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し

国

際

環

境

と

日

本

ア

ジ

ア

の

新

し

ゴ込

1 

ア
ジ

ア
の

新
し
い

国

際

環

境
と

ア
ジ

ア

認

識
の

視
座

七
0
年
代に
は
いっ
て 、
同
際
政
治の

多
極
化が
著
し
く
進
展
し
は
じ
め
た
が 、

そ
う
し
た
な
か
で 、
ア
ジ
ア
の
諸
情
勢は

と
り

わ
け
流
動
的で
ある．
六
0
年
代
後

半
以
来 、
ア
ジ
ア
の
最
大の
不
安
定
要
因

で
・あっ
たベ
ト
ナム
戦
争は
和
平
協
定に

醐聞醐a

 

述し
た
もの
の 、
ベ
ト

ナ
ム
戦
争を
生
起

せ
し
め
た
内
在
的
な
線
本
問
題が
解
決
さ

れ
た
わ
けで
は
決
し
て
ない ．
今日の
ア

ジ
ア
は 、
国
際
環
境の
急激
な
変
化に
直

面
しつ
つ 、
その
よ
う
な
変
化に
い
か
に

対
応
すべ
きか 、
真
剣に
様
策
し
て
い

"' 

東
京
外
国
語
大
学
助
教
授

る
とこ
ろ
で 、
い
ま
想
え
ば一
九
六
九
年

と
い
う

年
は 、
今
日の
ア
ジ
ア
の
新
しい

間
際
環
境を
規
定
する
四つ
の
決
定
的
な

要
閣が
同
時
的に
表
面
化し
た
年
で
あ

り 、
ま
さ
に
画
期
的な
時
期で
・あっ
て 、

七
0
年
代ア
ジ
ア
の
閉
幕を
告
呼た
印
象

的
な一
年で
あっ
た ．
そ
れ
らの
要
因
を

グロ
ノ
ジ
カ
ル
に
並べ
て
み
る
と
次の
よ

うに
なる，

一
九六九年四
月
中
同
共
庭
先
九
全

大
会

jr
大
革命の
収
捻
j

小

同に
対
外
関
係を
考
慮
する
余
裕が
川

び
出
は
じ
め
る
llψ

中ソ
対立
と
米
小

銭
近
l↓
ア
ジ
ア
に
弘が
る
「

小
川の

膨」
の
刷
幅 ．

一
九六九年六
月
ブ
レ
ジ
ネフ・
ソ
述

共
産
党
書
記
長が
「プレ

ジ
ネフ・
ド

中

（島

関嶺
係

き雄

際

ク
ト
リン」
を
公
式に
旧提
案
｜1・

ア
ジ

ア
集
団
安
保
椛
想の
輪
郭が
表
面
化
｜

↓
中ソ
対立の
激
化
｜↓
ア
ジ
ア
に
お
例制川制叫オ叶叫刈刈州制対・

一
九六九年七月
ニ
ク
ソ
ン
大
統
領

に
よ
る
「グ

アム・
ド
タ
ト
リン」

発

表
｜↓

米
中
接
近か
らベ
ト

ナム
和
平

へ
｜↓
アメ
リ
カ
の
ア
ジ
ア
か
らの
撤

退 。一
九六九年一一
月
佐
藤・
ニ
ク
ソン

会
議に
よ
る
日
米
共
同
声
明
｜↓

い
わ

ゆる
「

極
京
糸
羽」
を
確
認
｜↓
中
同

お
よ
び
ア
ジ
ア
諸
同の一
部に
「円

本

叩
川
主
義」
非
雌
の
戸・日
ま
る
11v

ア
ジ
ア
に
お
ける
日
本の
地
位と
役
割

の
別
大 。
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今
日の
ア
ジ
ア
を
続る
新しい
国
際
環
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境は 、
右に
見た
よ
う
な
グロ
ーバ

