
　
日
本
に
と
っ

て
東
ア
ジ
ア
は

死
活
的
に
重
要

な
地
域
で
あ

る
。
日
本
の
将
来
は
、
世
界
の
成

長
セ
ン
タ
ー
で
あ
る
東
ア
ジ
ア
の

発
展
に
か
か
っ
て
い
る
と
い
っ
て

も
過
言
で
は
な
い
が
、
極
め
て
大

き
な
リ
ス
ク
を
内
包
し
て
い
る
の

も
こ
の
地
域
の
特
徴
だ
。
従
っ
て

リ
ス
ク
に
対
す
る
十
分
な
備
え
を

持
ち
つ
つ
、
問
題
を
解
決
す
る
仕

組
み
が
不
可
欠
と
な
る
。

　
そ
う
い
う
意
味
に
お
い
て
、
東

ア
ジ
ア
共
同
体
の
考
え
方
は
正
し

の
地
域
の
信
頼
性
を
高
め
、
発
展

さ
せ
て
い
く
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ

こ
そ
が
日
本
の
役
割
だ
と
考
え

る
。
そ
の
際
、
前
提
と
な
る
の
が

安
定
的
な
日
米
関
係
で
あ
る
。
私

自
身
は
現
在
の
中
国
が
脅
威
だ
と

は
思
わ
な
い
が
、
政
策
の
予
見
可

能
性
は
低
い
。
中
国
と
の
関
係
を

拡
大
し
て
い
る
東
南
ア
ジ
ア
諸
国

の
有
識
者
も
同
様
の
不
安
を
口
に

す
る
。
日
米
関
係
は
決
し
て
２
国

い
。
だ
が
、
経
済
発
展
段
階
が
ほ

ぼ
同
じ
で
、
民
主
主
義
と
い
う
価

値
観
と
宗
教
を
共
有
す
る
欧
州
で

さ
え
、
今
の
Ｅ
Ｕ
の
形
に
な
る
ま

で
に
50
年
以
上
か
か
っ
た
。
統
治

体
制
が
異
な
り
、
文
化
や
宗
教
も

違
う
東
ア
ジ
ア
で
は
百
年
以
上
か

か
る
か
も
し
れ
な
い
。
今
求
め
ら

れ
て
い
る
の
は
、
機
能
に
応
じ
た

様
々
な
仕
組
み
を
つ
く
っ
て
、
こ

と
し
て
ま
ず
は
、
自
由
貿
易
地
域

を
つ
く
る
必
要
が
あ
る
。
東
ア
ジ

ア
サ
ミ
ッ
ト
の
16
カ
国
で
、
貿
易

や
投
資
、
知
的
所
有
権
の
保
護
に

関
す
る
ル
ー
ル
を
つ
く
り
、
モ
ノ

や
サ
ー
ビ
ス
、
資
本
、
人
の
流
れ

を
よ
り
自
由
に
し
て
い
く
べ
き

だ
。
さ
ら
に
は
マ
ク
ロ
経
済
や
環

境
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
関
す
る
政
策

調
整
の
仕
組
み
づ
く
り
も
求
め
ら

れ
る
。

間
だ
け
の
問
題
で
は
な
い
。
ア
ジ

ア
の
多
く
の
国
が
日
米
安
全
保
障

体
制
に
期
待
を
寄
せ
て
い
る
こ
と

に
つ
い
て
も
十
分
な
考
慮
が
必
要

だ
。

　
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
政
策
の
原

則
は
、
機
会
を
増
や
し
、
リ
ス
ク

を
下
げ
る
こ
と
で
あ
る
。
機
会
を

増
や
す
た
め
に
は
、
重
層
的
か
つ

機
能
に
着
目
し
た
枠
組
み
の
一
つ

　
一
橋
大
学
は
、
東
ア
ジ
ア
お
よ

び
日
本
が
直
面
し
て
い
る
構
造
的

諸
問
題
を
社
会
科
学
の
様
々
な
手

法
で
分
析
・
抽
出
し
、
そ
の
解
決

策
を
提
言
す
る
た
め
、
２
０
０
８

年
夏
に
「
東
ア
ジ
ア
政
策
研
究
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
を
立
ち
上
げ
た
。

