
－

ビ

ジ

ョ

ン

国
際
関
係

新

し

い

ア

イ

デ

ン

テ

ィ

テ

ィ

躍

動

す

る

東

ア

ジ

ア

に

ど

う

対

応

す

る

か

残
さ
れ
た
社
会
主
義
と
成
長
カ

幻
世
紀
は
東
ア
ジ
ア
の
時
代
に

ニ
O
世
紀
も
残
り
少
な
く
なっ
た
今
日 、
東
欧 、

ソ
連
を
は
じ
め
と
す
る
社
会
主
義
世
界
の
大
変
動
の

後 、
い
よ
い
よ
ア
ジ
ア
が
注
目
さ
れ
て
い
る。
ア
ジ

ア
の
中
で
も
特
に
東
ア
ジ
ア
が
こ
れ
か
ら
の
重
要
な

ー

を

求

め

中

嶋

績

雄

関
心
の
的
に
な
る
で
あ
ろ
う。

そ
の
理
由
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は 、
ま
ず
第一

に、

実・
ア
ジ
ア
に
は
白a
屋、
一
SJ
g’＝
民
主
会一一一

人口
氏
共

和
国
（
北
朝
鮮）

、
ベ
ト

ナ
ム
を
含
め
て、
世
界
に
残

る
社
会
主
義
諸
国
が
そ
こ
に
存
在
す
る
か
ら
で
あ

る。
そ
し
て
い
ま
や 、
ソ
連
邦
の
解
体 、
社
会
主
義

体
制
の
崩
媛 、
そ
し
て
共
産
党一
党
独
裁
体
制
そ
の

も
の
の
消
滅
と
い
う
世
界
的
状
況
の
中
で 、
こ
れ
ら

東
京
外
国語
大
学
教
授

な
か
じ
ま
・

み
ね
お

一

九
三
六
年

一

生
ま
れ。
東
京
外
国
語
大
学
中
国
科
卒。

一

東
京
大
学
大
学
院
修
了。

七
七
年
か
ら
一

環
験。

岡
大
学
海
外
事
情
研
究
所
長、

一

同
大
学
院
地
峡
研
究
研
究
科
長。

専
攻

一

は
国
際
関
係
議、

現
代
中
国
学、

ア
ジ

一

ア
地
塚
研
究。

る か のコ ど 東
う ア
か ジ
と ア
い 地
う 域
こ の
と 社
が 会
大 主
き 義
な 国
問 家
題 が
に 存
な 続つ し
て 得
い る

第
こ
に
は
こ
の
中
園 、
北
朝
鮮 、
ベ
ト

ナ
ム
など

の
ア
ジ
ア
社
会
主
義
圏
の
周
辺
に
は 、
こ
れ
ら
の
社

会
主
義
経
済
と
は
極
め
て
対
照
的
な
活
力
を
持
つ 、

い
わ
ゆ
る
新
興
工
業
国
家・
地
域（
N
I
E
S）
が
存

在
す
る
こ
と
だ 。
こ
れ
ら
の
N
I
E
S
地
域
は 、
ア
ジ
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ア
の
中
で
ま
す
ま
す
大
き
な
経
済
大
国
と
なっ
て
い

