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論説

一
　
戦
後
ア
ジ
ア
の
政
治
的
位
相

　
現
代
の
ア
ジ
ア
は
、
何
ら
か
の
形
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
を
機
軸
と
す
る
歴
史
認
識
に
対
し
て
、
大
き
な
挑
戦
を
果
た
し
て
い
る
。
戦
後

世
界
に
お
い
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
か
ら
見
て
、
ア
ジ
ア
は
遅
れ
た
地
域
で
あ
り
、
経
済
発
展
な
ど
二
〇
世
紀
中
に
は
不
可
能
だ
と
思
わ

　
　
　
　
　
　

れ
て
い
た
。
そ
の
ア
ジ
ア
が
現
代
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
の
世
界
史
解
釈
に
、
奇
跡
的
な
大
き
な
挑
戦
を
果
た
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ア

ジ
ア
N
I
E
S
や
ア
セ
ア
ン
諸
国
を
中
心
と
し
て
、
ア
ジ
ア
、
そ
れ
も
と
り
わ
け
東
ア
ジ
ア
と
東
南
ア
ジ
ア
は
、
二
〇
世
紀
後
半
に
至
っ

て
、
予
想
を
は
る
か
に
越
え
る
経
済
成
長
を
果
た
し
て
い
る
の
だ
。

　
戦
後
の
ア
ジ
ア
か
ら
億
、
今
日
の
ア
ジ
ア
は
予
想
す
る
こ
と
は
、
ま
っ
た
く
不
可
能
で
あ
っ
た
。
ア
ジ
ア
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
と
太

平
洋
戦
争
の
傷
跡
が
深
く
刻
印
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
不
幸
な
戦
後
を
歩
ん
で
い
っ
た
。
そ
の
具
体
的
な
例
は
、
戦
後
の
四
つ
の
分
断
国
家

の
内
で
、
三
つ
ま
で
が
ア
ジ
ア
に
存
在
し
て
い
た
ど
い
う
事
実
を
み
れ
ば
、
明
ら
か
だ
。
周
知
の
よ
う
に
、
四
つ
の
分
断
国
家
と
は
、
東

西
ド
イ
ツ
、
南
北
ベ
ト
ナ
ム
、
朝
鮮
・
韓
国
、
そ
し
て
中
国
・
台
湾
で
あ
っ
た
。

　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
冷
戦
が
、
東
西
ド
イ
ツ
を
中
心
に
世
界
的
な
展
開
を
始
め
て
い
た
頃
、
そ
の
裏
側
に
位
置
す
る
ア
ジ
ア
で
も
、
こ
の
冷
戦

の
影
響
か
ら
自
由
で
は
な
か
っ
た
。
一
九
四
九
年
一
〇
月
に
中
国
共
産
党
が
、
大
陸
中
国
で
政
権
を
奪
取
す
る
と
、
国
民
党
は
台
湾
に
亡

命
し
、
こ
こ
に
二
つ
の
中
国
が
成
立
し
た
。
そ
の
一
年
後
の
一
九
五
〇
年
六
月
中
は
、
朝
鮮
戦
争
が
勃
発
し
、
こ
こ
に
南
北
朝
鮮
の
分
断

が
決
定
的
な
も
の
と
な
っ
た
。
ベ
ト
ナ
ム
に
お
い
て
も
、
一
九
五
七
年
に
デ
ィ
エ
ン
ベ
ン
フ
ィ
ー
の
戦
い
に
破
れ
た
フ
ラ
ン
ス
に
肩
代
わ

り
し
て
、
ア
メ
リ
カ
が
ベ
ト
ナ
ム
に
乗
り
込
む
こ
と
と
な
っ
た
。

　
地
勢
学
的
な
発
想
か
ら
す
る
と
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
の
内
部
に
ソ
連
と
中
国
と
い
う
社
会
主
義
国
家
が
位
置
し
、
そ
の
周
辺
を
資
本
主

義
国
家
が
位
置
し
、
こ
の
周
辺
国
家
は
、
と
り
わ
け
ア
メ
リ
カ
の
支
援
を
受
け
な
が
ら
、
政
治
的
安
定
を
保
っ
た
の
が
、
戦
後
の
ア
ジ
ア
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で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
資
本
主
義
の
援
助
の
下
に
あ
っ
た
韓
国
、
台
湾
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
タ
イ
、
マ
レ
ー
シ
ア
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、
イ

ン
ド
ネ
シ
ア
、
南
ベ
ト
ナ
ム
と
、
社
会
主
義
の
援
助
の
下
に
あ
っ
た
北
朝
鮮
、
北
ベ
ト
ナ
ム
、
ラ
オ
ス
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
と

い
う
二
つ
の
国
家
グ
ル
ー
プ
の
対
立
図
式
が
成
立
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
ア
ジ
ア
は
、
資
本
主
義
側
で
あ
れ
、
あ
る
い
は
社
会
主

義
側
で
あ
れ
、
停
滞
の
ア
ジ
ア
と
し
て
し
か
、
認
識
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。

　
戦
後
の
世
界
は
、
ア
メ
リ
カ
と
ソ
連
に
よ
っ
て
分
断
さ
れ
た
と
い
っ
て
も
、
あ
な
が
ち
間
違
い
で
は
な
い
。
そ
の
過
程
で
、
ア
ジ
ア
、

ア
フ
リ
カ
、
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
は
、
一
括
し
て
第
三
世
界
と
呼
ば
れ
た
。
ア
ジ
ア
は
独
自
な
地
域
と
し
て
認
識
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
ア

フ
リ
カ
や
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
と
と
も
に
、
停
滞
し
た
地
域
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
第
三
世
界
は
戦
後
世
界
の
中
で
、
資
本
主
義
と
社
会
主
義
の
陣
営
論
争
の
渦
中
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
す
な

わ
ち
、
世
界
の
解
放
は
資
本
主
義
に
よ
っ
て
可
能
な
の
か
、
あ
る
い
は
社
会
主
義
に
よ
っ
て
可
能
な
の
か
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
論
争
の

渦
中
に
、
第
三
世
界
の
国
々
は
置
か
れ
た
の
だ
。
そ
の
た
め
、
第
三
世
界
は
米
ソ
両
陣
営
の
多
数
派
工
作
の
舞
台
と
な
っ
た
。

　
一
九
五
〇
年
代
、
い
ま
だ
冷
戦
が
冷
め
や
ら
な
い
時
代
に
あ
っ
て
、
第
三
世
界
は
、
ア
メ
リ
カ
側
に
つ
い
て
自
ら
の
国
家
の
自
立
を
果

た
す
べ
き
か
、
あ
る
は
ソ
連
側
に
つ
い
て
自
ら
の
国
家
の
自
立
を
果
た
す
べ
き
か
に
悩
ん
だ
。
多
く
の
開
発
途
上
国
に
お
い
て
、
資
本
主

義
は
帝
国
主
義
的
な
関
係
を
第
三
世
界
と
結
ぶ
傾
向
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
う
懸
念
が
あ
り
、
そ
の
意
味
で
、
社
会
主
義
に
傾
倒
し
な

が
ら
、
国
家
建
設
を
す
す
め
る
事
例
が
多
く
な
っ
た
。
キ
ュ
ー
バ
の
カ
ス
ト
ロ
、
エ
ジ
プ
ト
の
ナ
セ
ル
、
あ
る
い
は
北
朝
鮮
の
金
日
正
、

パ
レ
ス
テ
ィ
ナ
の
ア
ラ
フ
ァ
ト
な
ど
が
、
そ
の
よ
い
例
と
い
え
よ
う
。

　
し
か
し
、
一
九
六
〇
年
代
に
な
る
と
、
米
ソ
の
間
に
雪
解
け
を
迎
え
、
第
三
世
界
は
米
ソ
の
援
助
競
争
の
ア
リ
ー
ナ
を
形
成
す
る
よ
う

に
な
っ
た
。
外
交
は
国
連
に
う
つ
り
、
国
連
の
総
会
で
の
多
数
派
工
作
こ
そ
、
米
ソ
援
助
競
争
の
条
件
を
形
づ
く
っ
た
。
端
的
に
い
え

ば
、
一
九
五
〇
年
代
は
、
軍
事
的
な
意
味
合
い
に
お
い
て
、
第
三
世
界
が
米
ソ
の
ア
リ
ー
ナ
で
あ
っ
た
が
、
一
九
六
〇
年
代
は
米
ソ
の
余
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剰
資
本
の
投
資
先
と
し
て
、
’
あ
る
い
は
余
剰
生
産
物
の
市
場
と
し
て
第
三
世
界
の
分
割
が
始
ま
っ
た
。
そ
の
意
味
で
、
一
九
六
〇
年
代

は
、
，
軍
事
に
か
わ
っ
て
経
済
的
な
意
味
合
い
で
の
米
ソ
分
割
が
お
こ
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
つ
畑
卵

　
そ
の
間
、
こ
の
米
ソ
の
競
争
に
巻
き
込
ま
れ
な
い
よ
う
に
と
い
う
意
味
で
、
非
同
盟
中
立
の
思
想
が
、
一
定
に
力
を
発
揮
し
始
め
た
。

イ
ン
ド
の
ネ
ー
ル
首
相
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
ス
カ
ル
ノ
大
統
領
、
あ
る
い
は
エ
ジ
プ
ト
の
ナ
セ
ル
大
統
領
な
ど
が
、
そ
の
積
極
的
な
推
進