　
全
体
テ
ー
マ
は
「
東
ア
ジ
ア
の

安
定
的
発
展
と
日
本
の
役
割
：
グ

ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
・
成
長
の

質
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
」。
社
会
科
学

の
総
合
大
学
で
あ
る
本
学
の
強
み

を
生
か
し
、
高
度
な
基
礎
研
究
に

基
づ
く
政
策
提
言
型
の
情
報
発
信

を
、
全
学
的
に
行
っ
て
い
く
こ
と

を
目
的
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
ア

　
一
方
、安
全
保
障
に
関
し
て
は
、

４
階
建
て
の
ビ
ル
を
建
て
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
１
階
の
基
礎
は
日

米
、
米
韓
、
米
豪
と
い
っ
た
２
国

間
の
安
全
保
障
。
２
階
は
日
米
中

３
者
の
信
頼
を
醸
成
す
る
た
め
の

枠
組
み
。
３
階
は
６
者
協
議
や
Ａ

Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
な
ど
サ
ブ
リ
ー
ジ
ョ
ナ

ル
な
枠
組
み
。
そ
し
て
４
階
に
は

テ
ロ
や
疾
病
、
災
害
か
ら
人
の
命

と
マ
ー
ケ
ッ
ト

を
守
る
全
地
域

的
な
仕
組
み
が

あ
る
建
物
。
い

わ
ゆ
る
非
伝
統
的
安
全
保
障
の
た

め
の
協
力
の
枠
組
み
で
あ
る
。

　
私
は
特
定
の
支
持
政
党
を
持
た

な
い
が
、
政
権
交
代
は
既
得
権
益

に
縛
ら
れ
ず
に
新
し
い
政
策
を
実

行
す
る
最
大
の
チ
ャ
ン
ス
だ
。
鳩

山
内
閣
が
東
ア
ジ
ア
共
同
体
と
い

う
掛
け
声
だ
け
で
な
く
、
こ
う
し

た
制
度
設
計
の
た
め
の
戦
略
を
練

り
、
政
策
を
具
体
化
し
て
い
く
こ

と
を
切
に
願
う
。

ジ
ア
の
有
能
な
若
手
研
究
者
を

様
々
な
形
で
支
援
し
、
彼
ら
と
連

携
を
深
め
る
こ
と
も
目
的
の
一
つ

で
あ
る
。

　
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
よ
っ
て
急
速

な
変
化
を
遂
げ
て
い
る
ア
ジ
ア
に

お
い
て
、
国
レ
ベ
ル
に
と
ど
ま
ら

な
い
重
層
的
な
ガ
バ
ナ
ン
ス
を
ど

の
よ
う
に
構
築
し
、
成
長
の
量
で

は
な
く
質
を
い
か
に
高
め
る
か
。

歴
史
、
経
済
発
展
、
社
会
保
障
、

国
際
金
融
、
国
際
政
治
、
社
会
・

文
化
、
企
業
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と
い

っ
た
視
点
か
ら
５
つ
の
サ
ブ
テ
ー

マ
を
設
定
し
、
そ
の
研
究
成
果
を

広
く
社
会
や
政
府
に
向
け
て
発
信

し
て
い
く
。

　
加
藤
　
歴
史
認
識
の
共
有
と
い
う

問
題
に
つ
い
て
は
ど
う
と
ら
え
る

か
。

　
糟
谷
　
一
橋
大
学
と
ソ
ウ
ル
大
学

の
歴
史
共
同
研
究
で
は
、
違
う
と
こ

ろ
は
違
う
と
認
識
し
た
ほ
う
が
い
い

と
考
え
、
個
別
の
報
告
を
重
ね
る
中

で
、
相
互
の
理
解
を
深
め
て
い
る
。

い
た
ず
ら
に
紛
糾
す
る
の
で
は
な

く
、
相
手
の
主
張
を
知
っ
て
理
解
す

る
作
業
を
長
く
続
け
る
こ
と
が
基
本

だ
。
あ
と
戦
後
の
歴
史
に
つ
い
て
も

お
い
お
い
取
り
組
む
必
要
が
あ
る
だ

ろ
う
。

　
加
藤
　
ま
ず
は
ア
ジ
ア
の
歴
史
的

総
括
か
ら
浮
か
び
上
が
る
課
題
に
つ

い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
分
野
か
ら

提
起
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

　
谷
口
　
ア
ジ
ア
に
お
い
て
経
済
発

展
が
遅
れ
た
の
は
な
ぜ
か
を
問
い
、

ま
た
、
ア
ジ
ア
の
経
済
的
発
展
や
成

長
の
質
の
向
上
の
歴
史
的
前
提
を
考

え
る
と
き
、
日
本
や
タ
イ
を
除
き
、

ア
ジ
ア
全
体
が
何
ら
か
の
形
で
植
民

地
支
配
下
に
あ
っ
た
こ
と
を
無
視
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ロ
シ
ア
の
経

済
史
家
ガ
ー
シ
ェ
ン
ク
ロ
ン
は
、
後

進
国
の
経
済
発
展
に
は
、
司
法
、
財

政
、
課
税
な
ど
の
意
志
決
定
権
を
持

つ
「
国
家
」
が
必
要
だ
と
述
べ
て
い

る
が
、
私
が
専
門
と
す
る
植
民
地
期

の
イ
ン
ド
政
府
は
そ
の
よ
う
な
意
味

の
「
国
家
」
で
は
な
か
っ
た
。
英
国

の
イ
ン
ド
省
の
厳
し
い
監
督
の
下
で

統
治
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　
も
う
一
つ
重
要
な
こ
と
は
、「
国

