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本
稿
は
、
二
〇
〇
七
年
五
月
二
六
日
に
ア
ジ
ア
研
究

所
「
ア
ジ
ア
・
ウ
ォ
ッ
チ
ャ
ー
」
の
一
環
と
し
て
私
が

過
日
講
演
し
た
内
容
を
文
章
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
一

〇
年
ぶ
り
に
訪
れ
た
亜
細
亜
大
学
の
キ
ャ
ン
パ
ス
は
、

当
時
の
印
象
そ
の
ま
ま
に
緑
豊
か
で
、
太
陽
の
光
が
さ

ん
さ
ん
と
降
り
注
ぎ
、
緑
が
一
層
ま
ぶ
し
く
感
じ
ら
れ
た
。

　
講
演
の
題
目
「
二
〇
〇
八
年
危
機
」
と
は
、
次
の
よ

う
な
意
味
で
あ
る
。
一
九
九
〇
年
代
か
ら
小
泉
政
権
に

至
る
政
界
再
編
は
当
時
の
自
民
党
保
守
本
流
の
影
響
力

を
削
い
で
し
ま
い
、
後
者
の
主
導
し
て
き
た
経
済
重
点

路
線
（
他
方
で
「
土
建
国
家
」
の
隆
盛
）
は
修
正
を
余

儀
な
く
さ
れ
て
き
て
し
ま
っ
た
。
行
き
着
い
た
先
が
、

現
在
の
安
倍
政
権
に
よ
る
「
主
張
す
る
外
交
」
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
日
本
の
周
り
の
国
々
は
安
倍
政
権
の
「
主

張
す
る
外
交
」
と
は
正
反
対
に
、
か
な
り
協
調
主
義
的

に
見
え
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
例
え
ば
、
二
〇
〇
八

年
三
月
の
台
湾
総
統
選
挙
で
国
民
党
が
勝
利
す
る
よ
う

な
こ
と
が
起
こ
れ
ば
、
中
台
関
係
は
い
っ
そ
う
協
調

ム
ー
ド
に
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
同
八
月
に
は
北

京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
が
開
催
さ
れ
る
が
、
恐
ら
く
成
功
裡

に
終
わ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
十
一
月
の
ア
メ
リ
カ
大
統

領
選
で
も
し
も
民
主
党
が
勝
っ
て
、
ク
リ
ン
ト
ン
政
権

の
と
き
の
よ
う
な
米
中
協
調
が
進
ん
だ
ら
、
ど
う
な
る

伊
　
藤
　
　
　
剛

　
　
　
　
　
　
　
　
― 

中
国
の
大
国
化
と
日
米
同
盟
の
限
界

「
二
〇
〇
八
年
危
機
」
の
可
能
性

だ
ろ
う
か
。
日
本
以
外
の
近
隣
ア
ジ
ア
諸
国
は
平
和
で

協
調
主
義
的
な
ム
ー
ド
で
あ
り
、
日
本
だ
け
が
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
で
「
主
張
す
る
外
交
」
を
展
開
し
て

い
る
こ
と
に
な
る
。
か
つ
て
自
民
党
は
、
経
済
中
心
主

義
を
モ
ッ
ト
ー
に
近
隣
諸
国
に
賠
償
や
政
府
開
発
援
助

を
道
具
と
し
て
協
調
関
係
を
築
い
て
き
た
（
も
っ
と
も

「
土
建
国
家
」
の
対
外
版
で
も
あ
っ
た
が
）
の
で
あ

り
、
日
本
以
外
の
周
辺
諸
国
が
様
々
な
紛
争
に
悩
ん
で

い
る
と
い
う
状
態
で
あ
っ
た
が
、
二
〇
〇
八
年
の
選
挙

の
結
果
次
第
で
は
日
本
が
も
っ
と
も
ア
ジ
ア
で
「
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
」
で
対
米
一
辺
倒
と
な
り
、
周