者
で
あ
っ
元
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
ア
ジ
ア
は
第
三
世
界
の
一
つ
の
パ
ー
ト
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
ま
た
米
ソ
の
政
治
的
・
軍
事
的
な
対

立
の
ア
リ
ー
ナ
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
。

　
し
か
し
、
そ
の
ア
ジ
ア
が
他
の
ア
フ
リ
カ
や
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
と
大
き
く
異
な
る
発
展
を
遂
げ
る
よ
う
に
な
る
に
は
、
ベ
ト
ナ
ム
戦
争

に
立
ち
戻
る
必
要
が
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
と
は
、
一
九
六
五
年
か
ら
本
格
的
に
始
ま
っ
た
ア
メ
リ
カ
に
よ
る
北
ベ
ト
ナ

ム
へ
の
爆
撃
に
端
を
発
し
て
い
る
戦
争
を
指
す
。
以
来
、
こ
の
戦
争
は
一
九
七
一
年
の
和
平
交
渉
に
よ
る
停
戦
ま
で
、
六
年
に
及
ぶ
。
そ

の
後
、
停
戦
以
後
も
北
ベ
ト
ナ
ム
の
攻
勢
が
続
き
、
一
九
七
五
年
の
北
ベ
ト
ナ
ム
に
よ
る
武
力
解
放
の
結
果
、
南
北
ベ
ト
ナ
ム
が
統
一
す

　
　
　
　
　
　
ヨ
　

る
こ
と
に
な
る
。

　
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
東
南
ア
ジ
ア
は
こ
の
結
果
、
明
確
に
資
本
主
義
側
ア
ジ
ア
と
、
社
会
主
義
側
ア
ジ
ア
に
分
断
さ
れ
る
。
資
本

主
義
側
ア
ジ
ア
に
は
、
ア
セ
ア
ン
諸
国
が
位
置
す
る
ζ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
フ
そ
り
ピ
ン
、
タ
イ
、
マ
レ
ー
シ
ア
、
シ
ン
ガ
ポ
ー

ル
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
そ
し
て
ブ
ル
ネ
イ
だ
。
そ
れ
に
対
し
て
社
会
主
義
側
の
ア
ジ
ア
に
は
、
ベ
ト
ナ
ム
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
、
ラ
オ
ス
、

ミ
ャ
ン
マ
ー
が
位
置
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
第
三
世
界
と
し
て
一
括
さ
れ
た
ア
ジ
ア
、
ア
フ
リ
カ
、
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
の
諸
地
域
の
中
で
、
ア
ジ
ア
そ
れ
も
と
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
　

わ
け
東
ア
ジ
ア
、
東
南
ア
ジ
ア
は
著
し
い
経
済
発
展
に
成
功
し
た
。
こ
の
よ
う
な
発
展
が
可
能
で
あ
っ
た
の
は
何
故
か
。
そ
の
理
由
を
問

う
と
同
時
に
、
実
は
ア
ジ
ア
が
停
滞
の
ア
ジ
ア
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
を
、
ど
の
よ
う
に
近
代
史
解
釈
の
中
に
位
置
づ
け
て
い
け
ば
巳
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よ
い
の
か
。
ア
ジ
ア
の
発
展
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
を
中
心
と
し
た
世
界
史
解
釈
に
大
き
な
挑
戦
を
も
た
ら
し
た
。

　
問
題
は
、
こ
の
ア
ジ
ア
、
と
り
わ
け
東
南
ア
ジ
ア
に
あ
っ
て
は
、
経
済
の
成
功
と
と
も
に
、
新
た
な
課
題
を
突
き
つ
け
て
き
て
い
る
と

い
う
点
に
あ
る
。
そ
れ
は
軍
事
化
と
民
主
化
と
い
う
課
題
だ
。

　
確
か
に
東
南
ア
ジ
ア
は
、
驚
異
の
経
済
発
展
を
遂
げ
た
。
し
か
し
、
民
主
化
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
の
歴
史
か
ら
す
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
　

ば
、
市
民
革
命
と
産
業
革
命
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
を
形
成
す
る
二
大
要
素
で
あ
っ
た
。
市
民
革
命
に
よ
っ
て
、
民
主
主
義
が
実
現
し
、
そ

の
結
果
と
し
て
自
由
に
労
働
に
参
加
で
き
る
市
民
社
会
を
前
提
と
し
て
、
産
業
革
命
が
起
こ
っ
た
の
だ
。
こ
の
市
民
革
命
1
1
民
主
化
と
産

業
革
命
1
1
工
業
化
は
、
成
熟
し
た
資
本
主
義
社
会
を
形
成
す
る
た
め
の
必
須
の
要
素
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
、
東
南
ア
ジ
ア
に
お
い
て
、
果
た
し
て
民
主
化
が
成
功
し
た
の
か
ど
う
か
。
あ
る
い
は
民
主
主
義
を
経
由
し
な
い
で
、
工
業
化

が
成
功
し
た
の
か
ど
う
か
。
資
本
主
義
の
あ
り
方
に
対
し
て
、
ア
ジ
ア
の
民
主
化
と
工
業
化
は
、
従
来
の
社
会
科
学
が
予
定
し
て
い
た
概

念
を
打
ち
砕
く
働
き
を
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
さ
ら
に
い
え
ば
、
世
界
が
非
軍
事
化
に
す
す
む
中
で
、
東
南
ア
ジ
ア
は
逆
に
軍
事
化
の
様
相
を
強
め
て
い
る
。
経
済
発
展
が
成
功
し
、

そ
の
結
果
民
主
主
義
が
定
着
す
る
と
す
れ
ば
、
民
主
主
義
の
対
立
物
で
あ
る
軍
事
化
は
、
大
き
く
疎
外
さ
れ
る
は
ず
だ
。
だ
が
、
奇
妙
な

こ
と
に
経
済
発
展
が
す
す
め
ば
す
す
む
ほ
ど
、
そ
し
て
あ
る
程
度
、
民
主
化
が
す
す
め
ば
す
す
む
ほ
ど
、
逆
に
軍
事
化
が
強
化
さ
れ
て
い

る
事
実
に
出
会
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
　

　
か
つ
て
、
S
・
P
ハ
ン
テ
ン
ト
ン
は
、
「
政
治
的
退
行
の
理
論
」
を
提
示
し
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
理
論
に
よ
れ
ば
、
経
済
発
展
は
そ

の
ま
ま
、
政
治
的
安
定
に
、
あ
る
い
は
民
主
化
の
完
成
に
つ
な
が
ら
な
い
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
あ
る
程
度
の
経
済
発
展
は
、
逆
に
政
治

的
に
退
行
を
も
た
ら
す
と
い
う
。
政
治
的
退
行
と
は
、
具
体
的
に
は
、
政
治
的
安
定
が
損
な
わ
れ
る
こ
と
を
、
あ
る
い
は
民
主
化
が
い
き

づ
ま
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
政
治
的
退
行
の
時
期
に
、
独
裁
政
権
が
誕
生
す
る
可
能
性
が
高
い
。
権
威
主
義
的
政
治
体
制
や
、
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開
発
独
裁
的
体
制
が
生
ま
れ
る
こ
と
が
あ
る
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
現
在
の
東
南
ア
ジ
ア
は
、
経
済
的
に
見
た
場
合
、
す
で
に
政
治
的
退
行
を
経
験
す
る
よ
う
な
状
態
を
過
ぎ
て
、
近
い
将
来
に

は
、
．
先
進
国
に
仲
間
入
り
し
ょ
う
と
い
う
ほ
ど
の
勢
い
を
も
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
も
し
東
南
ア
ジ
ア
の
諸
国
が
、
権
威
主
義
的

政
治
体
制
を
と
っ
た
と
し
て
も
、
あ
る
い
は
独
裁
的
な
指
導
体
制
を
と
っ
た
と
し
て
も
、
世
界
の
民
主
化
の
波
は
大
き
く
、
そ
の
よ
う
な

国
家
は
、
世
界
的
な
批
判
に
さ
ら
さ
れ
る
に
違
い
な
い
。

　
ま
た
、
経
済
が
こ
れ
ほ
ど
ボ
ー
ダ
ー
レ
ス
時
代
に
入
っ
て
い
る
折
り
に
、
外
か
ら
の
圧
力
は
、
ヒ
ト
・
モ
ノ
・
カ
ネ
・
情
報
の
移
動
を

大
き
く
疎
外
し
、
そ
の
国
家
の
経
済
発
展
の
速
度
を
遅
く
す
る
結
果
を
生
む
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
、
ま
た
市
民
の
不
満

を
増
大
さ
せ
、
政
権
へ
の
圧
力
と
な
っ
て
跳
ね
返
っ
て
く
る
と
い
え
よ
う
。
そ
の
意
味
で
、
権
威
主
義
体
制
や
独
裁
体
制
は
、
二
〇
世
紀

中
葉
に
比
較
す
れ
ば
、
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
国
際
環
境
の
下
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
国
際
環
境
か
ら
の
民
主
化
へ
の
圧
力
が
、
か
っ
て
な

い
ほ
ど
大
き
く
な
っ
た
と
考
え
て
よ
い
。

　
い
ず
れ
に
し
て
も
、
経
済
発
展
と
軍
事
化
が
同
時
平
行
的
に
進
行
す
る
東
南
ア
ジ
ア
の
政
治
経
済
条
件
に
あ
っ
て
、
民
主
化
は
ど
の
よ

