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リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
か
ら
三
年
、
欧
米
経
済
は
い
ま
危
機
第
二
幕
と

も
い
え
る
風
波
に
見
舞
わ
れ
て
い
る
。
成
長
曲
線
の
下
方
屈
折
、
金
融

機
関
の
資
産
毀
損
…
…
、「
課
題
先
進
国
」日
本
に
と
っ
て
は「
デ
ジ
ャ
ブ
」

と
し
か
い
い
よ
う
の
な
い
光
景
が
拡
が
っ
て
い
る
。
か
く
見
る
日
本
と

て
、円
高
と
震
災
で
経
済
は
打
撃
を
被
っ
て
い
る
。ひ
ょ
っ
と
す
る
と「
先

進
国
と
い
う
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
」
自
体
が
終
焉
を
迎
え
た
の
か
と
思
わ

せ
る
今
日
こ
の
頃
と
い
え
よ
う
。

　

そ
ん
な
中
で
「
新
興
国
」
代
表
、
中
国
経
済
は
ま
す
ま
す
わ
れ
わ
れ

の
「
頼
み
の
綱
」
に
な
っ
て
い
る
。
気
息
奄
々
の
欧
米
経
済
を
見
る
に

つ
け
、「
早
晩
中
国
が
Ｇ
Ｄ
Ｐ
で
米
国
を
追
い
抜
き
、
世
界
最
大
の
経
済

大
国
に
躍
り
出
る
の
で
は
な
い
か
」
と
の
見
方
も
強
い
。

　

そ
れ
は
本
当
だ
ろ
う
か
。
中
国
経
済
を
見
る
わ
れ
わ
れ
の
目
に
死
角

は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
短
期
・
中
長
期
の
二
つ
の
視
点
か
ら
、

「
頼
み
の
綱
」
の
再
点
検
を
行
う
。

四
兆
元
対
策
の
後
遺
症

　

リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
後
、
す
か
さ
ず
四
兆
元
の
経
済
対
策
を
打
ち
出

し
て
、
い
ち
早
く
景
気
回
復
を
成
し
遂
げ
た
中
国
経
済
で
あ
る
が
、
こ

こ
に
来
て
四
兆
元
対
策
の
負
の
影
響
の
大
き
さ
も
は
っ
き
り
し
て
き
た
。

　

中
国
は
四
兆
元
対
策
の
財
源
を
賄
う
た
め
に
、
危
機
後
の
三
年
間
で

金
融
貸
出
を
危
機
前
の
八
割
増
に
ま
で
拡
張
し
た
。
空
前
の
金
融
拡
張

が
生
ん
だ
過
剰
流
動
性
は
、
住
宅
価
格
を
暴
騰
さ
せ
て
新
た
な
社
会
問

津
上
工
作
室
代
表

津
上
俊
哉

つ
が
み　

と
し
や　

一
九
八
〇
年
東
京
大
学
法
学
部
卒
業
、
通
商
産
業

省
入
省
。
九
六
年
よ
り
外
務
省
に
出
向
。
在
中

国
大
使
館
参
事
官
、
通
商
政
策
局
北
西
ア
ジ
ア

課
長
な
ど
を
経
て
、
二
〇
〇
四
年
よ
り
東
亜
キ
ャ

ピ
タ
ル
社
長
。
著
書
に
『
岐
路
に
立
つ
中
国
』『
中

国
台
頭
』
な
ど
。

中
国
経
済
が
抱
え
る

不
安
定
要
素
を
直
視
せ
よ

黄
昏
を
も
感
じ
さ
せ
る
日
米
欧
の
経
済
情
勢
。

そ
の
反
作
用
と
し
て
高
ま
る
中
国
へ
の
期
待
感
。

は
た
し
て
中
国
は
世
界
経
済
の
牽
引
役
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
う
る
の
か
。

北
東
ア
ジ
ア
経
済
の
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
が
、
厳
し
い
眼
で
査
定
す
る
。
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「和諧」後の中国

