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は
じ
め
に

　
中
国
の
計
画
出
産
政
策
は
、
日
本
で
は
「
一

人
っ
子
政
策
」
と
い
う
名
で
知
ら
れ
て
い
る
。

た
だ
し
、
そ
れ
は
中
国
の
計
画
出
産
政
策
の
実

情
が
日
本
社
会
に
広
く
知
れ
渡
っ
て
い
る
こ

と
、
理
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
。
一
人
っ
子
政
策
は
、「
一

人
っ
子
」
と
い
う
言
葉
の
イ
ン
パ
ク
ト
が
一
人

歩
き
す
る
中
、
リ
プ
ロ
ダ
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
イ

ツ
（
性
と
生
殖
に
関
す
る
権
利
）
へ
の
国
家
の

介
入
と
し
て
、
批
判
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
、

あ
る
い
は
（
画
一
的
に
一
人
し
か
産
め
な
い
な

ど
）
誤
解
を
も
っ
て
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
こ
と
が

多
く
、
一
人
っ
子
政
策
が
抱
え
る
問
題
（
例
え

ば
黒
孩
子
や
小
皇
帝
、
四
・
二
・
一
家
庭
や
失

独
者
な
ど
）
に
メ
デ
ィ
ア
の
焦
点
が
当
て
ら
れ

る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
中
国
の
女
性
た
ち
が
他

者
と
の
関
係
性
の
中
で
、
ど
の
よ
う
に
そ
れ

を
捉
え
、
受
け
入
れ
、
対
処
し
て
き
た
の
か
と

い
っ
た
女
性
た
ち
の
主
体
性
や
当
事
者
性
に
目

を
向
け
ら
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。

　
そ
の
よ
う
な
な
か
、
計
画
出
産
政
策
の
状
況

を
歴
史
学
や
ジ
ェ
ン
ダ
ー
研
究
の
視
座
か
ら
明

ら
か
に
し
て
き
た
の
が
本
書
の
著
者
、
小
浜
正

子
氏
で
あ
る
。
本
書
は
、
小
浜
氏
が
こ
れ
ま
で

発
表
し
て
き
た
論
考
が
も
と
に
な
っ
て
い
る
。

本
書
の
あ
と
が
き
で
は
、
上
海
史
を
専
門
と
す

る
歴
史
学
者
の
小
浜
氏
が
上
海
留
学
中
に
覚
え

た
違
和
感
が
本
研
究
を
始
め
る
き
っ
か
け
に

な
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。「
日
本
で
は

論
外
の
ト
ン
デ
モ
政
策
だ
と
思
わ
れ
て
い
る
そ

れ
を
、
情
理
を
わ
き
ま
え
た
中
国
の
友
人
た
ち

が
（
と
き
と
し
て
不
満
を
も
ら
す
こ
と
は
あ
っ

て
も
）
基
本
的
に
受
け
入
れ
て
い
る
よ
う
に
見

え
る
、
そ
の
ギ
ャ
ッ
プ
が
気
に
な
っ
て
い
た
か

ら
だ
ろ
う
」（
三
六
〇
頁
）
と
い
う
小
浜
氏
の

言
葉
か
ら
は
、
現
実
を
生
き
る
中
国
の
人
々
に

寄
り
添
い
、
現
場
の
視
点
に
立
っ
て
一
人
っ
子

政
策
を
描
き
直
そ
う
と
す
る
研
究
姿
勢
を
改
め

て
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。「
中
国
で
計
画
出

産
が
普
及
し
、
国
が
子
供
の
数
を
決
め
る
体
制

が
成
立
し
た
過
程
を
、
人
々
が
生
き
る
現
場
か

ら
た
ど
り
、
な
ぜ
、
ど
の
よ
う
に
し
て
、
国
家

に
よ
る
生
殖
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
定
着
し
、
人
々

が
そ
れ
を
容
認
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
を
、

と
り
わ
け
生
殖
の
当
事
者
で
あ
る
女
性
の
視
点

を
重
視
し
つ
つ
、
跡
づ
け
よ
う
と
す
る
」（
七
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頁
）
こ
と
を
目
的
と
す
る
本
書
は
、
後
述
す
る

