Chinese property owners, who were forced to bear the

financial burden to improve the sanitary condition in their properties, criticized the

government sanitary administration. The report of the commission of enquiry into

the sanitary administration organized in 1906, which was composed of the unofficial

members of the Sanitary Board, demanded the municipal autonomy of the Sanitary

Board to protect their economic interests and liberty. Though the Government

wished to appoint a new administrative head, the autonomous local body would not
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permit it. Moreover, unofficial members of the legislative Council (立法局) who

demanded improvement in sanitation also denied there was local autonomy and

claimed that the Government should bear the responsibility for improving

sanitation.

Another consideration addressed in this paper is how governors, colonial

bureaucrats, western citizens and Chinese elites, tended to compare Hong Kong

with cities in Britain, other colonies and settlements, and how they utilized both the

universality of the British Empire and the local specificity of Hong Kong to gain

control of jurisdiction over public health. property owners tried to legitimize the

obtaining municipal autonomy by comparing Hong Kong with Britain. However, the

colonial bureaucrats and those who sought improvement in sanitary conditions

usually emphasized the local specificity of Hong Kong and regarded property

owners as not being suitable, public-spirited citizens.

THE CONCEPT OF FATHERS AND SONS SHARING

THE SAME QI (父子同氣) : A RECONSIDERATION OF

SHIGA SHŪZŌʼS PRINCIPLES OF CHINESE FAMILY LAW

SASAKI Megumi

This paper re-examines the Principles of Chinese family Law (中國家族法の原理)

of Shiga Shūzō 滋賀秀三 in terms of the date of the formation of the concept of “a

father and son sharing the same qi” (qi 氣 being defined as a material force or vital

energy) and shows that the view that the principles of Chinese family law persisted

throughout two millennia from the Han to the Qing is untenable.

Shiga Shūzōʼs Principles of Chinese Family Law is a masterpiece that has had a

decisive impact on the field. In this book, the principle of a strong patrilineal family

is summed up in three sub-principles of “a father and son forming one body,” “a

husband and wife forming one body,” and the “equality of brothers,” and the basic

principle is supported by the concept of “fathers and sons sharing the same qi.”
This concept explains that property rights and ritual obligations were inherited

only from the father to his sons and not from the mother to her sons. If, as Shiga

claims, the principles of Chinese family law operated continuously for more than

two millennia, from the Han to the Qing, then the concept of a father and sons

sharing the same qi must have existed during that period as well.

However, this paper reveals the following countervailing points. First, during
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