る
日
本
を
キャ
ッ

チ
ア
ッ
プ
し
よ
う
と、
八
0
年
代

が
ら
急
直
に
成
長
を
始
め 、
今
日
に
至っ
て
い
る。

ネ
を
は
じ
め 、
韓
国、

と
い
う、
い
わ
ゆ
る
ア

ジ
ア
N
I
E
S
は
世
界
的
な
低
成
長
時
代
に
も
か
か

わ
ら
ず 、
そ
の
成
長
速
度お
よ
び
現
実
の
経
済
的
活

力
は
依
然
と
し
て
衰
え
て
い
な
い
二
九
九一
年
も 、

韓
国が
九
%
前
後 、
台
湾
が
七
%
強
と
い
う
驚
異
的成長を続けるN JES 

な
経
済
成
長
を
記
録
し
て
お
り 、
お
そ
ら
く

二一
世

紀
ま
で 、
若
干ぺ
l

ス
は
落
ち
る
こ
と
が
あ
る
に
し

て
も 、
こ
れ
ら
の
東
ア
ジ
ア
地
域
の
経
済
的
活
況
が

続
く
の
も
の
と
思
わ
れ
る。

さ
ら
に
こ
れ
に 、
今
後
予
想
さ
れ
る
中
国
や
中
国

の
沿
岸
地
方 、
あ
る
い
はベ
ト

ナ
ム
など
の
市
場
経

済
化
が
成
功
す
る
な
ら
ば 、
い
わ
ゆ
る
東
ア
ジ
ア
全

体
で
は 、
将
来
的
に
は
世
界
の
G
N
P
の
四
分
の一

ど
こ
ろ
か、
三
分
の一
を
占
め
る
の
で
は
な
い
か 、

と
も
予
測
さ
れ 、
こ
の
地
域
が
注
目
さ
れ
る
の
は
当

然
で
あ
る
と
い
え
よ
う。

ソ
連
の
崩
壊
に
対
し
て 、
ア
メ
リ
カ
を
は
じ
め
と

す
る
西
側
諸
国
の
勝
利
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
て
い

る。
し
か
し
問
題
は
そ
う
単
純
で
は
な
い 。
い
わ
ば

ソ
連
の
存
在
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
き
た
戦
後
の
米

ソ
超
大
国
体
制
は 、
ソ
連
が
崩
壊
し
た
こ
と
に
よ
っ

て 、

今後
は
ア
メ
リ
カ
の
正
当
性
の
根
拠
が
問
わ
れ

る
こ
と
に
な
ろ
う。

し
か
も
最
近
の
ア
メ
リ
カ
経
済
は 、
ま
す
ま
す
増

大
す
る
財
政
赤
字 、
さ
ら
に
貿
易
赤
字
が
極
め
て
深

刻
に
な
り 、
そ
う
し
た
中
で
プ吋
シュ
政
権
は 、
内

政
的
に
非
常
に
深
刻
な
ジ
レ
ン
マ
に
陥
っ
て
い
る。

一
方 、
統
合
E
C
へ
の
新
し
い
歩
み
を
続
け
る
ヨ

ーロ
ッ

パ
は 、
当
面
は
旧東
ド
イ
ツ
を
は
じ
め
と
す

る
東
欧
諸
国
をど
う
支
援
し 、
テ
コ
入
れ
す
る
か
と

う
い
う
こ
と
に
手
が
い
っ
ぱ
い
で 、
お
そ
ら
く
そ
の

点
で
も 、
東
ア
ジ
ア
の
経
済
的
な
力
量
が
ま
す
ま
す

全
世
界
的
な
注
目
を
集
め
る
の
で
は
な
い
か。

以
上
挙
げ
た
主
な
二
つ
の
理
由
に
よ
り 、
い
よ
い

よ
二一
世
紀
は
東
ア
ジ
ア
の
世
紀
だ
と
い
う
こ
と
が

強
調
さ
れ
る
の
も 、
由
な
し
と
は
言
え
な
い 。

保
護
す
べ
き
「
極
東」
が
拡
大

競
争
者
と
な
っ
た
東
ア
ジ
ア

そ
こ
で 、
こ
う
し
た
前
提
の
中
で 、
個
々
の
さ
ま

ざ
ま
な
問
題
を
見
て
み
た
い 。
ま
ず
第一
に 、
ひ
と

口
に
東
ア
ジ
ア
と
言っ
て
も 、
ど
こ
を東
ア
ジ
ア
と

考
え
る
の
か
と
い
う
問
題
が
あ
る。
こ
の
点
は
重
要

な
問
題
で
あ
り
な
が
ら 、
こ
れ
ま
で
そ
の
定
義
が
暖

昧
に
さ
れ
て
き
た 。

地
理
的
な
概
念
と
す
れ
ば 、
東
ア
ジ
ア
は
従
来
の

ヨ
ーロ
ッ

パ
か
ら
見
た
極東
で
あ
り 、
そ
こ
に
は
中

園 、
朝
鮮
半
島
お
よ
び
日
本
列
島
など
が
含
ま
れ
る。

し
か
し 、
最
近
で
は 、
地
理
的
概
念
を
離
れ
て 、
経

済
の
活
力
を
中
心
に
東
ア
ジ
ア
を
く
く
ろ
う
と
す
る

見
方
も
出
て
い
る。
こ
の
見
方
は 、
特
に
ア
メ
リ
カ

で
有
力
だ 。

東
ア
ジ
ア
が
い
ま
ま
で
の
よ
う
な 、
ア
メ
リ
カ
の

保
護
すべ
き
対
象
で
あ
る
時
代
を
大
き
く

離
れ 、
今

や
ア
メ
リ
カ
に
と
っ
て
は
最
も
手
ご
わ
い
経
済
的
ラ

イバ
ル
で
あ
り 、
ジ
ャ

パ
ン・
パ
ッ
シ
ン
グ
の
の
み

な
ら
ず 、
台
湾
や
韓
国
に
対
し
て
も
ア
メ
リ
カ
の
強

い
外
圧
を
加
え
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
状
況
の
中
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争

