
書

評

小
浜
正
子
著

﹃
一
人
っ
子
政
策
と
中
国
社
会
﹄

幅

崎

麻

紀

子

本
書
は
︑
中
国
の
大
都
市
上
海
の
歴
史
を
長
年
研
究
し
て
き
た
著
者
が
︑

中
国
の
女
性
に
と
っ
て
の
計
画
出
産
と
は
何
か
を
︑
文
献
資
料
と
口
述
資
料

を
も
と
に
理
解
し
よ
う
と
し
て
ま
と
め
た
リ
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
の
歴
史
研
究

で
あ
る
︒
研
究
の
き
っ
か
け
は
︑﹁
情
理
を
わ
き
ま
え
た
﹂
中
国
の
友
人
が
︑

﹁
一
人
っ
子
政
策
﹂
を
受
け
入
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
と
い
う
ギ
ャ
ッ
プ

に
ひ
っ
か
か
り
を
覚
え
た
こ
と
だ
っ
た
そ
う
で
あ
る
︒
本
書
の
研
究
の
資
料

は
︑
都
市
と
農
村
の
文
献
と
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
デ
ー
タ
で
あ
り
︑
そ
れ
ら
を
駆

使
し
て
︑
都
市
と
農
村
︑
農
村
の
地
域
差
を
も
と
ら
え
た
広
大
な
中
国
の
リ

プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
の
変
容
が
重
層
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
︒
著
者
は
二
〇
〇

〇
年
代
初
頭
か
ら
数
名
の
研
究
者
と
と
も
に
フ
ィ
ー
ル
ド
で
口
述
デ
ー
タ
を

収
集
し
て
お
り
︑
本
書
は
中
国
の
リ
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
の
変
容
を
め
ぐ
る
歴

史
書
で
あ
り
︑
エ
ス
ノ
グ
ラ
フ
ィ
と
も
捉
え
る
こ
と
の
で
き
る
魅
力
的
な
著

作
と
な
っ
て
い
る
︒

本
書
の
構
成
は
︑
序
章
︑
解
説
︑
終
章
を
除
く
と
︑
三
部
仕
立
て
の
六
章

か
ら
構
成
さ
れ
る
︒

序
章

解
説

ア
ジ
ア
近
代
の
リ
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
の
変
容

出
産
の
近
代
化

と
家
族
計
画
の
普
及

第
一
部

中
国
の
人
口
問
題
と
計
画
出
産

第
一
章

中
国
の
人
口
と
人
口
政
策

ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
リ
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ

ン
か
ら
み
る
中
国
人
口
史

第
二
章

非
合
法
堕
胎
か
ら
計
画
出
産
へ

中
華
人
民
共
和
国
成
立
前
後

の
性
と
生
殖
を
め
ぐ
る
言
説
空
間
の
変
容

第
二
部

上
海
の
計
画
出
産

第
三
章

都
市
の
女
性
に
浸
透
す
る
計
画
出
産

一
九
五
〇
～
六
〇
年
代

上
海
に
お
け
る
リ
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
の
変
化

第
四
章

上
海
に
お
け
る
一
人
っ
子
体
制
の
成
立

一
九
七
〇
～
八
〇
年

代

第
三
部

中
国
農
村
の
計
画
出
産

第
五
章

先
進
的
農
村
に
お
け
る
計
画
出
産
の
展
開

遼
寧
省
Ｑ
村

第
六
章

﹁
遅
れ
た
﹂
農
村
に
お
け
る
計
画
出
産
の
紆
余
曲
折

湖
南
省

Ｂ
村

終
章

以
下
に
︑
各
章
の
論
点
を
ま
と
め
る
︒

序
章
で
は
︑
﹁
計
画
出
産
︵
中
国
語
で
﹁
計
画
生
育
﹂︶﹂
が
一
般
的
に

﹁
一
人
っ
子
政
策
﹂
と
呼
ば
れ
る
も
の
と
は
異
な
る
こ
と
を
説
明
す
る
こ
と

か
ら
始
め
る
︒﹁
計
画
出
産
﹂
は
一
九
五
〇
年
代
後
半
か
ら
始
ま
り
︑
当
初

書 評

263 (263)



は
避
妊
に
よ
る
生
殖
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
普
及
︑
子
供
を
少
な
く
産
む
こ
と
の

宣
伝
で
あ
っ
た
︒
一
九
七
〇
年
代
末
に
は
︑﹁
ひ
と
組
の
夫
婦
に
子
ど
も
一

人
﹂
と
す
る
強
制
力
の
あ
る
﹁
一
人
っ
子
政
策
﹂
と
な
り
︑
国
が
子
供
の
数

を
管
理
す
る
こ
と
が
当
然
視
さ
れ
て
き
た
と
述
べ
る
︒
そ
し
て
︑
こ
れ
ま
で

の
中
国
の
計
画
出
産
を
め
ぐ
る
議
論
が
︑
八
〇
年
代
以
降
の
﹁
一
人
っ
子
政

策
﹂
に
集
中
し
︑
批
判
的
論
調
の
み
が
展
開
さ
れ
て
き
た
点
を
取
り
上
げ
︑

﹁
政
策
実
施
の
方
法
の
強
制
性
が
批
判
的
に
論
じ
ら
れ
て
︑
女
性
達
は
不
妊

手
術
や
中
絶
を
強
要
さ
れ
た
犠
牲
者
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
︒
そ
こ
で
は
欧
米

