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大
規
模
な
華
人
社
会
を

抱
え
て
い
る
国
は
、
そ
う

で
な
い
国
と
で
は
異
な
る

政
治
課
題
に
直
面
す
る
。

　

そ
の
政
治
課
題
と
は
、

刻
々
と
変
化
す
る
中
国
の

政
治
経
済
と
、
変
容
す
る

国
内
の
華
人
社
会
と
、
そ

の
両
者
と
の
間
で
、
ど
の
よ
う
な
関
係
を
構

築
す
る
べ
き
か
と
い
う
政
治
判
断
で
あ
る
。

国
内
に
抱
え
た
華
人
社
会
が
大
き
い
と
、
か

じ
取
り
を
少
し
間
違
え
た
だ
け
で
、
国
家
が

被
る
損
失
は
大
規
模
な
も
の
に
な
り
か
ね
な

い
。
そ
の
よ
う
な
緊
張
感
が
、
大
き
な
華
人

社
会
を
抱
え
た
国
の
政
治
に
は
存
在
し
て
い

る
。

　

で
は
、
そ
の
よ
う
な
政
治
と
は
一
体
ど
の

よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
書
は
こ
の
問

い
に
つ
い
て
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
を
舞
台
に
し

て
、明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

華
人
、
も
し
く
は
華
僑
と
い
う
言
葉
で
、

み
な
さ
ん
は
ど
の
よ
う
な
人
た
ち
を
思
い
浮

か
べ
る
で
あ
ろ
う
か
。
大
成
功
を
収
め
た
企

業
家
、ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
燃
え
る
革
命
家
、

ク
ー
リ
ー
と
呼
ば
れ
た
労
働
者
、
人
権
侵
害

に
苦
し
む
被
差
別
市
民
、
世
界
に
広
が
る

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
、
違
法
ビ
ジ
ネ
ス
を
展
開
す

る
非
合
法
組
織
、
と
い
っ
た
よ
う
に
、
華
人

と
い
っ
て
も
、
一
般
に
そ
の
イ
メ
ー
ジ
は
実

に
多
様
で
あ
り
、
時
代
と
場
所
と
と
も
に
変

遷
し
て
き
た
。
本
書
で
は
そ
ん
な
多
様
な
歴

史
の
中
で
も
、
一
九
六

五
年
か
ら
二
〇
〇
六
年

の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
特

に
ス
ハ
ル
ト
時
代
の
イ

ン
ド
ネ
シ
ア
に
お
け

る
、
華
人
と
国
家
の
関

係
に
焦
点
を
当
て
る
。

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
を
対
象

と
す
る
の
は
、
第
一
に
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
華

人
社
会
が
世
界
最
大
規
模
で
あ
る
た
め
で
あ

り
、
第
二
に
、
世
界
的
に
み
て
も
、
イ
ン
ド

ネ
シ
ア
の
特
に
こ
の
時
期
、
華
人
の
位
置
づ

け
が
国
家
と
の
関
係
に
お
い
て
も
っ
と
も
揺

れ
、「
問
題
」
に
な
っ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。

　

規
模
の
大
き
さ
、
そ
し
て
問
題
の
複
雑
さ

ゆ
え
に
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
華
人
を
め
ぐ
る

経
験
は
、
他
の
華
人
社
会
を
理
解
す
る
た
め

の
知
見
の
宝
庫
で
あ
り
、
同
時
に
、
華
人
を

め
ぐ
る
問
題
群
は
、
あ
ら
ゆ
る
国
家
の
政
策

課
題
に
深
く
か
か
わ
る
こ
と
か
ら
、
イ
ン
ド

ネ
シ
ア
の
政
治
を
理
解
す
る
た
め
に
不
可
欠

な
テ
ー
マ
で
も
あ
る
。
こ
う
し
た
理
由
が
、

本
書
の
執
筆
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
。

　

こ
れ
ま
で
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
お
い
て
、

華
人
は
大
き
な
政
治
経
済
変
動
の
た
び
に
、

暴
動
の
標
的
に
な
り
、
他
方
で
は
、
ア
ジ
ア

の
経
済
成
長
の
時
代
に
お
い
て
、
華
人
は
、

民
間
経
済
の
牽
引
役
と
し
て
、
極
め
て
優
秀

な
企
業
家
と
し
て
、広
く
注
目
さ
れ
て
き
た
。

時
代
の
変
化
に
よ
っ
て
、
華
人
は
国
家
に

と
っ
て
、
排
除
す
べ
き
脅
威
に
な
り
、
取
り

込
む
べ
き
資
本
に
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
国
家
と
華
人
の

関
係
の
揺
れ
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
起
き
て

き
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
を
求
め
、
私

は
、
ス
ハ
ル
ト
政
権
下
の
国
軍
や
諜
報
機
関

の
未
公
開
資
料
を
集
め
、
華
人
政
策
を
実
行

し
た
軍
人
た
ち
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
重

ね
、
歴
史
を
追
っ
た
。（
華
人
に
対
す
る
苛

烈
な
政
策
を
立
案
、
実
行
し
た
当
人
た
ち
が

存
命
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
経
験
を
つ
ま
び

ら
か
に
し
て
く
れ
た
の
は
、
本
当
に
幸
運
で

あ
っ
た
。）

　

