
　
東
西
冷
戦
後
、

ハ
ー
バ
ー
ド
大
学

の
故
ハ
ン
チ
ン
ト

ン
教
授
が
「
文
明

の
衝
突
」
論
を
展
開
し
、
世
界
的

な
議
論
を
巻
き
起
こ
し
た
。
内
容

に
関
し
て
は
批
判
も
あ
る
が
、
実

際
、
文
化
の
違
い
が
世
界
各
地
の

紛
争
に
大
き
な
影
を
落
と
し
て
い

る
。
ど
ん
な
に
経
済
交
流
が
盛
ん

に
な
っ
て
も
、
背
後
に
あ
る
文
化

や
価
値
観
の
相
互
理
解
が
深
ま
ら

な
い
と
解
決
へ
至
る
こ
と
は
困
難

だ
。
政
治
や
経
済
と
文
化
は
常
に

も
ア
メ
リ
カ
は
、
敵
国
日
本
の
言

語
と
文
化
の
研
究
を
進
め
、
専
門

家
を
多
く
養
成
し
て
い
る
。
今
、

中
国
は
毎
年
多
く
の
日
本
語
専
門

家
を
養
成
し
て
い
る
が
、
果
た
し

て
日
本
は
ど
う
か
。
企
業
や
大
学

で
中
国
語
が
堪
能
な
人
は
非
常
に

少
な
く
、
将
来
が
危
惧
さ
れ
る
。

　
こ
れ
ま
で
東
ア
ジ
ア
文
化
圏
と

い
え
ば
、
儒
教
文
化
圏
、
漢
字
文

一
緒
に
と
ら
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

　
特
に
ア
ジ
ア
は
世
界
で
も
ま
れ

な
、多
様
な
民
族
や
言
語
、宗
教
、

伝
統
文
化
が
ひ
し
め
き
合
う
地

域
。
グ
ロ
ー
バ
ル
化
や
情
報
化
に

よ
っ
て
相
互
交
流
が
激
し
く
な
っ

て
く
る
と
、
ど
れ
だ
け
相
手
の
文

化
を
理
解
し
て
い
る
か
が
大
き
な

決
め
手
と
な
る
。
あ
の
大
戦
中
で

る
日
本
の
現
代
文
化
が
世
界
中
で

親
し
ま
れ
て
い
る
の
は
、
戦
後
、

日
本
が
非
常
に
フ
ラ
ッ
ト
な
平
等

社
会
を
築
い
た
こ
と
と
関
係
す

る
。
強
い
宗
教
色
や
イ
デ
オ
ロ
ギ

ー
色
、階
級
色
、あ
る
い
は
民
族
主

義
的
主
張
が
な
く
、
世
界
の
ど
こ

で
も
親
し
ま
れ
る
普
遍
性
を
持
つ

文
化
を
生
み
出
し
た
。
ま
た
日
本

ほ
ど
外
来
文
化
に
対
し
て
包
容
力

化
圏
と
い
う
形
で
語
ら
れ
て
き
た

が
、
い
ま
国
際
文
化
環
境
は
大
き

く
変
わ
っ
た
。
日
本
の
ア
ニ
メ
や

漫
画
、
Ｊ
ポ
ッ
プ
が
ア
ジ
ア
の

隅
々
に
ま
で
行
き
わ
た
り
、
韓
国

や
中
国
の
ド
ラ
マ
や
映
画
が
日
本

に
も
浸
透
。
新
し
く
現
代
の
東
ア

ジ
ア
文
化
圏
の
形
成
が
始
ま
っ
て

い
る
。

　
ア
ニ
メ
や
漫
画
を
は
じ
め
と
す

の
あ
る
社
会
は
珍
し
い
。
日
本
に

お
け
る
文
化
の
混
成
化
は
、
多
様

な
文
化
を
持
つ
東
ア
ジ
ア
が
ま
と

ま
り
を
目
指
し
て
い
く
際
、
１
つ

の
モ
デ
ル
に
な
り
得
る
と
思
う
。

　
今
、
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、

東
ア
ジ
ア
に
共
通
の
意
識
と
価
値

観
を
生
み
出
す
た
め
の
戦
略
的
な

手
段
で
あ
る
。
そ
の
１
つ
が
東
ア

ジ
ア
大
学
院
大
学
構
想
だ
。
東
ア

ジ
ア
に
関
す
る
あ

ら
ゆ
る
知
識
や
情

報
、教
養
を
教
え
、

将
来
こ
の
地
域
を

背
負
っ
て
立
つ
各
国
の
リ
ー
ダ
ー

を
育
て
る
研
究
教
育
機
関
を
日
本

に
つ
く
り
た
い
も
の
だ
。
日
中
韓

の
間
に
は
歴
史
認
識
な
ど
困
難
な

問
題
が