に
お
け
る
人
権
意
識
を
前
提
に
︑
遅
れ
た
他
者
と
し
て
の
中
国
社
会
の
非
人

道
性
を
批
判
す
る
視
点
が
強
く
︑
中
国
の
計
画
出
産
を
内
在
的
に
捉
え
よ
う

と
す
る
姿
勢
は
一
般
的
と
は
い
え
な
い
﹂︵
一
一
頁
︶
と
偏
っ
た
論
調
を
批

判
す
る
︒
そ
の
上
で
︑
本
書
が
︑
生
殖
の
現
場
︑
特
に
政
策
の
対
象
と
さ
れ

た
女
性
達
の
主
体
性
に
着
目
し
︑
一
九
五
〇
年
代
以
降
の
計
画
出
産
の
展
開

過
程
に
つ
い
て
︑
女
性
た
ち
の
政
策
の
受
け
容
れ
／
抵
抗
︑
他
の
ア
ク
タ
ー

と
の
交
渉
に
注
目
し
て
︑﹁
一
人
っ
子
政
策
﹂
を
女
性
の
目
か
ら
理
解
す
る

こ
と
を
目
的
と
し
た
研
究
で
あ
る
こ
と
を
明
示
す
る
︒
さ
ら
に
︑
①
一
人
っ

子
政
策
開
始
か
ら
で
は
な
く
一
九
五
〇
年
代
か
ら
の
半
世
紀
間
を
対
象
と
し
︑

②
地
域
に
よ
る
差
異
︑
③
現
場
の
女
性
の
目
線
︑
④
計
画
出
産
と
母
子
保
健

と
の
関
連
︑
⑤
女
性
の
リ
プ
ロ
ダ
ク
テ
ィ
ブ
・
ヘ
ル
ス
＆
ラ
イ
ツ
へ
の
影
響

の
五
点
に
留
意
し
て
論
を
進
め
る
こ
と
を
述
べ
る
︒

解
説
で
は
︑
中
国
の
計
画
出
産
を
含
め
た
リ
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
の
在
り
方

を
︑
同
時
代
の
ア
ジ
ア
の
リ
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
の
変
容
と
比
較
し
な
が
ら
︑

生
殖
に
家
族
・
共
同
体
・
国
家
な
ど
が
介
入
し
様
々
な
ア
ク
タ
ー
が
関
与
し

て
き
た
こ
と
︑
中
国
の
生
殖
の
国
家
化
の
特
徴
に
つ
い
て
補
足
す
る
︒

第
一
部
で
は
中
国
全
体
の
人
口
の
推
移
と
人
口
政
策
に
つ
い
て
記
述
し
て

い
る
︒
第
一
章
で
は
︑
前
近
代
中
国
の
人
口
と
人
口
調
節
に
つ
い
て
︑
漢
代

か
ら
唐
末
ま
で
約
六
〇
〇
〇
万
人
を
上
限
と
し
︑
宋
元
時
代
に
は
人
口
が
拡

大
し
︑
元
末
の
減
少
後
︑
明
代
に
は
一
・
六
億
人
︑
二
〇
世
紀
初
頭
の
四
・

三
六
億
人
と
︑
統
治
の
安
定
と
混
乱
に
よ
り
増
減
し
つ
つ
も
︑
中
国
の
人
口

が
拡
大
し
た
実
態
及
び
父
系
父
権
の
家
族
を
主
体
に
性
別
選
択
的
な
家
族
規

模
の
調
整
が
行
わ
れ
て
い
た
点
が
紹
介
さ
れ
る
︒
二
〇
世
紀
初
頭
の
中
華
民

国
成
立
後
の
﹁
節
制
生
育
︵
バ
ー
ス
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
︶﹂
観
念
の
都
市
部
へ

の
普
及
︑
中
華
人
民
共
和
国
成
立
以
降
の
乳
幼
児
死
亡
率
の
急
速
な
低
下
や

ベ
ビ
ー
ブ
ー
ム
に
よ
り
︑
七
〇
年
代
に
は
八
・
五
億
人
︑
二
〇
世
紀
末
に
は

一
二
億
人
を
超
え
る
人
口
の
急
増
が
示
さ
れ
る
︒

著
者
は
︑
中
華
人
民
共
和
国
の
人
口
政
策
を
﹁
一
人
っ
子
政
策
﹂
以
前
︑

﹁
一
人
っ
子
政
策
﹂
期
︑﹁
一
人
っ
子
政
策
﹂
以
後
に
区
分
し
︑
更
に
そ
れ

を
細
分
化
し
︑
第
Ⅰ
期
の
﹁
一
人
っ
子
政
策
﹂
以
前
を
①
出
産
奨
励
期
︑
②

計
画
出
産
開
始
期
︑
③
計
画
出
産
中
断
期
︑
④
計
画
出
産
推
進
期
︑
⑤
計
画

出
産
全
面
推
進
期
︑
第
Ⅱ
期
の
﹁
一
人
っ
子
政
策
期
﹂
を
⑥
例
外
な
き
一
人

っ
子
政
策
期
︑
⑦
一
人
っ
子
政
策
調
整
期
︑
⑧
一
人
っ
子
政
策
強
化
期
︑
⑨

一
人
っ
子
政
策
変
容
期
︑
⑩
一
人
っ
子
政
策
終
束
期
︑
そ
し
て
第
Ⅲ
期
を
⑪

﹁
二
人
っ
子
政
策
期
﹂
に
区
分
し
て
︑
半
世
紀
間
の
変
遷
を
描
く
︒

第
Ⅰ
期
に
は
︑
中
央
政
府
の
生
殖
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
推
進
姿
勢
が
明
ら
か
に

な
り
︑
中
国
共
産
党
の
国
策
と
し
て
﹁
一
人
っ
子
政
策
﹂
を
開
始
し
た
七
九

年
以
降
の
第
Ⅱ
期
で
は
︑
最
も
厳
し
く
﹁
一
人
っ
子
政
策
﹂
が
進
め
ら
れ
︑

男
系
に
よ
っ
て
家
族
を
繫
ぐ
中
国
社
会
︑
特
に
農
村
部
に
お
い
て
女
児
の
殺

害
や
虐
待
︑
過
剰
な
中
絶
要
求
が
な
さ
れ
︑
社
会
に
大
き
な
混
乱
を
招
い
た
︒

政
府
は
政
策
の
修
正
を
余
儀
な
く
さ
れ
︑
第
一
子
が
女
児
の
場
合
︑
数
年
間

の
出
産
間
隔
を
経
て
第
二
子
出
産
を
容
認
す
る
﹁
一
・
五
子
体
制
﹂
が
成
立
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し
た
︒
続
く
九
〇
年
代
は
︑
出
生
率
低
下
強
化
策
と
し
て
の
監
視
の
厳
格
化
︑