辺
諸
国
が
ア
ジ
ア
重
視
の
「
協
調
主
義
」
を
唱
え
て
い

る
よ
う
に
見
え
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
。
私
の
言
う

「
二
〇
〇
八
年
危
機
」
と
は
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で

あ
っ
て
、
ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域
の
国
際
関
係
は
、
着
実

に
そ
の
よ
う
な
方
向
に
変
容
し
て
い
る1

。

　
実
際
、
そ
の
兆
候
は
、
北
朝
鮮
を
め
ぐ
る
六
者
協
議

に
も
、
中
国
を
め
ぐ
る
国
境
問
題
に
も
現
れ
て
い
る
。

前
者
に
関
し
て
、
日
本
の
拉
致
問
題
は
韓
国
を
も
含
め

て
広
範
な
国
際
的
支
持
を
得
ら
れ
な
い
ま
ま
で
あ
る
。

後
者
に
関
し
て
言
え
ば
、
今
や
中
国
と
国
境
紛
争
を
抱

え
る
国
は
、
イ
ン
ド
と
日
本
以
外
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な

く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
中
国
の
「
新
安
全
保
障
観
」

は
、
ア
ジ
ア
の
諸
国
と
協
調
主
義
的
ム
ー
ド
を
次
々
と

形
成
し
つ
つ
あ
る
。
中
国
の
「
多
辺
外
交
」
の
真
意
が

本
当
に
協
調
主
義
的
で
あ
る
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
、

周
辺
国
の
方
は
中
国
と
の
関
係
改
善
を
模
索
し
て
損
に

な
る
こ
と
は
何
も
な
い
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
日

本
は
六
〇
年
代
か
ら
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
後
を
見
越
し
て
こ

の
地
域
に
対
し
て
重
点
的
に
経
済
援
助
を
行
っ
て
く
る

と
同
時
に
、
ア
メ
リ
カ
の
役
割
を
補
完
し
て
い
る
と
自

認
し
て
き
た
。
そ
れ
だ
け
に
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
と
の
関
係

は
思
い
入
れ
の
深
い
も
の
が
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
華
僑

が
元
来
多
く
住
ん
で
い
る
こ
の
地
域
で
中
国
と
の
交
易

は
盛
ん
に
な
る
一
方
で
あ
り
、
と
く
に
Ｆ
Ｔ
Ａ
締
結
以

降
、
中
国
の
影
響
力
が
大
き
く
な
っ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
「
東
ア
ジ
ア
の
構
造
的
変
化
」
の
背
景

に
、
中
国
の
経
済
成
長
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
は
言
う

ま
で
も
な
い
。
今
や
中
国
は
、
冷
戦
時
代
の
よ
う
に
、

武
力
を
ち
ら
つ
か
せ
て
周
辺
地
域
を
脅
す
よ
う
な
国
家

で
は
な
く
な
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
中
国
の
将
来
像
を

め
ぐ
る
言
説
は
、
ア
メ
リ
カ
で
も
日
本
で
も
「
脅
威

論
」
と
「
活
用
論
」
と
の
極
論
に
大
き
く
二
分
さ
れ
て

い
る
。
経
済
成
長
以
上
の
ス
ピ
ー
ド
で
伸
び
る
軍
事

費
、
共
産
党
に
よ
る
党
国
体
制
、
地
方
に
お
け
る
暴
動

か
ら
生
じ
て
い
る
社
会
不
安
等
、
経
済
成
長
の
裏
腹
で

大
き
く
な
る
問
題
も
少
な
く
な
い
。
一
方
で
中
国
の
経

済
成
長
は
ア
ジ
ア
諸
国
に
と
っ
て
チ
ャ
ン
ス
だ
と
思
い

つ
つ
も
、
他
方
で
中
国
の
国
力
が
余
り
に
も
大
き
く
な

り
過
ぎ
る
こ
と
を
周
辺
国
は
警
戒
し
て
い
る
。
そ
れ
だ

け
中
国
の
将
来
像
は
、不
確
定
要
因
が
大
き
い
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
急
速
に
変
容
し
て
い
る
国
際

環
境
が
存
在
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
東
ア
ジ
ア
国
際

関
係
が
安
定
す
る
た
め
の
基
本
構
造
は
、
一
九
七
〇
年

代
、
米
中
接
近
か
ら
国
交
正
常
化
が
起
こ
っ
た
頃
の
そ
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れ
か
ら
変
化
し
て
い
な
い
。
ニ
ク
ソ
ン
訪
中
が
行
わ

れ
、
上
海
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
が
発
表
さ
れ
た
の
が
一
九
七
二
年