で 、
こ
れ
ら
の
地
域
は
ア
メ
リ
カ
に
と
っ
て
は
む
し

ろ
近い
西
方 、
す
な
わ
ち
ま
す
ま
す
距
離
が
縮
まっ

た
太
平
洋
を
は
さ
ん
だニ
ア
ウ
エ
ス
ト

で
あ
る
と
い

う
認
識
が
出
始
め
て
い
る。
こ
の
場
合
の
東
ア
ジ
ア

と
は 、
日
本お
よ
び
N
I
E
S
地
域
を
はっ
き
り
と、

際
立
た
せ
よ
う
と
す
る
見
方
だ
と
言っ
て
よ
い
で
あ

ろ
う 。こ

れ
に
対
し
て 、
華
人
社
会
を
内
に
も
つ
東
南
ア

東アジアの豪入社会の交涜l主活発化している． シンガポールの

リー・クアンユー前首相｛左）と会践する中国の燭尚昆国家主席

ジ
ア
の
A
S
E
A
N
地
域
を
含
め
た
東
ア
ジ
ア
と
い

う
考
え
方
も
あ
る。
最
近 、
マ
レ
ー

シ
ア
の
マ
ハ
テ

ィ
l

ル
首
相
が
唱
え
て
い
る
東
ア
ジ
ア
経
済
グ
ル
ー

プ（
E
A
E
G）
構
想
も
そ
の一
つ
で
あ
る。
ア
メ
リ

カ
は 、
東
ア
ジ
ア
を
そ
こ
ま
で
盤
大
さ
せ
て
は
な
ら

な
い
と
い
う
意
識
が
背
後
に
あ
る
だ
り
に 、
マ
ハ
テ

ィ
l

ル
構
想
に
対
し
て
は
極
め
て
神
経
質
に
なっ
て

zj》。
－bv
・4Z匂儒

教、

漢
字
文
化
圏
と

筆
入
社
会
が
持
つ
意
味

現
実
の
経
済
の
動
き
を
考
え
て
み
る
と、
日
本
や

ア
ジ
ア
N
I
E
S
を
中
心
と
し
た
地
域
は 、
A
S
E

A
N
や
中
国
大
陸
に
も
非
常
に
深い
か
か
わ
り
を
持

っ
て
い
る。
そ
れ
は
こ
の
地
域
が、
い
わ
ゆ
る
筆
入

社
会
と
の
極
め
て
強
い
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
有
し
て
い

る
か
ら
だ
と
言
え
よ
う 。

A
S
E
A
N
諸
国
の
中
で
も 、
シ
ン
ガ
ポ
ー

ル
が

最
も
著
し
く

経
済
発
展
を
遂
げ
て
い
る
こ
と
に
示
さ

れ
る
よ
う
に 、
そ
し
て 、
シ
ン
ガ
ポ
ー

ル
ほど
で
は

な
い
に
せ
よ 、
A
S
E
A
N
地
域
の
中
で
は
マ
レ
ー

シ
ア、
タ
イ
など
が
経
済
成
長
を
遂
げ
よ
う
と
し
て

い
る
こ
と
に
も
示
さ
れ
る
よ
う
に 、
こ
れ
ら
の
地
域

は
お
し
な
べ
て 、
か
つ
て
中
国
文
明
の
影
響
を
受
け

た
儒
教
文
化
圏 、
漢
字
文
化
圏
を
内
に
含
ん
で
い
る

と
い
う
こ
と
が
指
摘
し
う
る。

こ
う
し
た
儒
教
文
化
圏 、
漢
字
文
化
圏
と
い
う
カ

テ
ゴ
リ
ー

を
軸
に 、
ア
ジ
ア
の
経
済
の
発
展
と、
こ

う
し
た
儒
教
文
化 、
漢
字
文
化
の
持
つ
意
味
と
が、

何
ら
か
の
連
関
性
を
もっ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と

い
う
議
論
が、
日
本
よ
り
も
む
し
ろ
欧
米
で
非
常
に

盛
ん
に
なっ
て
い
る。
し
か
し、
こ
の
議
論
に
も
い

ろ
い
ろ
問
題
が
あ
る。
儒
教
文
化
あ
る
い
は
漢
字
文

化
で
あ
る
か
ら 、．
す
べ
て
経
済
が
発
展
す
る
と
い
う

の
で
は
な
い
の
で
あ
り 、
すべ
て
を
文
化
論一
般
に

解
消
し
て
し
ま
う
と、
必
ず
し
も
客
観
的・
科
学
的

な
分
析
が
で
き
な
い 。

文
化
の
問
題
と
い
う
の
は 、
自
分
の
好
み
に
応
じ

て 、
ど
こ
か
ら
取
り
出
し
て
も 、
そ
れ
な
り
の
自
由

な
解
釈
が
で
き
る
が、
結
論
と
し
て
は 、
何
ら
か
の

イ
ン
パ
ク
ト
に
よ
っ
て
産
業
経
済
の
テ
イ
ク
オ
フ
が

始
まっ
た
社
会
に
お
い
て
は 、
か
つ
て
の
儒
教
文
化

の
遺
産 、
あ
る
い
は
特
に
漢
字
文
化
が、
経
済
の
発

展
の
大
き
な
促
進
要
因
に
な
る
と
言
え
る
の
で
は
な

い
か。
識
字
率
の
高
さ 、
表
意
文
字
で
あ
る
漢
字
を

党
え
る
こ
と
の
知
的
作
業 、
あ
る
い
は
教
育
水
準
の

高
さ
が、
今
日
の
知
識
集
約
型 、
情
報
集
約
型
の
社

会
に
非
常
に
有効
で
あ
る
と
い
う
謡
論
が
出
て
く
る

余
地
は
十
分
に
あ． る。

三

こ
の
よ
う
な
カ
テ
ゴ
リ
ー

か
ら 、
ま
ず
中
国
を
考

え
て
み
た
い 。
中
国
は 、
沿
岸
地
方
か
ら
改
革
・
開

放
の
政
策
が
進
ん
で
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず 、
現
実

に
は一
人
当
た
り
G
N
P
は 、
依
然
と
し
て
三
五
O
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開動する束アジアにどう対応するか