九
〇
年
代
後
半
の
出
生
率
の
低
下
に
伴
う
リ
プ
ロ
ダ
ク
テ
ィ
ブ
・
ヘ
ル
ス
策

へ
の
変
容
︑
そ
し
て
二
〇
一
六
年
に
は
全
て
の
夫
婦
に
第
二
子
出
産
が
認
め

ら
れ
る
よ
う
に
な
り
﹁
一
人
っ
子
政
策
﹂
は
終
焉
し
た
︒

第
二
章
で
は
︑
新
聞
と
い
う
言
説
空
間
で
の
生
殖
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
変
容

を
分
析
す
る
︒
民
国
期
政
治
権
力
が
堕
胎
や
避
妊
を
放
任
し
て
い
た
様
相
と

異
な
り
︑
中
華
人
民
共
和
国
政
権
は
︑
出
生
統
制
＝
生
殖
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に

強
く
介
入
し
て
い
た
こ
と
を
述
べ
る
︒
著
者
は
そ
の
正
当
化
の
論
理
と
し
て
︑

﹁
女
性
と
子
供
の
健
康
の
保
護
﹂
が
掲
げ
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
︒

そ
し
て
︑
人
口
急
増
に
対
応
す
る
た
め
︑﹁
国
家
の
富
強
﹂﹁
速
や
か
な
社
会

主
義
建
設
﹂
﹁
科
学
的
﹂
と
い
う
論
理
も
用
い
な
が
ら
︑
生
殖
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
を
推
進
す
る
論
理
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
と
分
析
し
て
い
る
︒

第
二
部
は
上
海
の
計
画
出
産
を
詳
細
に
取
り
上
げ
て
い
る
︒
第
三
章
で
は
︑

五
〇
年
代
～
六
〇
年
代
の
都
市
部
の
女
性
達
へ
の
計
画
出
産
の
浸
透
に
つ
い

て
論
じ
︑
上
海
を
計
画
出
産
が
早
く
か
ら
浸
透
し
︑
完
璧
な
一
人
っ
子
体
制

を
実
現
し
た
都
市
と
し
て
位
置
付
け
︑
上
海
の
女
性
達
に
と
っ
て
の
リ
プ
ロ

ダ
ク
シ
ョ
ン
の
意
味
の
変
化
を
分
析
す
る
︒
そ
の
成
功
の
要
因
は
︑
都
市
特

有
の
シ
ス
テ
ム
に
あ
る
と
読
み
解
く
︒
都
市
で
は
職
場
や
地
域
の
居
民
委
員

会
が
組
織
的
に
地
域
住
民
を
把
握
し
︑
生
活
全
般
を
掌
握
す
る
独
自
の
シ
ス

テ
ム
が
あ
っ
た
︒
そ
の
シ
ス
テ
ム
を
通
し
て
︑
教
育
︑
食
料
な
ど
の
生
活
必

需
品
が
配
給
さ
れ
て
い
た
︒
一
方
︑
農
村
で
は
︑
人
民
公
社
が
生
活
を
包
括

す
る
共
同
体
で
あ
り
︑
教
育
︑
食
料
︑
医
療
な
ど
を
自
給
し
て
い
た
︒
ま
た
︑

上
海
は
移
民
都
市
ゆ
え
に
伝
統
に
と
ら
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
も
生
殖
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
の
浸
透
の
背
景
に
な
っ
て
い
る
と
指
摘
す
る
︒
さ
ら
に
︑
上
海

市
衛
生
局
に
よ
っ
て
展
開
し
た
衛
生
行
政
に
よ
り
乳
幼
児
死
亡
率
が
低
下
し

た
こ
と
︑
職
場
や
公
安
︑
婦
女
連
︑
居
民
委
員
会
な
ど
の
組
織
を
通
し
て
︑

計
画
出
産
の
導
入
を
女
性
の
身
体
に
直
接
働
き
か
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ

た
こ
と
も
そ
の
要
因
と
し
て
挙
げ
て
い
る
︒

中
華
人
民
共
和
国
成
立
以
降
は
︑
出
産
奨
励
策
ゆ
え
に
避
妊
は
批
判
さ
れ

て
い
た
が
︑
五
四
年
頃
か
ら
︑
一
転
し
て
党
中
央
の
指
示
に
よ
り
︑
上
海
市

衛
生
局
も
人
口
増
加
抑
制
の
た
め
の
節
制
生
育
を
推
進
し
始
め
る
︒
そ
こ
に

は
党
委
員
会
の
ほ
か
︑
工
会
︵
労
働
組
合
︶︑
婦
女
連
な
ど
の
組
織
が
動
員

さ
れ
︑
特
に
婦
女
連
は
節
育
事
業
を
熱
心
に
進
め
た
こ
と
が
描
か
れ
て
い
る
︒

背
景
に
は
女
性
の
生
殖
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
へ
の
切
実
な
ニ
ー
ズ
が
あ
っ
た
一
方

で
︑
避
妊
が
理
解
さ
れ
ず
︑
誤
っ
た
避
妊
に
よ
る
健
康
被
害
︑
特
に
男
性
の

不
理
解
や
医
療
者
の
認
識
不
足
ゆ
え
に
混
乱
が
起
き
て
い
る
︒
徐
々
に
節
育

推
進
工
作
は
大
規
模
に
な
り
︑
人
工
流
産
・
絶
育
︑
避
妊
リ
ン
グ
の
装
着
が

保
険
適
用
と
な
る
な
ど
︑
五
八
年
頃
に
は
︑
生
殖
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
職
場
を

通
じ
て
浸
透
す
る
様
子
を
︑
女
性
の
語
り
か
ら
も
裏
付
け
し
て
い
る
︒

毛
沢
東
の
﹁
大
躍
進
政
策
﹂
時
に
は
︑
一
時
後
退
す
る
が
︑﹁
大
躍
進
﹂

の
破
綻
に
よ
り
︑
計
画
出
産
の
推
進
が
再
開
し
︑
六
三
年
に
は
︑
節
育
手
術

は
無
料
と
な
り
︑
計
画
出
産
専
門
人
材
の
育
成
︑
宣
伝
教
育
の
強
化
が
行
わ

れ
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
に
上
海
の
女
性
達
に
生
殖
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
普
及
し