ル
な

要
因に
よっ
て
規
定さ
れて
い
る
といっ

て
よ
く 、
アメ
リ
カ
の
ア
ジ
ア
か
らの
撤

退 、
ソ
連の
プレ
ゼ
ソ
ス
の
増
大 、
「

中

国の
影」
の
増
幅 、
日
本の
地
位
と
役
割

の
増
大
とい
う

四つ
の
決
定
的
な
要
因が

相
互に
か
ら
み
あい
な
が
らア
ジ
ア
情
勢

の
流
動
化
を
外か
ら
促
進
し
て
い
る
と
み

る
こ
と
がで
き
よ
う ．

こ
う
し
た
グロ
ーバ

ル
な
外
定
的
要
因

に
た
い
し
て 、
ア
ジ
ア
の
地
滅
的
な
現
災

は 、
き
わ
め
て
多
元
的かつ
複
雑
で
あ

り 、
そこ
に
は
民
族
的 、
人
種
的 、
租
族

的 、
宗
教
的 、
歴
史
的 、
社
会
的 、
文
化

的に
未
解
決
なロ
ー

カル
な
諸
要
紫が
渦

巻い
て
い
る ．
そ
し
て
ア
ジ
ア
とい
うリ

1
ジョ
ナル
な
国
際
環
境の
な
か
で
ア
ジ

ア
諸
国
は
今日 、
国
民
形
成
と
経
済
凶
発

とい
う

共
通
の
課
題に
直
面
し
て
い
る
の

だ
とい
え
よ
う 。
し
た
がっ
て 、
わ
れ
わ

れの
ア
ジ
ア
認
識の
視
座は 、
た
ん
に
グ

ロ
ーバ

ル
なレベ
ル
か
ら
す
る
ア
ジ
ア
の

状
況
認
識の
み
な
ら
ず ．
む
し
ろア
ジ
ア

のロ
ー

カ
ル
なレベ
ル
に
お
け
る
歴
史と

現
実
を
リ
アル
に
直
視
し 、
認
識
す
る
な

か
か
ら 、
p
l
ジョ
ナル
な
課
題
と
し
て

の
ア
ジ
ア
諸
国の
同
民
形
成
と
経
済
開
発

の
問
題
を
考
え
る
とい
う

枠
組に
おい
て

� 

設
定さ
れ
るこ
と
が
是
非
と
も
必
要で
あ

ろ
う ．
し
ば
し
ばセ
ン
セ
ーシ
ョ

ナル
に

喧
伝
さ
れ
る
グロ
ーバ

ル
なレベ
ル
か
ら

す
る
イデ
オロ
ギ
ー

的
ない
し
は
政
治
主

義
的ア
ジ
ア
像に
もか
か
わ
ら
ず 、
た
と

え
ば
南ベ
ト

ナム
の
チュ
l

政
権が 、
す

で
に
数
年
余
に
もわ
たっ
て
政
権
を
維
持

し 、
カ
ン
ボ
ジ
ア
に
おい
て
もシ
アヌ
l

ク
復
権が
容
易に
実
現せ
ず 、
ま
たア
ジ

ア
諮
問の
対
中
正
常
化が
遅々
と
し
て
逃

ま
ない
こ
と
な
ど
は 、
ロ
ー

カ
ル
なレベ

ル
に
お
け
る
こ
れ
ら
諸
問の
舵
史と
現
史

を
洞
察
す
る
努
力
を
欠い
た
ア
ジ
ア
像に

の
み
と
ら
わ
れが
ち
で
あ
るこ
とに
由
来

す
る
の
で
あ
り 、
そこ
に
ア
ジ
ア
認
識の

大
き
な
陥
鉾が
あ
る
の
で
あっ
て 、
こ
の

点か
ら
もア
ジ
ア
認
識の
視
座
を
方
法
論

的に
も
ま
ず
確
立
し
な
け
れば
な
ら
ない

とい
え
よ
う 。

こ
こ
でロ
ー

カ
ル
なレベ
ル
に
お
け
る

ア
ジ
ア
の
歴
史
と
現
実
を
リ
アル
に
認
識

す
る
た
め
に
は 、
フ
ィ
ール
ド・
リ
サ
ー

チ
（
実
態
調
査）
と
資
料
分
析が
地
域
研

究
（〉吋g
皆
E
E）
の
ニつ
の
支
柱と

し
て
十
分に
活か
さ
れ
ね
ば
な
ら
ない
こ

と
は
い
う
ま
で
も
ない ．

以
上
の
よ
う
な
前
提の
の
ち
に 、
い
わ

ゆ
る
「

緊
強
緩
和」
の
問
題
とア
ジ
ア
に

拡が
る
「

中
岡の
影」
の
問
題
を
手が
か

りに
し
て
ア
ジ
ア
の
現
実に
立
ち
戻り
な

2 

「
緊

張

緩
和」

米
中
接
近か
ら
中
国の
国
連
参
加
を
経

てベ
ト

ナム
和
平に
い
た
る
プロ
セ
ス

に 、
日
中
国
交の
樹
立
とい
う

大
き
な
変

化が
加わっ
た
と
き 、
ヨ
ーロ
ッパ

を
舞

台に
し
て
府
災に
形
成
さ
れて
き
た
「

緊

張
緩
和」
の
的
釣がい
よい
よ
ア
ジ
ア
に

も
訪
れ
た
と
す
る
品
方が 、
急に
は
や
さ

れ
たこ
との
記
憶は
ま
だ
新しい ．
現
尖

に
ア
ジ
ア
の
緊
張が
緩
和
す
る
の
で
あ
れ

ば 、
ア
ジ
ア
の
平
和
と
安
定に
とっ
て
望

ま
しい
こ
とで
あ
り 、
ア
ジ
ア
諸
問が
自

由に
行
動
し
得
る
可
能
性
も
増
大
す
る
の

で
あ
る
が 、
し
か
し
現
実に
は
そ
の
よ
う

な
楽
観
的
展
望の
み
に
依
拠
す
るこ
と
は

ま
だ
ま
だ
不
可
能で
あ
り 、

情
勢の
小
さ

な
変
化に
よっ
て
さ
え一
時
的
な
「

緊
張

緩
和」
へ
の
方
向が
た
ち
ま
ち
崩
れ
去
り

か
ね
ない
不
安
定
要
附
を
今
日
の
ア
ジ
ア

は
ま
だ
ま
だ
か
か
えて
い
る ・

わ
れ
わ
れは 、
「

緊
張
緩
和」
と
い
う

場
合 、
こ
の
あい
ま
い
な
用
活
を
科
学
的

に
概
念
化し
て
み
るこ
とが
必
要で
あ
ろ

うが 、
「駁

張
緩
和」
とい
う

用
語に
は

が
ら
問
題
を
考え
て
み
よ
う ・

と

ア
ジ

ア
の

現
実

一
般に

り$88
とい
う
フ
ラン
ス
語

が
当て
ら
れて
い
るこ
とに
も
明
らか
な

よ
うに 、

そ
れは
本
来 、
ヨ
ーロ
ッパ

的

な
慨
念
なの
で
あ
り 、
と
くにこ
の
用
訴

が
多
用
さ
れ
る
よ
うに
なっ
たの
は 、
近

々
六
0
年
代
後
半 、
ドゴ
lル

のフ
ラン

ス
に
よっ
て 、
同
際
政
治の
多
元
化を
志

向
しつ
つ 、
ヨ
ーロ
ッパ

に
お
け
る
東
西

冷
般の
解
消
を
確
認
す
る
立
味で
そ
れ
は

アノリカのアジアからに撤退
ソjj!のアジアでのブレゼンス
r，，，悶の彩」の.11'!%1
H'1王の1車i立とi止；1,11のJf1.k

〈アジア使、般の視座〉

Nation Building 
Economic Development 

民族・人 鵠 ・ Hth長・；j；教
1lE史・社会 ・文化

- 15 -

A SEAN 

ESP 



bE・

φれ

ふれ

こ
の
よ
う
な
経
緯か
ら
し
で
も 、「
緊
張

緩
和」
と
い
う

場
合
に
は 、その
与
件
と
し

て
①
現
状
維
持（mg
E田
ρ
g） 、
②
平
和

共
存
（句gg
E－
90弘田H
88） 、
③
社

会
的
安
定
（
pap－

gsE
寄）
とい
う

三つ
の
条
件が
必