よ
う
に
読
者
に
新
た
な
発
見
と
気
づ
き
を
与
え

る
も
の
で
あ
る
。

本
書
の
構
成
と
内
容

　
本
書
の
構
成
に
お
い
て
特
徴
的
な
の
は
、
序

章
の
後
に
解
説
を
設
け
て
い
る
こ
と
、
六
章
を

テ
ー
マ
に
合
わ
せ
て
三
つ
の
パ
ー
ト
に
分
け
て

い
る
こ
と
、
六
つ
の
コ
ラ
ム
が
掲
載
さ
れ
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。

　
序
章
で
先
行
研
究
や
本
書
の
目
的
が
述
べ
ら

れ
た
後
、
次
の
解
説
で
は
、
主
に
二
〇
世
紀
以

降
の
ア
ジ
ア
に
お
け
る
リ
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
の

変
容
と
家
族
計
画
の
推
進
状
況
お
よ
び
そ
の
特

徴
が
示
さ
れ
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
欧
米
に
お

い
て
は
二
〇
世
紀
前
半
ま
で
に
出
産
の
医
療

化
・
施
設
化
が
完
了
し
、
民
間
の
自
発
的
な
動

き
に
よ
っ
て
出
生
率
が
低
下
し
た
の
に
対
し
、

ア
ジ
ア
に
お
い
て
は
二
〇
世
紀
の
国
民
国
家
形

成
の
過
程
で
出
産
の
近
代
化
が
進
め
ら
れ
、
国

家
指
導
の
下
で
家
族
計
画
が
推
進
さ
れ
た
と
い

う
。

　
第
一
部
第
一
章
で
は
、
中
国
の
人
口
史
を
中

国
社
会
に
特
徴
的
な
ジ
ェ
ン
ダ
ー
秩
序
か
ら
検

討
し
、
人
口
動
態
と
家
族
や
女
性
の
人
口
調
整

の
営
み
と
い
う
両
面
か
ら
出
産
や
生
殖
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
の
変
化
お
よ
び
そ
の
意
味
に
つ
い
て
考