た
理
由
を
︑
著
者
は
︑﹁
仕
事
と
家
庭
の
二
重
負
担
を
抱
え
た
女
性
た
ち
は
︑

生
殖
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
導
入
に
前
向
き
で
︑
と
き
と
し
て
夫
や
舅
姑
の
非
協

力
や
反
対
に
遭
い
な
が
ら
も
︑
そ
れ
を
取
り
入
れ
た
﹂︵
一
五
二
頁
︶
と
述

べ
る
︒

生
殖
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
方
法
は
︑
五
〇
年
~
六
〇
年
代
は
﹁
女
絶
育
﹂

︵
卵
管
結
紮
︶
中
心
で
︑
人
工
流
産
も
少
な
く
な
か
っ
た
が
︑
八
〇
年
代
は

リ
ン
グ
が
中
心
と
な
っ
て
い
っ
た
︒
生
殖
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
女
性
た
ち
が
選
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択
し
た
も
の
で
あ
り
︑
生
殖
の
決
定
権
を
獲
得
し
た
一
方
で
︑
自
ら
の
身
体

に
大
き
な
負
担
を
か
け
る
苦
渋
の
決
定
で
あ
っ
た
と
著
者
は
分
析
す
る
︒

続
く
第
四
章
で
は
︑
計
画
出
産
が
早
く
か
ら
浸
透
し
︑
一
人
っ
子
体
制
が

速
や
か
に
普
及
し
た
上
海
の
状
況
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
︒
一
九
六
四
年
頃

に
は
上
海
市
に
子
ど
も
の
人
数
を
制
限
す
る
明
確
な
規
定
が
あ
っ
た
わ
け
で

は
な
い
が
︑
職
場
で
は
﹁
子
供
は
二
人
ま
で
﹂
で
︑
そ
れ
に
違
反
す
る
と
社

会
的
に
不
利
に
な
る
と
い
う
圧
力
が
あ
っ
た
︒
六
六
年
か
ら
の
文
化
大
革
命

で
は
計
画
出
産
工
作
が
中
断
す
る
も
の
の
︑
上
海
市
で
は
計
画
出
産
工
作
推

進
の
た
め
の
通
知
を
出
し
て
い
る
︒
関
係
者
は
﹁
六
九
年
か
ら
始
ま
っ
た
﹂

と
の
認
識
を
持
っ
て
お
り
︑
徐
々
に
計
画
出
産
工
作
が
強
化
さ
れ
た
︒
七
〇

年
代
前
半
に
は
︑
上
海
で
は
全
国
の
動
き
よ
り
も
早
く
︑﹁
子
供
は
二
人
で
︑

出
産
間
隔
を
空
け
る
﹂
方
針
の
も
と
避
妊
が
推
進
さ
れ
︑
リ
ン
グ
と
永
久
不

妊
手
術
の
避
妊
法
に
集
約
さ
れ
て
い
っ
た
︒
七
八
年
に
中
央
政
府
の
﹁
一
人

っ
子
政
策
﹂
が
開
始
さ
れ
る
と
︑
上
海
に
お
い
て
も
﹁
子
供
は
一
人
﹂
の
風

潮
が
形
成
さ
れ
︑
生
殖
年
齢
の
女
性
の
身
体
の
掌
握
体
制
が
敷
か
れ
︑
八
〇

年
に
は
︑
﹁
特
別
な
事
情
が
な
い
限
り
第
二
子
は
不
許
可
﹂
と
な
っ
て
い
る
︒

め
ま
ぐ
る
し
く
変
化
す
る
政
策
に
︑
翌
年
は
﹁
第
二
子
は
不
許
可
﹂
と
の
見

方
が
広
ま
る
な
ど
︑
市
民
は
翻
弄
さ
れ
て
い
く
︒

八
一
年
に
上
海
市
人
民
政
府
が
制
定
し
た
規
定
で
は
︑
一
人
っ
子
へ
の
優

遇
措
置
が
強
化
さ
れ
︑
特
別
の
事
情
︵
第
一
子
が
疾
患
に
よ
り
正
常
な
労
働

力
と
し
て
成
長
で
き
な
い
場
合
な
ど
︶
を
除
き
︑
す
べ
て
の
夫
婦
に
一
人
っ

子
と
し
︑
そ
の
た
め
の
褒
賞
も
懲
罰
も
大
き
く
な
っ
て
い
る
︒

著
者
は
︑
上
海
で
は
八
四
年
ま
で
に
一
人
っ
子
体
制
が
確
立
し
た
と
述
べ

る
︒
上
海
で
の
一
人
っ
子
体
制
の
基
底
に
は
︑
職
場
単
位
に
よ
る
生
殖
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
シ
ス
テ
ム
が
あ
り
︑
そ
れ
に
抗
し
て
産
む
こ
と
は
難
し
い
と
い
う

状
況
で
あ
っ
た
︒
な
ぜ
な
ら
︑
都
市
生
活
に
お
い
て
︑
国
家
や
市
は
職
場
な

ど
を
通
し
て
暮
ら
し
の
隅
々
ま
で
を
管
理
す
る
と
と
も
に
︑
生
活
を
保
障
し

て
い
た
か
ら
で
あ
る
︒

第
三
部
は
農
村
の
計
画
出
産
に
つ
い
て
描
か
れ
る
︒
農
村
部
で
は
六
〇
年

代
よ
り
生
殖
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
普
及
し
︑
出
生
率
低
下
後
の
八
〇
年
代
の