要
なの
で
あっ
て 、
こ

う
し
た
条
件が
と
も
に
充
た
さ
れて
は
じ

め
て
「

緊
張
緩
和」
とい
い
得る
よ
う
に

思
わ
れる。
そ
し
てヨ
ーロ
ッパ

で
は 、

東
西
ド

イツ
の
現
状
回
定
的
宥
和 、．プ
ラ

ン
ト

西
独
首
相に
よ
る
「

東
方
外
交」
の

成
功
と
そ
れ
を
受
け
た
ソ
連の
対西
欧
関

係
安
定
化
政
策に
見
ら
れる
よ
う
な
国
際

環
境の
著
し
い
成
熟が六
0
年
代
後
半か

ら
進
展
し 、
「

緊
張
緩
和」
と
い
う

観
念

は
今日 、
名
実と
も
に
実
態
化さ
れ
た
の

で
あっ
た ．

とこ
ろ
が 、
ア
ジ
ア
に
おい
て
は 、
そ

のロ
ー
カ
ル
なレベ
ル
に
おい
て
「

緊
張

緩
和」
の
概
念
と
は
ほ
ど
速い
情
況が 、

民
族
的 、
人
種
的 、
積
族
的 、
宗
教
的 、

社
会
的 、
歴
史
的 、
文
化
的
な
さ
ま
ざ
ま

な
要
紫の
交
錯の
な
か
で
き
わ
め
て
プ
リ

ミ
ティ
プ
な
か
た
ちで
渦
巻い
て
お
り 、

情
況
は
依
然
と
し
て
きわ
め
て
流
動
的だ

と
い
わ
ね
ば
な
ら
ない 。
そ
う
し
た
な
か

で 、
ベ
ト
ナム
停
戦に
もか
か
わ
ら
ず 、

． ． ‘、
’ － 

ー
ド♂

土品

と
F
Sノ
打d

定で
あ
り 、

朝
鮮
半
島
やカシ
ミ
！ル

問

題
を
合
む
イン
ド

亜
大
陸の
問
題
も
未
解

決
な
ま
ま
残
さ
れて
い
る。
と
り

わ
け
東

南ア
ジ
ア
で
もっ
と
も
安
定
的だ
とい
わ

れ
た
タ
イに
お
け
る
七
三
年一
O
月の

「
学
生ク
ー

デタ
ー」

やフ
ィ
リピ
ン
の
妓

近の
情
勢
を
見て
み
て
も 、
「

緊
張
緩
和」

以
前の
問
題
を
ま
だ
ま
だ
そこ
に
か
か
え

て
い
る
こ
と
は
否
定で
き
ない 。
一
方 、

あの
血
な
ま
ぐさ
い
印パ
戦
争
を
も
た
ら

し
た
民
族
的
対立の
根は
依
然
と
し
て
残

っ
て
お
り 、
と
く
にパ
ン
ジ
ャ
ブ
族
（
西

パ
キス
タ
ン）
の
反
印
感
情は
最
近
も
発

火
点
寸
前に
ま
で
高
まっ
て
い
る。
マ
レ

ーシ
ア
や
イン
ド

ネシ
ア
の
よ
う
に
人
磁

問
題
（
華
僑
対
現
地
人）
の
複
雑
な
根も

残
さ
れて
い
る・

こ
う
し
た
状
況が 、
今日の
ア
ジ
ア
各

同に
見
ら
れる
の
で
あ
り 、
し
た
がっ

て 、
ア
ジ
ア
に
は
単
純に
「

緊
張
緩
和」

と
は
い
え
ない
状
況が
・あ
り 、
今
日
の
ア

ジ
ア
に
は 、
国
際
環
境の
大
き
な
変
化の

な
か
で 、
さ
ま
ざ
ま
な
緊
張
要
因
が
内
攻

しつ
つ
あ
る
と
さ
え
考
え
ざ
る
を
得な

い 。
む
し
ろ
今
日
の
ア
ジ
ア
は 、
「

緊
張

緩
和」
とい
うス
マ
ー
ト

な
国
際
政
治の

新
用
語に
もか
か
わ
ら
ず 、
「

緊
張
緩
和」

とし
う
ロ
lバ

ル
なレベ
ル
での

に
は
大
き
く
飛
離して
く
す
ぶ
る
ア
ジ
ア

の
現
突
を
見れば
み
る
ほ
ど 、
「

緊
張
緩

和」
とい
う

空々
しい
イメ
ー
ジ
が
逆
に

か
き
た
て
る
間
際心
理
的
な

H
緊
張H
に

よっ
て 、
こ
の
とこ
ろ
支
配
さ
れつ
つ
あ

る
よ
う
に
も
思わ
れる。
そ
し
て
将
来 、

そ
れ
ら
の
緊
張
要
因
が 、
た
と
え
ば
ア
メ

3 

「
中

国
の

影」

こ
の
よ
う
な
ア
ジ
ア
の
状
況の
な
か

で 、
ア
ジ
ア
に
鉱が
る「
中
国の
影」
が 、

今
日 、
きわ
め
て
大
き
な
問
題に
な
りつ

つ
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
ない 。

もっ
と
も 、
私自
身 、
東
南ア
ジ
ア
を

し
ば
し
ば
回っ
て
気
がつ
くこ
との一
つ

は 、
中
固
に
た
い
する
イメ
ー
ジ
が 、
ア

ジ
ア
諸
国に
おい
て
は
日
本
と
は
まっ
た

く
異
なっ
た
座
標
軸の
う
え
に
成立
し
て

い
るこ
とで
ある・
日
本
人に
とっ
て
中

国は 、
本
来 、
ア
ジ
ア
に
お
ける
「

異
母

兄
弟」
で
あ
り 、
「

異
母
兄
弟」
と
し
て

の
親
近
性
と
両
者の
関
係の
宿
命
的
な
困

難さ
を
同
時に
もつ
もの
で
ある
が 、
し

か
し一

般に
は
「

同
文
同
種」
の
心
情が

強
く
作用
し 、
し
か
も日
中
間の
近・
現

代
史を
貨
く

不
幸な
出
会い
の
ゆ
え
に 、

リカ
の
ア
ジ
ア
か
らの
撤
退
が
も
た
ら
す

情
勢の
流
動
化
や
中ソ
対立の
ア
ジ
アへ

の
影
響 、
米・
中・
ソ・
日の
ア
ジ
ア
で

のバ
ラ
ンス
の
再
編な
ど
に
よっ
て 、
ど

の
よ
う
に
発
展
し
て
ゆ
くの
か
を
わ
れわ

れは
十
分に
注
視せ
ね
ば
な
ら
ない
の
で

ある。

ESP 

と
ア
ジ

ア
の

現

実

日
本
人は 、
こ
と
中
国に
た
い
して
は 、

ナ
イー
ブ
な
心
情
主
義に
と
ら
わ
れ
や
す

い ．
そ
し
て 、
中
国
革命
以
後の
中
国に

たい
して
も 、
中
国
革命が
保
持して
い

た
道
義
主
義
的
イメ
ー

ジ
が
その
ま
ま
重

ね
あわ
さ
れ
や
すい
た
め
に 、
中
国に
た

い
し
て
はつ
ね
に一
種の

H
純
粋
性H
も

し
く
は

H
聖
な
る
中
国u
と
し
て
の
イメ

ー
ジ
を
と
か
く
感じ
や
すい ．

し
か
し 、
他の
ア
ジ
ア
諸
国
民は 、
中

間は
た
し
か
に
「
目
覚め
ゆ
くア
ジ
ア」

の
チャ
ン
ピ
オン
と
し
て
革
命
的
な
純
粋

性の
う
え
に
中
華人
民
共
和
国
を
樹
立
し

た
けれ
ど
も 、
今日
で
は
権
力を
獲
得し

た
強
大
な
革命
政
権で
あ
り 、

権
力
を
保

持し
た
者に
通
有の
強
さ
と
醜さ
も
そこ

に
は
併
存し
て
い
る
こ
と
を 、
き
わめ
て

- 16 -
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リ
アル
に
読み
とっ
て
い
る
よ
うに
忠
わ