家
」
の
下
で
経
済
が
発
展
し
て
も
、

そ
れ
が
国
民
の
福
祉
や
生
活
の
質
の

向
上
を
も
た
ら
す
保
証
は
な
く
、
民

主
主
義
が
欠
如
す
れ
ば
、
富
の
分
配

や
再
分
配
の
問
題
が
抜
け
落
ち
て
し

ま
う
こ
と
だ
。
こ
れ
は
、
ア
マ
ル
テ

ィ
ア
・
セ
ン
が
「
自
由
と
し
て
の
開

発
」
と
し
て
提
起
し
た
問
題
と
も
つ

な
が
る
。

　
19
世
紀
末
に
は
、
イ
ン
ド
は
ア
ジ

ア
有
数
の
工
業
力
を
持
つ
に
至
っ
た

が
、
宗
主
国
の
経
済
利
害
を
優
先
さ

せ
る
施
策
の
下
、
経
済
の
構
造
は
ゆ

が
ん
だ
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
か

っ
た
。
そ
の
中
で
、
製
鉄
や
綿
業
、

ジ
ュ
ー
ト
工
業
に
お
い
て
民
族
系
の

商
業
集
団
が
多
く
の
企
業
を
つ
く
り

上
げ
た
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
だ

が
、
当
時
の
イ
ン
ド
に
お
け
る
民
主

主
義
の
欠
如
は
、
不
当
に
低
い
識
字

率
や
社
会
的
格
差
の
固
定
化
に
つ
な

が
っ
た
。
民
主
主
義
は
経
済
の
発
展

や
生
活
の
質
の
向
上
に
密
接
に
か
か

わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
糟
谷
　
日
本
と
韓
国
の
間
で
は
、

し
ば
し
ば
歴
史
認
識
の
ズ
レ
が
問
題

に
な
る
。
そ
の
背
景
を
２
つ
の
視
点

か
ら
考
え
て
み
た
い
。

　
１
つ
は
「
日
本
が
朝
鮮
を
植
民
地

化
し
た
の
は
必
然
だ
っ
た
の
か
」
に

つ
い
て
で
あ
る
。
19
世
紀
後
半
ま
で

続
い
た
東
ア
ジ
ア
の
国
際
秩
序
に
お

い
て
、
朝
鮮
は
中
国
の
藩
属
国
で
あ

り
、
外
交
の
際
に
は
臣
下
の
礼
を
と

　
コ
ン
　
重
要
な
こ
と
は
観
点
を
国

家
、
権
力
、
資
本
、
文
明
、
拡
大
、

男
性
側
に
置
く
か
、
そ
れ
を
相
対
化

で
き
る
か
だ
。「
近
代
」
を
総
括
す

る
過
程
で
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な

歴
史
認
識
の
共
有
も
可
能
だ
。
歴
史

問
題
は
重
た
い
が
、
こ
の
問
題
が
提

起
さ
れ
た
80
年
代
以
降
、
こ
の
地
域

で
は
戦
争
の
可
能
性
が
低
く
な
っ
て

い
る
と
い
う
の
も
事
実
。
歴
史
を
問

う
こ
と
で
、
過
去
の
過
ち
は
二
度
と

繰
り
返
さ
な
い
と
い
う
コ
ン
セ
ン
サ

ス
が
、
こ
の
地
域
で
生
ま
れ
て
い
る

の
は
と
て
も
意
味
が
あ
る
。
歴
史
問

っ
て
い
た
。
日
本
は
日
清
戦
争
開
戦

前
に
、
朝
鮮
政
府
に
迫
っ
て
こ
の
宗

属
関
係
を
廃
棄
さ
せ
、戦
勝
の
結
果
、

清
国
に
も
そ
れ
を
認
め
さ
せ
た
。
朝

鮮
は
そ
れ
を
利
用
し
て
、
清
か
ら
の

独
立
を
達
成
し
、
４
年
後
に
は
朝
鮮

と
清
の
間
で
平
等
条
約
が
結
ば
れ

る
。こ
の
こ
ろ
が
大