ド
ル
と
い
う
低
水
準
で、
す
で
に一
万二
0
0
0
ド

ル
に
達
し
て
い
る
香
港、
間
も
な
く一
万
ド
ル
に
な

ろ
う
と
し
て
い
る
台
湾
な
ど、
中
国
の
周
辺
地
域
と

比べ
て
大
き
な
落
差
が
生
じ
て
し
まっ
た。
そ
の
理

由
は、
な
ん
と
い
っ
て
も
社
会
主
義
経
済
の
長い
間

の
大
き
なロ
ス
と、
誤
謬
の
積
み
重
ね
の
結
果
と
し

か
言い
よ
う
が
な
い。

東
ア
ジ
ア
に
は、
中
国
文
化
圏が
存
在
す
る。
あ

る
い
は
こ
れ
に
A
S
E
A
N
諸
国
の
タ
イ、
マ
レ
ー

シ
ア、
前
者
は
仏
教
文
化
圏
で
あ
り、
後
者
は
イ
ス

ラ
ム
文
化
圏
と
言っ
て
も
い
い
が、
こ
う
し
た
宗
教

の
違い
に
も
か
か
わ
ら
ず、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
を
含
め

た
こ
れ
ら
の
国々
に
共
通
す
る
こ
と
は、
華
人
社
会

が
存
在
し、
華
僑
経
済
が
非
常
に
強い
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
を
特
に
流
通
面
に
お
い
て
持っ
て
い
る
と
い
うこ

と
で
あ
る。
こ
の
意
味
は、
無
視
で
き
な
い。

儒
教
文
化
圏、
漢
字
文
化
圏に
は、
朝
鮮
半
島
も

当
然、
視
野
に
入っ
て
く
る。

た
だ
こ
こ
で、
儒
教
文
化
圏
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー

か
ら
す
る
と、
ア
ジ
ア
で
は
モ
ン
ゴ
ル、
あ
る
い
は

中
国
領
内
の
チベ
ッ
ト、
な
い
し
は
イ
ス
ラ
ム
化
が

進
ん
で
い
る
新
酒
ウ
イ
グ
ル
自
治
区
な
ど
は
そ
の
領

域に
入らないことになる。
しかし一
般的にモ

ン
ゴ
ル
も、
最
近
の
民
主
化、
多
党
制
の
採
用
に
よ

っ
て、
急
速
に
変
化
し
つ
つ
あ
る
地
域
で
あ
り、
ま

た
チベ
ッ
ト
や
新
種
ウ
イ
グ
ル
自
治
区
も、
将
来、
今

日
の
旧
ソ
連
の
よ
う
に、
民
族
問題
が
か
な
り
大
き

la
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く
クロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ

れ
る
と
同
時
に、
経
済
的・
社
会
的
な
変
化
も
大
き

い
と
恩
わ
れ
る
の
で、
こ
れ
ら
を
含
め
て、
広い
意

味
で
の
東
ア
ジ
ア
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う。

さ
て、
当
面
の
東
ア
ジ
ア
を
考
え
た
と
き
に、
そ

こ
に
は
ニ
つ
の
問
題
が
あ
る。
つ
ま
り、
東
ア
ジ
ア

は、
こ
う
し
た
文
明
的
な一
体
性
に
も
か
か
わ
ら
ず、

そ
し
て
「
ア
ジ
ア
は一
つ
な
り」
と
い
う
言
葉
が
岡

倉
天
心
以
来
唱
え
ら
れ
て
き
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら

ず、
実
に
多様
で
あ
り、
不
均
等
だ
と
い
う
こ
と
で

あ
る。
こ
こ
に
「
欧
州
共
通
の
家」
あ
る
い
は
E
C

統
合
が
か
な
り
説
得性
を
もっ
て
当
て
は
ま
る
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
と
の
大
き
な
違い
が
あ
る。