察
さ
れ
る
。
中
国
で
は
紀
元
前
か
ら
父
系
制
の

男
性
家
父
長
が
権
力
を
持
つ
家
族
が
成
立
し
、

そ
れ
が
標
準
的
な
家
族
形
態
で
あ
っ
た
。
家
系

を
つ
な
ぐ
た
め
の
男
児
偏
重
は
、
性
別
選
択
的

な
出
生
調
整
を
促
し
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
化
さ
れ
た

人
口
構
造
を
生
み
出
し
た
。
清
末
以
降
、
亡
国

滅
種
の
危
機
感
に
よ
っ
て
民
族
の
論
理
か
ら
家

族
や
出
産
の
改
革
が
提
唱
さ
れ
る
よ
う
に
な

り
、
一
九
五
〇
年
代
後
半
に
な
る
と
人
口
の
増

加
を
危
惧
し
、
出
産
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
子
供

の
数
を
制
限
す
る
と
い
う
計
画
出
産
が
提
唱
さ

れ
、
計
画
出
産
推
進
期
（
一
九
六
二
〜
一
九

七
〇
年
）、
計
画
出
産
全
面
推
進
期
（
一
九
七

一
〜
一
九
七
八
年
）、
一
九
七
九
年
か
ら
の
一

人
っ
子
政
策
（
例
外
な
き
一
人
っ
子
政
策
期
）

へ
と
繋
が
っ
て
い
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
に

よ
っ
て
女
児
の
殺
害
、
闇
っ
子
な
ど
の
問
題
が

発
生
し
た
た
め
、
一
九
八
五
年
か
ら
は
場
合
に

よ
っ
て
第
二
子
を
認
め
る
「
一
・
五
子
」
体
制

が
取
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。

　
第
一
部
第
二
章
は
、
中
華
人
民
共
和
国
成
立

前
後
の
生
殖
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
め
ぐ
る
言
説
空

間
の
構
造
と
そ
の
変
容
に
つ
い
て
検
討
さ
れ

る
。
本
章
で
は
、
中
華
人
民
共
和
国
に
な
る

と
、
民
国
期
の
政
治
権
力
が
放
任
し
て
い
た
堕

胎
や
避
妊
に
よ
る
生
殖
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
対
し

て
強
く
介
入
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
明

ら
か
に
さ
れ
る
。
民
国
期
に
は
非
合
法
で
あ
り

な
が
ら
強
く
は
取
り
締
ま
ら
れ
な
か
っ
た
堕
胎

が
、
新
中
国
の
社
会
制
度
の
優
位
性
を
前
提
と

し
て
、
女
性
と
子
供
の
健
康
の
保
護
を
名
目
に

制
限
さ
れ
た
。
し
か
し
、
人
口
急
増
に
よ
っ
て

生
殖
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
必
要
に
な
る
と
、
生
殖

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
「
科
学
的
」
で
「
計
画
的
」

な
こ
と
だ
と
正
当
付
け
ら
れ
た
。

　
第
二
部
第
三
章
で
は
一
九
五
〇
〜
六
〇
年
代

の
上
海
で
生
殖
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
各
層
の
女
性

た
ち
に
浸
透
し
、
女
性
た
ち
に
と
っ
て
産
む
／

産
ま
な
い
こ
と
の
意
味
が
変
化
し
た
過
程
に
つ

い
て
論
じ
ら
れ
る
。
上
海
で
は
こ
の
時
期
、
民

国
期
に
お
い
て
広
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
産
科
医
師

や
助
産
士
に
よ
る
助
産
方
法
を
定
着
さ
せ
、
母

子
保
健
業
務
を
整
備
、
普
及
さ
せ
て
い
っ
た
。

ま
た
、「
多
産
多
死
」
か
ら
「
少
産
少
死
」
へ

と
人
口
転
換
が
起
こ
っ
た
。
女
性
た
ち
は
仕
事
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と
家
事
・
育
児
と
の
二
重
負
担
の
下
で
、
積
極

的
に
生
殖
コ
ン
ト
ー
ル
を
導
入
し
、
自
ら
で
産

む
／
産
ま
な
い
こ
と
を
決
定
す
る
エ
ー
ジ
ェ
ン

ト
と
し
て
自
己
形
成
を
し
て
い
っ
た
こ
と
が
示

さ
れ
る
。

　
第
二
部
第
四
章
で
は
、
一
九
七
〇
〜
八
〇
年

代
に
か
け
て
、
一
人
っ
子
政
策
が
上
海
に
お
い

て
ど
の
よ
う
に
定
着
し
て
い
っ
た
の
か
に
つ
い

て
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
上
海
で
は
一
九
七
〇
年

代
か
ら
晩
婚
、
晩
育
、
二
人
目
を
産
む
な
ら
出

産
間
隔
を
空
け
る
と
い
う
状
況
が
広
ま
っ
て
い

た
が
、
一
人
っ
子
政
策
が
提
起
さ
れ
た
後
、
第

一
子
率
は
九
八
・
五
三
％
（
八
四
年
）
に
達
し

た
と
い
う
。
上
海
で
は
国
家
に
職
業
を
保
証
さ

れ
て
「
単
位
」
で
働
く
と
い
う
シ
ス
テ
ム
が
確

立
し
て
い
た
た
め
、
そ
れ
を
通
じ
て
生
殖
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
や
出
産
管
理
が
行
わ
れ
た
。

　
第
三
部
第
五
章
は
、
計
画
出
産
が
順
調
に
進

展
し
た
遼
寧
省
Ｑ
村
の
事
例
で
あ
る
。
Ｑ
村
で

は
、
一
九
六
〇
年
代
に
リ
ン
グ
に
よ
る
生
殖
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
が
伝
わ
り
、
一
九
七
〇
年
代
半
ば