き
な
転
換
点
で
、

日
本
を
は
じ
め
朝
鮮
や
中
国
で
も
東

ア
ジ
ア
三
国
連
帯
論
が
議
論
さ
れ
、

対
等
な
関
係
が
築
か
れ
る
可
能
性
は

あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
、
日
本

は
朝
鮮
を
植
民
地
化
し
、
さ
ら
に
は

中
国
へ
も
勢
力
を
拡
大
し
て
い
く
。

歴
史
を
認
識
す
る
上
で
は
、
各
局
面

に
お
け
る
可
能
性
を
前
向
き
に
評
価

題
を
語
る
の
は
つ
ら
い
作
業
だ
が
、

決
し
て
あ
き
ら
め
て
は
い
け
な
い
。

　
足
羽
　
文
化
人
類
学
的
な
立
場
か

ら
は
、
共
有
と
い
う
の
は
あ
り
得
な

い
。共
有
は
１
つ
の
均
質
化
で
あ
り
、

一
致
さ
せ
よ
う
と
す
る
こ
と
に
大
き

な
政
治
的
な
力
が
働
い
て
し
ま
う
。

そ
れ
を
排
し
、
一
致
し
な
い
こ
と
に

耐
え
る
。
け
れ
ど
も
事
実
は
追
究
す

る
こ
と
が
大
事
だ
と
考
え
る
。

　
加
藤
　
会
場
か
ら
は
、
現
代
の
価

値
基
準
で
歴
史
を
判
断
し
て
い
い
の

か
と
い
っ
た
質
問
が
あ
っ
た
が
、
こ

れ
に
つ
い
て
は
ど
う
考
え
る
か
。

す
る
こ
と
も
大
事
で
は
な
い
か
。

　
２
つ
目
は
「
日
本
の
植
民
地
支
配

を
ど
う
と
ら
え
る
か
」
だ
。
当
時
の

日
本
政
府
や
朝
鮮
総
督
府
は
、
こ
と

あ
る
ご
と
に
「
朝
鮮
は
欧
米
の
植
民

地
の
よ
う
で
は
な
い
」
と
言
っ
て
い

た
が
、
実
際
に
は
朝
鮮
人
の
政
治
参

加
は
限
定
さ
れ
、
総
督
府
の
重
要
な

決
定
に
参
画
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の

あ
た
り
を
認
識
せ
ず
に
、
植
民
地
支

配
に
も
い
い
点
が
あ
っ
た
な
ど
と
言

う
と
、
大
き
な
す
れ
違
い
に
な
る
。

　
足
羽
　
ア
ジ
ア
は
チ
ベ
ッ
ト
や
ス

リ
ラ
ン
カ
な
ど
、
歴
史
的
に
様
々
な

民
族
紛
争
や
宗
教
対
立
、
政
治
対
立

が
あ
っ
た
し
、今
も
あ
る
。こ
う
し
た

紛
争
を
国
家
が

解
決
あ
る
い
は

平
和
構
築
支
援

を
行
お
う
と
す

る
と
き
、
様
々

な
問
題
が
立
ち

は
だ
か
る
。

　
１
つ
は
内
政

不
干
渉
の
原
則

が
あ
り
、
外
部

際
関
係
の
不
在
」。
国
際
関
係
が

不
要
だ
っ
た
伝
統
的
華
夷（
か
い
）

秩
序
の
下
、
強
引
に
西
洋
の
主
権

国
家
体
系
が
移
植
さ
れ
る
過
程

で
、
日
本
は
危
機
意
識
か
ら
朝
鮮

半
島
を
安
全
保
障
の
観
点
で
と
ら

え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
だ
が
、「
西

洋
の
衝
撃
」に
対
処
す
る
た
め
に
、

日
中
韓
の
リ
ー
ダ
ー
が
一
堂
に
会

す
る
こ
と
は
一
度
も
な
か
っ
た
。

　
地
域
意
識
が
な
い
ま
ま
、
縦
割

り
の
近
代
化
に
ま
い
進
し
た
結

果
、
各
国
に
お
い
て
ナ
シ
ョ
ナ
リ

ズ
ム
が
正
当
な
力