﹁
一
人
っ
子
政
策
﹂
期
に
お
い
て
は
︑﹁
一
・
五
子
シ
ス
テ
ム
﹂
と
著
者
が

呼
ぶ
﹁
第
一
子
が
女
児
の
場
合
は
間
隔
を
空
け
て
第
二
子
の
出
産
﹂
が
容
認

さ
れ
る
な
ど
︑
都
市
と
は
異
な
る
様
相
を
見
せ
て
い
た
︒

第
五
章
で
は
︑
計
画
出
産
が
順
調
に
展
開
さ
れ
た
遼
寧
省
の
Ｑ
村
の
様
子

が
描
写
さ
れ
る
︒
Ｑ
村
は
︑
早
く
か
ら
計
画
出
産
が
浸
透
し
︑
出
生
率
が
低

下
し
た
村
で
あ
る
︒
村
の
女
性
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
か
ら
は
︑
六
〇
年
代
か

ら
リ
ン
グ
が
普
及
し
︑
生
殖
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
開
始
さ
れ
た
も
の
の
︑
個
人

が
近
代
的
な
避
妊
に
ア
ク
セ
ス
す
る
術
の
な
い
中
︑
村
の
婦
女
主
任
や
女
性

の
﹁
は
だ
し
の
医
者
﹂
が
避
妊
方
法
を
普
及
さ
せ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に

さ
れ
る
︒
七
〇
年
代
は
︑
計
画
出
産
が
母
子
保
健
と
関
連
づ
け
ら
れ
て
︑
医

療
系
と
行
政
系
統
の
幹
部
に
よ
っ
て
推
進
さ
れ
︑
絶
育
が
導
入
さ
れ
て
浸
透

し
︑
第
一
子
出
産
後
に
リ
ン
グ
で
避
妊
を
し
て
出
産
間
隔
を
空
け
︑
第
二
子

を
産
ん
だ
ら
絶
育
す
る
こ
と
が
一
般
的
と
な
っ
て
い
っ
た
︒
子
ど
も
の
人
数

は
二
人
が
一
般
的
で
あ
る
も
の
の
︑
三
人
目
を
産
む
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
︒

Ｑ
村
の
婦
女
主
任
は
︑
熱
心
に
粘
り
強
く
絶
育
を
女
性
た
ち
に
推
奨
し
︑
手

術
を
し
た
女
性
の
面
倒
も
よ
く
見
て
い
た
そ
う
で
あ
る
︒

著
者
は
第
二
子
出
産
後
の
絶
育
が
村
の
規
範
と
な
っ
て
い
た
こ
と
︑
熱
心

な
婦
女
主
任
の
説
得
を
女
性
達
が
﹁
強
制
﹂
と
捉
え
て
い
た
点
を
︑
女
性
達

が
計
画
出
産
を
受
け
容
れ
た
要
因
と
分
析
し
て
い
る
︒
さ
ら
に
︑
女
性
自
身

が
避
妊
に
積
極
的
で
あ
っ
た
理
由
を
︑
計
画
出
産
が
女
性
の
希
望
を
後
押
し
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す
る
も
の
で
あ
り
︑
﹁
女
性
と
政
策
が
同
盟
し
て
︑
家
父
長
制
と
対
抗
し
て

い
る
﹂︵
二
五
九
頁
︶
と
読
み
解
い
て
い
る
︒

一
九
八
〇
年
代
の
最
も
厳
し
い
﹁
一
人
っ
子
政
策
﹂
期
に
は
︑
遼
寧
省
に

お
い
て
も
子
ど
も
一
人
が
原
則
と
な
り
︑
人
工
流
産
も
増
加
し
て
い
る
︒

﹁
計
画
外
﹂
妊
娠
を
防
ぐ
名
目
で
︑
婦
人
科
検
診
が
実
施
さ
れ
︑
女
性
の
身

体
管
理
も
行
わ
れ
た
︒
著
者
は
︑
農
村
部
に
お
け
る
計
画
出
産
は
女
性
が
家

父
長
制
に
抗
す
る
術
で
あ
っ
た
と
同
時
に
︑
計
画
出
産
を
実
施
す
る
村
の
行

政
・
医
療
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
︑
国
家
が
生
殖
に
介
入
し
定
着
す
る
契
機
と
な

っ
て
い
る
と
分
析
す
る
︒

続
く
第
六
章
で
は
︑
計
画
出
産
が
順
調
に
展
開
し
た
と
は
言
い
難
い
湖
南

省
の
Ｂ
村
を
取
り
あ
げ
る
︒
Ｂ
村
は
歴
史
あ
る
伝
統
的
農
村
で
あ
る
︒
九
〇

年
代
ま
で
︑
産
婆
や
家
族
な
ど
に
よ
っ
て
助
産
行
為
が
行
わ
れ
︑
地
域
に
は

豊
富
な
医
療
や
ケ
ア
の
知
識
が
蓄
積
さ
れ
て
い
た
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
近
年

ま
で
乳
幼
児
死
亡
率
は
高
く
︑
計
画
出
産
の
前
提
と
な
る
﹁
子
供
を
少
な
く

産
ん
で
も
ち
ゃ
ん
と
育
つ
﹂
前
提
は
確
立
し
て
い
な
か
っ
た
︒
そ
の
Ｂ
村
に

計
画
出
産
の
概
念
が
入
っ
て
き
た
の
は
六
〇
年
代
末
で
あ
る
︒
絶
育
と
リ
ン

グ
が
導
入
さ
れ
︑
七
〇
年
代
に
は
計
画
出
産
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
が
開
始
さ
れ
た
︒