れ
る・
そ
れ
は 、
中
印
紛
争
や
イン
ド

ネ

シ
ア
の
九・
三
O
事
件 、
文
化
大
革命
期

の
「

造
反
外
交」 、
印パ
戦
争か
ら
バ
ン

グ
ラ
デシュ
成
立に
い
た
る
過
程で
の
中

国の
対
応
な
ど 、
中
国の
対
外
政
策の
激

し
い
援
幅の
た
び
に
ア
ジ
ア
諸
国
は
内政

的
インパ
ク
ト

を
受
け 、
し
ば
し
ば
大
き

な
傷
を
負っ
て
き
た
か
らで
も
あ
り 、
一

方 、
あ
ら
ゆ
る
意
味に
おい
て
ア
ジ
ア
諸

問
内
部に
は
中
国
問
題がつ
ねに
内
在
的

冨零・な嬰
紫
と
し
てピ
ル
ト・

イン
さ
れ
て
い

る
か
らで
も
あ
ろ
う ・
と
もか
くア
ジ
ア

諸
問は
中
同に
たい
し
℃
も 、
中
尉
自

身 、
今
日で
は
その
国
家
的
威
信の
刷
大

と
自
己の
ナ
ショ
ナル・
イン
タ
レ
ス
ト

を
執
鋤に
追
求
し
て
や
ま
ない
巨
大な
対

象とし
て
感
じ
とっ
て
い
る
よ
うに

思わ

れ
る・その

よ
う
な
「

中国の
影」
は 、
い
う

ま
で
も
な
く 、
今
日で
は 、
国
際
社
会の

強
大な一
員
とし
て
中
国が
存
在
する
こ

と
の
た
め
に 、
い
やが
う
えで
も
剤
師
し

つ
つ
ある．
米
中
接
近 、
中
閣の
同
述
診

加 、
日
中
国
交
と
相
次い
だ
大
き
な
変
化

に
よっ
て 、
中
間の
同
際
的
威
信が
増
大

し
たこ
とこ
そ 、
ア
ジ
ア
に
落ち
る
「

中

国の
影」
の
第一
の
除
影に
ほ
か
な
ら
な

’hv

 