で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
「
一
九
七
二
年
体
制
」

と
呼
ぼ
う
。
そ
う
す
る
と
、
こ
の
「
一
九
七
二
年
体
制
」

に
は
、
い
く
つ
か
の
特
異
性
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。

　
第
一
に
、
中
国
が
経
済
成
長
す
る
前
提
に
は
立
っ
て

い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
ニ
ク
ソ
ン
訪
中
を

契
機
と
し
て
米
中
関
係
は
七
八
年
に
国
交
正
常
化
を
果

た
し
、
米
台
関
係
は
台
湾
関
係
法
と
い
う
ア
メ
リ
カ
の

国
内
法
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
こ

の
台
湾
関
係
法
に
は
、
①
中
国
か
ら
の
非
平
和
的
手
段

に
よ
る
中
台
統
一
政
策
に
対
し
、
台
湾
が
「
十
分
な
自

衛
力
を
維
持
」
で
き
る
よ
う
な
防
禦
的
物
資
と
役
務
と

を
ア
メ
リ
カ
が
台
湾
に
提
供
す
る
こ
と
、
②
台
湾
人
民

の
安
全
、
社
会
、
経
済
制
度
を
危
う
く
す
る
行
動
に
抵

抗
す
る
た
め
の
ア
メ
リ
カ
政
府
に
よ
る
能
力
維
持
を
明

確
に
し
て
い
る
こ
と
、
③
実
際
に
台
湾
人
民
の
安
全
や

社
会
制
度
、
経
済
制
度
が
脅
威
を
受
け
た
場
合
、
ア
メ

リ
カ
大
統
領
及
び
議
会
が
協
力
し
て
「
適
切
な
行
動
」

を
取
る
こ
と
、
の
三
点
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に

描
か
れ
て
い
る
の
は
、
武
力
を
ち
ら
つ
か
せ
て
周
辺
国

を
恫
喝
す
る
中
国
像
で
あ
る
が
、
当
の
中
国
は
、
す
で

に
こ
の
よ
う
な
外
交
態
様
を
捨
て
切
っ
て
い
る
。
「
一

九
七
二
年
体
制
」
が
形
成
さ
れ
て
か
ら
三
〇
年
以
上
経

ち
、
「
新
安
全
保
障
観
」・「
和
平
崛
起
」
と
い
っ
た

キ
ー
ワ
ー
ド
で
多
国
間
協
調
体
制
を
形
成
し
て
い
る
中

国
は
、
す
で
に
台
湾
関
係
法
で
描
か
れ
た
よ
う
な
軍
事

力
中
心
の
外
交
を
行
う
よ
う
な
国
家
で
は
な
い
。

　
第
二
に
、
台
湾
関
係
法
二
条
に
お
い
て
、
中
華
民
国

政
府
は
台
湾
人
民
の
人
権
状
況
を
改
善
す
る
こ
と
を
求

め
て
い
る
こ
と
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
政
府

は
中
華
民
国
も
「
党
国
体
制
」
の
国
家
で
あ
る
と
見
な

し
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
、
共
産
党
支
配
の

大
陸
と
、
国
民
党
支
配
の
台
湾
と
は
、
同
列
の
政
治
体

制
を
有
す
る
国
家
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ

る
。
そ
の
意
味
で
、
中
華
民
国
に
と
っ
て
将
来
に
お
け

る
民
主
化
は
ア
メ
リ
カ
が
残
し
た
宿
題
で
も
あ
っ
た
。

そ
の
民
主
化
を
台
湾
が
進
め
た
こ
と
は
す
で
に
人
口
に

膾
炙
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
当
の
ア
メ
リ
カ
政
府
に

よ
っ
て
提
供
さ
れ
て
い
る
米
中
台
関
係
の
基
本
枠
組
み

は
三
〇
年
以
前
の
も
の
が
使
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
と
な
る
と
、
将
来
に
お
け
る
問
題
は
二
点
存
在
す

る
。
第
一
に
、
二
〇
〇
八
年
に
次
期
台
湾
総
統
を
決
め

る
選
挙
が
行
わ
れ
る
が
、
選
挙
の
結
果
、
国
民
党
が
勝

利
し
、
民
主
的
に
選
挙
で
選
ば
れ
た
台
湾
総
統
が
、
中

国
と
の
間
で
和
解
、
融
和
、
そ
の
他
「
一
つ
の
中
国
」

を
事
実
と
し
て
是
認
す
る
よ
う
な
こ
と
が
起
き
た
と

き
、
現
行
の
枠
組
み
で
は
何
も
で
き
な
い
と
い
う
こ
と

で
あ
る2

。
第
二
に
、
中
国
の
周
辺
地
域
へ
の
外
交
は
ま

す
ま
す
協
調
的
色
彩
が
濃
く
な
っ
て
き
て
、
日
本
だ
け

が
ア
メ
リ
カ
と
の
同
盟
を
バ
ッ
ク
に
東
ア
ジ
ア
国
際
関

係
の
不
安
定
性
を
叫
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
か

ね
な
い
。
そ
う
な
る
と
、
東
ア
ジ
ア
の
危
機
と
不
安
定

性
と
は
、
中
国
や
北
朝
鮮
で
な
く
、
実
は
日
本
と
ア
メ

リ
カ
と
が
喧
伝
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と

に
な
っ
て
く
る
。
し
か
も
、
ア
メ
リ
カ
大
統
領
選
挙
で

政
権
交
替
が
起
こ
っ
た
ら
、
ア
メ
リ
カ
も
協
調
主
義
的

傾
向
と
な
っ
て
、
日
本
こ
そ
が
諸
悪
の
根
源
の
よ
う
な

様
相
に
な
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
日
本
の
外
交
戦
略
は
、
あ
ま
り
に
も
そ
の
幅
が
狭
い