し
か
し
な
が
ら
︑
そ
れ
は
強
制
性
の
な
い
も
の
で
あ
っ
た
︒
七
〇
年
代
半
ば

に
は
︑﹁
子
供
は
二
人
﹂
と
の
中
央
の
指
示
が
あ
っ
た
も
の
の
︑
村
人
は
希

望
の
人
数
を
産
み
終
わ
る
と
結
紮
手
術
を
す
る
が
︑
多
く
の
村
人
が
四
人
以

上
の
子
ど
も
を
産
ん
で
い
た
︒
七
九
年
に
﹁
例
外
な
き
一
人
っ
子
政
策
﹂
が

始
ま
る
と
︑
Ｂ
村
に
お
い
て
も
二
人
目
の
出
産
が
許
さ
れ
な
く
な
り
︑﹁
超

過
出
産
﹂
と
な
る
妊
娠
時
に
は
人
工
流
産
が
要
求
さ
れ
︑
産
ん
だ
場
合
に
は

罰
金
を
払
う
こ
と
が
ル
ー
ル
と
な
っ
た
︒
し
か
し
︑
出
産
を
強
行
す
る
ケ
ー

ス
は
少
な
く
な
か
っ
た
し
︑
罰
金
を
払
う
こ
と
へ
の
罪
悪
感
も
な
く
︑
村
内

部
で
は
超
過
出
産
を
容
認
し
て
い
る
節
が
あ
っ
た
︒﹁
計
画
外
﹂
妊
娠
へ
の

人
工
流
産
や
罰
金
は
︑
強
制
的
で
暴
力
的
な
や
り
方
で
執
行
さ
れ
て
い
た
が
︑

産
む
こ
と
自
体
を
見
逃
し
た
ケ
ー
ス
も
あ
り
︑
見
せ
か
け
の
強
制
執
行
で
あ

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
そ
の
理
由
を
︑
家
父
長
制
的
な
配
慮
に
よ
る
も
の
と

著
者
は
捉
え
て
い
る
︒
計
画
外
妊
娠
・
出
産
へ
の
対
応
は
︑
幹
部
に
よ
っ
て

異
な
り
︑
女
性
た
ち
も
ま
た
︑
場
合
に
よ
っ
て
は
罰
金
を
払
い
︑
自
分
の
望

む
だ
け
の
子
ど
も
を
産
む
／
産
ま
な
い
希
望
を
実
現
し
よ
う
と
し
て
い
た
と

分
析
す
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
九
〇
年
代
は
婦
人
科
検
診
と
い
う
名
目
で
︑

女
性
の
身
体
を
管
理
し
︑
計
画
出
産
の
執
行
を
厳
格
化
し
た
た
め
︑
計
画
外

出
産
を
見
逃
す
こ
と
が
困
難
に
な
っ
て
い
く
︒

Ｑ
村
Ｂ
村
を
比
較
す
る
こ
と
で
︑
中
国
の
計
画
出
産
の
実
態
は
地
域
に
よ

っ
て
異
な
る
こ
と
が
見
え
て
く
る
︒
著
者
は
父
系
家
族
の
存
続
を
重
視
す
る

Ｂ
村
で
は
︑
村
の
幹
部
は
︑
国
の
代
理
人
で
は
な
く
国
家
と
交
渉
す
る
行
為

主
体
で
あ
り
︑
女
性
は
︑
様
々
な
方
法
で
自
身
の
希
望
す
る
生
殖
行
動
を
実

現
し
よ
う
と
す
る
行
為
主
体
で
あ
っ
た
と
分
析
し
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
﹁
計

画
出
産
の
導
入
は
︑
中
国
の
女
性
達
を
﹁
産
む
べ
き
宿
命
﹂
か
ら
解
放
し
︑

産
む
／
産
ま
な
い
を
選
択
し
実
行
す
る
主
体
と
し
て
の
形
成
を
促
し
た
﹂

︵
三
三
四
頁
︶
と
述
べ
る
︒

終
章
で
は
︑
こ
れ
ま
で
の
論
を
ま
と
め
︑
﹁
一
人
っ
子
政
策
﹂
を
五
〇
年

代
か
ら
の
計
画
出
産
の
強
化
に
よ
る
も
の
と
位
置
付
け
︑
地
域
に
よ
る
偏
差

が
大
き
く
︑
そ
の
場
の
条
件
や
人
間
関
係
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
も
の
で
あ

っ
た
と
述
べ
る
︒
そ
し
て
︑
著
者
の
最
大
の
疑
問
で
あ
っ
た
女
性
に
と
っ
て

の
計
画
出
産
と
一
人
っ
子
政
策
の
意
味
に
つ
い
て
︑
計
画
出
産
は
初
期
に
は

中
国
女
性
を
産
み
続
け
る
運
命
か
ら
解
放
し
た
が
︑﹁
一
人
っ
子
政
策
﹂
開

始
後
は
女
性
の
リ
プ
ロ
ダ
ク
テ
ィ
ブ
・
ヘ
ル
ス
と
リ
プ
ロ
ダ
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
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イ
ツ
を
大
き
く
損
な
う
も
の
と
し
て
結
論
づ
け
て
い
る
︒

著
者
は
本
書
に
お
い
て
︑
中
国
の
リ
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
政
策
と
そ
の
主
体

で
あ
る
女
性
達
の
実
践
に
つ
い
て
︑
政
策
の
動
き
と
そ
こ
に
関
わ
る
ア
ク

タ
ー
︑
そ
し
て
女
性
た
ち
と
い
う
側
面
か
ら
立
体
的
に
か
つ
丹
念
に
描
き
だ

し
て
い
る
︒
そ
の
多
様
な
ア
ク
タ
ー
の
視
点
に
た
っ
た
立
体
的
な
分
析
は
大

変
興
味
深
く
︑
私
は
す
ぐ
に
本
書
の
内
容
に
引
き
込
ま
れ
て
い
っ
た
︒
特
に
︑

上
海
の
計
画
出
産
に
つ
い
て
は
紙
幅
の
三
分
の
一
を
費
や
し
︑
上
海
市
衛
生

局
の
檔
案
な
ど
の
多
く
の
一
次
資
料
を
使
っ
て
︑
刻
々
と
変
化
す
る
生
殖
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
施
策
の
様
子
を
伝
え
て
い
る
の
は
︑
歴
史
学
者
に
よ
る
資
料
の