第こ
に
もっ
と
切
実な 、
現
実
的
な
問

題は 、
東
南ア
ジ
ア
に
お
び
た
だ
し
い
数

の
中
国
人が
存
在し
て
い
る
こ
と
で
あ

り 、
こ
れ
らの
在
外
中
国
人つ
ま
り
華
僑

は 、
ア
ジ
ア
の
現
地
人
を
押し
の
けて
ア

ジ
ア
の
各
首
都に
中
国
人
街
をつ
く
り 、

中
国の
文
化と
伝
統
を
温
存し 、
そこ
に

中
同
人
社
会を
排
他
的に
形
成し
て
い
る

とい
う

現
実で
ある・
こ
れ
ら
準
備につ

い
て
は 、
タ
イ
の
よ
うに
同
化の
進ん
で

い
る
同 、
フ
ィ

リピ
ン
の
よ
うに

混
合
榊

造の
み
ら
れ
る
園 、
マ
レ
ーシ

ア
や
イン

ド
ネシ
ア
の
よ
うに

観
合・
対
立の
構
造

と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
問 、
シ
ン
ガ
ポ
ー

ル
の
よ
うに

人口
構
成の
大
部
分が
中
国

人で
ある
園 、
等々

、
一
概に
は一
般
化

し
得
ない
現
実が
あ
る
と
はい
え 、
ほ
ぼ

共
通
し
て
い
え
るこ
と
は 、
こ
れ
ら
華
僑

は 、
現
地
人に
たい
し
て
はい
わ
ば

H
特

権
階
級H
の
よ
う
な
存
在で
あるこ
とで

あ
り 、
その
天
菓の
才
能に
よっ
て
現
地

人
を
押し
の
けて
経
済の
史
権
を
滋
把し

て
い
るこ
とで
ある・
そ
れ
だ
けに 、
現

地
人
は 、
中
国
人
を
華
僑
に
たい
する
イ

メ
ー
ジ
を
通
じて
ジ
カ
に
肌で
感
じ
て
お

り 、
そ
れ
は
し
ば
し
ば
同
際
政
治
上
の
変

化
や
中
同
革命
とい
う

外
在
的
な
事
象
と

結びつ
い
て
割
りだ
さ
れ
る
観
念
的
な
中

間
像
と
は
大
き
く
異
なっ
た
もの
なの
で

あ
る・
要
する
に 、
現
地
人の
中
国
人に

たい
する
感
情
は
けっ
し
て
単
純
な
もの

で
は
ない
の
で
あ
り 、
こ
の
点
を
理
解し

ない
と 、
た
と
え
ば
なぜマ
レ
ーシ

ア
で

は一
九六
九
年五
月に
ク
ア
ラル
ン
プ
ー

ル
の
表
通
り
を
血で
染め
た
よ
う
な
凄
惨

な
反
中
国
人
様
動が
起っ
たの
か 、
七一一一

年八
月に
は 、
かつ
て
ア
ジ
ア・
アフ
リ

カ
の
連
的と
団
結を
普い
あっ
た
っハン

ドン
納
神」
の
舞
台に
なっ
た
イン
ド
ネ

シ
ア
のパ
ン
ドン

で
激し
い
反
中
国
人
暴

動
が
発
生し
た
の
か 、
そ
うし
た
問
題の

背
訟
を
理
解
するこ
と
は
で
き
ない ．
こ

の
よ
う
な
「

中
国の
影」
に
た
い
し
て

は 、
ア
ジ
ア
各
国
と
も
その
対
策に
苦
慮

し 、
神経
をつ
かっ
て
い
る．
た
と
え
ば

マ
レ
ーシ

ア
の
現政
権は 、
新し
い
五
カ

年
計
画に
当っ
て 、
従
来ほ
とん
ど
見る

べ
き
経
済
活
動
を
お
こ
なっ
て
い
な
かっ

たマ
レ
l

人の
経
済
活
動
を
治
大
させ
よ

う
と
法
的に
もマ
レ
l

人
優
先
政
策
を
と

るこ
とに
し
て
い
る
が 、
こ
うし
た
強い

法
的
措
位に
よっ
て
もマ
レ
ーシ

ア
の
経

済
活
動の
実
権は
すべ
て
中
間
人が
握っ

て
い
る
とい
う

現
実は
な
か
な
か
改
善で

き
ない
で
い
る．

第三
に
は 、
毛
沢
東
型
革命
勢
力が
も

た
ら
す
脅威
と
し
て
の
「

中
闘の
影」
で

あ
る。
も
と
よ
り 、
今
日の
中
間は 、「
革

命
外
交」
か
ら
「

国
家
外
交」
（ωggag

ωgg
巴
宮52V『）
へ
と
大
き
く
転
換
し

て
お
り 、

毛
沢
東
型
車命
を
志
向
する
ア

ジ
ア
のゲ
リ
ラ
勢
力へ
の
支
援に
は
きわ

め
て
慎
重かつ
冷
淡に
な
り

つ
つ
あ
る

が 、
こ
うし
た
中
同の
変
化に
よっ
て ．

ゲ
リ
ラ
勢
力
は
殺し
い
窮地に
陥っ
て
い

る
が
ゆ
えに 、
か
えっ
て
窮
状
打
破の
た

めの
過
激
な
行
動に
山て
い
る
とい
う

簡

も
見
う
け
ら
れ
る・
フ
ィ
リピ
ン
に
お
け

る
最
近の
新
人
民
寧のゲ
リ
ラ
活
動
は
そ

の一
例で
・あ
り 、

新
人
民
軍は 、
一
九六

九
年
末 、
地
下に
再
建さ
れ
たフィ
リピ

ン
共
産
党の
軍
事
組
織で
あっ
て 、
完
全

な
毛
沢
東
型
革命
を
志
向
する
勢
力で
あ

る。
こ
うし
た
勢
力に
は 、
マ
レ
ーシ

ア

と
タ
イ
国
境の
中
国
人
華
僑・
陳
平
指
導

下の
「

幻の
共
産
党」
が
あ
り 、
旧
ボル

ネ
オ
の
サ
ラ
ワ
ク
方
而に
は
イン
ド
ネシ

ア
共
産
党の
残
滞を
も
令
むマ
レ
ーシ

ア

共
産ゲ
リ
ラ
勢
力が
あ
り 、
さ
らに
タ
イ

に
おい
て
も
北
部
およ
び
東
北
部の
ピ
ル

マ
やラ
オス
との
悶
境
地
帯に
活
動し
て

い
る
毛
沢
東
型
革命
勢
力が
ある．
もっ

と
も
最
近の
中
圏
外
交の
新しい
展
開
や
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の
態
度
に
よ
っ
て 、
こ
れ
ら
解
放
勢
力
内

部
の
動
指
も
大
き
く 、
と
く
に「バ
ン
グ
ラ

デ
シ
ュ
内
部
の
毛
沢
東
型
革
命
労
力
や
イ

ン
ド

圏
内
の
ナ
ク
サ
ル
パ
リ

地
区
を
中
心

と
す
る
革
命
勢
力
の
受
け
た
悔
は
大
き
か

っ
た ．
と
は
い
え 、
こ
う
し
た
ア
ジ
ア
の

革
命
勢
力
の
大
部
分
は 、
中
国
人
が
リ
ー

ダ
ー

で
あ
っ
た
り 、
あ
る
い
は
中
同
共
産

党
と
密
接
に
結
び
つ
い
た
勢
力
で
あ
る
と

い
う

実
態
に
よ
っ
て 、
ア
ジ
ア
に
お
け
る

「
中
間
の
影」
を
い
っ
そ
う

強
く
な
識
さ

せ
る
の
で
あ
る 。
ア
ジ
ア
の
よ
う
に
理
論

的
に
は
毛
沢
東
型
革
命
が
もっ
と
も
成
功

し
や
す
い
土
壌
に
お
い
て 、
こ
れ
ま
で一

度
も
毛
沢
京
型
革
命
が
成
功
し
て
い
な
い

と
い
う

冷
厳
な
現
実
は
ど
こ
に
由
来
す
る

か
に
つ
い
て
も 、
わ
れ
わ
れ
は
考
え
て
み

る
べ
き
で
あ
ろ
う ・

以
上
で
み
て
き
た
よ
う
に 、
今
日
の
ア

ジ
ア
に
は
「

中
間
の
彩」
が
①
同
際
社
会

に
お
け
る
中
岡
の
威
信
と
影
響
力
の
附
大

が
も
た
ら
す
陰
影 、
＠
華
僑
社
会
が
投
ず

る
陰
影 、
③
毛
沢
東
型
本
命
勢
力
が
投
ず

る
陰
影 、
と
し
て
い
わ
ば
三
重
の
陰
影
と

な
っ
て
拡
大
し
つ
つ
あ
り 、
ア
ジ
ア
諸
国

は
現
在 、
そ
う
し
た
「

中
国
の
影」
と
必

死
に
格
闘
し 、
苦
闘
し
つ
つ
同
民
形
成
と

． .... 