う
な
方
向
に
す
す
む
の
か
、
そ
の
問
題
に
焦
点
を
絞
り
な
が
ら
、
東
南
ア
ジ
ア
の
政
治
的
動
向
を
分
析
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
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ア
ジ
ア
経
済
的
発
展
の
条
件

　
ア
ジ
ア
、
そ
れ
も
と
り
わ
け
東
南
ア
ジ
ア
に
あ
っ
て
、
な
ぜ
こ
れ
ほ
ど
の
経
済
発
展
が
可
能
で
あ
っ
た
の
か
。
ヨ
ー
ロ
ヅ
パ
近
代
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

す
れ
ば
、
経
済
発
展
を
可
能
に
す
る
に
は
、
原
始
的
資
本
蓄
積
が
必
要
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
貧
し
い
地
域
が
ゆ
た
か
に
な
る
た
め
に



矛盾するアジア民主化の諸相（藪野）

は
、
資
本
の
蓄
積
が
必
要
で
あ
っ
た
。
こ
の
原
始
的
な
資
本
蓄
積
の
方
法
を
め
ぐ
る
解
釈
が
、
何
ら
か
の
意
味
で
、
近
代
社
会
科
学
の
基

礎
を
形
作
っ
て
い
た
。

　
例
え
ば
、
資
本
主
義
が
近
代
に
お
い
て
完
成
し
た
の
は
、
特
殊
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
何
故
特
殊
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い

て
そ
れ
が
可
能
で
あ
っ
た
の
か
。
マ
ル
ク
ス
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
囲
い
込
み
運
動
に
よ
っ
て
、
土
地
か
ら
離
脱
し
た
労
働
者
が
、
労
働
集
約

型
の
産
業
に
流
入
し
、
結
果
と
し
て
資
本
が
集
約
さ
れ
た
と
考
え
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
勤
労
の
精
神
を
付
与
し
た
プ
ロ

テ
ス
タ
ン
ト
の
倫
理
に
、
そ
の
根
源
を
求
め
よ
う
と
し
た
。

　
し
か
し
、
ど
の
よ
う
な
解
釈
を
ほ
ど
こ
す
に
し
ろ
、
資
本
主
義
の
成
功
要
因
は
、
特
殊
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
し
か
存
在
し
な
い
も
の
で
あ
っ

た
。
そ
の
よ
う
な
解
釈
か
ら
す
れ
ば
、
ア
ジ
ア
は
資
本
主
義
に
成
功
す
る
条
件
な
ど
、
．
ど
こ
に
も
見
あ
た
ら
な
い
。
し
か
し
ア
ジ
ア
、
と

り
わ
け
東
ア
ジ
ア
と
東
南
ア
ジ
ア
は
、
二
〇
世
紀
後
半
に
お
い
て
こ
の
資
本
主
義
化
に
成
功
し
た
の
も
、
事
実
に
属
し
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
ア
ジ
ア
の
経
済
発
展
を
考
え
る
場
合
、
従
来
の
社
会
科
学
が
用
意
し
た
国
家
建
設
過
程
に
お
け
る
原
始
的
資
本
蓄
積
の
概

念
を
、
再
検
討
す
る
必
要
性
に
迫
ら
れ
る
。
一
八
世
紀
か
ら
一
九
世
紀
に
か
け
て
資
本
主
義
化
に
成
功
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
は
、
原
始

的
資
本
蓄
積
を
ま
ず
自
ら
の
国
家
の
内
部
で
お
こ
な
う
必
要
が
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
国
内
に
お
い
て
は
市
民
を
労
働
者
と
し
て
搾
取
し
、

国
外
に
対
し
て
は
資
源
と
市
場
を
求
め
て
、
r
帝
国
主
義
的
展
開
を
お
こ
な
っ
た
。

　
こ
の
過
程
で
は
政
府
の
機
能
と
し
て
、
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
が
『
諸
国
民
の
富
』
の
第
五
篇
で
述
べ
た
よ
う
に
、
国
防
と
警
察
と
公
共
事

業
の
三
つ
が
必
要
と
さ
れ
た
。
と
り
わ
け
、
国
内
的
に
は
、
搾
取
対
象
の
労
働
者
が
、
政
治
的
な
抵
抗
を
示
さ
な
い
よ
う
に
、
権
力
（
ア

ダ
ム
・
ス
ミ
ス
流
に
い
え
ば
、
警
察
権
力
）
が
強
化
さ
れ
た
し
、
対
外
的
に
は
、
原
始
的
に
蓄
積
さ
れ
た
資
本
が
外
国
か
ら
略
奪
さ
れ
な

い
よ
う
に
、
国
防
が
強
化
さ
れ
た
。
総
じ
て
政
治
的
な
力
関
係
が
大
き
く
社
会
を
規
定
し
て
い
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
国
家
を
、
「
ス
ト
ッ
ク
型
」
国
家
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
。
と
い
う
の
も
、
国
家
建
設
に
あ
た
っ
て
、
原
始
的
資
本
蓄
積
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が
、
自
ら
の
国
家
内
部
に
ス
ト
ッ
ク
と
し
て
果
た
さ
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
か
ら
だ
。

　
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
国
家
建
設
の
過
程
を
分
析
す
る
た
め
に
創
造
さ
れ
た
政
治
学
の
概
念
が
、
現
在
で
も
政
治
学
の
基
本
的

な
そ
れ
と
し
て
、
存
在
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
現
在
に
お
い
て
も
、
権
力
概
念
や
国
家
概
念
が
き
わ
め
て
強
権
的
な
、
あ
る
い
は
抑
圧
的

な
意
味
あ
い
で
語
ら
れ
る
の
も
、
原
始
的
資
本
蓄
積
に
条
件
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
現
在
の
東
南
ア
ジ
ア
の
経
済
発
展
は
、
必
ず
し
も
自
ら
の
国
家
内
部
で
、
原
始
的
資
本
蓄
積
を
お
こ
な
う
必
要
が
な
か
っ

た
。
端
的
に
い
え
ば
、
先
進
諸
国
の
余
剰
資
本
が
、
投
資
先
を
求
め
て
ア
ジ
ア
に
流
れ
て
き
た
。

　
先
進
諸
国
で
は
、
経
済
発
展
が
す
す
め
ば
す
す
む
ほ
ど
、
労
働
賃
金
が
高
く
な
る
。
と
り
わ
け
第
三
次
産
業
が
優
位
し
て
く
る
就
業
構

造
を
も
っ
て
い
る
先
進
社
会
で
は
、
労
働
力
が
第
二
次
産
業
と
第
三
次
産
業
の
間
で
、
競
合
関
係
に
入
っ
て
く
る
。
第
三
次
産
業
が
優
位

に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
賃
金
が
高
く
な
り
、
そ
の
分
、
第
三
次
産
業
と
競
合
関
係
に
あ
る
第
二
次
産
業
の
賃
金
も
、
必
然
的
に
上
昇
し
て

く
る
。
こ
の
過
程
で
、
第
二
次
産
業
は
安
い
労
働
賃
金
を
求
め
て
海
外
展
開
し
始
め
る
。
労
働
集
約
産
業
の
典
型
と
い
え
ば
繊
維
産
業
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
ね

が
、
日
本
が
戦
後
、
繊
維
産
業
に
強
み
を
発
揮
し
た
。
つ
い
で
韓
国
、
現
在
で
は
中
国
が
繊
維
産
業
の
主
な
生
産
国
と
な
っ
て
い
る
。

　
こ
の
第
二
次
産
業
の
海
外
展
開
は
、
次
の
三
つ
の
点
で
、
ア
ジ
ア
に
き
わ
め
て
有
利
な
条
件
を
も
た
ら
す
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
第
一

点
は
、
ア
メ
リ
カ
と
い
う
巨
大
な
市
場
が
存
在
し
た
こ
と
馬
そ
の
第
二
点
は
、
単
に
第
二
次
産
業
だ
け
で
は
な
く
、
第
三
次
産
業
の
生
産

拠
点
と
し
て
、
東
南
ア
ジ
ア
が
活
況
を
呈
し
た
と
い
う
こ
と
、
第
三
点
は
、
一
九
八
五
年
の
プ
ラ
ザ
合
意
以
降
、
多
く
の
日
本
の
企
業
が

東
南
ア
ジ
ア
に
参
入
し
た
こ
と
、
以
上
の
三
点
だ
。

　
ま
ず
、
ア
メ
リ
カ
と
い
う
巨
大
市
場
が
存
在
し
た
点
か
ら
見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。
表
一
は
、
N
I
E
S
の
対
米
貿
易
と
出
超
幅
の

推
移
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
表
を
見
る
と
、
N
I
E
S
全
体
と
し
て
、
ア
メ
リ
カ
に
一
九
八
五
年
目
二
、
一
六
三
億
ド
ル
、
一
九
八
六
年

に
三
、
〇
五
〇
億
ド
ル
、
一
九
八
七
年
に
三
、
七
一
八
億
下
ル
、
一
九
八
八
年
に
三
、
一
七
一
億
ド
ル
の
出
超
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
こ
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れ
は
、
い
か
に
ア
メ
リ
カ
が
N
I
E
S
に
と
っ
て
、
巨
大
な
輸
出
相
手
国

で
あ
っ
た
か
を
示
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
一
九
八
七
年
段
階
で
、
ア
メ
リ