読
み
込
み
の
緻
密
さ
を
物
語
っ
て
お
り
︑
文
化
人
類
学
者
で
あ
る
私
は
︑
歴

史
学
者
の
文
献
資
料
の
読
み
方
に
改
め
て
感
心
し
な
が
ら
読
み
進
め
た
︒

農
村
部
の
記
述
に
お
い
て
も
文
献
資
料
に
よ
る
緻
密
な
展
開
を
期
待
し
て

読
み
進
め
た
の
だ
が
︑
資
料
の
限
界
の
た
め
か
︑
農
村
部
の
施
策
に
つ
い
て

は
説
明
が
乏
し
く
︑
都
市
と
農
村
の
資
料
の
厚
み
に
差
異
が
出
て
し
ま
っ
た

の
は
残
念
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
歴
史
研
究
者
で
あ
る
著
者
が
︑
長

年
継
続
的
に
農
村
へ
出
向
き
︑
様
々
な
年
代
の
女
性
や
婦
女
主
任
な
ど
の
ア

ク
タ
ー
に
聞
き
取
り
調
査
を
行
っ
て
い
る
姿
か
ら
は
︑
こ
の
問
題
を
女
性
の

視
点
か
ら
も
解
明
し
よ
う
と
す
る
熱
意
が
伝
わ
っ
て
く
る
︒

私
は
ネ
パ
ー
ル
を
フ
ィ
ー
ル
ド
に
リ
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
研
究
を

し
て
い
る
が
︑
ネ
パ
ー
ル
と
比
較
す
る
と
︑
中
国
の
計
画
出
産
の
普
及
が
︑

い
か
に
急
速
に
進
め
ら
れ
た
か
が
よ
り
一
層
鮮
明
に
見
え
て
く
る
︒
ネ
パ
ー

ル
の
場
合
は
︑
合
計
特
殊
出
生
率
︵
Ｔ
Ｆ
Ｒ
︶
が
一
九
八
五
年
の
六
・
三
か

ら
半
減
す
る
ま
で
に
約
二
〇
年
か
か
っ
て
い
る
︒
一
方
︑
中
国
で
は
六
〇
年

代
に
は
概
ね
六
前
後
だ
っ
た
Ｔ
Ｆ
Ｒ
が
わ
ず
か
一
〇
年
で
二
・
七
五
に
急
落

し
て
い
る
︒
こ
の
差
異
は
︑
家
族
計
画
技
術
の
普
及
が
い
か
に
国
家
の
意
図

と
結
び
つ
い
て
い
る
か
を
物
語
っ
て
お
り
︑
そ
の
施
策
の
背
後
に
は
︑
女
性

達
の
さ
ら
な
る
葛
藤
の
物
語
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
︒

中
国
史
研
究
を
専
門
と
し
な
い
私
の
誤
読
も
あ
る
か
も
し
れ
ず
︑
そ
こ
は

ご
容
赦
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
︒
本
書
は
︑
厚
い
文
献
資
料
と
多
く
の

口
述
資
料
の
も
と
に
編
ま
れ
た
中
国
ジ
ェ
ン
ダ
ー
史
︑
そ
し
て
リ
プ
ロ
ダ
ク

シ
ョ
ン
を
歴
史
的
に
捉
え
た
研
究
書
で
あ
る
が
︑
そ
の
魅
力
に
引
き
付
け
ら

れ
る
読
者
は
そ
の
専
門
の
研
究
者
に
と
ど
ま
ら
な
い
︒
そ
れ
は
︑
都
市
と
農

村
の
女
性
の
生
の
声
に
よ
っ
て
︑
歴
史
が
再
現
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
︒

ま
た
︑
折
々
に
差
し
挟
ま
れ
た
コ
ラ
ム
や
写
真
は
︑
本
書
に
描
か
れ
た
歴
史

の
視
覚
に
よ
る
理
解
に
も
役
立
っ
て
い
る
︒

最
後
に
︑
本
書
の
ま
と
め
に
係
る
部
分
で
の
疑
問
点
を
挙
げ
て
お
き
た
い
︒

そ
の
一
つ
目
は
︑﹁
行
為
主
体
性
︵
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー
︶﹂
の
問
題
で
あ
る
︒

著
者
は
農
村
部
の
女
性
達
が
様
々
な
要
因
を
考
慮
し
︑
様
々
な
方
法
で
自
身

の
希
望
す
る
生
殖
行
動
を
実
現
し
よ
う
と
し
て
い
た
姿
を
﹁
交
渉
﹂
と
理
解

し
︑
計
画
出
産
の
導
入
が
︑
産
む
／
産
ま
な
い
の
選
択
と
実
行
を
行
う
主
体

と
し
て
の
形
成
を
促
し
た
と
解
釈
す
る
︒
確
か
に
︑
計
画
出
産
の
導
入
は
︑

女
性
達
の
行
為
を
決
定
す
る
大
き
な
要
因
と
し
て
捉
え
う
る
で
あ
ろ
う
︒
し

か
し
︑
中
国
の
女
性
た
ち
の
行
為
主
体
性
は
︑
計
画
出
産
の
導
入
に
よ
り
形

成
を
促
さ
れ
た
の
で
は
な
く
︑
脈
々
と
受
け
継
が
れ
て
き
た
も
の
で
は
な
か

っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒
父
系
の
存
続
を
重
視
す
る
中
国
社
会
の
主
体
は
個
人
で

は
な
く
父
系
家
族
で
あ
る
︒
そ
の
中
で
︑
様
々
な
方
法
で
生
殖
が
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
さ
れ
て
い
た
と
い
う
︒
中
華
人
民
共
和
国
以
降
の
よ
う
な
女
性
の
社

会
進
出
は
進
ん
で
い
な
か
っ
た
と
は
い
え
︑
か
つ
て
日
本
の
農
村
社
会
が
そ

う
で
あ
っ
た
よ
う
に
︑
農
村
部
で
は
女
性
も
働
き
手
と
し
て
農
業
に
従
事
し

て
き
た
︒
家
父
長
制
の
中
に
も
︑
女
性
が
性
交
渉
を
拒
ん
だ
り
積
極
的
に
誘
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っ
た
り
す
る
な
ど
︑
性
の
営
み
に
主
体
と
し
て
行
動
を
し
て
い
た
部
分
が
あ

っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
そ
う
し
た
文
化
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
︑
計
画