ま
で
に
は
第
一
子
を
出
産
後
リ
ン
グ
で
避
妊
し

て
出
産
間
隔
を
あ
け
、
第
二
子
を
産
ん
だ
ら
卵

管
結
紮
す
る
こ
と
が
推
奨
さ
れ
出
産
数
が
減
少

し
た
。
そ
れ
を
可
能
に
し
た
の
は
、「
は
だ
し

の
医
者
」
と
し
て
助
産
や
母
子
保
健
業
務
の
普

及
に
務
め
た
女
性
、
村
の
婦
女
隊
長
と
し
て
熱

心
に
計
画
出
産
業
務
に
携
わ
っ
た
女
性
の
存
在

で
あ
っ
た
と
い
う
。

　
第
三
部
第
六
章
は
計
画
出
産
が
順
調
に
は
進

ま
な
か
っ
た
湖
南
省
Ｂ
村
の
事
例
で
あ
る
。
Ｂ

村
で
は
一
九
六
〇
年
代
末
に
近
代
的
な
生
殖
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
が
導
入
さ
れ
、「
子
供
は
二
人
、

多
く
て
三
人
」
と
い
う
宣
伝
は
始
ま
っ
て
は
い

た
も
の
の
強
制
性
は
な
か
っ
た
。
一
九
八
〇
年

代
、
湖
南
省
の
農
村
で
は
産
後
は
リ
ン
グ
に
よ

る
避
妊
を
主
と
し
、
二
子
以
上
産
ん
だ
後
は
卵

管
結
紮
を
主
と
す
る
と
い
う
方
針
が
出
さ
れ
た

が
、
密
か
に
リ
ン
グ
を
外
し
て
計
画
外
出
産
を

す
る
女
性
も
お
り
黙
認
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ

た
。
他
方
、
強
制
的
な
人
口
流
産
や
絶
育
と

い
っ
た
方
法
が
と
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
そ

こ
に
は
男
児
を
確
保
さ
せ
家
父
長
制
家
族
の
再

生
産
を
助
け
る
た
め
に
、
政
策
と
村
の
実
情
と

の
狭
間
で
柔
軟
に
対
応
す
る
男
性
幹
部
の
存
在

が
あ
っ
た
。

　
終
章
で
は
、
中
国
の
計
画
出
産
を
め
ぐ
る
諸

論
点
に
つ
い
て
、
他
の
ア
ジ
ア
地
域
と
比
較
し

な
が
ら
考
察
さ
れ
る
。
小
浜
氏
は
計
画
出
産
の

地
域
差
、
曖
昧
さ
、
現
場
の
幹
部
ま
か
せ
と
い

う
そ
の
場
の
条
件
や
人
間
関
係
に
合
わ
せ
る
と

い
う
構
造
に
触
れ
な
が
ら
、
中
国
社
会
を
理
解

す
る
際
、
そ
の
よ
う
な
構
造
を
意
識
す
る
こ
と

が
必
要
だ
と
説
く
。
そ
し
て
、
広
大
な
中
国
で

す
べ
て
の
女
性
に
近
代
的
な
生
殖
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
を
届
け
る
こ
と
は
社
会
主
義
中
国
の
行
政
と

医
療
シ
ス
テ
ム
に
よ
っ
て
こ
そ
可
能
で
あ
っ
た

と
ま
と
め
、
一
九
七
〇
年
代
ま
で
の
計
画
出
産

が
総
じ
て
女
性
た
ち
に
好
評
で
あ
っ
た
と
述
べ

る
。
こ
の
よ
う
な
あ
り
方
に
よ
っ
て
国
家
は
生

殖
す
る
女
性
の
身
体
を
掌
握
し
た
の
で
あ
り
、

一
九
七
九
年
以
降
の
「
一
・
五
子
」
体
制
を
含

む
計
画
出
産
政
策
に
お
い
て
は
多
く
の
犠
牲
を

女
性
が
払
う
と
い
う
ジ
ェ
ン
ダ
ー
不
平
等
な
負

担
が
あ
る
こ
と
、
こ
の
よ
う
な
女
性
の
犠
牲
が

実
際
よ
り
小
さ
く
評
価
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
強

調
し
な
が
ら
、
伝
統
的
な
父
系
家
族
の
再
生
産

を
難
し
く
さ
せ
た
こ
と
に
も
触
れ
、
一
人
っ
子

政
策
は
「
女
性
と
女
児
、
女
の
胎
児
の
巨
大
な

犠
牲
を
伴
い
な
が
ら
、
中
国
社
会
が
男
女
平
等

で
ジ
ェ
ン
ダ
ー
公
正
な
社
会
に
向
か
う
た
め
の

重
要
な
契
機
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
」（
三
四
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六
頁
）
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、
日
本
の