を
持
ち
得
て
し

ま
っ
た
。そ
の
た
め
隣
国
を
共
生・

相
生
の
観
点
で
は
な
く
、
ゼ
ロ
サ

ム
的
な
競
争
相
手
と
し
て
と
ら
え

る
傾
向
が
根
強
い
。
留
意
す
べ
き

は
、
朝
鮮
半
島
と
中
国
で
は
抵
抗

的
民
族
主
義
が
容
易
に
被
害
者
意

識
と
親
和
性
を
持
ち
う
る
と
い
う

こ
と
。
こ
う
し
た
社
会
的
な
憎
悪

を
生
み
か
ね
な
い
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ

ム
を
い
か
に
解
き
ほ
ぐ
す
か
。
東

ア
ジ
ア
が
垂
直
的
な
秩
序
か
ら
、

水
平
的
な
秩
序
へ
と
移
行
し
て
い

る
、
そ
の
過
渡
期
に
あ
っ
て
、
文

化
に
こ
そ
大
き
な
役
割
が
あ
る
と

考
え
る
。

　
２
０
０
４
年
以
降
、
韓
国
で
ベ

ス
ト
セ
ラ
ー
に
な
っ
た
の
は
、
韓

国
小
説
よ
り
も
日
本
小
説
の
方
が

多
い
傾
向
に
あ
る
。
ま
た
ジ
ブ
リ

映
画
の
世
界
観
は
韓
国
人
の
対
日

認
識
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い

る
。
等
身
大
の
日
本
の
姿
を
見
る

こ
と
で
、
韓
国
人
の
対
日
認
識
や

歴
史
認
識
も
豊
か
に
な
っ
て
き
て

い
る
点
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な

い
。

介
入
に
は
限
界
が
あ
る
こ
と
。
２
つ

目
は
、
政
府
と
反
政
府
の
対
立
の
場

合
、
国
家
間
関
係
で
は
現
政
府
対
応

が
原
則
で
あ
る
た
め
、
反
政
府
集
団

と
の
直
接
交
渉
や
支
援
が
で
き
な
い

こ
と
。
３
つ
目
は
、
外
部
介
入
を
拒

否
す
る
国
は
他
国
の
国
内
紛
争
や
人

権
問
題
へ
の
介
入
に
は
慎
重
に
な
る

こ
と
。
４
つ
目
は
、
人
権
や
言
論
の

自
由
、
民
主
主
義
、
宗
教
の
自
由
を

基
準
と
し
た
批
判
が
、
西
欧
的
概
念

の
強
要
と
受
け
取
ら
れ
る
可
能
性
が

高
い
こ
と
だ
。
そ
う
す
る
と
反
欧
米

の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
刺
激
し
、
国

内
の
活
動
家
が
発
言
し
づ
ら
い
状
況

を
生
ん
で
し
ま
う
。

　
昨
年
10
月
に
は
ア
ジ
ア
初
の
Ａ
Ｓ

Ｅ
Ａ
Ｎ
政
府
間
人
権
委
員
会
が
で
き

た
が
、
人
権
侵
害
に
対
し
て
調
査
や

提
言
を
し
な
い
こ
と
な
ど
か
ら
、
欧

米
諸
国
か
ら
は
あ
い
ま
い
で
わ
か
り

に
く
い
と
の
批
判
も
あ
る
。

　
私
は
、
紛
争
解
決
に
は
こ
う
し
た

政
治
的
解
決
の
ほ
か
に
、
文
化
的
解

決
方
法
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考

え
る
。
特
に
、
侵
略
戦
争
と
い
う
負

の
遺
産
と
、
戦
後
の
平
和
国
家
建
設

と
い
う
正
の
遺
産
を
持
つ
日
本
は
、

も
っ
と
積
極
的
に
平
和
思
想
を
構
想

し
、
平
和
構
築
や
和
解
へ
の
独
自
の