出
産
施
策
を
︑
行
為
主
体
性
を
発
揮
し
て
自
身
の
生
殖
す
る
身
体
を
統
御
す

る
こ
と
に
利
用
で
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

中
に
は
︑
家
父
長
制
と
対
抗
し
て
︑
自
身
の
希
望
を
実
現
し
た
女
性
︑
希

望
通
り
の
子
ど
も
を
産
ん
だ
後
に
生
殖
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
す
る
女
性
︑
希
望

の
子
供
数
に
達
す
る
ま
で
﹁
逃
げ
ま
く
る
﹂
女
性
な
ど
︑
様
々
な
女
性
が
存

在
し
た
︒
そ
れ
は
︑
お
そ
ら
く
︑
農
村
に
お
い
て
は
︑
女
性
は
中
華
人
民
共

和
国
の
建
国
に
よ
る
女
性
の
社
会
進
出
よ
り
も
前
か
ら
︑
こ
う
し
た
産
む
・

産
ま
な
い
を
そ
の
時
の
状
況
に
応
じ
た
形
で
主
体
的
に
交
渉
し
て
い
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
技
術
と
い
う
意
味
で
は
必
ず
し
も
成
功
は
し
て
い
な
い

も
の
の
︑
堕
胎
が
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
そ
の
一
例
で
あ
り
︑
今
世

紀
に
入
っ
て
培
わ
れ
た
も
の
で
は
な
い
よ
う
な
気
が
し
て
な
ら
な
い
︒

も
う
一
つ
の
疑
問
は
リ
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
政
策
の
両
面
性
に
つ
い
て
で
あ

る
︒
本
書
で
は
︑
計
画
生
育
と
﹁
一
人
っ
子
政
策
﹂
と
い
う
厳
し
い
政
策
の

中
で
︑
行
為
主
体
性
を
持
ち
な
が
ら
精
一
杯
生
き
る
中
国
女
性
の
姿
が
生
き

生
き
と
描
か
れ
て
い
る
︒﹁
産
み
た
い
と
き
に
は
政
策
の
裏
を
か
い
て
﹁
計

画
外
﹂
の
子
ど
も
を
産
み
︑
産
み
た
く
な
い
時
に
は
︑
家
族
の
意
向
を
無
視

し
て
政
策
を
利
用
す
る
﹂︵
三
四
〇
頁
︶
な
ど
︑
女
性
達
の
し
た
た
か
で
�

し
い
姿
は
︑
読
み
手
に
同
時
代
の
リ
プ
ロ
ダ
ク
テ
ィ
ブ
政
策
に
つ
い
て
ポ
ジ

テ
ィ
ブ
な
印
象
を
与
え
る
︒
そ
れ
も
ま
た
︑
一
九
五
〇
年
以
降
の
リ
プ
ロ
ダ

ク
シ
ョ
ン
を
め
ぐ
る
姿
な
の
だ
ろ
う
が
︑
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
︑
そ
こ

に
は
過
酷
で
厳
し
く
︑
時
に
は
暴
力
的
に
行
わ
れ
た
強
制
的
な
リ
プ
ロ
ダ
ク

シ
ョ
ン
政
策
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
強
引
に
人
工
流
産
の
場
へ

と
連
れ
て
い
か
れ
︑
健
康
診
断
と
い
う
名
で
リ
ン
グ
が
入
っ
て
い
る
か
を
確

か
め
ら
れ
︑
高
額
な
罰
金
を
求
め
ら
れ
︑
家
財
を
没
収
さ
れ
︑
家
屋
を
破
壊

さ
れ
︑
時
に
は
逃
げ
て
山
奥
で
ひ
っ
そ
り
と
暮
ら
し
て
い
か
な
く
て
は
な
ら

な
か
っ
た
︑
リ
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
政
策
の
暴
力
性
の
部
分
で
あ
る
︒
こ
れ
ま

で
の
研
究
が
描
い
て
き
た
負
の
部
分
の
み
な
ら
ず
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
部
分
を
描

写
し
て
い
る
こ
と
が
本
書
の
魅
力
で
あ
る
が
︑
女
性
達
の
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
語

り
の
裏
に
は
隠
さ
れ
た
部
分
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

そ
し
て
本
書
を
通
し
て
中
国
の
リ
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
に
興
味
を
深
め
た
読

者
と
し
て
さ
ら
に
欲
を
言
え
ば
︑
本
書
で
は
取
り
上
げ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た

少
数
民
族
へ
の
展
開
に
つ
い
て
も
知
り
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
︒
人
口
の
約
一

割
程
度
に
過
ぎ
な
い
五
五
の
少
数
民
族
へ
の
計
画
出
産
施
策
は
︑
当
該
地
域

の
実
情
を
考
慮
し
て
進
め
ら
れ
て
い
た
︒
そ
の
導
入
は
漢
民
族
に
比
べ
る
と

緩
や
か
で
あ
り
︑
一
人
っ
子
政
策
に
至
っ
て
は
︑
少
数
民
族
は
対
象
外
で
あ

っ
た
︒
計
画
出
産
の
状
況
は
民
族
や
居
住
地
域
に
よ
り
差
異
が
あ
り
︑
広
大

な
中
国
の
計
画
出
産
の
展
開
を
全
て
網
羅
す
る
こ
と
は
難
し
い
︒
し
か
し
︑

少
数
民
族
へ
の
リ
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
政
策
の
展
開
に
つ
い
て
も
今
後
の
研
究

で
触
れ
て
い
た
だ
く
こ
と
を
楽
し
み
に
し
て
い
る
︒

本
書
の
魅
力
は
︑
専
門
外
の
私
の
つ
た
な
い
粗
筋
紹
介
で
は
充
分
に
伝
え

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
︒
ぜ
ひ
多
く
の
読
者
に
︑
本
書
を

お
読
み
い
た
だ
き
︑
ア
ジ
ア
の
中
で
際
立
っ
た
特
徴
を
持
つ
中
国
社
会
の
リ

プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
の
歴
史
に
触
れ
て
い
た
だ
く
こ
と
を
願
っ
て
い
る
︒

︵
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