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
古

典
や
文
学
、
思
想
と
い
っ
た
教
養

の
基
礎
を
共
有
す
る
こ
と
で
、
文

化
面
か
ら
相
互
理
解
が
深
ま
る
よ

う
な
状
況
を
生
み
出
し
て
い
け
れ

ば
と
期
待
す
る
。

　
秋
山
　
ア
ジ
ア
に
は
、
経
済
発
展

を
優
先
し
、そ
れ
が
達
成
さ
れ
れ
ば
、

民
主
化
や
福
祉
の
向
上
は
あ
と
か
ら

つ
い
て
く
る
と
い
う
考
え
方
が
あ

り
、
民
主
主
義
が
必
ず
し
も
平
和
を

も
た
ら
す
わ
け
で
は
な
い
と
い
っ
た

議
論
を
展
開
す
る
。

　
ま
た
大
量
破
壊
兵
器
の
拡
散
問
題

で
調
査
に
行
く
と
、「
そ
れ
は
欧
米

な
ど
先
進
国
の
問
題
で
、
我
々
の
問

題
で
は
な
い
」
と
口
を
そ
ろ
え
る
。

グ
ロ
ー
バ
ル
な
イ
シ
ュ
ー
や
価
値
に

つ
い
て
欧
米
諸
国
と
の
間
に
大
き
な

認
識
の
差
が
生
じ
て
い
る
。

　
我
々
が
平
和
の
問
題
を
考
え
る
と

き
、
国
家
主
権
は
絶
対
的
な
も
の
で

は
な
く
、
最
終
的
に
は
人
々
の
生
活

や
平
和
、
幸
せ
が
目
的
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
国
家
と
い
う
手
段
は
目

的
に
従
属
す
る
わ
け
で
、
人
々
の
平

和
や
安
全
が
脅
か
さ
れ
、
国
家
が
保

護
す
る
責
任
を
果
た
せ
な
い
場
合
に

は
、
国
際
社
会
に
そ
の
責
任
が
あ
る

と
考
え
る
。

　
と
こ
ろ
が
ア
ジ
ア
に
お
い
て
は
、

国
家
の
主
権
を
重
視
し
、
国
内
の
紛

争
に
対
し
、
国
際
社
会
が
介
入
す
る

こ
と
に
慎
重
な
姿
勢
を
示
す
ケ
ー
ス

が
多
い
。
例
え
ば
、
モ
ロ
・
イ
ス
ラ

ム
解
放
戦
線
と
政
府
軍
が
紛
争
を
繰

り
広
げ
て
い
る
フ
ィ
リ
ピ
ン
・
ミ
ン

ダ
ナ
オ
島
で
も
、
国
連
は
何
ら
関
与

し
て
い
な
い
。
統
治
能
力
が
な
い
と

見
な
さ
れ
る
こ
と
を
同
国
政
府
が
嫌

っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
今
は
マ
レ

ー
シ
ア
と
ブ
ル
ネ
イ
、
そ
れ
に
リ
ビ

ア
と
い
う
ム
ス
リ
ム
の
国
々
の
国
際

監
視
団
が
、
ゲ
リ
ラ
側
の
同
意
を
得

て
安
定
化
を
図
っ
て
い
る
よ
う
な
状

況
だ
。
ア
ジ
ア
の
平
和
と
ガ
バ
ナ
ン

ス
の
関
係
に
お
い
て
は
、
国
連
や
欧

米
中
心
の
多
国
籍
軍
で
は
な
く
、
よ

り
柔
軟
で
多
様
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
模

索
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

　
東
ア
ジ
ア
の
歴
史
問
題
に
関
し
て

は
、
昨
年
中
国
で
ヒ
ッ
ト
し
た
「
南

　
足
羽
　
ア
ジ
ア
に
は
世
界
の
人
口

の
半
分
以
上
が
集
中
し
、
そ
の
６
割

が
青
年
層
で
あ
る
。
こ
う
し
た
新
世

代
の
活
力
を
資
本
と
し
て
、
ア
ジ
ア

の
新
し
い
価
値
や
活
動
の
う
ね
り
が

生
ま
れ
、
重
層
的
か
つ
多
様
な
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
が
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
る
。