取
り
組
み
を
推
進
し
て
い
く
必
要
が

あ
る
。
そ
の
た
め
に
も
、
日
中
、
日

韓
の
歴
史
共
同
研
究
の
よ
う
な
学
術

交
流
や「
文
化
混
流
」、芸
術
や
宗
教
、

政
治
、
経
済
と
い
っ
た
多
様
な
セ
グ

メ
ン
ト
の
連
動
を
進
め
、
平
和
の
た

め
の
文
化
基
盤
形
成
の
イ
ニ
シ
ア
チ

ブ
を
と
る
こ
と
が
日
本
に
課
せ
ら
れ

た
役
割
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

　
コ
ン
　
近
現
代
の
東
ア
ジ
ア
国
際

秩
序
の
特
徴
を
一
言
で
い
え
ば
、「
国

　
糟
谷
　
西
洋
に
追
随
し
、
朝
鮮

を
犠
牲
に
し
て
日
本
の
近
代
化
を

進
め
た
の
は
、
当
時
と
し
て
も
間

違
っ
た
考
え
方
で
あ
っ
た
と
思

う
。
西
洋
中
心
で
は
な
い
対
等
の

秩
序
を
つ
く
る
選
択
肢
も
あ
っ
た

は
ず
だ
。

　
コ
ン
　
当
時
の
日
本
は
ア
ジ
ア

主
義
を
掲
げ
た
。
ア
ジ
ア
と
連
帯

し
独
立
を
確
保
す
る
と
い
っ
た
理

念
が
あ
っ
た
は
ず
だ
が
、
韓
国
併

合
に
よ
っ
て
そ
の
理
念
を
自
ら
損

ね
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　
加
藤
　
最
後
に
、
東
ア
ジ
ア
は

宗
教
が
多
様
ゆ
え
に
、
東
ア
ジ
ア

共
同
体
は
難
し
い
と
い
っ
た
見
方

も
あ
る
よ
う
だ
が
。

　
足
羽
　
キ
リ
ス
ト
教
が
欧
州
全

体
を
覆
う
文
化
や
価
値
観
に
染
み

こ
ん
で
い
る
よ
う
に
、
多
宗
教
で

あ
る
こ
と
が
ア
ジ
ア
の
長
い
歴
史

に
染
み
と
お
っ
て
い
る
。
多
宗
教

だ
か
ら
不
安
定
な
の
で
は
な
く
、

そ
の
歴
史
を
ア
ジ
ア
の
豊
か
さ
と

し
て
肯
定
的
に
と
ら
え
る
こ
と
は

十
分
に
可
能
だ
。
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21
世
紀
は
ア
ジ
ア
の
時
代
と
い
わ
れ
て
久
し

い
が
、
特
に
東
ア
ジ
ア
地
域
の
目
覚
ま
し
い
発

展
と
そ
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
は
多
大
な
関
心
を
集

め
続
け
て
い
る
。
一
橋
大
学
国
際
共
同
研
究
セ

ン
タ
ー
は
「
東
ア
ジ
ア
政
策
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
」
を
立
ち
上
げ
、
東
ア
ジ
ア
の
安
定
し
た

成
長
と
各
国
の
関
係
構
築
の
た
め
、
文
化
、

社
会
、
歴
史
、
政
治
、
経
済
な
ど
か
ら
多
面

的
な
提
言
を
行
っ
て
い
る
。
先
ご
ろ
東
京
・

千
代
田
区
の
如
水
会
館
で
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
成

果
を
発
表
す
る
第
１
回
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
開

催
さ
れ
た
。
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