題
を
生
み
、
影
響
は
賃
金
・
物
価
に
ま
で
及
ん
だ
。
こ
の
過
剰
流
動
性
を

吸
収
す
る
た
め
に
、
当
局
は
貸
出
抑
制
な
ど
厳
し
い
引
き
締
め
を
続
け
て

い
る
。
最
近
は
そ
の
あ
お
り
を
受
け
て
、
輸
出
型
私
営
企
業
の
操
業
停
止
・

倒
産
な
ど
、
ヒ
ト
の
体
に
喩
え
れ
ば
心
筋
梗
塞
が
起
き
か
け
て
い
る
。

　

当
局
は
住
宅
高
騰
や
物
価
上
昇
が
一
服
す
る
か
ど
う
か
凝
視
し
つ
つ
我

慢
比
べ
を
続
け
て
い
る
が
、
限
界
が
近
付
き
つ
つ
あ
り
、
そ
ろ
そ
ろ
風
向
き

が
変
わ
る
と
い
う
期
待
感
も
高
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
経
済
過
熱
は
ま
だ
楽

観
で
き
な
い
状
況
に
あ
り
、
ブ
レ
ー
キ
か
ら
ア
ク
セ
ル
に
経
済
運
営
の
ペ
ダ

ル
を
踏
み
換
え
る
に
し
て
も
、
思
い
切
っ
た
踏
み
込
み
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

四
兆
元
対
策
の
後
、
地
方
財
政
は
投
資
疲
れ
、
金
融
貸
出
も
ゴ
ム
が
伸
び

き
っ
て
い
る
た
め
、
今
後
景
気
が
急
落
し
た
場
合
に
打
て
る
手
が
限
ら
れ
て

い
る
こ
と
も
不
安
材
料
だ
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
短
期
の
経
済
運
営
は
さ
ま
ざ
ま
な
不
安
要
素
と
制
約

要
因
を
抱
え
て
お
り
、
来
年
秋
に
登
場
す
る
新
政
権
は
出
だ
し
早
々
難
し

い
舵
取
り
を
迫
ら
れ
そ
う
だ
。

成
長
モ
デ
ル
の
転
換
期

　

中
国
の
一
人
当
た
り
Ｇ
Ｄ
Ｐ
は
二
〇
一
〇
年
に
四
八
〇
〇
ド
ル
と
な
り
、

い
ま
や
「
中
等
所
得
国
」
の
仲
間
入
り
を
果
た
し
た
が
、
同
時
に
中
国
の

成
長
モ
デ
ル
が
転
換
期
を
迎
え
た
こ
と
も
は
っ
き
り
し
て
き
た
。

　

そ
れ
を
雄
弁
に
物
語
る
の
は
賃
金
上
昇
だ
。
内
陸
か
ら
廉
価
な
労
働
力

が
無
尽
蔵
に
供
給
さ
れ
た
の
は
昔
語
り
、
過
去
数
年
は
沿
海
部
で
人
手
不

足
が
顕
在
化
し
、
賃
金
上
昇
が
始
ま
っ
た
。
農
村
部
に
は
ま
だ
遊
休
労
働

力
が
あ
る
と
い
う
見
方
も
あ
る
が
、
都
市
部
で
の
生
活
差
別
や
住
宅
難
を

嫌
っ
て
農
民
工
が
遠
い
沿
海
大
都
市
ま
で
出
稼
ぎ
に
行
き
た
が
ら
な
く
な

り
つ
つ
あ
る
た
め
、「
疑
似
完
全
雇
用
」
状
態
が
達
成
さ
れ
た
と
い
え
る
か

も
し
れ
な
い
。

　