よ
う
な
気
が
す
る
。
親
米
か
親
中
か
、
軍
事
か
経
済

か
、
と
い
っ
た
レ
ッ
テ
ル
貼
り
は
、
政
策
決
定
者
の
み

な
ら
ず
、
マ
ス
コ
ミ
や
言
論
界
で
も
普
通
に
行
わ
れ
て

い
る
。
親
米
の
人
間
は
保
守
で
あ
り
、
親
中
の
人
間
は

リ
ベ
ラ
ル
だ
と
さ
れ
る
が
、
親
米
リ
ベ
ラ
ル
、
ま
た
は

親
中
保
守
の
言
論
層
は
極
め
て
薄
い
。
外
交
に
お
け
る

選
択
肢
は
、
冷
戦
時
の
よ
う
に
強
烈
な
軍
事
的
対
峙
状

況
が
世
の
中
に
存
在
し
て
い
る
と
き
に
は
、
武
力
放
棄

や
平
和
主
義
と
い
っ
た
極
端
に
リ
ベ
ラ
ル
な
選
択
肢
も

対
抗
軸
と
し
て
影
響
力
を
発
揮
し
た
。
し
か
し
、
冷
戦

後
と
い
う
世
界
戦
争
の
可
能
性
が
減
退
し
た
状
況
下
で

は
、
逆
に
対
抗
軸
と
し
て
の
意
義
が
薄
れ
て
し
ま
っ
て

い
る
だ
け
に
、
真
に
バ
ラ
ン
ス
の
取
れ
た
政
策
論
議
が

必
要
と
な
っ
て
き
て
い
る
。

　
日
本
は
否
が
応
で
も
地
理
的
に
は
ア
ジ
ア
に
属
し
て

い
る
。
第
二
次
世
界
大
戦
後
こ
れ
ま
で
東
ア
ジ
ア
国
際

政
治
の
安
定
は
、
ア
メ
リ
カ
に
よ
る
一
方
的
な
力
の
優

位
、
す
な
わ
ち
「
覇
権
的
構
造
」
に
よ
っ
て
保
持
さ
れ

て
き
た
。
国
際
秩
序
を
安
定
さ
せ
る
条
件
は
、
一
般
的

に
「
勢
力
均
衡
」
と
「
覇
権
」
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま

で
の
ア
メ
リ
カ
は
東
ア
ジ
ア
に
お
い
て
後
者
に
興
味
を

示
し
て
き
た
。
そ
れ
だ
け
に
、
「
東
ア
ジ
ア
共
同
体
」

や
「
東
ア
ジ
ア
サ
ミ
ッ
ト
」
と
い
っ
た
ア
ジ
ア
の
地
域

主
義
的
傾
向
は
、
こ
の
覇
権
的
影
響
力
が
保
持
で
き
な

く
な
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
危
惧
感
を
ア
メ
リ
カ
に

与
え
る
こ
と
と
な
る
。
東
ア
ジ
ア
の
国
際
環
境
は
、
そ

の
制
度
的
枠
組
み
以
上
に
変
容
し
て
お
り
、
そ
の
ス

ピ
ー
ド
は
相
当
程
度
速
く
な
っ
て
い
る
。
実
態
と
制
度

と
を
バ
ラ
ン
ス
さ
せ
る
よ
う
な
外
交
政
策
こ
そ
が
、
現

在
必
要
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

1  

楊
毅
主
編
『
国
際
戦
略
形
勢
分
析
　
二
〇
〇
三
―
二
〇
〇
四
』

　
国
防
大
学
出
版
社
（
北
京
）、
二
〇
〇
四
年
、
第
四
章
・
第
七
章
。

2 

伊
藤
剛
「
九
・
一
一
後
の
米
中
台
関
係
」
日
本
国
際
問
題
研
究

　
所
『
国
際
問
題
』
二
〇
〇
四
年
二
月
号
、
及
び
、
伊
藤
「
米
中

　
関
係
に
お
け
る
『
一
九
七
二
年
体
制
』
の
変
容
」
日
本
国
際
問

　
題
研
究
所
『
国
際
問
題
』
二
〇
〇
七
年
三
月
号
。

（
い
と
う
つ
よ
し
・
明
治
大
学
政
治
経
済
学
部
教
授
）
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