旧
優
性
保
護
法
に
よ
る
強
制
手
術
な
ど
を
例
に

出
し
、
政
治
に
よ
っ
て
誰
が
ど
の
よ
う
な
生
命

を
生
み
出
し
て
良
い
の
か
が
決
め
ら
れ
て
き
た

と
い
う
点
で
、
中
国
の
状
況
は
日
本
と
無
関
係

で
は
な
い
の
だ
と
読
者
に
迫
る
。

　
コ
ラ
ム
に
つ
い
て
も
触
れ
て
お
こ
う
。
計
画

出
産
と
い
う
無
機
質
な
言
葉
の
響
き
の
下
で
繰

り
広
げ
ら
れ
る
人
び
と
の
か
け
ひ
き
や
奮
闘
を

リ
ア
ル
に
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
コ
ラ
ム
の
な

か
で
も
筆
者
の
印
象
に
残
っ
て
い
る
の
が
コ
ラ

ム
６
で
あ
る
。
近
代
医
療
に
基
づ
く
助
産
方
法

を
学
ん
だ
訓
練
産
婆
の
語
り
は
、
地
域
に
伝
わ

る
伝
統
的
な
対
処
法
や
知
恵
を
随
所
に
取
り
入

れ
出
産
を
乗
り
切
っ
て
き
た
こ
と
が
う
か
が

え
、
自
宅
出
産
か
ら
病
院
出
産
へ
の
過
渡
期
を

知
る
こ
と
の
で
き
る
貴
重
な
証
言
だ
と
感
じ

た
。
小
浜
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
の
Ｂ
村
の
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
で
は
幽
霊
や
迷
信
に
関
連
す
る
話
も
よ