カ
へ
の
貿
易
黒
字
は
、
N
I
E
S
が
三
八
一
、
六
億
ド
ル
、
日
本
が
五
二

一
億
ド
ル
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
日
本
が
ア
メ
リ
カ
に
市

場
を
求
め
た
と
い
う
こ
と
も
事
実
だ
が
、
N
I
E
S
に
と
っ
て
も
ア
メ
リ

カ
は
、
巨
大
な
市
場
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
市
場
の
存
在
が
、

ア
ジ
ア
経
済
を
大
き
く
発
展
さ
せ
た
要
因
の
一
つ
で
あ
っ
た
。

　
第
二
に
、
単
に
第
二
次
産
業
に
留
ま
ら
ず
、
第
三
次
産
業
と
い
う
先
端

産
業
ま
で
を
ア
ジ
ア
が
受
け
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
点
を
、
見
て
み
る
こ
と

に
し
よ
う
。

表
二
は
、
ア
セ
ア
ン
諸
国
な
ら
び
に
ア
ジ
ア
N
I
E
S
諸
国
に
お
け
る
就

業
口
の
割
合
を
示
し
た
も
の
だ
。

　
こ
の
表
か
ら
も
理
解
で
き
る
よ
う
に
、
第
二
次
産
業
よ
り
も
第
三
次
産

業
就
業
人
口
が
各
国
と
も
、
か
な
り
上
回
っ
て
い
る
。
ホ
ン
コ
ン
や
シ
ン

ガ
ポ
ー
ル
を
除
い
て
、
当
然
、
農
業
人
口
が
各
国
と
も
多
い
こ
と
は
理
解

で
き
る
。
し
か
し
、
第
二
番
目
の
就
業
人
口
を
擁
し
て
い
る
の
が
、
第
三

次
産
業
で
あ
る
点
に
、
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
先
進

諸
国
を
主
な
製
品
輸
出
国
と
し
て
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
置
い
て
い
る
と
い
え

表1　NIESの対米貿易と出超幅の推移

合計 韓　国 台　湾 ホンコン1） シンガポール1）

出　超 輸出 輸入 輸出 輸入 輸出 輸入 輸出 輸入

1985

@86
W7

W8

216．3

R05．0

R71．6

R17．1

107．5

P38．8

P83．1

Q14．0

64．8

U5．4

W7．6

P27．6

147．7

P90．1

Q36．6

Q34．3

47．5

T4．2

V6．3

P30．0

93．0

P11．1

P35．1

P56．8

28．2

Q9．8

S1．4

T3．0

48．3

T2．6

V0．0

X0．7

39．9

R8．2

S7．9

U8．2

計 1，210．0 643．4 345．4 808．7 308．0 496．0 152．4 261．6 194．2

（注）　1）三鷹貿易を含む。　2）数値は4捨五入のため、出超は必ずしも一致

しない。

資料：κ076αS孟観厩。α1y2α7∂oo々19897h劾αη醜α漉’∫6α1　D鉱αβoo々198g

　　κ¢y動漉6α，o駕（ゾDθθ610φ勿g〃θ卿∂6γCo％初万θ∫（ゾ、4D蜴ル砂1989その

　　他による。

出所：徐照彦『東洋資本主義』（講談社1990）ρ．27
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る
β　

そ
の
意
味
で
、
単
に
ア
ジ
ア
は
労
働
集
約
型
の
繊
維
製
品
の
輸
出
国
だ
と
い
う

ば
か
り
で
は
な
く
、
サ
ー
ビ
ス
産
業
ぺ
め
展
開
に
も
大
き
な
強
み
を
発
揮
し
て
い

る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。

　
従
来
の
社
会
科
学
の
発
想
で
は
、
就
業
人
口
の
拡
大
は
ま
ず
、
第
一
次
産
業
、

つ
い
で
第
二
次
産
業
、
そ
し
て
最
後
に
第
三
次
産
業
と
い
う
図
式
が
一
般
的
で

あ
っ
た
。
し
か
し
、
ア
ジ
ア
に
お
い
て
は
、
こ
の
図
式
が
な
り
た
た
な
く
な
っ
て

い
る
。

　
第
三
に
、
日
本
を
中
心
と
し
た
企
業
が
、
東
南
ア
ジ
ア
に
急
激
に
進
出
し
始
め

た
経
緯
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
日
本
企
業
が
ア
ジ
ア
に
進
出
し
始
め
た

の
は
、
そ
れ
ほ
ど
古
い
こ
ど
で
は
な
い
。
と
り
わ
け
一
九
七
〇
年
代
に
な
っ
て
、

為
替
が
変
動
相
場
制
に
移
行
し
て
以
来
、
円
高
の
デ
メ
リ
ッ
ト
を
避
け
る
意
味
で
、

し
、
一
九
八
五
年
の
意
図
さ
れ
た
円
高
を
演
出
し
た
プ
ラ
ザ
合
意
以
後
、

　
例
え
ば
、
九
州
沖
縄
地
方
に
限
っ
て
み
て
も
、

を
、
指
数
で
一
〇
〇
と
す
る
と
、
，
一
九
八
六
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　

プ
ラ
ザ
合
意
の
影
響
が
大
き
か
っ
た
か
が
、
理
解
で
き
る
と
い
え
よ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
は
、
ア
メ
リ
カ
と
い
う
市
場
を
も
っ
た
こ
と
、

と
、
加
え
て
、
企
業
資
本
が
日
本
を
中
心
と
し
て
、
海
外
か
ら
流
入
し
た
き
た
こ
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
多
く
の
企
業
が
海
外
展
開
し
始
め
て
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
日
本
企
業
の
海
外
展
開
が
一
挙
に
拡
大
し
た
。

　
一
九
七
一
年
か
ら
一
九
九
三
年
ま
で
の
二
二
年
間
に
嘱
ア
ジ
ア
へ
海
外
展
開
し
た
企
業

一
九
八
七
年
の
二
年
間
に
海
外
展
開
を
開
始
し
た
企
業
は
、
指
数
五
〇
に
上
る
。
い
か
に

の
企
業
が
海
外
展
開
し

始
め

て

い

ゑ

し

か

表2　アジア’諸国の就業人口比率（単位　％）

国　　名 第’1次第2次第3次

韓．　　’国

台　　湾
ホ’ン　コ　ン

フィリピン
タ　　　　イ

マレーシア
シンガポール

インドネシア

17．8

12．7

0．9

41．5

64．4

30．9

0．4

54．7

33．8

8．6

35．5

13．4

10．5

21．7

34．9

12．7

45．9

77．1

62．3

36．8

21．9，

47．3

・62．7

・29．7

資料：『世界各国要覧　1994』。ただし、アセア

　　　ン諸国の中で、ブルネイを除く。

先
進
諸
国
に
有
利
な
製
品
の
製
造
に
特
化
で
き
た
こ

　
ご
の
三
つ
の
特
徴
に
よ
っ
．
て
、
経
済
発
展
が
可
能
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矛盾するアジア民主化の諸相（藪野）

と
な
っ
た
。

　
そ
こ
で
は
、
政
治
的
に
原
始
的
資
本
蓄
積
を
求
め
な
く
と
も
、
資
本
（
企
業
）
が
海
外
か
ら
流
入
し
て
き
た
経
緯
を
見
逃
す
わ
け
に
は

い
か
な
い
。
あ
る
い
は
、
製
品
の
市
場
確
保
も
、
か
つ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
が
し
た
よ
う
な
帝
国
主
義
的
展
開
を
果
た
さ
な
く
と
も
、
非

政
治
的
に
ア
メ
リ
カ
と
い
う
市
場
が
条
件
と
し
て
与
え
ら
れ
た
こ
と
も
、
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
東
南
ア
ジ
ア
は
、
ヒ

ト
・
モ
ノ
・
カ
ネ
・
情
報
の
流
通
を
自
由
に
お
こ
な
え
る
よ
う
に
、
政
治
的
障
壁
を
低
く
抑
え
て
お
く
必
要
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
ボ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　

ダ
ー
レ
ス
社
会
で
の
、
経
済
発
展
の
可
能
性
を
探
る
必
要
が
あ
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
国
家
建
設
の
パ
タ
ー
ン
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
よ
う
な
ス
ト
ッ
ク
型
で
は
な
く
、
「
フ
ロ
ー
型
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。

フ
ロ
ー
型
と
は
、
先
進
諸
国
の
余
剰
資
本
が
流
入
（
フ
ロ
ー
）
し
て
く
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
家
建
設
が
可
能
で
あ
っ
た
パ
タ
ー
ン
を
指

す
。　

と
り
わ
け
日
本
か
ら
の
余
剰
資
本
の
流
入
と
、
と
り
わ
け
ア
メ
リ
カ
と
い
う
製
品
市
場
を
も
っ
た
、
ア
ジ
ア
の
国
々
は
、
歴
史
的
条
件

の
良
さ
に
め
ぐ
ま
れ
て
、
経
済
発
展
に
成
功
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
影
に
は
、
か
つ
て
の
よ
う
な
冷
戦
構
造
下
に
お
け
る
米
ソ
の
援

助
競
争
や
、
米
ソ
の
覇
権
行
動
の
結
果
と
し
て
の
経
済
発
展
で
は
な
く
、
ア
ジ
ア
の
か
な
り
自
立
的
な
発
展
が
可
能
と
な
っ
た
と
い
え
よ

う
。

三
　
ア
ジ
ア
軍
事
化
の
背
景

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
に
経
済
発
展
し
た
ア
ジ
ア
諸
国
は
、
経
済
発
展
に
平
行
し
て
民
主
化
を
実
現
す
る
以
前
に
、
軍
事
化
の
様
相
を
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論説