文
化
は
生
活
様
式
や
モ
ノ
だ
け
で
な

く
、
多
様
な
価
値
の
集
積
で
あ
り
、

経
済
や
政
治
も
じ
つ
は
特
定
の
価
値

に
基
づ
く
文
化
的
活
動
で
も
あ
る
。

躍
進
す
る
ア
ジ
ア
の
最
重
要
課
題
は

平
和
と
安
定
で
あ
る
。
今
回
は
、「
文

化
」「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」、
そ
し
て
価

値
実
現
の
た
め
の
新
し
い
「
ガ
バ
ナ

ン
ス
」、
こ
の
３
つ
を
キ
ー
ワ
ー
ド

に
、
ア
ジ
ア
に
お
け
る
平
和
の
基
盤

の
形
成
を
考
え
て
い
き
た
い
。

　
李
　
最
近
は
、
国
際
政
治
や
安
全

保
障
の
分
野
で
も
、
文
化
が
中
心
的

な
論
点
に
な
っ
て
き
た
。な
ぜ
な
ら
、

冷
戦
後
の
流
動
的
な
世
界
に
お
い
て

は
、
経
済
的
な
財
貨
の
奪
い
合
い
だ

け
で
な
く
、
文
化
の
違
い
そ
の
も
の

が
紛
争
の
原
因
に
な
っ
て
い
る
か
ら

だ
。
い
わ
ば
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー

の
衝
突
で
あ
る
。

　
狭
い
範
囲
の
東
ア
ジ
ア
を
考
え
た

場
合
、
比
較
的
文
化
の
共
通
性
が
あ

る
た
め
、
相
手
を
全
面
否
定
す
る
よ

う
な
紛
争
の
可
能
性
は
低
い
。た
だ
、

人
は
遠
い
存
在
と
の
比
較
で
は
な

く
、近
い
と
こ
ろ
に
他
者
を
見
つ
け
、

そ
の
差
別
化
に
よ
っ
て
ア
イ
デ
ン
テ

ィ
テ
ィ
ー
を
作
り
出
す
。
フ
ロ
イ
ト

の
指
摘
ど
お
り
、
大
き
な
違
い
に
は

寛
大
に
な
れ
て
も
、
さ
さ
い
な
違
い

に
対
し
て
攻
撃
的
に
な
る
こ
と
が
あ

る
の
で
厄
介
だ
。
東
ア
ジ
ア
、
と
り

わ
け
日
中
韓
の
よ
う
に
共
通
性
が
高

い
と
こ
ろ
ほ
ど
、
相
違
に
敏
感
に
な

り
、
感
受
性
が
重
要
に
な
る
。

　
一
方
、
東
ア
ジ
ア
地
域
統
合
の
現

状
で
は
、
経
済
が
不
釣
り
合
い
に
先

行
し
、
そ
の
後
を
追
い
か
け
る
よ
う

に
国
家
が
戦
略
的
に
動
こ
う
と
し
て

い
る
。そ
れ
に
対
し
、市
民
社
会
が
立

ち
遅
れ
て
い
る
の
が
一
番
の
問
題
だ

と
考
え
る
。
市
民
社
会
は
普
遍
的
な

価
値
創
造
に
向
け
た
積
極
的
な
契
機

に
な
り
得
る
が
、
成
熟
し
て
い
る
部

分
も
あ
れ
ば
、
ま
だ
偏
狭
な
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム
に
よ
っ
て
縦
割
り
に
分
断