く
登
場
し
た
そ
う
で
、
破
傷
風
で
子
供
を
亡
く

す
連
鎖
を
止
め
る
「
転
胎
殺
火
」
の
慣
習
な
ど

に
つ
い
て
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
興
味
の
あ
る

方
は
ぜ
ひ
ご
自
身
の
目
で
確
認
願
い
た
い
。

本
書
を
読
ん
で

　
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
本
書
は
読
者
に
新

た
な
発
見
や
気
づ
き
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。

最
後
に
そ
れ
ら
に
つ
い
て
触
れ
、
感
想
と
し
た

い
。

　
第
一
に
、
一
人
っ
子
政
策
は
、
新
中
国
成
立

以
降
、
紆
余
曲
折
を
経
な
が
ら
も
断
続
的
に
実

施
さ
れ
て
き
た
生
殖
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
普
及
の
延

長
線
上
に
あ
り
、
一
九
七
九
年
に
突
然
始
ま
っ

た
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
九

七
九
年
の
段
階
で
す
で
に
上
海
の
よ
う
な
都
市

部
で
は
避
妊
率
が
九
〇
％
を
超
え
て
お
り
、
第

一
子
の
み
の
割
合
も
高
い
。
農
村
部
で
も
、
希

望
数
を
産
ん
だ
ら
結
紮
手
術
を
す
る
な
ど
、
生

殖
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
か
な
り
浸
透
し
て
い
た
。

国
家
が
長
期
に
わ
た
っ
て
出
産
の
医
療
化
や
施

設
化
、
母
子
衛
生
事
業
の
推
進
、
浸
透
に
取
り

組
み
、
伝
統
的
な
規
範
へ
の
意
識
改
革
を
実
施

し
な
が
ら
女
性
の
身
体
を
掌
握
し
管
轄
下
に
収

め
、
そ
れ
が
あ
る
程
度
成
功
し
た
の
ち
に
一

人
っ
子
政
策
へ
と
進
め
た
こ
と
が
よ
く
わ
か

る
。
本
書
で
は
、
中
華
民
国
期
か
ら
の
近
代
医

療
の
浸
透
と
出
産
、
避
妊
、
堕
胎
の
状
況
や
言

説
の
変
化
な
ど
も
詳
細
に
分
析
さ
れ
る
た
め
、

そ
れ
ら
の
関
連
性
や
経
緯
が
わ
か
り
や
す
い
。

　
第
二
に
、
中
国
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
「
計

画
出
産
」
の
用
途
の
広
さ
で
あ
る
。
小
浜
氏

が
「
出
産
を
制
限
す
る
政
策
と
そ
の
た
め
の
手

段
で
あ
る
生
殖
コ
ン
ト
ー
ル
が
同
じ
「
計
画
出

産
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
さ
れ
る
」（
五
頁
）

と
述
べ
る
よ
う
に
、
中
国
で
は
避
妊
も
ま
た
計

画
出
産
な
の
で
あ
る
。
儒
教
の
影
響
で
男
児
を

産
む
こ
と
が
求
め
ら
れ
、
嬰
児
殺
し
や
遺
棄
さ

れ
る
の
は
女
児
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ
た
と
い
う

史
実
の
中
で
、
自
ら
の
力
で
出
産
を
調
整
で
き

る
避
妊
方
法
を
獲
得
す
る
と
い
う
こ
と
は
女
性

に
と
っ
て
ど
れ
ほ
ど
安
堵
で
き
る
こ
と
で
あ
っ

た
だ
ろ
う
。
本
書
で
登
場
す
る
女
性
の
語
り
に

は
「
子
供
は
も
う
い
い
」
と
い
う
言
葉
が
頻
繁

に
登
場
す
る
が
、
計
画
出
産
＝
生
殖
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
の
獲
得
と
読
み
替
え
る
と
、
計
画
出
産

政
策
の
異
な
る
一
面
が
浮
か
び
上
が
る
。
一
方

で
、
小
浜
氏
は
厳
格
な
政
策
と
し
て
施
行
さ
れ

た
際
に
管
理
の
対
象
や
犠
牲
に
な
っ
た
の
も
ま

た
女
性
で
あ
る
こ
と
に
も
言
及
し
て
お
り
、
産

む
／
産
ま
な
い
こ
と
を
め
ぐ
る
重
層
的
で
複
雑

な
権
力
関
係
が
綿
密
に
描
か
れ
て
い
る
の
も
本
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書
の
特
徴
で
あ
る
。