V
の
J

U叫す
す
め
ね
ば
な
ら
な

い
の
で
あ
る ・
し
か
も
ア
ジ
ア
諸
国
に

は 、
同
内
的
に
な
お
調
整
し 、
解
決
を
は

か
ら
ね
ば
な
ら
な
い
問
題
が
多
い
だ
け

に 、
「

中
国
の
影」
が
鉱
大
す
る
な
か
で

対
中
打
開へ
の
ジ
ェ
ス
チ
ャ
ア
は
し
ば
し

ば一示
す
が ‘
ま
だ
ま
だ
対
中
打
開
に
向
け

て
大
き
く
動
き
出
せ
な
い
の
が
現
状
で
あ

り 、
一
時
の
ム
l
ド

や
甘
い
姿
勢
で
中
国

に
対
応
す
る
こ
と
は
と
う
て
い
で
き
な
い

の
で
あ
る ・
現
に
イ
ン
ド

亜
大
陸
以
来
の

ア
ジ
ア
の
非
共
産
問
諸
国
を
数
え
あ
げ
る

と
日
本
お
よ
び
植
民
地
で
あ
る ・
香
港 、

マ
カ
オ
を
除
い
て
突
に
十
八
カ
国
の
多
き

に
述
す
る
が
（
イ
ン
ド 、
ス
リ
ラ
ン
カ 、

モ
ル
デ
ィ

プ 、
ネパ
l

ル 、
ブ
l

タ
ン 、

シ
ッ

キ
ム 、
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ 、
ピ
ル

マ 、
タ
イ 、
ラ
オ
ス 、
カ
ン
ボ
ジ
ア 、
南

ベ
ト

ナ
ム 、
マ
レ
ー
シ
ア 、
シ
ン
ガ
ポ
ー

ル 、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア 、
フ
ィ
リ
ピ
ン 、
ム口

約 、
韓
国） 、
こ
れ
ら
諸
凶
は
七
二
年
九

月
の
円
中
同
交
樹
立
以
降 、
次
々
に
対
中

正
常
化
を
は
か
る
で
あ
ろ
う
と
喧
伝
さ
れ

た
に
も
か
か
わ
ら
ず 、
こ
れ
ま
で
に
新
た

に
中
同
と
同
交
を
結
ん
だ
国
は 、
イ
ン
ド

洋
上
の
島
棋
国
モ
ル
デ
ィ

プ
を
除
い
て
皆

無
で
あ
り 、
こ
れ
ら
十
八
カ
閣
の
う
ち
中

間
を
す
で
に
承
認
し
て
い
る
同
は
八
カ

国 、
う
ち
中
国
と
の
国
家
闘
係
が
従
来
か

ら
正
常
な
状
態
に
あ
る
の
は
ネバ
l

ル
と

ス
リ
ラ
ン
カ
の
ニ
カ
国
の
み
で
あ
る ・
北

京
と
相
手
国
の
双
方
に
正
式
な
大
伎
が
交

換
さ
れ
て
大
使
館
が
あ
る
の
は 、
現
在 、

ネパ
l

ル 、
ス
リ
ラ
ン
ヵ 、
ピ
ル
マ
の
三

カ
国
に
し
か
す
ぎ
な
い 。
イ
ン
ド

ネ
シ

ア 、
カ
ン
ボ
ジ
ア
は
国
交
断
絶
の
ま
ま
で

あ
り 、
イ
ン
ド

は
代
理
大
伎
の
ま
ま
で
あ

る ・
ピ
ル
マ
も
ネ・
ウ
イ
ン
政
権
に
た
い

す
る
「

造
反
外
交」
に
よ
る
長
い
空
白
の

の
ち
に
よ
う

や
〈
大
伎
が
交
換
さ
れ
た
ば

か
り

で
あ
る ・
こ
こ
に
も
ア
ジ
ア
の
凶
際

関
係
の
現
実
が
蹴
出
し
て
い
る
の
で
あ
る

が 、
わ
れ
わ
れ
は
と
も
す
る
と 、
こ
の
よ

う
な
現
実
さ
え
も
無
視
し
て
ア
ジ
ア
を
画

一
的
に
見
が
ち
で
あ
り 、
ま
た
ア
ジ
ア
諸

国
と
中
国
の
関
係
に
つ
い
て
も
き
わ
め
て

主
観
的
に
と
ら
え
が
ち
で
あ
る 。

ESP 

4 

ア
ジ

ア
の

現

実
と

日

本
の

対

応

と
こ
ろ
で 、
今
日
の
ア
ジ
ア
に
た
い
し

て
日
本
が
ど
の
よ
う
な
対
応
を
すべ
き
か

に
つ
い
て
は 、
す
で
に
さ
ま
ざ
ま
な
議
論

が
あ
る
が 、
以
上
で
見
た
よ
う
に 、
対
ア

ジ
ア
政
慌
を
挑
進
す
る
前
艇
と
し
て
の
ア

ジ
ア
認
識
に
お
け
る
欠
落
を
埋
め 、
ア
ジ

ア
の
現
実
を
リ
ア
ル
に
つ
か
む
こ
と
が
ま

ず
必
要
と
さ
れ
る
で
あ
ろ
う 。

そ
の
た
め

に
は 、
ア
ジ
ア
の
ロ
ー

カ
ル
な
際
史
と
現

実
への
深
い
認
識
が
要
叶則
さ
れ
る
が 、
ア

ジ
ア
に
お
け
る
新
し
い
地
域
主
義
（
別中

也
g
丘一mg）
の
成
長
に
た
い
し
て
も 、
そ

れ
を
暖
か
い
限
で
見
守
る
こ
と
が
必
要
で

あ
ろ
う ・

一
九
六
七
年
八
月
の
A
S
E
A
N
（
京

南
ア
ジ
ア
諸
国
連
合 。
マ
レ
ー

シ
ア 、
イ
ン

ド
ネ
シ
ア 、
シ
ン
ガ
ポ
ー

ル 、
タ
イ 、
フ

ィ
リ
ピ
ン
の
五
カ
同
が
加
盟）
の
形
成

は 、
ア
ジ
ア
の
現
実
の
な
か
か
ら
ア
ジ
ア

人
自
身
の
手
で
生
み
だ
さ
れ
た
ア
ジ
ア
の

H
統
合“
へ
の
新
し
い
象
徴
的
な
紋
索
で

あっ
た 。
そ
こ
に
は 、
域
内
各
国
の
そ
れ

ぞ
れ
の
思
惑
や
利
引
の
対
立
も
依
然
と
し

て
存
布
し
て
い
る
と
は
い
え 、
A
S
E
A

N
は 、
そ
れ
な
り
に
新
し
い
中
立
化
構
想

を
掲
げ
て
今
日
に
い
た
っ
て
い
る
の
で
あ

る ・
そ
の
動
き
は 、
か
つ
て
イ
ン
ド

の
ネ

l
ル
首
相
や
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
ス
カ
ル
ノ

大
統
仮
が
唱
道
し
た
非
同
盟
主
義
と
い
う

名
の
も
と
で
の
理
想
主
義
的
な
中
立
主
義
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と
は
即決
な
っ
て 、
い
わ
ば
嵐
実
主
義
的
な