日
本
は
そ
ん
な
「
完
全
雇
用
」
を
約
半
世
紀
前
の
昭
和
四
〇
年
前
後
に

経
験
し
た
。
続
け
て
や
っ
て
来
る
の
は
、
生
産
性
向
上
と
賃
金
上
昇
の
「
駆

け
っ
こ
」
で
あ
る
。
生
産
性
が
賃
金
を
上
回
っ
て
上
昇
す
れ
ば
実
質
成
長

が
確
保
さ
れ
る
が
、
こ
れ
が
逆
転
す
る
と
賃
金
コ
ス
ト
プ
ッ
シ
ュ
型
の
イ
ン

フ
レ
が
来
る
。
今
後
の
中
国
経
済
が
物
価
上
昇
分
を
差
し
引
い
た
実
質
で

も
成
長
で
き
る
か
否
か
の
カ
ギ
は
、
経
済
全
体
の
生
産
性
を
ど
れ
だ
け
引

き
上
げ
ら
れ
る
か
に
か
か
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

二
一
世
紀
に
入
っ
て
最
初
の
一
〇
年
間
、
中
国
経
済
の
生
産
性
は

大
き
く
伸
び
た
。
改
革
開
放
政
策
に
よ
り
、
以
前
は
地
域
ご
と
に
割
拠
・

分
断
さ
れ
て
い
た
市
場
が
統
合
さ
れ
、
全
国
マ
ー
ケ
ッ
ト
（
の
競
争
）
が
成

立
し
た
こ
と
、
地
方
政
府
の
投
資
に
よ
り
産
業
イ
ン
フ
ラ
の
整
備
が
進
ん

だ
こ
と
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
加
盟
後
の
外
資
進
出
に
よ
り
国
内
企
業
も
含
め
て
産
業

レ
ベ
ル
が
向
上
し
た
こ
と
な
ど
が
背
景
に
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
生
産
性
押
し
上
げ
要
因
は
す
で
に
ピ
ー
ク
ア
ウ
ト

し
つ
つ
あ
る
。
今
後
求
め
ら
れ
る
の
は
、
稀
少
資
源
化
し
て
い
く
労
働
力
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を
適
切
に
配
置
し
、
熟
練
労
働
力
化
す
る
、
製
造
業
だ
け
で
な
く
三
次
産

業
の
付
加
価
値
・
生
産
性
を
向
上
さ
せ
る
、
産
業
構
造
を
知
識
集
約
型
産

業
へ
と
転
換
さ
せ
る
、と
い
っ
た
課
題
で
あ
る
が
、そ
の
視
点
か
ら
見
た
と
き
、

こ
れ
か
ら
の
中
国
経
済
に
は
い
く
つ
も
の
不
安
要
因
が
あ
る
。

都
市
と
農
村
の
二
元
構
造

　

農
民
が
戸
籍
面
で
都
市
住
民
と
差
別
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
る

が
、
土
地
も
都
市
と
農
村
と
い
う
形
で
仕
切
ら
れ
て
い
る
。
国
が
ヒ
ト
の
面

で
も
土
地
の
面
で
も
二
元
的
に
分
断
さ
れ
て
い
る
の
が
、
今
の
中
国
の
特
異

な
「
国
の
か
た
ち
」
で
あ
る
。

　

農
民
が
戸
籍
面
で
都
市
住
民
並
み
に
扱
わ
れ
な
い
背
景
に
は
、
都
市

住
民
側
の
差
別
意
識
だ
け
で
な
く
、
地
方
財
政
問
題
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。

農
民
を
都
市
住
民
並
み
に
遇
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
戸
籍
だ
け
で
な
く
、

農
民
に
都
市
並
み
の
公
共
サ
ー
ビ
ス
（
住
宅
、
教
育
、
医
療
、
養
老
）
を
提

供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
に
見
合
う
だ
け
の
財
源
が
地
方
に
は