　
第
三
に
、
計
画
出
産
政
策
は
中
国
の
事
例
で

は
あ
る
が
、
共
有
す
る
問
題
系
は
日
本
も
同
じ

で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
出
産
は
女
性
の

個
人
的
事
象
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
こ
に
は
さ
ま

ざ
ま
な
ア
ク
タ
ー
が
関
係
す
る
。
第
六
章
で
示

さ
れ
る
「
そ
も
そ
も
生
殖
す
る
女
性
の
身
体
は

誰
の
も
の
な
の
か
？
　
国
家
か
、
夫
か
。
家
族

か
、
当
の
女
性
か
。」（
三
三
五
頁
）
と
い
う
小

浜
氏
の
問
い
か
け
に
「
そ
れ
は
女
性
で
し
ょ

う
」
と
答
え
る
こ
と
は
簡
単
で
あ
る
。
筆
者
も

も
ち
ろ
ん
そ
う
考
え
て
い
る
し
、
そ
う
あ
る
べ

き
だ
と
強
く
願
っ
て
い
る
。
し
か
し
現
実
問
題

と
し
て
、
女
性
の
身
体
（
そ
れ
を
通
し
て
営
ま

れ
る
、
産
む
／
産
ま
な
い
と
い
う
行
為
）
は
国

家
か
ら
す
れ
ば
人
口
調
整
、
家
族
や
夫
か
ら
す

れ
ば
子
孫
の
継
承
や
新
た
な
成
員
の
獲
得
に
必

要
不
可
欠
な
フ
ィ
ー
ル
ド
と
な
っ
て
お
り
、
女

性
が
望
む
望
ま
ざ
る
に
関
わ
ら
ず
他
者
の
積
極

的
な
監
視
、
関
与
を
受
け
る
。
確
か
に
日
本
で

は
罰
則
を
伴
う
出
産
制
限
は
取
ら
れ
て
い
な
い

が
、
少
子
化
の
中
で
女
性
に
子
供
を
産
ま
せ
よ

う
と
す
る
あ
れ
や
こ
れ
や
の
施
策
な
ら
び
に
そ

れ
に
伴
う
「
女
性
が
産
み
た
く
な
る
社
会
を
作

れ
ば
少
子
化
が
解
消
さ
れ
る
」
と
い
っ
た
よ
う

な
窮
屈
な
言
論
の
中
で
、
リ
プ
ロ
ダ
ク
テ
ィ

ブ
・
ラ
イ
ツ
を
叫
び
続
け
る
の
は
容
易
で
は
な

い
。「
彼
女
た
ち
の
身
体
は
、
村
や
夫
の
管
理

下
に
あ
っ
て
、
完
全
に
自
分
自
身
の
も
の
で
は

な
い
が
、
複
雑
な
駆
け
引
き
を
駆
使
し
て
多
様

な
ア
ク
タ
ー
と
交
渉
し
、
自
身
の
想
い
を
実
現

し
よ
う
と
模
索
し
て
い
た
」（
三
三
五
頁
）
と

い
う
中
国
の
女
性
た
ち
の
姿
に
思
わ
ず
自
分
た

ち
の
姿
を
重
ね
て
し
ま
う
。

　
第
四
に
、
ど
ん
な
に
厳
格
な
政
策
の
施
行
で

も
結
局
は
人
次
第
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
本
書
で
は
計
画
出
産
政
策
が
順
調
な
農
村

と
そ
う
で
は
な
い
農
村
が
対
比
さ
れ
る
形
で
提

示
さ
れ
る
。
そ
の
違
い
は
政
策
を
下
達
す
る
幹

部
に
あ
る
と
理
解
し
た
の
だ
が
、
そ
の
ほ
か
の

要
素
は
ど
う
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
遼
寧
省

と
湖
南
省
と
い
う
地
理
環
境
の
差
、
同
じ
漢
族

で
あ
っ
て
も
異
な
る
生
育
慣
行
、
経
済
事
情
な

ど
、
も
う
少
し
知
り
た
か
っ
た
と
い
う
気
も
す

る
。
た
だ
、
こ
の
よ
う
な
地
域
ご
と
に
異
な
る

人
間
関
係
や
条
件
に
頼
る
、
言
い
換
え
れ
ば
現

場
頼
み
の
柔
軟
な
対
応
が
で
き
る
状
況
だ
っ
た

か
ら
こ
そ
「
一
・
五
子
」
体
制
へ
の
す
ば
や
い

転
換
、
普
及
、
浸
透
と
い
う
結
果
に
至
っ
た
の

か
も
し
れ
な
い
。

　
第
五
に
、
少
数
民
族
地
域
と
の
差
異
で
あ

る
。
小
浜
氏
も
こ
と
わ
っ
て
い
る
よ
う
に
本
書

は
漢
族
居
住
地
域
を
対
象
と
し
て
い
る
た
め
、

少
数
民
族
に
つ
い
て
は
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な

い
。
二
〇
二
〇
年
七
月
二
九
日
Ａ
Ｐ
通
信
が
新

疆
ウ
イ
グ
ル
自
治
区
で
実
施
さ
れ
て
い
る
強
制

的
な
生
殖
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
つ
い
て
批
判
的
に

報
じ
た
こ
と
は
記
憶
に
新
し
〉
1
〈

い
。
筆
者
も
地
域

は
違
え
ど
も
少
数
民
族
居
住
地
域
の
計
画
出
産

政
策
に
つ
い
て
調
査
を
し
て
お
り
、
そ
れ
は
漢

族
の
状
況
と
も
ウ
イ
グ
ル
の
状
況
と
も
異
な
っ

て
い
る
。
本
書
の
よ
う
に
当
事
者
で
あ
る
女
性

の
視
点
を
重
視
し
民
族
問
題
と
絡
め
て
再
検
討

し
た
と
き
、
ど
の
よ
う
な
景
色
が
見
え
て
く
る

だ
ろ
う
か
。
民
族
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
な
違
い

が
出
る
の
か
。
こ
れ
は
自
分
に
と
っ
て
の
今
後

の
課
題
と
な
ろ
う
。

注

 〈
1
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