　
　
　
　
ハ
の
　

強
め
て
い
る
。
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
ア
ジ
ア
の
諸
国
は
、
原
始
的
資
本
蓄
積
を
果
た
す
必
要
も
な
く
、
市
民
革
命
を
経
験
す
る
こ
と
も

な
く
、
経
済
発
展
を
成
功
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
事
実
は
、
既
存
の
社
会
科
学
の
概
念
に
大
き
く
修
正
を
迫
る
だ
け
の
問
題
を
は

　
　
　
　
　
レ
　

ら
ん
で
い
る
。

　
そ
の
こ
と
は
さ
て
お
い
て
も
、
経
済
は
経
済
の
ボ
ー
ダ
ー
レ
ス
時
代
に
あ
っ
て
、
国
境
と
い
う
障
壁
を
ま
す
ま
す
低
く
し
て
い
く
必
要

性
に
迫
ら
れ
て
い
る
。
に
も
拘
ら
ず
、
軍
事
的
に
は
国
境
と
い
う
障
壁
を
い
よ
い
よ
高
く
し
始
め
て
い
る
。

　
ア
ジ
ア
の
軍
事
化
の
様
相
を
見
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
ま
ず
兵
員
の
増
大
は
表
三
に
具
体
的
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
九
八
九
年

か
ら
一
九
九
三
年
の
間
に
、
兵
員
を
拡
大
し
て
い
る
国
は
、
ほ
と
ん
ど
無
い
。
フ
ィ
リ
ピ
ン
な
ど
は
、
ア
メ
リ
カ
の
撤
退
の
影
響
を
受
け

て
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
自
身
も
兵
力
を
削
減
し
て
い
る
。
・
韓
国
が
、
や
や
増
大
さ
れ
た
も
の
の
、
総
じ
て
い
え
る
こ
と
は
、
現
状
維
持
が
、
多
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表3　アジア諸国の兵員の増大

国　　名 1989　‘　　　1993

韓　　　　国

フィリピン

マレーシア
タ　　　　イ

シンガポール

インドネシア

62．9

14．9

11．3

28．3

5．5

28．4

63．3

10．7

11．5

28．3

5．5

27．9

資料：『ミリタリーバランス　1989』

　　　『ミリタリーバランス　1993』

単位：万人。小数点二桁以下は、四捨

　　　五入。

表4　アジア諸国の軍事費の伸び

国　　名 1989 1993

韓　　　　国

フィリピン

マレーシア
タ　　　　イ

シンガポール

インドネシア，

57．3

’5．3

8．5

17．4

11．3

13．2

120．6

11．7

19．6

31．6

30．8

19．5

資料：『ミリタリーバランス　1989』

　　　『ミリタリーバランス　1993』

単位：億ドル
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く
の
国
家
の
現
在
だ
。

　
兵
力
が
現
状
維
持
的
で
あ
る
に
は
、
そ
れ
な
り
の
理
由
が
あ
る
。
端
的
に
い
え
ば
、
兵
力
は
労
働
賃
金
の
安
い
こ
れ
ら
の
国
家
に
あ
っ

て
、
安
い
費
用
で
徴
兵
が
可
能
で
あ
る
た
め
、
す
で
に
限
界
一
杯
ま
で
の
動
員
を
果
た
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
ア
ジ
ア
の
軍
事
化
を
問
題
に
す
る
場
合
、
単
に
兵
力
の
面
だ
け
で
は
な
く
、
実
は
軍
事
予
算
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、

装
備
の
拡
大
だ
。
表
四
は
、
ア
ジ
ア
諸
国
の
軍
事
予
算
を
現
し
て
い
る
。
た
だ
、
予
算
の
会
計
年
度
が
、
各
国
家
に
よ
っ
て
こ
と
な
る

し
、
各
国
家
の
発
表
年
度
も
異
な
る
の
で
、
こ
の
数
字
は
、
あ
く
ま
で
も
傾
向
と
し
て
把
握
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

　
こ
の
表
か
ら
も
判
断
で
き
る
よ
う
に
、
一
九
八
九
年
か
ら
一
九
九
三
年
の
四
年
間
に
、
各
国
と
も
軍
事
予
算
を
大
幅
に
増
や
し
て
い

る
。
例
え
ば
、
韓
国
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
マ
レ
ー
シ
ア
で
は
約
二
倍
以
上
の
伸
び
を
示
し
て
い
る
。
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
で
は
、
約
三
倍
弱
の
伸

び
と
な
っ
て
い
る
。
タ
イ
で
も
約
八
○
パ
ー
セ
ン
ト
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
も
二
五
〇
パ
ー
セ
ン
ト
の
伸
び
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
数
字
か

ら
も
、
い
か
に
軍
事
予
算
の
伸
び
が
大
き
い
か
が
、
理
解
で
き
る
。

　
で
は
、
世
界
的
な
傾
向
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
兵
員
・
予
算
の
絶
対
額
か
ら
い
え
ば
、
当
然
、
先
進
諸
国
の
数
字
は
、
ア
ジ
ア
の
各
国
を

大
き
く
上
回
っ
て
い
る
。
問
題
は
、
伸
び
率
だ
。
ア
メ
リ
カ
で
は
、
一
九
八
九
年
か
ら
一
九
九
三
年
の
間
に
、
兵
員
で
二
〇
パ
ー
セ
ン
ト

の
削
減
、
予
算
で
九
パ
ー
セ
ン
ト
の
減
少
を
経
験
し
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
兵
員
で
九
パ
ー
セ
ン
ト
減
、
予
算
で
二
〇
パ
ー
セ
ン
ト

増
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
兵
員
で
一
五
パ
ー
セ
ン
ト
増
、
予
算
で
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
増
を
経
験
し
て
い
る
。
ま
た
ド
イ
ツ
で
も
、
兵
員
で
一

五
パ
ー
セ
ン
ト
の
削
減
、
予
算
で
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
の
拡
大
を
経
験
し
て
い
る
。

　
兵
員
は
別
と
し
て
も
、
予
算
で
見
る
限
り
、
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
二
〇
パ
ー
セ
ン
ト
の
増
大
が
、
先
進
諸
国
の
一
般
的
な
状
況
だ
と

い
え
よ
う
。
こ
の
程
度
の
伸
び
は
、
装
備
に
掛
か
る
費
用
が
イ
ン
フ
レ
で
拡
大
す
る
と
考
え
れ
ば
、
そ
れ
ほ
ど
の
大
き
さ
で
は
な
い
。
し

か
し
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
ア
ジ
ア
に
あ
っ
て
は
、
五
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
拡
大
を
経
験
し
て
い
る
国
家
か
ら
、
三
倍
近
い
伸
び
を
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払面冊 説

示
し
た
国
家
ま
で
あ
る
。
こ
の
伸
び
を
先
進
諸
国
の
そ
れ
と
比
較
し
て
み
る
と
、
い
か
に
激
し
い
数
字
で
あ
る
か
が
、
理
解
で
き
る
。

　
一
般
的
に
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
世
界
が
デ
タ
ン
ト
の
傾
向
に
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
ア
ジ
ア
は
軍
拡
の
方
向
を
示
し
て
い
る
。
ア
ジ

ア
の
経
済
で
見
た
よ
う
に
、
ア
ジ
ア
の
経
済
成
長
が
、
そ
の
ま
ま
軍
事
予
算
の
伸
び
に
比
例
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
状
況
が
、
見
え
か
く

れ
す
る
。
経
済
は
ボ
ー
ダ
ー
レ
ス
で
お
こ
な
い
な
が
ら
、
軍
事
は
ボ
ー
ダ
ー
フ
ル
と
い
う
一
種
矛
盾
し
た
政
治
状
況
が
浮
か
び
上
が
っ
て

く
る
。
，

　
当
然
、
先
進
諸
国
が
デ
タ
ン
ト
の
中
で
、
不
必
要
に
な
っ
た
兵
器
を
ア
ジ
ア
に
売
り
さ
ば
い
て
い
る
こ
と
が
、
ア
ジ
ア
軍
事
化
の
大
き

な
要
因
で
あ
る
こ
七
は
、
否
定
で
き
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
ア
ジ
ア
が
ア
ジ
ア
と
し
て
、
軍
備
強
化
の
道
を
歩
始
め
た
わ
け
で
は
な
い
。

単
純
化
し
て
い
え
ば
、
ア
ジ
ア
は
先
進
諸
国
の
兵
器
の
捨
て
場
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
逆
に
ア
ジ
ア
自
身
が
、
こ
の
兵
器
を
購
入
す
る
こ

と
で
、
一
定
の
政
治
的
安
定
を
増
そ
う
と
し
た
こ
と
も
事
実
だ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－

　
一
般
に
兵
器
購
入
に
は
、
二
つ
の
要
因
が
あ
る
。
一
つ
は
外
国
と
の
対
抗
の
た
め
の
軍
備
強
化
だ
。
し
か
し
、
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
こ

と
は
、
軍
備
の
強
化
は
、
軍
事
政
権
の
政
権
安
定
険
嶺
に
つ
な
が
る
と
い
う
点
だ
。
そ
の
意
味
で
、
軍
事
化
の
拡
大
は
、
そ
の
ま
ま
民
主

化
の
抑
圧
に
つ
な
が
る
と
考
え
た
方
が
よ
い
。
韓
国
で
は
、
非
軍
人
の
大
統
領
が
政
権
を
と
っ
て
い
る
し
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
で
は
軍
人
が