な
い
の
で
あ
る
。
土
地
の
分
断
の
背
景
に
は
、
農
地
を
収
用
し
、
都
市
（
マ

ン
シ
ョ
ン
、
ビ
ル
、
工
場
）
用
地
と
し
て
供
給
す
る
役
割
を
政
府
が
独
占
す

る
中
国
特
有
の
土
地
制
度
が
あ
る
。
農
地
を
都
市
用
地
に
転
換
す
る
際
に

生
ず
る
莫
大
な
差
益
も
政
府
が
独
占
し
て
い
る
。
過
去
、
財
政
が
苦
し
い

地
方
政
府
は
発
展
（
イ
ン
フ
ラ
整
備
）
の
た
め
の
財
源
を
土
地
に
求
め
、
収

用
で
土
地
を
追
い
立
て
ら
れ
る
「
失
地
農
民
」
が
社
会
問
題
化
し
た
。
慌
て

た
中
央
政
府
は
農
地
収
用
を
厳
し
く
制
限
す
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
今
度

は
こ
れ
が
地
価
高
騰
の
原
因
に
も
な
っ
て
い
る
。

　

ヒ
ト
に
せ
よ
土
地
に
せ
よ
、
市
場
を
分
断
す
れ
ば
不
効
率
が
生
ま
れ
る
。

農
民
は
差
別
を
受
け
る
だ
け
で
な
く
一
生
働
い
て
も
家
一
つ
買
え
な
い

沿
海
都
市
へ
の
出
稼
ぎ
を
嫌
が
り
始
め
た
。
放
っ
て
お
け
ば
沿
海
部
の
賃
金

が
急
騰
し
て
し
ま
う
。
ヒ
ト
の
差
別
待
遇
が
国
全
体
の
労
働
力
の
最
適
配

置
を
妨
げ
る
の
で
あ
る
。

　

農
地
の
転
用
を
制
限
す
れ
ば
都
市
住
宅
が
高
騰
す
る
。
数
年
前
、
北
京

近
郊
で
農
地
に
建
つ
（
小
産
権
）
マ
ン
シ
ョ
ン
が
流
行
し
た
。
収
用
を
経
て

い
な
い
「
灰
色
商
品
」
だ
っ
た
が
、
よ
く
売
れ
た
の
は
値
段
が
近
傍
の
正
規

マ
ン
シ
ョ
ン
の
半
値
以
下
だ
っ
た
た
め
で
あ
る
。
こ
の
価
格
差
が
市
場
分
断

の
及
ぼ
す
影
響
を
端
的
に
物
語
っ
て
い
る
。

　

農
村
・
都
市
二
元
構
造
問
題
の
解
決
は
さ
ま
ざ
ま
な
メ
リ
ッ
ト
を
も
た

ら
す
。
第
一
に
、
不
足
し
て
い
る
都
市
用
地
の
供
給
を
増
加
さ
せ
、
住
宅

の
暴
騰
防
止
、
さ
ら
に
は
成
長
の
原
動
力
と
さ
れ
る
「
都
市
化
」
の
持
続

に
資
す
る
。
第
二
に
、
農
民
に
社
会
保
障
を
始
め
と
す
る
公
共
サ
ー
ビ
ス

を
提
供
し
、
農
民
の
購
買
力
増
加
で
内
需
の
底
堅
い
成
長
に
資
す
る
。
第

三
に
、
農
民
が
差
別
を
嫌
っ
て
出
稼
ぎ
を
嫌
が
り
つ
つ
あ
る
現
状
を
改
善

し
、
都
市
の
労
働
力
確
保
、
賃
金
安
定
に
も
資
す
る
（
生
産
性
と
賃
金
の

上
昇
の
「
駆
け
っ
こ
」
を
乗
り
切
る
た
め
に
は
欠
か
せ
な
い
課
題
）。
逆
に

い
え
ば
、
二
元
構
造
問
題
を
早
期
に
解
決
で
き
な
け
れ
ば
、
経
済
・
社
会
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「和諧」後の中国

の
発
展
が
こ
れ
ら
隘
路
に
直
面
し
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

「
官
製
経
済
」
の
膨
張

　