さ
れ
て
い
る
部
分
も
あ
る
。
日
中
韓

そ
れ
ぞ
れ
の
市
民
社
会
が
い
か
に
質

を
高
め
て
い
く
か
が
今
後
の
課
題

京
！
南
京
！
」
に
つ
い
て
触
れ
て
お

き
た
い
。
こ
の
映
画
の
主
人
公
は
、

中
国
人
を
殺
せ
と
い
う
命
令
に
従
え

ず
に
悩
む
日
本
兵
だ
。
中
国
の
ネ
ッ

ト
で
は「
日
本
人
を
美
化
し
す
ぎ
だ
」

と
い
う
意
見
と
と
も
に
、
多
く
の
人

が
「
日
本
人
の
こ
う
い
う
側
面
を
認

め
る
べ
き
だ
」
と
コ
メ
ン
ト
。
少
し

ず
つ
歴
史
の
大
き
な
溝
が
埋
ま
っ
て

い
く
萌
芽
（
ほ
う
が
）
が
見
ら
れ
た

よ
う
に
思
う
。

　
落
合
　
私
の
専
門
で
あ
る
ラ
テ
ン

ア
メ
リ
カ
や
ヒ
ス
パ
ニ
ッ
ク
文
化
圏

か
ら
東
ア
ジ
ア
の
問
題
を
考
え
、
２

つ
の
観
点
を
提
示
し
た
い
。

　
１
つ
は
、
経
済
関
係
主
軸
の
２
国

間
関
係
を
、
い
か
に
他
国
を
含
む
総

合
的
な
も
の
に
発
展
さ
せ
て
い
け
る

か
で
あ
る
。

　
つ
い
最
近
、
メ
キ
シ
コ
の
カ
ル
デ

ロ
ン
大
統
領
が
来
日
し
、
２
０
１
０

年
の
11
月
か
ら
12
月
に
か
け
開
催
さ

れ
る
Ｃ
Ｏ
Ｐ
16
の
議
長
国
と
し
て
日

だ
。

　
戦
後
の
ア
ジ
ア
に
お
い
て
最
も
先

行
し
て
市
民
社
会
を
築
い
た
の
は
日

本
だ
。
そ
こ
で
生
ま
れ
た
開
放
的
な

文
化
、
言
い
方
を
変
え
る
と
「
日
本

的
」
で
は
な
い
日
本
の
文
化
が
広
く

ア
ジ
ア
で
受
容
さ
れ
て
い
る
。
か
つ

て
リ
ー
・
ク
ア
ン
ユ
ー
氏
ら
が
唱
え

た
ア
ジ
ア
的
価
値
は
、
復
古
的
で
権

威
主
義
の
正
当
化
が
感
じ
ら
れ
た
。

も
っ
と
未
来
に
向
け
た
ア
ジ
ア
共
通

の
価
値
と
は
ど
ん
な
も
の
な
の
か
。

日
本
の
経
験
を
踏
ま
え
、
そ
う
し
た

実
験
に
も
取
り
組
ん
で
い
く
べ
き
だ

く
り
の
場
に
も
な
っ
て
い
て
興
味
深

い
。

　
も
う
１
つ
は
、
福
岡
ア
ジ
ア
美
術

館
が
行
う
ア
ジ
ア
の
若
手
芸
術
家
の

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
形
成
の
取
り
組
み

だ
。「
共
再
生
　
明
日
を
つ
く
る
た

め
に
」
と
銘
打
っ
た
昨
年
の
ト
リ
エ

ン
ナ
ー
レ
は
、
人
と
の
関
係
性
に
お

い
て
肯
定
的
な
現
代
的
感
性
に
あ
ふ

れ
、
戦
争
や
暴
力
を
扱
っ
た
作
品
も

多
か
っ
た
。ベ
ト
ナ
ム
の
作
家
は「
平

和
の
母
」
と
題
し
、
迷
彩
柄
の
美
し

い
ド
レ
ス
を
展
示
。
平
和
の
た
め
の

戦
争
と
い
う