直
接
、
政
治
を
支
配
し
た
こ
と
は
な
い
。
あ
る
い
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
で
は
マ
ル
コ
ス
政
権
を
打
倒
し
て
以
来
、
ア
キ
ノ
政
権
下
で
、
民
主

化
が
す
す
ん
だ
。
し
か
し
、
全
体
と
し
て
見
た
場
合
、
例
え
非
軍
人
が
政
権
を
担
当
し
て
い
る
と
し
て
も
、
軍
人
の
発
言
力
は
、
ア
ジ
ア

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　

で
は
ま
だ
強
い
。
タ
イ
で
は
、
軍
人
の
力
が
強
い
し
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
も
大
統
領
が
、
軍
事
権
を
握
っ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
軍
事
化
の
様
相
に
加
え
て
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
比
例
し
て
、
ア
ジ
ア
の
局
地
紛
争
の
拡
大
し
て
き
て
い
る
こ
と

も
、
否
定
で
き
な
い
。
，
例
え
ば
、
南
沙
諸
島
の
領
土
獲
得
を
め
ぐ
る
紛
争
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
東
テ
ィ
モ
ー
ル
虐
殺
問
題
、
南
ア
ジ
ア
に

眼
を
広
げ
て
み
て
も
、
イ
ン
ド
・
パ
キ
ス
タ
ン
国
境
紛
争
な
ど
、
局
地
的
な
紛
争
は
後
を
た
た
な
い
。
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そ
の
意
味
で
、
軍
事
化
の
様
相
は
、
軍
部
の
発
言
力
の
強
化
を
求
め
て
、
あ
る
い
は
軍
備
の
存
在
を
誇
示
す
る
た
め
に
、
局
地
紛
争
を

拡
大
す
る
可
能
性
も
高
い
。
そ
の
た
め
、
軍
事
化
を
ど
の
よ
う
に
防
ぐ
か
が
、
ア
ジ
ア
民
主
化
の
鍵
と
な
る
だ
ろ
う
。
ア
セ
ア
ン
の
包
括

安
全
保
障
問
題
が
、
今
後
の
重
要
な
テ
ー
マ
と
な
る
だ
ろ
う
。

　
経
済
の
発
展
が
軍
事
化
を
促
進
し
、
軍
事
化
の
促
進
に
よ
っ
て
、
国
家
の
安
定
を
保
と
う
と
す
る
悪
循
環
は
、
ア
ジ
ア
民
主
化
の
矛
盾

以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
。

四
　
ア
ジ
ア
政
治
的
民
主
化
の
条
件

矛盾するアジア民主化の諸相（藪野）

　
経
済
で
は
国
境
と
い
う
障
壁
の
低
下
が
お
こ
な
わ
れ
、
軍
事
で
は
逆
の
国
境
の
翼
突
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
の
が
、
現
在
の
ア
ジ
ア
の

状
況
と
い
え
よ
う
。
で
は
、
こ
の
経
済
と
軍
事
の
矛
盾
す
る
方
向
を
と
り
な
が
ら
も
、
政
治
は
い
っ
た
い
ど
の
方
向
を
目
指
し
て
い
る
の

だ
ろ
う
か
。
ア
ジ
ア
は
果
た
し
て
、
民
主
化
の
道
を
歩
だ
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
一
般
的
な
問
題
と
し
て
、
開
発
と
独
裁
が
こ
の
場
合
の
よ
り
具
体
的
な
テ
ー
マ
と
な
っ
て
く
る
。
ア
ジ
ア
、
と
り
わ
け
東
南
ア
ジ
ア
に

お
い
て
は
、
独
裁
政
権
が
多
い
。
そ
し
て
ま
た
、
単
に
独
裁
政
権
が
多
い
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
政
権
が
長
期
に
わ
た
る
こ
と
を
特
徴
と

し
て
い
る
。

　
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
は
、
一
九
四
五
年
の
独
立
以
来
、
一
九
九
四
年
の
今
日
に
及
ぶ
ま
で
、
二
人
の
大
統
領
し
か
経
験
し
て
は
い
な
い
。
す

な
わ
ち
、
ス
カ
ル
ノ
と
ス
ハ
ル
ト
の
二
人
だ
。
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
は
一
九
六
五
年
の
独
立
以
来
、
二
五
年
以
上
に
も
わ
た
っ
て
、
リ
i
・
ク

ワ
ン
・
ユ
ー
一
人
に
よ
っ
て
、
支
配
さ
れ
て
き
た
。
あ
る
い
は
、
マ
レ
ー
シ
ア
は
マ
ハ
テ
ィ
ー
ル
の
よ
る
支
配
が
、
一
〇
年
以
上
に
も
及
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ぶ
。　

例
え
ば
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
を
例
に
と
っ
て
み
よ
う
。
政
治
は
ほ
と
ん
ど
市
民
に
開
か
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
支
配
は
、
独
立
以

来
、
人
民
行
動
党
に
よ
っ
て
、
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
。
野
党
は
存
在
す
る
も
の
の
、
選
挙
に
は
勝
て
な
い
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
。
な
ぜ

な
ら
、
野
党
の
議
員
を
出
し
た
選
挙
区
に
は
政
府
か
ら
の
補
助
金
が
制
限
さ
れ
る
か
ら
だ
。

　
と
こ
ろ
で
、
人
民
行
動
党
の
議
席
獲
得
を
見
て
み
る
と
、
一
九
六
八
年
に
は
、
議
席
五
八
名
に
対
し
て
人
民
行
動
党
五
八
名
、
一
九
七

二
年
に
は
、
同
じ
く
六
五
名
に
対
し
て
六
五
名
、
一
九
七
六
年
に
は
、
六
九
名
に
対
し
て
六
九
名
、
一
九
八
○
年
に
は
七
六
名
に
対
し
て

七
六
名
、
一
九
八
四
年
に
は
七
九
名
に
対
し
て
七
七
名
、
一
九
八
八
年
に
は
、
八
一
名
に
対
し
て
八
○
名
、
一
九
九
一
年
に
は
八
一
名
に

対
し
て
七
七
名
と
な
っ
て
い
る
。

　
こ
の
結
果
か
ら
見
る
と
、
ま
さ
に
独
立
以
来
一
九
八
四
年
ま
で
の
間
に
、
人
民
行
動
党
以
外
の
国
会
議
員
が
誕
生
し
た
こ
と
は
な
い
。

ま
さ
に
独
裁
政
権
と
呼
ん
で
も
よ
い
。

　
し
か
し
、
投
票
率
を
見
る
と
、
一
九
六
八
年
に
は
八
四
、
四
パ
ー
セ
ン
ト
、
一
九
七
二
年
に
は
六
九
、
○
パ
ー
セ
ン
ト
、
一
九
七
六
年

に
は
七
二
、
四
パ
ー
セ
ン
ト
、
一
九
八
○
年
に
は
七
五
、
六
パ
ー
セ
ン
ト
、
一
九
八
四
年
に
は
六
二
、
九
パ
ー
セ
ン
ト
、
一
九
八
八
年
に

は
六
一
、
八
パ
ー
セ
ン
ト
、
そ
し
て
一
九
九
一
年
に
は
六
一
、
○
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
っ
て
い
る
。
初
期
の
頃
は
選
挙
へ
の
動
員
体
制
が
か

な
り
働
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
以
降
、
六
〇
パ
ー
セ
ン
ト
代
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
他
の
先
進
諸
国
と
そ
れ
ほ

ど
大
差
は
な
い
。
そ
の
意
味
か
ら
も
、
投
票
へ
の
圧
力
を
感
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
そ
の
た
め
、
独
裁
政
権
に
あ
り
が
ち
な
、
投
票
へ
の
圧
力
と
い
う
点
か
ら
す
れ
ば
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
は
独
裁
政
権
で
な
い
と
い
え
る
か

も
し
れ
な
い
。
－
し
か
し
、
確
実
に
人
民
行
動
党
の
一
党
独
裁
で
あ
る
こ
と
は
、
選
挙
の
結
果
か
ら
見
て
否
定
し
が
た
い
。
こ
の
結
果
は
、

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
国
民
の
自
主
的
な
判
断
に
よ
ち
も
の
な
の
か
、
あ
る
い
は
何
ら
か
の
強
制
力
が
働
い
た
も
の
な
の
か
。
ま
た
、
強
制
力
が
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働
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
独
裁
政
権
の
名
に
値
す
る
強
制
力
な
の
か
ど
う
か
。
判
断
に
苦
し
む
場
合
が
多
い
。

　
し
か
し
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
経
済
を
見
る
と
、
マ
レ
ー
シ
ア
か
ら
分
離
独
立
し
た
当
時
、
経
済
の
自
立
な
ど
不
可
能
だ
と
考
え
ら
れ
て

い
た
し
、
事
実
リ
ー
・
ク
ワ
ン
・
ユ
ー
自
身
、
不
可
能
だ
と
考
え
て
い
た
に
も
拘
ら
ず
、
ア
ジ
ア
で
最
も
ゆ
た
か
な
国
家
に
な
っ
た
。
G

N
P
そ
の
も
の
は
、
人
口
が
少
な
い
の
で
、
小
さ
く
な
る
が
、
一
人
当
た
り
の
G
N
P
を
見
る
と
、
一
九
九
四
年
現
在
、
一
万
五
七
五
〇