最
近
、
中
国
や
ロ
シ
ア
な
ど
で
政
府
や
国
有
企
業
が
経
済
の
主
役
と
し

て
振
る
舞
う
様
が
「
国
家
資
本
主
義
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
い

ま
の
中
国
経
済
は
、
①
政
府
と
国
有
企
業
（「
官
」と
総
称
）
が
膨
大
な
資

源
を
所
有
、成
長
果
実
を
支
配
し
て
い
る
、②
官
が
強
力
な
認
可
権
、予
算
、

土
地
分
配
権
な
ど
の
権
限
を
有
す
る「
審
判
」と
中
軸「
プ
レ
イ
ヤ
ー
」（
電
力
、

金
融
、
通
信
な
ど
の

業
界
を
独
占
）
を
兼

任
し
て
お
り
、
国
有

企
業
は
特
権
的
な
便

宜
を
得
て
い
る
、
③

以
上
の
組
み
合
せ
に

よ
り
官
の
経
済
実
権

が
い
よ
い
よ
増
殖
す

る
、
と
い
っ
た
現
象
が

顕
著
で
あ
る
。
一
言

で
い
え
ば
「
官
の
官

に
よ
る
官
の
た
め
の
経

済
」
に
な
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。
こ
の
傾
向
は
四
兆
元
投
資
の
大
半
が
国
有
企
業
に
注
ぎ
込
ま

れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
決
定
的
に
な
り
、
い
ま
や
一
九
九
〇
年
代
に
掲
げ

ら
れ
た
「
国
退
民
進
」（
民
営
化
推
進
）
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
も
じ
っ
て
「
国

進
民
退
」と
揶
揄
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。「
官
主
導
」経
済
の
弊
害
は
、

主
に
以
下
の
三
つ
の
面
で
現
れ
て
い
る
。

　

第
一
は
富
の
偏
在
で
あ
る
。
官
が
過
大
な
経
済
資
源
を
所
有
し
、
成

長
果
実
を
独
占
し
て
い
る
せ
い
で
「
分
配
」
が
大
い
に
ゆ
が
め
ら
れ
、

民
間
消
費
、
私
営
企
業
の
成
長
を
阻
害
し
て
い
る
。
成
長
で
増
価
し
た

土
地
の
開
発
益
も
、
主
要
産
業
を
独
占
し
て
成
長
し
て
き
た
国
有
企
業

の
収
益
も
国
民
に
は
ほ
と
ん
ど
還
元
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
で
は
民
間

消
費
が
伸
び
な
い
の
も
無
理
は
な
い
。

　

第
二
は
富
の「
使
い
道
」の
偏
り
と
誤
り
で
あ
る
。
政
府
は「
投
資
」、

そ
れ
も
重
厚
長
大
産
業
や
イ
ン
フ
ラ
へ
の
投
資
を
偏
愛
す
る
。
後
者
は

世
界
有
数
の
イ
ン
フ
ラ
を
実
現
し
、
い
っ
と
き
生
産
性
向
上
に
役
立
っ

た
が
、
東
名
高
速
か
ら
本
四
架
橋
に
至
る
日
本
の
高
速
道
整
備
の
歴
史

か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
投
資
を
続
け
れ
ば
経
済
効
率
は
逓
減
し
て

い
く
。
大
量
の
資
金
を
効
果
の
乏
し
い
イ
ン
フ
ラ
に
振
り
向
け
る
投
資

の
惰
性
が
生
ま
れ
た
こ
と
は
気
懸
か
り
で
あ
る
。

　

第
三
は
、
政
府
の
実
権
が
強
す
ぎ
る
結
果
、
経
済
に
過
度
な
干
渉
が

行
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
政
府
の
政
策
は
、
往
々
に
し
て
政
策
意