主
張
へ
の
皮
肉
と
、
暴

力
の
記
憶
を
も
包
摂
す
る
母
性
へ
の

ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ト
な
期
待
を
込
め

た
。

　
私
は
こ
の
よ
う
な
人
た
ち
が
つ
く

り
出
す
新
た
な
教
養
に
期
待
し
て
い

る
。
こ
の
世
代
に
は
宮
崎
駿
監
督
の

映
画
の
フ
ァ
ン
が
多
い
。
彼
の
映
画

に
は
戦
争
や
和
解
、
ア
ジ
ア
的
な
ア

ニ
ミ
ズ
ム
、
自
然
観
、
多
様
な
価
値

観
の
せ
め
ぎ
合
い
と
共
生
、
そ
し
て

き
ず
な
が
描
か
れ
て
お
り
、
そ
う
し

た
題
材
に
ア
ジ
ア
人
の
共
通
意
識
が

生
ま
れ
、
ア
ジ
ア
発
の
平
和
思
想
の

核
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
注
目
し

て
い
る
。

と
考
え
る
。

　
足
羽
　
ア
ジ
ア
は
植
民
地
経
験
が

あ
り
、
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
や
そ
の

後
も
内
戦
や
動
乱
を
経
験
し
て
き

た
。
そ
の
ア
ジ
ア
が
新
た
な
価
値
に

基
づ
く
活
力
あ
る
平
和
な
共
同
体
を

構
想
す
る
と
き
、
私
は
ア
ジ
ア
の
若

者
た
ち
に
よ
る
多
様
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
の
事
例
に
注
目
し
た
い
。

　
１
つ
は
選
挙
監
視
の
ア
ジ
ア
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
（
Ａ
Ｎ
Ｆ
Ｅ
Ｒ
Ｅ
Ｌ
）。

本
部
を
バ
ン
コ
ッ
ク
に
置
く
Ｎ
Ｇ
Ｏ

で
あ
る
。
こ
の
十
数
年
の
間
に
ア
フ

ガ
ニ
ス
タ
ン
、
パ
キ
ス
タ
ン
、
東
テ

ィ
モ
ー
ル
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
な
ど
で
25

回
選
挙
監
視
を
行
っ
て
き
た
。
私
も

こ
こ
と
ス
リ
ラ
ン
カ
で
選
挙
監
視
を

行
っ
た
が
、
ア
ジ
ア
各
国
か
ら
20
、

30
代
の
若
者
中
心
に
、
１
回
の
選
挙

に
１
０
０
人
以
上
が
集
合
し
て
選
挙

監
視
を
行
う
。
若
い
世
代
が
と
も
に

同
じ
ア
ジ
ア
の
国
の
民
主
主
義
が
生

ま
れ
る
選
挙
と
い
う
場
に
立
ち
会

い
、
現
場
で
公
正
さ
や
自
由
、
政
治

参
加
の
意
義
を
伝
え
再
考
す
る
。
同

時
に
自
国
の
問
題
に
つ
い
て
も
真
剣

に
話
し
合
う
。
ア
ジ
ア
の
次
世
代
を

担
う
人
材
の
能
力
開
発
や
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
形
成
、
ア
ジ
ア
共
通
の
意
識
づ