中
立
主
義
だ
と
い
え
る
の
で
ゐ
り 、
か
つ

て
の
理
想
主
義
の
破
綻
を
教
訓
と
し
て 、

き
わ
め
て
現
実
的
な
観
点
に
立
ち
な
が

ら 、
米・
中・
ソ・
日
の
大
同
政
治
の
犠

牲
に
は
供
さ
れ
た
く
な
い
と
い
う

切
実
な

願
望
か
ら
新
し
い
中
立
化
の
構
想
を
生
み

．た
し
て
き
た
と
も
い
え
る
の
で
あ
る ．
あ

る
意
味
で
は 、
こ
れ
ら
諸
国
が
大
国
の
刺

告
の
角
逐
の
な
か
で
生
き
敏
く
た
め
の
知

忠
と
し
て
生
み
だ
さ
れ
た
構
想
で
あ
る
と

も
い
え
よ
う ・

今
打 、
ア
ジ
ア
新
川
の
生
き
る
道
は
厳

し
く 、
米
中
接
近
か
ら
日
中
国
交
に
い
た

る
国
際
環
境
の
変
化
の
な
か
で
ア
ジ
ア
に

は
逆
に
軍
事
政
権
が
出
現
し 、
軍
事
政
権

は
相
次
い
で
戒
厳
令
を
発
し
て
流
動
す
る

情
勢
に
内
政
的
に
対
応
し
よ
う
と
し 、「
新

し
い
社
会」
の
建
設
を
呼
び
か
け
て
い

る ・
こ
の
こ
と
は 、
間
際
環
肢
の
変
化
が

も
た
ら
す
ア
ジ
ア
の
瓦
空
地
帯
化
を
お
そ

れ 、
外
の
変
化
に
自
己
を
対
応
さ
せ
よ
う

と
す
る
努
力
の
あ
ら
わ
れ
で
は
あ
る
が 、

し
か
し 、
域
内
諸
国
の
圏
内
的
民
主
化
が

チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
た
ま
ま 、
外
柔
内
硬
の
矛

盾
を
調
整
で
き
な
か
っ
た
場
合 、
つ
い
に

タ
イ
で
は
「

学
生
ク
ー

デ
タ
ー」

に
よ
る

政
変
が
起
っ
た
の
で
あ
っ
た ．
し
か
也 、

そ
こ
に
噴
出
し
た
も
の
と
同
様
の
エ
ネ
ル

ギ
ー

が
今
日
の
ア
ジ
ア
諸
国
に
は
広
く
潜

在
し
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る ・

こ
れ
ら
の
問
題
を
含
め
て 、
日
本
と
ア

ジ
ア
と
の
凶
係
を
考
え
る
と
き 、
ア
ジ
ア

は 、
日
木
に
と
っ
て
あ
ま
り
に
も
近
く
存

在
し
な
が
ら 、
わ
れ
わ
れ
は
ア
ジ
ア
の
現

実
を
ど
れ
ほ
ど
十
分
に
フ
ォ
ロ
ー
し
て
い

る
で
あ
ろ
う

か ．

た
と
え
ば 、
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
つ
い
て
考

え
て
み
る
と
よ
い ．
フ
ィ

リ
ピ
ン
は 、
周

知
の
よ
う
に
日
本
に
よ
っ
て
第
二
次
大
戦

中
の
戦
場
と
化
さ
れ
た
同
で
あ
り 、
フ
ィ

リ
ピ
ン
国
民
は
日
本
人
に
た
い
し
て
も
屈

折
し
た
感
情
を
抱
い
て
い
る
が 、
今
日
で

は
と
も
か
く
反
日
感
情
も
好
転
し
つ
つ
あ

り 、
抗
日勿
総
額
に
お
け
る
日
本
の
シ
ェ
ア

は
三
O
数パ
ー

セ
ン
ト

に
も
お
よ
ん
で
ア

メ
リ
カ
を
追
い
抜
き 、
日
本
が
もっ
と
も

重
要
な
相
手
凶
に
な
っ
て
い
る ．
し
か

も 、
地
則
的
に
考
え
て
もフ
ィ
リ
ピ
ン
は

日
本
と
き
わ
め
て
近
い
ば
か
り

か 、
ア
ジ

ア・
太
平
洋
地
域
の
中
総
に
位
置
し
て
い

て 、
き
わ
め
て
重
要
な
カ
ナ
メ
の
位
置
に

あ
る ．
し
か
し 、
わ
れ
わ
れ
日
本
人
の
多

く
は 、
位
斜
を
考
え 、
ア
ジ
ア
を
考
え
る

と
き
に 、
フ
ィ
リ
ピ
ン
を
は
た
し
て
視
野

に
い
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う

か ．
タ
ガ
ロ
グ

語
が
フ
ィ

リ
ピ
ン
の
公
用
語
で
あ
る
こ
と

を
知っ
て
い
る
学
生一
が
ど
れ
ほ
ど
い
る
で

あ
ろ
う

か ．
中
国
に
た
い
し
て
は
あ
れ
ほ

ど
服
罪
の
意
識
に
と
ら
わ
れ 、
卑
屈
な
ま

で
に
お
も
ね
る
人
び
と
が 、
フ
ィ
リ
ピ
ン

に
た
い
し
て
問
題
を
同
じ
よ
う
に
考
え
た

こ
と
が
あ
る
で
あ
ろ
う

か 。
フ
ィ
リ
ピ
ン

が
戒
厳
令
下
の
状
況
の
な
か
で 、
こ
の
七

三
年一
O
月
に
は
相
次
い
で
東
ド

イ
ツ
ほ

か
の
束
欧
諸
国
や
モ
ン
ゴ
ル
と
も
国
交
を

樹
立
し 、
外
柔
内
硬
の
姿
勢
を
ま
す
ま
す

顕
著
に
し
て
い
る
が 、
こ
の
事
尖
と
そ
の

意
味
を
日
本
の
マ
ス
・
メ
デ
ィ

ア
は
伝
え

た
で
あ
ろ
う

か ．
こ
う
し
て 、
わ
れ
わ
れ

の
ア
ジ
ア
認
識
に
は
大
き
な
欠
落
が
あ
る

う
え
に 、
米・
中・
欧・
ソ
と
大
国
志
向

型
外
交
を
展
開
し
た
日
本
外
交
も 、
ア
ジ

ア
を
結
局
あ
と
ま
わ
し
に
し
て
し
ま
っ

た ．
し
か
も 、
こ
の
よ
う
な
ア
ジ
ア
に
た

い
し
て
日
本
は
こ
れ
ま
で
活
発
に
経
済
進

出
し 、
今
日 、
ア
ジ
ア
と
の
貿
易
が
わ
が

国
貿
易
総
額
の
お
よ
そ
三
分
の一
を
占
め

る
ま
で
に
い
た
っ
て
い
る ．
ア
ジ
ア
諸
国

の
側
か
ら
こ
れ
を
見
れ
ば 、
日
本
の
繁
栄

は
ア
ジ
ア
の
犠
牲
の
う
え
に
あ
る
と
い
っ

て
も
過
言
で
は
な
い
で
あ
ろ
う ・

そ
れ
だ

け
に
ア
ジ
ア
諸
国
は
日
本
の一
挙
手一
投

足
を
つ
ね
に
注
目
し
て
お
り 、

過
般
の
日

中
間
交
に
た
い
し
て
も 、
「

東