図
と
は
逆
の
効
果
を
生
み
出
す
。
最
近
の
例
で
い
え
ば
、
中
央
政
府
が

中国でも有数の貧しい地域、安徽省。省都・合肥には高層ビルが建
つ一方、出稼ぎ労働者の貧困は悪化し続けている（ロイター/アフロ）
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風
力
・
太
陽
光
な
ど
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
設
備
を
今
後
の
重
点
新
興
産
業
に

指
定
し
た
途
端
、
全
国
各
地
の
地
方
政
府
に
よ
る
投
資
競
争
を
招
い
て
、

指
定
後
間
も
な
い
新
興
重
点
産
業
が
過
剰
投
資
の
整
頓
対
象
に
な
っ
て

し
ま
っ
た
。

　

生
産
性
向
上
の
た
め
に
は
国
有
企
業
が
適
し
て
い
る
か
、
そ
れ
と
も

私
営
企
業
が
適
し
て
い
る
か
、
答
え
は
誰
の
目
に
も
明
ら
か
だ
。
特
権

を
持
つ
国
有
企
業
ば
か
り
が
栄
え
、私
営
企
業
は
生
き
て
い
く
の
が
や
っ

と
…
…
こ
こ
で
も
競
争
条
件
の
不
平
等
が
中
国
経
済
を
「
二
重
構
造
」

に
し
て
い
る
。
甘
や
か
さ
れ
た
国
有
セ
ク
タ
ー
が
こ
れ
以
上
膨
張
し
て

い
け
ば
、
中
国
経
済
の
効
率
は
ど
う
な
る
か
。
こ
の
流
れ
を
早
く
変
え

な
く
て
は
、
中
国
経
済
は
お
か
し
く
な
る
。

「
未
富
先
老
」—

—

少
子
高
齢
化
問
題

　

少
子
高
齢
化
社
会
が
目
前
に
迫
る
中
国
が
い
ま
だ
に
「
計
画
生
育
」
政
策

を
続
け
て
い
る
こ
と
は
、
大
き
な
謎
で
あ
る
。「
高
齢
化
」
は
誰
し
も
意
識
し
て

い
る
が
、
今
後
の
中
国
に
と
っ
て
よ
り
深
刻
な
の
は
、
む
し
ろ
「
少
子
化
」
の

ほ
う
だ
。

　

中
国
は
二
〇一〇
年
に
国
勢
調
査
を
実
施
し
た
が
、
注
目
さ
れ
る
出
生
率

を
公
表
し
て
い
な
い
。
公
式
に
は
未
だ
に
一・七
前
後
あ
る
と
い
わ
れ
る
が
、

研
究
者
の
間
で
は
「
一・四
前
後
し
か
な
い
」
と
い
う
見
方
が
有
力
で
あ
る
。

し
か
も
、
人
口
規
模
を
維
持
す
る
の
に
必
要
な
二
・
一
を
大
幅
に
下
回
る

状
況
は
、
二
〇
〇
〇
年
頃
か
ら
ず
っ
と
続
い
て
い
る
疑
い
が
濃
い
。
あ
る
在

野
の
研
究
者
が
将
来
人
口
を
推
計
し
た
と
こ
ろ
、
今
か
ら
わ
ず
か
数
年
後
、

二
〇
一五
〜
一六
年
頃
に
は
労
働
人
口
ど
こ
ろ
か
総
人
口
さ
え
純
減
に
転
ず

る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
衝
撃
的
な
結
果
に
な
っ
た
。
事
態
が
こ
こ
ま
で
深

刻
で
な
い
こ
と
を
望
む
が
、
権
威
あ
る
学
者
も
二
〇
一
〇
年
代
半
ば
に
は

労
働
人
口
比
率
が
ピ
ー
ク
ア
ウ
ト
す
る
こ
と
を
予
想
し
て
い
る
。

　