社
会
シ
ス
テ
ム、
あ
る
い
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー、
国

家
体
制
の
J
え
で、
東
ア
ジ
ア
に
は
整
歪
義
圏
と

非
社
会
主
義・
自
由
経
済
諸
国
が
あ
る
と
い
う
問
題

の
み
な
ら
ず、
一
人
当
た
り
G
N
P
を
とっ
て
も、

そ
の
格
差
は、
た
と
え
ば
日
本
と
中
国
で
は一
0
0

対
て
台湾や
香港と
中国大陸あるい
はアジ
ア

の
社
会
主
義
国
と
の
聞
に
は
三
O
対
て
四
O
対一

に
も
な
ろ
う
と
す
る
大
き
な
格
差
が
あ
る。
こ
う
し

た
経
済
格
差
に
伴
う
人
口
移
動
や
労
働
力
移
動
と
い

う
問
題
が、
将
来、
東
ア
ジ
ア
地
域
の一
体
化
を
妨

げ
る、
む
し
ろ
深
刻
な
社
会
的
要
因
と
し
て
クロ
ー

ズ
アッ
プ
さ
れ
る
と
と
が
考
え
ら
れ
る。

さ
ら
に、
東
ア
ジ
ア
地
域
に
は
ヨ
ーロ
ッ
パ
に
見

ら
れ
る
よ
う
な、
国
際シ
ス
テ
ム
が
存
在
し
な
い。

歴
史
的
に
も、
東
ア
ジ
ア
に
お
い
て
は、
中
国
を
ヒ

エ
ラ
ル
キ
ー
の
トッ
プ
と
し
て、
周
辺
諸
国
が
そ
れ

に
従
う
と
い
う、
ま
さ
に
中
国
的
世
界
秩
序
（
チ
ャ

イニ
1
ズ・
ワ
ール
ド・
オ
ー
ダ
ー）
が
あっ
た
の

み
で
あ
る。
こ
う
し
た
歴
史
の
経
過
を
撮
り
返っ
て

も、
横
並
び
の
均
質
的
な
ヨ
ーロ
ッ
パ
国
家
体
系
と

は
全
く
違
う
国
家
体
系
を
持っ
て
い
た
東
ア
ジ
ア
が

将
来、
ど
の
よ
う
な
国
際シ
ス
テ
ム
を
つ
く
る
の
か

と
い
う
問
題
が、
最
も
重
要に
な
る
で
あ
ろ
う。

そ
の
点
で
注
目
すべ
き
こ
と
は、
ア
ジ
ア
太
平
洋

経
済
協
力
閣
僚
会
議
（
A
P
E
C）
が
昨
年
の一
一

月
ソ
ウル
で
聞
か
れ、
そ
の
と
き
に、
い
わ
ば
三
つ

の
中
国
が
同
じ
資格
で
A
P
E
C
に
参戸加
し
た
こ
と

で
あ
る。

今後
の
東
ア
ジ
ア
の
主
要
な
フ
ァ
ク
タ
ー

で
あ
る
中
園、
台
湾、
香
港
と
い
う
三
つ
の
経
済
地

域
を
A
P
E
C
と
い
う
準
公
的
な
国

際組織
が
受
け

入
れ
た
こ
と
は、

今後
の
三

世紀
の
東
ア
ジ
ア
を

考
え
る
う
え
で
も、
極
め
て
意
義
深い。

とい
うのは、
かつ
ては、
中国が
台湾と
対立

し、
あ
る
い
は
香
港
と
い
う
植
民
地
が
存
在
す
る
こ

と
が
常
に
問
題
と
な
り、
そ
こ
で
は
「一
つ
の
中
国」

と
い
う
原
則
か
ら、
台
湾
や
香
港
が
公
的
に
は
排
除

さ
れ
て
き
た。
と
こ
ろ
が、
こ
う
し
た
経
過
を
繰
り
返
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し
て
き
た
過
去
二
0
年
間 、
七
0

年代初
頭
以
降 、
ま

さ
に
台
湾
や
香
港
が
著
し
い
経
済
成
長
を
と
げ
た 。

い
ま
や
東
ア
ジ
ア
経
済
を
考
え
る
と
き
に 、
台
湾 、

香
港
を
除
外
す
る
わ
り
に
は
い
か
な
い 。
貿
易
規
模

を
と
っ
て
み
る
と、
台
湾
が一
五
O
O
億
米
ド
ル
前

後
と
い
う
驚
異
的
な
成
長
を
と
げ
て
お
り 、

香
港
も

そ
れ
に
近い
規
模
で
あ
り 、
両
地
坂
は
そ
れ
ぞ
れ
中

国
大
陸
全
体
よ
り
も
大
き
い
貿
易
規
模
に
なっ
て
い

る。
ア
ジ
ア
の
経
済
の
動
き
を
見
る
と、
実
際
の
モ

ノ
や
カ
ネ
の
動
き
で
は
台
湾 、
香
港
は
も
は
や
無
視

で
き
な
い 。
台
湾 、
香
港
を
除
外
し
た
国
連
の
よ
う

に
公
的
な
シ
ス
テ
ム
だ
砂
で
は 、
ア
ジ
ア
の
国
際
組

織
を
考
え
ら
れ
な
く
なっ
た
と
い
う
現
実
を
反
映
さ

せ
た
と
い
う
意
味
で 、
A
P
E
C
は
画
期
的
な一
歩

を
示
し
た
と
い
え
よ
う。

東アジアの最大の鰻念l立北朝鮮． 支え
られながら階段を降りる金日成主席

ア
ジ
ア
に
育
ち
始
め
た

多
様
な
非
公
式
チ
ャ
ン
ネ
ル

も
ち
ろ
ん
将
来
の
ア
ジ
ア
に
は
こ
れ
以
外
に
も
い

ろ
い
ろ
な
国
際
シ
ス
テ
ム
が
あ
り

得
る。
む
し
ろ 、

か
つ
て
の
中
国
の
絶
対
的
な
支
配
下
に
近
隣
諸
国
が

従
属
し 、
中
華帝
国
に
朝
賀
す
る
垂
直
的
なパ
タ
ー

ン
に
代
わ
る
も
の
と
し
て、
さ
ま
ざ
ま
な
レ
ベ
ル
の、

極
め
て
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
の
多様
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク

が
国
際
組
織
と
し
て
存
在
し
て
よ
い
の
で
は
な
い
か

と
考
え
る。

A
S
E
A
N
は 、
そ
の
成
立
以
来 、
二
五
年
を
迎

え
る。
A
S
E
A
N
は
当
初
か
ら
地
域
主
義
あ
る
い

は
経
済
協
力
と
い
う
狙い
が
あっ
た
が 、
発
足
の
最

大
の
目
的
は 、
ア
ジ
ア
に
広
が
る
共
産
主
義
の
脅
威

特
に
ベ
ト
ナ
ム
の
脅
威
を
防
止
す
る
た
め
の
国
際

協
調
の
シ
ス
テ
ム
で
あっ
た 。
そ
れ
が
今
日
で
は 、

い
わ
ば
地
域
協
力
の
た
め
の
シ
ス
テ
ム
へ
と
大
き
く

変
容
し
て
い
る。
他
方 、
い
わ
ゆ
る
N
I
E
S
は 、

一
つ
の
国
際
シ
ス
テ
ム
で
は
な
く 、
発
展
し
て
い
る

地
域
を
示
す
単
な
る
呼
称
に
す
ぎ
な
い 。
し
か
し
な

が
ら 、
こ
の
N
I
E
S
の
聞
に
も
い
ろ
い
ろ
な
共
通

性
が
あ
り 、
交
流
が
生
ま
れ
て
い
る。

二
国
間
関
係
で
は 、
意
外
に
知
ら
れ
て
い
な
い
こ

と
で
あ
る
が 、
台
湾
海
峡
両
岸
に 、
過
去
二 、
三
年

の
聞
に 、
膨
大
な
量
の
人
の
移
動
が
あっ
た 。
天
安

門
事
件
以
後 、
西
側
諸
国
の
大
陸へ
の
制
裁
に
も
か

か
わ
ら
ず 、
「
台
湾
経
験」
に
自
信
を
持
つ
李
登
輝
総

統
指
導
下
の
台
湾
当
局
が 、
中
国へ
の
近
親
訪
問
を

奨
励
し
た
た
め
で
あ
り 、
天
安
門
事
件
以
降
す
で
に

延べ
約
三
O
O
万
人
近
く
が
大
陸へ
渡っ
て
い
る。

こ
の
人
の
移
動
に
よ
っ
て、
国
家
と
国
家
の
枠
組
み

を
超
え
た
民
際レ
ベ
ル
の、
大
き
な
流
れ
が
存
在
し

て
い
る。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
考
え
る
と、
ア
ジ
ア
は

今後 、
極
め
て
多様
な
地
域
的
発
展
を
と
げ
て
い
く

の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る。

東
ア
ジ
ア
の
変
化
を
探
る
う
え
で
最
も
重
要
な
の

は 、
ア
ジ
ア
の
社
会
主
義
大
国
の
中
国
の
変
化
で
あ

り 、
中
国
は
い
よ
い
よ
ポ
ス
ト

部
小
平
体
制へ
の
瀬

踏
み
の
状
況
に
き
て
い
る。
こ
う
し
た
中
で 、
中
国

共
産
党
の
解
体
な
い
し
は
社
会
主
義
か
ら
の
離
脱
が

起
こ
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
と
同
時
に 、
一
方

で
は
最
近 、
ベ
ト

ナ
ム
が
い
ち
早
く
ア
ジ
ア
N
I
E

S
と
リ
ン
ク
し
た
形
で
社
会
主
義
か
ら
の
現
実
的
な

離
脱
を
図
ろ
う
と
動
い
て
い
る
こ
と
に
も
注
目
すべ

き
で
あ
ろ
う。
こ
の
点
で
は 、
ベ
ト

ナ
ム
に
台
湾
が

貿
易
事
務
所
を
設
置
す
る
な
ど 、
ア
ジ
ア
に
は
さ
ま

ざ
ま
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
生
ま
れ
始
め
て
い
る。

以
上
見
て
き
た
よ
う
に 、
ア
ジ
ア
に
は
国
際
シ
ス

テ
ム
が
な
い
と
い
い
な
が
ら 、
一
方
で 、
大
上
段
に

握
り
か
ざ
す
国
際
政
治
の
枠
組
み
と
は
別
の
と
こ
ろ

で 、
さ
ま
ざ
ま
な
地
域レ
ベ
ル
の
動
き
が
出
て
き
て

い
る
と
い
う
こ
と、
ハ
ー
ド
な
国
際
シ
ス
テ
ム
が
存
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躍動する東アジアにどう対応するか