ド
ル
と
な
っ
て
い
る
。
東
南
ア
ジ
ア
の
国
家
で
は
一
万
ド
ル
を
越
え
て
い
る
の
は
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
だ
け
で
、
例
え
ば
、
タ
イ
は
一
八
七

〇
ド
ル
、
マ
レ
ー
シ
ア
は
二
七
九
〇
ド
ル
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
は
六
七
〇
ド
ル
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
は
七
七
〇
ド
ル
と
な
っ
て
お
り
、
シ
ン
ガ

ポ
ー
ル
は
例
外
に
属
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
た
だ
、
こ
の
よ
う
な
ア
セ
ア
ン
諸
国
や
中
国
、
台
湾
、
な
ら
び
に
韓
国
な
ど
は
、
著
し
い
工
業
化
に
成
功
し
て
い
る
こ
と
の
事
実
で

あ
っ
て
、
こ
の
経
済
成
長
の
成
功
と
民
主
化
の
程
度
が
必
ず
し
も
、
パ
ラ
レ
ル
に
進
行
し
て
は
い
な
い
。
確
か
に
、
ア
ジ
ア
の
多
く
の

国
々
は
独
裁
政
権
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
た
だ
、
独
裁
政
権
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
マ
ル
コ
ス
体
制
の
よ
う
に
、
為
政
者

個
人
の
私
服
を
肥
や
す
こ
と
だ
け
を
目
的
と
し
た
よ
う
な
独
裁
政
権
は
、
世
界
的
な
民
主
化
傾
向
の
中
で
、
そ
し
て
、
経
済
の
多
く
が

ボ
ー
ダ
ー
レ
ス
状
況
下
で
、
世
界
に
依
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
傾
向
の
中
で
、
世
界
的
な
支
持
を
受
け
る
こ
と
を
困
難
に
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ね

そ
の
意
味
か
ら
も
、
あ
る
程
度
の
民
主
化
は
、
独
裁
政
権
と
い
え
ど
も
、
必
要
と
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

　
ア
ジ
ア
の
民
主
化
の
問
題
の
多
く
は
、
土
地
所
有
制
度
に
あ
る
と
い
っ
て
も
あ
な
が
ち
間
違
い
で
は
な
い
。
大
土
地
所
有
者
が
政
治
権

力
と
癒
着
し
、
経
済
的
利
益
を
私
的
に
支
配
す
る
と
い
う
構
造
だ
。
日
本
の
場
合
、
戦
後
改
革
に
よ
っ
て
大
土
地
所
有
が
な
く
な
っ
た
こ

と
が
、
民
主
化
へ
の
第
一
歩
で
あ
っ
た
。
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五
　
グ
ロ
ー
バ
ル
条
件
と
し
て
の
民
主
化

　
さ
て
、
ア
ジ
ア
の
民
主
化
を
見
る
以
前
に
、
グ
ロ
ー
バ
ル
・
シ
ス
テ
ム
の
条
件
を
分
析
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
周
知
の
よ
う
に
、

一
九
九
一
年
の
ソ
連
崩
壊
、
あ
る
い
は
一
九
八
○
年
代
か
ら
の
中
国
の
開
放
・
改
革
政
策
に
よ
る
経
済
の
自
由
化
む
ど
で
、
元
来
の
社
会

主
義
勢
力
は
な
く
な
っ
た
。
そ
の
た
め
、
世
界
は
非
軍
事
化
の
方
向
に
す
す
み
つ
つ
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
す
で
に
見
た
よ

う
に
、
ア
ジ
ア
で
は
そ
の
傾
向
に
逆
行
し
て
、
軍
事
化
が
す
す
ん
で
い
る
。

　
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
グ
ロ
ー
バ
ル
・
シ
ス
テ
ム
の
変
化
に
眼
を
向
け
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
グ
ロ
ー
バ
ル
・
シ
ス
テ
ム
は
さ
翫
ざ

ま
な
局
面
で
、
変
化
を
見
せ
始
め
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
変
化
を
、
、
一
般
的
に
ポ
ス
ト
現
代
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の

ポ
ス
ト
現
代
は
、
現
代
と
の
対
抗
関
係
で
現
れ
て
く
る
以
上
、
こ
の
現
代
と
ポ
ス
ト
現
代
の
相
違
に
つ
い
て
、
見
て
み
る
こ
と
に
し
よ

う
。　

一
定
の
結
論
か
ら
云
え
ば
、
現
代
は
大
き
く
て
、
力
強
い
も
の
に
よ
り
積
極
的
な
価
値
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
ポ
ス
ト
現
代
は
小
さ
く

て
、
力
の
弱
い
も
の
に
よ
り
積
極
的
な
価
値
が
置
か
れ
始
め
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
抽
象
的
な
基
準
を
、
今
少
し
具
体
的
に
見
れ
ば
、
国

際
政
治
に
お
い
て
は
、
軍
事
よ
り
も
経
済
が
、
経
済
に
お
い
て
は
、
開
発
よ
り
も
環
境
が
、
政
治
に
お
い
て
は
、
主
権
よ
り
も
人
権
が
、

行
政
に
お
い
て
は
、
中
央
よ
り
も
地
方
が
、
社
会
に
お
い
て
は
、
男
性
よ
り
も
女
性
が
そ
れ
ぞ
れ
、
優
位
を
占
め
る
状
況
が
、
世
界
的
な

価
値
の
変
化
を
現
し
て
い
6
。

　
さ
ら
に
、
政
治
的
な
枠
組
み
を
よ
り
詳
し
く
見
て
い
け
ば
、
国
際
環
境
に
お
い
て
は
、
国
家
よ
り
も
リ
ー
ジ
ョ
ン
が
、
国
内
環
境
に
お

い
て
は
、
国
家
よ
り
も
ロ
ー
カ
ル
が
そ
れ
ぞ
れ
、
優
位
を
占
め
る
時
代
に
入
り
つ
つ
あ
る
。

、
そ
こ
で
ま
ず
、
国
家
の
定
義
か
ら
見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。
国
家
に
は
、
主
権
・
領
土
・
国
民
の
三
要
素
が
必
要
と
さ
れ
た
。
問
題
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は
、
こ
の
国
家
の
定
義
が
現
在
で
は
通
用
し
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
と
い
う
点
に
あ
る
。
ま
ず
、
主
権
か
ら
見
て
い
こ
う
。
主
権
は
絶
対

不
可
侵
の
も
の
と
さ
れ
た
が
、
現
在
で
は
主
権
の
絶
対
性
な
ど
、
あ
り
え
な
い
。
例
え
ば
、
先
進
国
間
で
は
、
通
貨
調
整
が
な
さ
れ
る

が
、
通
貨
と
は
そ
の
国
家
全
体
の
価
値
を
現
す
も
の
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
通
貨
調
整
に
よ
っ
て
、
国
家
全
体
の
価
値
が
上
下
す
る
。
主

権
は
こ
れ
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
な
い
ば
か
り
か
、
逆
に
こ
の
よ
う
な
調
整
に
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
ま
た
領
土
の
変
更
は
、
以
前
で
は
戦
争
に
よ
る
以
外
不
可
能
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
現
在
で
は
、
日
本
の
企
業
が
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の

土
地
を
ビ
ジ
ネ
ス
と
し
て
買
い
漁
る
時
代
に
入
っ
て
い
る
。
こ
の
ビ
ジ
ネ
ス
に
よ
る
土
地
の
売
買
は
、
居
住
権
を
も
っ
た
外
国
の
人
が
、

住
宅
用
の
土
地
を
買
う
の
と
は
、
そ
の
政
治
的
意
味
は
大
き
く
異
な
る
。
ま
さ
に
、
一
八
世
紀
に
国
家
の
所
有
が
王
朝
に
握
ら
れ
、
フ
ラ

ン
ス
が
ル
イ
ジ
ア
ナ
を
ア
メ
リ
カ
に
売
却
し
た
頃
と
は
こ
と
な
り
、
現
在
で
は
領
土
は
、
国
民
の
も
の
で
あ
り
、
元
首
と
い
え
ど
も
、
売

却
す
る
こ
と
な
ど
、
不
可
能
だ
。
に
も
拘
ら
ず
、
ビ
ジ
ネ
ス
と
し
て
、
広
大
な
土
地
（
領
土
）
が
戦
争
と
い
う
手
段
を
経
な
い
で
、
所
有

主
が
変
わ
る
。
こ
れ
な
ど
、
従
来
の
領
土
概
念
で
は
、
説
明
で
き
な
い
。

　
さ
ら
に
国
民
に
至
っ
て
は
、
ド
イ
ツ
の
外
国
人
労
働
者
問
題
に
典
型
的
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
ヒ
ト
の
移
動
が
か
っ
て
な
い
ほ
ど
に
、

自
由
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
そ
の
分
、
国
民
の
概
念
が
曖
昧
に
な
っ
て
き
て
お
り
、
外
国
人
が
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
な
ど
の
よ
う
に
、
地
方
選

挙
で
は
参
政
権
ま
で
も
つ
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
国
民
国
家
と
い
う
政
治
的
単
位
が
、
大
き
く
ゆ
ら
ぎ
始
め
て
い
る
の

が
、
現
在
の
グ
ロ
ー
バ
ル
状
況
と
い
え
よ
う
。
　
と
こ
ろ
で
、
ζ
の
国
民
国
家
の
ゆ
ら
ぎ
に
対
し
て
、
問
題
は
ど
の
よ
う
な
新
し
い
政
治