労
働
人
口
比
率
の
増
加
は
成
長
を
押
し
上
げ
る
が（
成
長
ボ
ー
ナ
ス
）、

労
働
人
口
比
率
の
低
下
は
逆
に
成
長
を
押
し
下
げ
る（
人
口
オ
ー
ナ
ス
）。
日

本
の
例
を
挙
げ
れ
ば
、一九
六
〇
〜
七
〇
年
代
の
高
度
成
長
を
支
え
た
大
き

な
原
動
力
は
労
働
人
口
比
率
の
増
加
（
＝
養
わ
れ
る
老
幼
層
、「
従
属
人
口
」

の
比
率
低
下
）
だ
っ
た
し
、「
失
わ
れ
た
二
〇
年
」
の
入
り
口
と
さ
れ
る
九
〇

年
代
は
、
労
働
人
口
比
率
が
減
少
に
転
じ
た
時
期
で
も
あ
っ
た
。

　

日
本
の
後
を
追
う
こ
と
わ
ず
か
二
〇
年
、
二
〇
一
〇
年
代
半
ば
に
は
中

国
に
も
「
人
口
オ
ー
ナ
ス
」
の
時
代
が
来
る
。
農
民
工
が
沿
海
都
市
へ
の

就
職
を
嫌
っ
て
移
動
し
な
く
な
れ
ば
、
こ
の
傾
向
は
さ
ら
に
加
速
さ
れ
る
だ

ろ
う
。
さ
ら
に
ま
ず
い
こ
と
に
、
こ
れ
を
憂
え
て
計
画
生
育
か
ら
出
産
奨
励

へ
と
大
き
く
舵
を
切
っ
て
も
、
も
は
や
手
遅
れ
な
の
で
あ
る
。
都
市
の
若
夫

婦
は
子
育
て
コ
ス
ト
（
教
育
・
住
宅
な
ど
を
含
む
）
を
嫌
っ
て
二
人
目
の
子

を
産
み
育
て
る
意
欲
が
乏
し
い
。
規
制
を
撤
廃
し
て
も
子
ど
も
は
増
え
な

い
可
能
性
が
高
い
。
仮
に
こ
れ
を
「
奨
励
」
し
て
子
ど
も
が
顕
著
に
増
加
し

た
と
し
て
も
、
直
ち
に
現
れ
る
効
果
は
従
属
人
口
比
率
の
上
昇
で
あ
り
、
か
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え
っ
て
成
長
を
抑
制
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　

率
直
に
い
う
と
、
中
国
の
少
子
高
齢
化
問
題
は
解
決
困
難
だ
。
金
融

危
機
の
後
、「
中
国
が
米
国
を
追
い
抜
い
て
、
経
済
規
模
で
世
界
一
に
な

る
日
が
近
い
」
と
考
え
る
人
が
増
え
た
が
、
筆
者
は
少
な
く
と
も
今
後

二
〇
〜
三
〇
年
の
間
に
逆
転
が
起
き
る
可
能
性
は
低
い
と
考
え
て
い
る
。

米
国
は
い
ま
金
融
危
機
の
後
遺
症
に
喘
い
で
い
る
が
、
こ
れ
は
経
過
的
な

問
題
で
や
が
て
時
間
が
解
決
す
る
。
そ
う
い
う
目
で
米
国
を
眺
め
れ
ば
、

移
民
を
積
極
的
に
受
け
容
れ
る
国
情
の
お
か
げ
で
、
世
界
で
唯
一
、
人
口

が
着
実
に
増
え
続
け
て
い
る
先
進
国
が
米
国
な
の
で
あ
る
。

　

中
国
が
米
国
を
追
い
抜
く
日
は
来
る
だ
ろ
う
か
。
来
る
と
し
て
も
中
国

が
少
子
高
齢
化
の
衝
撃
と
影
響
を
吸
収
、
克
服
し
て
再
び
活
力
を
取
り
戻

せ
る
二一世
紀
後
半
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
推
断
は
覆
し
よ
う
が
な
い
と