台湾の民主化はどうil!iむのか

在
し
な
い
が
ゆ
え
に 、
さ
ま
ざ
ま
な
各議
な
チ
ャ
ン

ネル
が
東
ア
ジ
ア
に
存
在
す
る
と
い
う
こ
と 、
こ
こ

が
今
後
の
ア
ジ
ア
の
大
き
な
い
わ
ば
見ど
こ
ろ
で
は

な
い
か。

台

湾
、

香

港、

南

北

朝

鮮

の

新

し

い

ア

イ

デ

ン

テ

ィ

テ

ィ

ー

こ
う
し
た東
ア
ジ
ア
の
流
れ
を
考
え
る
と 、
わ
が

対
ア
ジ
ア
外
交
を
展
開
し
て
い
く

必
要
が
あ
ろ
う 。

た
と
え
ば
日
中
両
国
は
今
年 、
国
交ニ
O
年
を
迎

え 、
さ
ま
ざ
ま
な
行
事
も
行
わ
れ
る
が、
今
日
も
は

や
日
本
と
北
京
政
権
と
の
間
だ
け
で
中
国
を
見
る
と

い
う
時
代
で
は
な
く
な
っ
て
き
て
い
る。
現
実
に
は 、

香
港
や
台
湾
や 、
あ
る
い
は
東南
ア
ジ
ア
の
華
人
社

会
を
含
め
て、
中
国
的
世
界
が
大
き
く

変
化
し 、
拡

大
し
て
い
る。
こ
れ
をど
こ
ま
で
日
本
が
視
野
に
入

れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か。

あ
る
い
は
台
湾
とベ
ト

ナ
ム
と
の
関
係 、
あ
る
い

は
ロ
シ
ア
連
邦
や
ウ
ク
ラ
イ
ナ
共
和
国
の
対
台
湾
関

係
構
築へ
の
新
し
い
動
き、
こ
う
し
た
い
わ
ば
地
峻

的
か
つ
広
域
的
な
レ
ベ
ル
で
の
動
き
をフ
ォ
ロ
ー
し

た
日
本
の
外
交
政
策
が
な
お
存
在
し
な
い
と
こ
ろ
に

問
題
が
あ
る。

今後
は 、
東
ア
ジ
ア
で
も
住
民
の
意
思
が
政
治
を

動
か
す
大
き
な
要
因
と
な
る
時
代
に
な
る。
ア
ジ
ア

で
は 、
中
国
を
み
て
も
分
か
る
よ
う
に
依
然
と
し
て

民
主
化
が
進
ん
で
い
な
い
国
も
多い
が、
民
意
に
基

づ
く

政
治
と
い
う
大
き
な
潮
流
は 、
後
戻
り
で
き
な

い
歴
史
の
流
れ
で
あ
る。

こ
う
し
た
文
脈
で
考
え
る
と 、
た
と
え
ば
香
港
の

六
O
O
万
人
の
住
民
に
と
っ
て
は 、
全
く

民
意
を
関

わ
れ
ず
に 、
英
中
協
定
で
香
港
の
運
命
を
頭
越
し
で

決
め
ら
れ
た
と
い
う
問
題
も
出
て
く
る。
こ
の
決
定

に
対
し
て、
中
国
返
還
ま
で
あ
と
五
年半
を
残
す
香

港
の
住
民
の
聞
で
は 、
英
中
協
定
を
再
検
討
す
べ
き
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だ
と
の
動
き
と
と
も
に、「
自
分
た
ち
は
も
は
や
中
国