華
人
と
国
家
を
め
ぐ
る
関
係
の
揺
れ
の
原

因
は
、
簡
単
に
ま
と
め
る
と
、
三
つ
の
レ
ベ

ル
の
政
治
に
求
め
ら
れ
る
。

　

第
一
に
政
権
内
に
お
け
る
権
力
闘
争
で
あ

る
。
華
人
を
排
除
す
る
こ
と
で
、
権
力
の
座

を
つ
か
も
う
と
す
る
人
々
と
、
華
人
を
活
用

し
取
り
込
む
こ
と
で
権
力
を
得
よ
う
と
す
る

グ
ル
ー
プ
間
の
力
関
係
で
、
華
人
に
対
す
る

政
治
は
厳
し
く
も
緩
く
も
な
っ
た
。
第
二
に

政
治
体
制
の
安
定
度
で
あ
る
。
ス
ハ
ル
ト
体

制
の
創
生
期
に
は
、権
力
基
盤
が
ま
だ
弱
く
、

基
盤
強
化
の
た
め
に
、
治
安
・
秩
序
の
維
持

が
政
策
的
に
優
先
さ
れ
、
華
人
は
潜
在
的
反

体
制
勢
力
と
位
置
づ
け
ら
れ
、
厳
し
い
取
り

締
ま
り
の
対
象
と
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
体

制
が
安
定
し
華
人
へ
の
脅
威
感
も
薄
れ
る

と
、
今
度
は
経
済
的
な
貢
献
を
求
め
ら
れ
る

よ
う
に
な
り
、
華
人
問
題
は
安
全
保
障
問
題

か
ら
、
経
済
問
題
へ
と
変
化
し
た
。
第
三
に

地
域
秩
序
の
変
容（
と
り
わ
け
中
国
の
変
化
）

で
あ
る
。
中
国
が
共
産
主
義
革
命
の
輸
出
を

進
め
て
い
た
時
期
に
は
、
中
国
は
警
戒
す
べ

き
脅
威
で
あ
り
、
そ
の
手
先
と
見
な
さ
れ
た

華
人
も
ま
た
、
国
内
に
お
い
て
脅
威
で
あ
る

と
位
置
づ
け
ら
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
中

国
が
経
済
発
展
し
魅
力
的
な
国
に
変
わ
る

と
、
華
人
は
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
と
中
国
の
両
者

を
結
ぶ
貴
重
な
紐
帯
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
華
人
の
存
在
は
、
問
題
で
は
な
く

突
然
、
資
産
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
は
権
力

闘
争
、
体
制
の
安
定
度
、
地
域
秩
序
の
三
つ

の
レ
ベ
ル
の
変
化
を
通
じ
て
、
華
人
を
様
々

な
か
た
ち
で
問
題
視
す
る
現
実
が
産
ま
れ
て

い
た
。

　

現
在
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
お
い
て
は
、
中

国
と
の
関
係
の
好
転
、
ス
ハ
ル
ト
体
制
崩
壊

後
の
権
利
回
復
運
動
の
成
功
に
よ
っ
て
、
華

人
の
位
置
づ
け
は
好
転
し
た
。
し
か
し
な
が

ら
、
歴
史
的
に
培
わ
れ
た
華
人
を
め
ぐ
る
緊

張
感
を
ぬ
ぐ
い
去
る
の
は
容
易
で
は
な
い
。

少
し
歴
史
を
遡
っ
て
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
お

け
る
国
家
と
華
人
の
関
係
を
検
討
す
る
と
、

同
じ
ア
ジ
ア
で
も
、
こ
う
し
た
国
々
が
日
本

と
は
異
な
る
政
治
社
会
環
境
に
い
る
こ
と
を

改
め
て
教
え
て
く
れ
る
。
中
国
と
東
南
ア
ジ

ア
の
間
に
は
日
本
に
は
な
い
特
別
な
紐
帯
、

通
常
の
外
交
と
は
違
う
レ
ベ
ル
の
国
際
関
係

が
存
在
し
、
日
本
で
は
そ
の
つ
な
が
り
を
羨

む
声
も
あ
る
が
、
他
方
で
大
規
模
な
華
人
社

会
が
あ
る
か
ら
こ
そ
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
政
治
の
緊
張
感
が
あ
る
こ
と
は
見
落
と

せ
な
い
。

　

本
書
は
一
義
的
に
は
、
ス
ハ
ル
ト
体
制
下

の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
関
す
る
政
治
史
研
究
で

は
あ
る
が
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
政
治
理
解
の

み
な
ら
ず
、
よ
り
広
い
ア
ジ
ア
の
華
人
社
会

を
抱
え
た
国
の
政
治
理
解
を
求
め
る
方
々
に

も
、手
に
と
っ
て
も
ら
え
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

（
あ
い
ざ
わ　

の
ぶ
ひ
ろ
／
イ
サ
カ
海
外
研
究
員
）
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