い
う
の
が
筆
者
の
見
立
て
で
あ
る
。

改
革
マ
イ
ン
ド
が
薄
れ
る
中
国
と
日
本

　
「
中
国
台
頭
」
は
善
き
に
つ
け
悪
し
き
に
つ
け
、
世
界
に
大
き
な
影
響
を

も
た
ら
し
て
い
る
。
国
力
の
伸
張
が
支
え
る
中
国
軍
の
急
速
な
軍
拡
は
悪

し
き
影
響
の
見
本
で
あ
る
。
経
済
面
で
も
「
広
大
な
市
場
」
を
タ
テ
に
先

進
国
に
技
術
移
転
を
要
求
し
、（
レ
ア
メ
タ
ル
）
資
源
の
輸
出
制
限
で
産
業

の
移
転
を
図
る
…
…
貧
し
い
途
上
国
で
世
界
経
済
に
占
め
る
比
重
も
小
さ

か
っ
た
時
代
の
中
国
な
ら
と
も
か
く
、
世
界
第
二
位
の
経
済
大
国
に
ま
で
成

長
し
た
中
国
に
こ
の
よ
う
な
自
国
最
優
先
の
重
商
主
義
を
続
け
ら
れ
た
ら
、

「
普
通
」
の
市
場
経
済
国
と
し
て
は
た
ま
ら
な
い
と
い
う
気
持
ち
は
、
世
界

の
多
く
の
国
が
共
有
す
る
。

　

そ
う
い
う
感
覚
か
ら
見
れ
ば
、
以
上
展
望
し
た
よ
う
に
中
国
経
済
が
実

は
多
く
の
課
題
を
抱
え
て
お
り
、
世
界
一に
な
る
可
能
性
も
低
い
と
の
見
方

は
「
安
心
材
料
」
と
し
て
受
け
取
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、一
方

で
「
中
国
頼
み
」
の
日
本
経
済
は
中
国
の
成
長
低
下
に
直
面
し
て
も
や
っ
て

い
け
る
の
か
。
中
国
が
「
不
景
気
で
不
機
嫌
」
に
な
る
と
、
周
辺
国
と
軍
事

的
衝
突
を
起
こ
す
危
険
が
高
ま
る
か
も
し
れ
な
い
。
正
攻
法
は
「
悪
し
き

影
響
」
に
つ
い
て
、
中
国
と
地
道
な
対
話
の
努
力
を
重
ね
、（
高
齢
化
対
策

の
経
験
の
交
流
な
ど
）
今
後
直
面
す
る
経
済
課
題
を
解
決
す
る
中
国
の
努

力
を
称
揚
し
て
い
く
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
。

　

本
稿
は
中
国
経
済
の
今
後
を
辛
口
に
展
望
し
た
。
中
国
は
豊
か
に
な

る
に
つ
れ
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
加
盟
前
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
決
然
た
る
改
革
の
意
思

が
薄
れ
て
き
た
。
山
積
す
る
課
題
を
考
え
る
と
「
そ
ん
な
こ
と
で
よ
い
の
か
！
」

と
問
い
か
け
た
い
、
と
い
う
の
が
筆
者
の
気
持
ち
で
あ
る
。
し
か
し
、
同
時
に

「
い
ま
の
日
本
に
、
そ
ん
な
批
判
を
す
る
資
格
が
あ
る
の
か
」
と
い
う
自
問
が
常

に
筆
者
の
心
中
に
あ
る
。
他
人
頼
み
、
現
状
維
持
願
望
、
引
き
籠
も
り
心

理
が
目
立
つ
か
ら
だ
。「
そ
ん
な
こ
と
で
よ
い
の
か
！
」
と
い
う
問
い
か
け

は
、
中
国
の
一
〇
倍
、
日
本
に
向
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
Ｔ
Ｐ
Ｐ
を
巡

る
論
議
を
聞
き
な
が
ら
、
そ
ん
な
思
い
が
い
つ
も
脳
裏
を
離
れ
な
い
。
■