本
の
首
脳
と
意
見
交
換
を
し
、
国
連

大
学
で
も
地
球
温
暖
化
に
つ
い
て
講

演
を
行
っ
た
。
同
じ
東
ア
ジ
ア
で
も

中
国
に
求
め
る
も
の
と
は
違
う
共
有

可
能
性
を
日
本
に
提
案
し
て
き
た
わ

け
だ
。
環
境
問
題
や
移
民
、
社
会
的

格
差
と
い
っ
た
世
界
共
通
の
課
題
に

取
り
組
む
と
き
、
ま
ず
個
別
に
連
携

を
深
め
、
共
感
を
得
な
が
ら
世
界
に

発
信
し
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
も
あ
り
得

る
の
で
は
な
い
か
。

　
２
点
目
は
、
２
国
間
関
係
や
東
ア

ジ
ア
と
い
う
枠
を
超
え
た
グ
ロ
ー
バ

ル
な
文
明
史
的
な
問
題
提
起
を
し
な

が
ら
、
日
本
や
東
ア
ジ
ア
の
経
験
を

世
界
に
発
信
す
る
可
能
性
に
つ
い
て

で
あ
る
。

　
今
は
Ｇ
７
か
ら
Ｇ
20
に
重
心
が
移

動
し
つ
つ
あ
る
。
Ｇ
７
で
非
欧
米
圏

の
国
は
日
本
だ
け
だ
っ
た
が
、
Ｇ
20

に
な
る
と
、
中
国
、
イ
ン
ド
、
ブ
ラ

ジ
ル
、
韓
国
、
メ
キ
シ
コ
、
イ
ン
ド

ネ
シ
ア
な
ど
が
加
わ
り
、
11
カ
国
に

拡
大
す
る
。
こ
れ
は
非
欧
米
圏
の
近

代
社
会
の
存
在
感
を
示
す
数
字
だ
と

い
っ
て
も
い
い
。

　
近
代
西
洋
の
根
本
に
あ
る
の
は
弁

証
法
的
な
考
え
方
だ
。
Ａ
と
Ｂ
と
い

う
文
明
が
出
合
う
と
、
衝
突
や
摩
擦

が
生
じ
て
、
よ
り
高
次
の
Ｃ
が
誕
生

す
る
と
い
う
モ
デ
ル
で
あ
る
。
し
か

し
、
非
欧
米
圏
の
多
く
の
社
会
で
は

Ａ
と
Ｂ
の
両
方
を
並
行
し
て
維
持
す

る
か
、
少
し
ず
つ
形
を
変
え
な
が
ら

吸
収
。
そ
の
ほ
う
が
安
定
感
が
あ
る

こ
と
を
歴
史
が
示
し
て
い
る
。

　
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
時
代
に
文
化
問

題
を
考
え
る
と
き
、
東
ア
ジ
ア
文
明

の
枠
を
超
え
「
非
欧
米
圏
の
近
代
社

会
と
は
何
な
の
か
」
と
い
っ
た
、
よ

り
広
い
共
通
の
問
い
を
立
て
て
み
て

は
ど
う
か
。
グ
ロ
ー
バ
ル
世
界
と
い

っ
て
も
、
そ
の
手
触
り
は
わ
か
り
に

く
い
。
こ
う
し
た
観
点
は
、
世
界
の

共
通
性
や
多
様
性
に
接
近
す
る
１
つ

の
手
が
か
り
に
も
な
る
と
考
え
る
。

　
足
羽
　
本
日
は
、
各
先
生
か
ら
そ

れ
ぞ
れ
示
唆
に
富
む
話
を
伺
っ
た
。

そ
の
上
で
日
本
文
化
が
持
つ
文
化
資

源
を
再
認
識
し
、
ア
ジ
ア
の
平
和
に

寄
与
す
る
文
化
を
中
心
に
据
え
た
ガ

バ
ナ
ン
ス
の
重
要
性
が
指
摘
で
き

る
。
最
後
に
青
木
先
生
か
ら
文
化
政

策
な
ど
に
つ
い
て
コ
メ
ン
ト
を
。

　
青
木
　
日
本
は
こ
れ
だ
け
開
か
れ

た
受
容
性
で
、
異
文
化
を
混
成
化
し

て
き
た
が
、
人
間
関
係
・
社
会
関
係

の
同
類
社
会
的
閉
鎖
性
を
い
か
に
打

破
し
て
い
け
る
か
。
こ
れ
が
こ
れ
か

ら
の
大
き
な
課
題
だ
。
文
化
政
策
の

さ
ら
な
る
発
展
と
充
実
の
た
め
に
は

理
論
面
と
実
践
面
で
の
研
究
の
蓄
積

は
強
く
望
ま
れ
る
。
そ
こ
で
培
わ
れ

た
成
果
を
政
治
や
社
会
に
反
映
さ
せ

る
具
体
的
で
有
効
な
方
法
を
し
っ
か

り
つ
く
る
必
要
が
あ
る
。

一橋大学 
東アジア政策研究プロジェクト

主催：一橋大学国際共同研究センター　http://www.ijrc.hit-u.ac.jp/

広
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東
ア
ジ
ア
地
域
の
著
し
い
発
展
と
そ
の
潜

在
性
が
多
く
の
関
心
を
集
め
る
中
、
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
、

地
域
各
国
同
士
の
関
係
構
築
と
安
定
し
た
成

長
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
都
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
２
回

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
開
催
さ
れ
た
。

X基調講演X東アジア文化圏の形成と日本の役割

青山学院大学院特任教授
前文化庁長官 青木　保氏

国
家
主
権
よ
り
平
和
を
最
優
先
に
　
秋
山
氏

非
欧
米
圏
の
近
代
社
会
ア
ピ
ー
ル
　
落
合
氏

同
類
社
会
的
閉
鎖
性
を
打
ち
破
る
　
青
木
氏

東
ア
ジ
ア
大
学
院
大
学
構
想
に
期
待 市

民
社
会
の
質
の
向
上
が
課
題
　
李
　
氏

若
者
た
ち
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
注
目
　
足
羽
氏

李　氏

秋山氏

落合氏

足羽氏
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新
た
な
共
通
の
価
値
創
造

現
代
日
本
の

豊
か
な
文
化
資
源
を
活
用
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