人
で
は
な
い。
む
し
ろ
香
港
人
で
あ
る」
と
い
う、
新

しい
ア
イ
デ
ン
ティ
ティ
ー
が
形成
さ
れつ
つ
あ
る。

台
湾
は
当
面、
昨
年末
の
国
民
大
会
選
挙
で
「
即

時
独
立」
と
い
う
方
向
を
と
ら
ない
民
意
が
大
多
数

で
あ
る
こ
と
を
示
し
た。
し
か
し
国
民
党
を
含
め
た

よ
り
大
き
な
枠
で
は
将
来、
台
湾
人
と
し
て
の
存
在

を
よ
り
強
く
自
覚
す
る
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う。
新

し
い
ア
イ
デ
ン
ティ
ティ
ー
の
確
立
で
あ
る。
こ
う

い
うこ
0
0
0
万
人
の
台
湾
の
人
々
の
心
理
を、
ど

こ
ま
で
日
本
外
交が
組
み
入
れ
て
い
る
か
と
い
う
問

題
も
あ
る。

韓
国、

北朝
鮮
は、

戦後
冷
戦
政
策の
は
ざ
ま
に

あっ
て、
民
族
対
立
を
余儀
な
く
さ
れ
て
き
た。
南

北朝鮮
は
こ
れ
か
ら
の
時
代に、
南
北
に
と
ら
わ
れ

な
い
コ
リ
ア
ン
と
し
て
の
新
し
い
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ

ィ
ー
を
強
め
つ
つ
あ
る
と
い
う
見
方
も
で
き
る
の
で

は
な
い
か。
そ
れ
は
特に
若い
世
代に
は
顕著
で
は

な
い
か
と
思
わ
れ
る。

新
し
い
ア
ジ
ア
を
築
く
も
の
は
民
意
に
基
づ
く
新

し
い
ア
イ
デ
ン
ティ
ティ
ー
と
国
家
的
枠組
み
の
形

成
で
あ
ろ
う。
そ
れ
は
中
国
大
陸
内
部
で
も
例
外
で

は
な
い。
大
陸
中
国
で
は
今後
は
経
済
発
展
と
と
も

に、
広
東
人
は
広
東
人、
福
建
人
は
福
建
人
と
い
う

意
識
が
非
常
に
強
く
な
る
で
あ
ろ
う。

一
九
九
二
年
は、
そ
うい
う
意
味
で
も、
新
し
い
ア

ジ
ア
の

転換点に
な
る
の
で
は
ない
か
と
恩
わ
れ
る。

{1991年12月現在）

経
｛形済態｝圏 対 象 地 域 概 要

アジア太平洋経済協力
オーストラリア、 ニュ r聞かれた地域協力Jを前提に、 加盟国が協力してガットのウルグア

閣僚会議（ APEC)
ージーランド、 イ・ラウンドを推進するとともに人材養成や投資促進などの骨野で共

（経 済文化協力）
ASEAN、 樟圏、 日本、 同作業を行い、アジア太平洋地域の経済成長ダイナミズムを維持させる。
カナダ、 米国 ·1989年 1 月、オーストラリアのホーク首相（当時）が提唱、 周年11月発足。

1990年12月、 マレーシアのマハティール首相が提唱。北米自由貿易圏
東アジア経済グループ ASEAN、 NIES、 インド やECへの対抗を意敵して、 貿易や投資で政策協調を図るため、 東アジ
( EAEG) シナ、 ミャンマ一、 中 アにも経済グループを作ろうという狙い。91年10月のA箆AN経済閣僚
（構 想 段 階） 園、 朝鮮半島、 日本 会憶により、 まずAFTA(ASEAN自由貿易圏） の創設を目指し、「東アジア

経済協種体』（EAEC）の開催が呼びかけられた。

シンガポール、 マレー シンガポール、 マレーシア、 インドネシアの3国が共同で開発を進め
成長の三角地帯 シア （ジョホール州）、 たり、 外国からの投資を誘致しようという構想。 1989年12月、 シンガ
（民間実務ベース） インドネシア （リアウ ポールのゴ第一副首相が提唱。

州）

華南経清圏
中国 （広東省、福建省、 中国の対外開放政策に伴い、 NIESとの貿易・投資関係が急鼠大。中で

（民間実務ベース）
江蘇省） も香港と広東省、 台湾と福建省がそれぞれ特徴のある経済圏を構成し
NIES つつある。

インドシナ経済圏 タイ、 インドシナ、 1988年 8 月、 タイのチャチャイ首相（当時）が提唱。別名をパーツ経済圏
｛民間実務ベース） ミャンマー とちいう．

環日本海経済圏
中国（東北地方）、 ソ連 冷戦の終結、 中国東北地方やソ連極東地域での経活改革や経済開放、

｛構 想 段 階）
（極東地域）、朝鮮半島‘ 韓国の経済発展、 日本海沿岸地方の地域開発志向などを背景に、 東北
日本 アジア地方の経済交流が現実化してきたことから生まれた構想。

東南アジア諸国連合
タイ、 インドネシア、 経済・社会面での地域協力を唱え、 rァセアン協和宣言』および 「東南

(ASEAN) 
フィリピン、 マレーシ アジア友好協力条約』を第l国首脳会強（1976年 2 月）で採択。 アセア

（犠内特恵関税）
ア、 シユィガポール、 ン特恵貿易協定（APTA）、 工業ジョイントペンチャー（AIJV）への取り組
プルネイ みが見られたものの、 政治面での協力がむしろ著しい01967年8月発足。

アジア太平洋地域の協力機構・局地市場圏構想

『アジアトレンh No.54 (1991-11) P.58. および冶照彦他編『現代の東南アジア経清』｛晃洋書房、1983）、その他を参照して作成世界週報1992年1/14-21号より転載
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摺動する東アジアにどう対応するか

アジア太平洋地域（東アジア）における地域協力と局地市場圏（構想） (1991年12月現在）

GNP7人I 亘夜夜苦言
ドル I 百万ドル

632 I 119 (3.Sl 
391 I 131 (3.9) 
382 I 329 (9. 1> 
578 I I, 156 (34. l) 
377 I 3,393 100.0 

｝内11中図におけるシェア

入口
百万人

遼1'! I 38.8 (3.s) 
山東｜ 81.6 (7.3) 
福建｜ 29.0 (2.6) 広東｜ 60.3 (5.4) 

中 国 11, 111.9 100.0 

備考：人口．征��投資の（
資料：中国統計年初

中国

備考：単位11人口100万人、 GNP!f.ドル(1京1111 l989!f-) 
資料：IMF r IFS L 各回統計

『通商白：�t』1991if.版、P. 364.ベトナムのGNPはAsian Development Outlook 1991 (ADB). 
北側鮮のGNPliCIAt震計（r毎日新IUI』l99lif.9η19 £1 f.t) 
世界週報1992.if.1/14-21号よ9転総
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