京・
北
京

格
軸L
の
形
成
と
い
う

表
現
が
各
地
で
見

ら
れ
た
の
は 、
わ
が
固
に
た
い
す
る
痛
烈

な
批
判
で
も
あ
っ
た ．
日
本
の
ビ
ッ
グ・

ビ
ジ
ネ
ス
は
あ
れ
ほ
ど
ア
ジ
ア
を
席
巻

し 、
太
り

太
り
な
が
ら 、
今
度
は
タ
ル
り

と
北
京
に
向
き
を
変
え
て
し
き
り
に
見
え

す
い
た
中
間
礼
讃
を
やっ
て
い
る
で
は
な

い
か 、
と
い
う

見
方
も
広
く
出
て
い
る
の

で
あ
る ・
日
中
国
交
は
日
本
外
交
の
選
択

と
し
て
当
然
で
あ
っ
た
と
は
い
え 、
そ
の

と
き 、
「

中
国
の
彩」
に
背
悩
す
る
ア
ジ

ア
の
現
尖
を
考
慮
に
い
れ
る
こ
と
は
ほ
と

ん
ど
な
か
っ
た
の
で
あ
る ・

一
方 、
日
米
安
保
体
制
に
つ
い
て
考
え

て
み
る
と 、
ア
ジ
ア
諸
国
に
と
っ
て
そ
れ

は
軍
事
的
な
怠
味
を
超
え
た
新
神
的
な
意

味
を
す
で
に
もっ
て
き
て
お
り 、
日
米
両

同
が
と
も
か
く
自
由
帥
蛍
の
象
徴
的
な
存

在
と
し
て
相
互
に
友
好
的
で
あ
る
こ
と

が 、
ア
ジ
ア
諸
同
の
不
安
と
動
掃
を
こ
れ

ま
で
チ
ェ
ッ
ク
し
て
き
た
の
だ
が 、
そ
れ

が
最
近
の
日
米
関
係
の
亀
裂
に
も
見
ら
れ

た
よ
う
に 、
今
後
ど
う

転
回
す
る
の
か
わ

か
ら
な
い
と
い
う
の
で
は 、
ア
ジ
ア
諸
国

は
大
き
な
不
安
を
覚
え
る
の
で
あ
る ・
だ

か
ら
と
い
っ
て 、
毛
沢
東
型
革
命
の
道
を

選
ぶ
こ
と
が
ア
ジ
ア
の
将
来
に
と
っ
て
安
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栄・ぞ
も
た
ら
す
も
の
か
ど
う

か
に

つ
い
て
は 、
あ
ま
り
に
も
生
h
し
い
現
災

を
ア
ジ
ア
務
凶
は
知っ
て
い
る
だ
け
に 、

ア
ジ
ア
の
多
く
の
国
民
は
そ
の
よ
う
な
道

を
望
ん
で
は
い
な
い ．
そ
う
で
あ
る
以

上 、
ア
ジ
ア
諸
国
は 、
日
本
に
た
い
す
る

不
満
や
反
援
が
期
待
や
願
望
と
交
錯
し
つ

つ
も 、
や
は
り
日
本
を
大
き
な
よ
り
ど
こ

ろ
に
し
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
原
則
的

に
は
考
え
て
い
る ・
七
三
年一
一
月 、
東

京
で
聞
か
れ
た
第
八
回
東
南
ア
ジ
ア
開
発

閣
僚
会
議
の
席
上 、
A
S
E
A
N
諸
国
の

代
表
が 、
ア
ジ
ア
の
経
済
開
発
に
お
い
て

日
本
が
主
務
す
る
こ
の
会
議
は
む
し
ろ

「
補
完
的
な
役
割」
に
徹
すべ
き
だ
と
主

張
し
た
の
は 、
ア
ジ
ア
諸
問
の
日
本
に
た

い
す
る
H

見
限
りH
の
芽
で
あ
る
と
も
い

え
る
が 、
や
は
り
日
本
の
経
済
協
力
は
ア

ジ
ア
の
開
発
に
と
っ
て
欠
く
こ
と
の
で
き

な
い
大
き
な
意
味
を
も
た
ざ
る
を
得
な

首、
そ
う
で
ら
る
だ
け
に 、
ア
ジ
ア
諸
国
と

の
接
触
に
か
ん
す
る
日
本
の
対
外
態
度
の

問
題
に
つ
い
て
も 、
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か

ら
再
検
討
せ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
い
う

ま
で
も
な
い ．
ア
ジ
ア
に
た
い
す
る
経
済

援
助
や
技
術
協
力
の
諸
問
題
の
み
な
ら

ず 、
ア
ジ
ア
と
の
文
化
交
流 、
知
的
交
流

／ 
／ 

hT
留
学
生
の
受
け
入
れ
体
制
の
問
題 、
向バ

υ勿
や
外
交
の
第一
線
で
ア
ジ
ア
と
接
触
す

る
人
材
の
訓
練
不
足
の
問
題 、
日
本
人
旅

行
者
の
マ
ナ
ー

な
ど
が
し
ば
し
ば
と
り

あ

げ
ら
れ
て
い
る
が 、
こ
れ
ら
の
問
題
は
多

言
を
弄
す
る
こ
と
よ
り
も 、
た
と
え
小
さ

な
問
題
か
ら
で
も
実
務
的
に
で
き
る
だ
け

す
み
や
か
に
解
決
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ

る ・
と
こ
ろ
で一
方
で
は
ア
ジ
ア
と
の
交

流
そ
の
も
の
を
罪
悪
視
し
よ
う
と
す
る
狭

い
ア
ジ
ア
観
も
横
行
し
は
じ
め
て
い
る ・

こ
の
よ
う
な
閉
ざ
さ
れ
た
ア
ジ
ア
認
識

は 、
一
部
の
日
本
人
の
身
勝
手
で
観
念
的

な
自
意
識
に
た
い
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

的

な
自
慰
に
は
な
り
え
て
も 、
ア
ジ
ア
の
切

突
な
現
実
が
わ
が
同
に
要
求
す
る
期
待
に

広
く
応
え
る
こ
と
に
は
決
し
て
な
ら
な
い

で
あ
ろ
う ・

ア
ジ
ア
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ

ン・

ギ
ャ
ッ
プ
を
埋
め
る
こ
と
は
容
易
で
は
な

い
が 、
わ
が
国
が
ア
ジ
ア
の
現
実
に
口
献

し
得
る
目
標
と
限
界
に
つ
い
て
は 、
そ
れ

を
聞
か
れ
た
国
際
的
視
野
の
な
か
で
正
々

並
々
と
明
確
に
し
て
ゆ
く
こ
と
が
必
要
で

は
な
か
ろ
う

か ．
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