的
単
位
が
登
場
し
よ
う
と
し
始
め
て
い
る
の
か
に
あ
る
。
結
論
か
ら
い
え
ば
、
国
家
の
内
部
に
向
か
っ
て
は
、
ロ
ー
カ
ル
と
い
う
新
し
い

政
治
的
単
位
が
登
場
し
つ
つ
あ
る
し
、
国
家
の
外
部
に
向
か
っ
て
は
、
リ
ー
ジ
ョ
ン
と
い
う
新
し
い
政
治
的
単
位
が
登
場
し
つ
つ
あ
る
。

こ
の
関
係
を
図
示
す
れ
ば
、
図
一
の
よ
う
に
現
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
こ
の
図
が
示
し
て
い
る
点
は
、
国
家
A
の
内
部
に
あ
る
ロ
ー
カ
ル
が
国
家
B
の
内
部
に
あ
る
ロ
ー
カ
ル
と
連
携
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
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国
際
的
に
リ
ー
ジ
ョ
ン
を
形
成
し
て
い
く
と
い
う
関
係
だ
。
ロ
ー
カ
リ
ズ
ム
が
強
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、

そ
れ
に
比
例
し
て
リ
ー
ジ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
も
ま
た
、
強
く
な
る
と
い
う
関
係
だ
。

　
リ
ー
ジ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
典
型
と
し
て
は
、
ア
ジ
ア
に
お
け
る
局
地
的
市
場
圏
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ア
ジ

ア
の
局
地
的
市
場
圏
と
し
て
は
、
環
黄
海
圏
、
成
長
の
ト
ラ
イ
ア
ン
グ
ル
、
バ
ー
ツ
経
済
圏
な
ど
が
あ

げ
ら
れ
る
。
そ
こ
で
成
長
の
ト
ラ
イ
ア
ン
グ
ル
を
例
に
取
り
上
げ
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
成
長
の
ト
ラ
イ
ア
ン
グ
ル
と
は
、
マ
レ
ー
シ
ア
の
ジ
ョ
ホ
ー
ル
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、
そ
し
て
イ
ン
ド

ネ
シ
ア
の
バ
タ
ム
が
提
携
し
て
経
済
成
長
を
図
ろ
う
と
す
る
地
帯
を
指
し
て
い
る
。
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
は
，

工
業
化
の
結
果
、
技
術
は
あ
る
も
の
の
、
工
場
面
積
や
労
働
力
に
い
ち
じ
る
し
い
不
足
を
感
じ
て
い

る
。
他
方
、
マ
レ
ー
シ
ア
と
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
は
、
工
場
面
積
や
労
働
力
に
は
あ
り
余
る
も
の
を
も
っ
て

い
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
両
者
を
組
み
合
わ
せ
て
、
一
大
工
業
地
帯
を
作
り
上
げ
よ
う
と
す
る
の
が
、
こ

の
成
長
の
ト
ラ
イ
ア
ン
グ
ル
だ
。

　
た
だ
、

ま
で
も
マ
レ
ー
シ
ア
に
あ
っ
て
は
、
ジ
ョ
ホ
ー
ル
と
い
う
ロ
ー
カ
ル
が
、

て
い
る
。
こ
の
マ
レ
ー
シ
ア
の
ジ
ョ
ホ
ー
ル
と
い
う
ロ
ー
カ
ル
と
、

介
と
し
て
、
国
際
的
な
地
域
圏
を
形
成
し
て
い
る
。

　
ヒ
ト
・
モ
ノ
・
カ
ネ
・
情
報
が
こ
れ
ほ
ど
容
易
に
交
流
す
る
時
代
に
あ
っ
て
、

あ
る
ロ
ー
カ
ル
に
一
定
の
権
限
を
与
え
た
方
が
、
効
率
が
よ
い
。
た
だ
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、

ら
れ
て
い
る
訳
で
は
な
く
、
経
済
活
動
を
促
す
程
度
の
自
由
を
与
え
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
、

図1　国家のローカルとリージョンへの分化

国家A 国家B

ローカル ローカル

リージョン

こ
の
成
長
の
ト
ラ
イ
ア
ン
グ
ル
に
マ
レ
ー
シ
ア
や
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
国
家
が
直
接
関
与
し
て
は
い
る
も
の
の
、
主
導
権
は
あ
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
あ
っ
て
は
バ
タ
ム
と
い
う
ロ
ー
カ
ル
が
握
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
バ
タ
ム
と
い
う
ロ
ー
カ
ル
が
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
を
媒

国
家
が
経
済
を
直
接
管
理
す
る
よ
り
も
、
生
産
拠
点
の

　
　
　
　
　
自
治
が
完
成
す
る
ほ
ど
に
、
権
限
が
与
え

　
　
　
　
　
理
解
し
た
方
が
現
実
に
近
い
。
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実
際
の
と
こ
ろ
、
す
で
に
ア
ジ
ア
の
経
済
成
功
で
述
べ
た
よ
う
に
、
経
済
の
ボ
ー
ダ
ー
レ
ス
化
が
、
こ
の
よ
う
な
リ
ー
ジ
ョ
ン
の
形
成

を
促
進
し
、
リ
ー
ジ
ョ
ン
の
形
成
は
ま
た
、
ロ
ー
カ
ル
の
指
導
性
に
よ
っ
て
促
進
さ
れ
て
い
る
。
裏
側
か
ら
い
え
ば
、
ロ
ー
カ
ル
の
自
立

性
が
高
ま
れ
ば
高
ま
る
ほ
ど
、
リ
ー
ジ
ョ
ン
の
形
成
が
促
進
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
国
民
国
家
の
解
体
は
、
な
に
も
ア
ジ
ア
に
限
っ
た
こ

と
で
は
な
い
。
考
え
て
み
れ
ば
、
二
〇
世
紀
最
大
の
政
治
的
実
験
に
あ
た
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
に
し
ろ
、
実
は
国
民
国
家
の
枠
に
大
き
な

挑
戦
を
形
成
し
て
い
る
し
、
北
米
自
由
貿
易
圏
や
ア
ジ
ア
自
由
貿
易
圏
な
ど
も
、
国
家
を
越
え
た
枠
組
み
を
模
索
し
て
い
る
現
実
を
、
現

し
て
い
る
。
た
だ
、
大
切
な
ポ
イ
ン
ト
は
、
こ
の
よ
う
な
リ
ー
ジ
ョ
ン
の
形
成
が
、
ロ
ー
カ
ル
の
指
導
力
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
て
い
る

　
　
　
　
　
レ
　

と
い
う
点
だ
。

　
さ
て
、
こ
の
よ
う
な
ア
ジ
ア
に
お
け
る
リ
ー
ジ
ョ
ン
の
形
成
は
、
別
名
局
地
経
済
圏
あ
る
い
は
局
地
市
場
圏
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
こ

の
局
地
市
場
圏
を
見
て
い
け
ば
、
表
五
の
よ
う
に
な
る
。
こ
の
事
実
か
ら
、
以
下
の
こ
と
が
結
論
づ
け
ら
れ
る
と
い
え
よ
う
。
す
な
わ

ち
、
ア
ジ
ア
に
お
け
る
国
民
国
家
も
ま
た
、
そ
れ
な
り
の
ス
ピ
ー
ド
を
も
っ
て
、
解
体
し
つ
つ
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
、
矛
盾
は

そ
れ
に
比
例
し
て
、
軍
事
化
が
す
す
ん
で
い
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
で
は
、
ア
ジ
ア
の
民
主
化
の
可
能
性
は
、
ど
の
よ
う
に
予
測
し
て
い
け
ば
よ
い
の
か
。
民
主
化
は
、
な
に
も
国
家
内
部
の
政
治
参
加
の

拡
大
や
、
選
挙
権
の
拡
大
を
意
味
す
る
だ
け
で
は
な
い
。
実
は
、
こ
の
ロ
ー
カ
リ
ズ
ム
と
リ
ー
ジ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
拡
大
し
て
い
け
ば
、
早

晩
、
現
在
の
国
家
権
力
も
ま
た
、
そ
の
構
造
の
変
更
を
迫
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
て
み
れ
ば
、
ア
ジ
ア
の
民
主
化
は
民

衆
の
力
の
増
大
に
期
待
す
る
こ
と
も
必
要
だ
が
、
そ
れ
と
同
時
に
、
い
や
そ
れ
以
上
に
、
権
力
構
図
の
変
化
に
期
待
し
た
方
が
、
可
能
性

が
高
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
よ
り
具
体
的
に
い
え
ば
、
権
力
構
図
の
変
化
と
は
、
ロ
ー
カ
ル
の
台
頭
に
よ
る
中
央
権
力
へ
の
変
化
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、

詳
し
く
触
れ
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
が
、
中
国
に
お
け
る
北
京
と
上
海
の
関
係
、
あ
る
い
は
大
連
の
関
係
な
ど
、
中
国
で
も
ロ
ー
カ
ル
の
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．
ロ
ー
カ
ル
の
台
頭
に
よ
る
民
主
化
は
、
先
進
諸
国

で
は
未
経
験
の
こ
と
だ
。
そ
し
て
、
先
進
諸
国
の
民

な

，い
力
乙

経
済
力
の
高
ま
り
は
、
．
ロ
ー
カ
ル
の
権
力
構
造
の
拡

大
を
意
味
し
て
い
る
。

　
従
来
、
民
主
化
と
は
民
衆
の
蟻
起
や
、
民
衆
の
政

治
参
加
の
拡
大
に
よ
っ
て
、
果
た
さ
れ
る
と
考
え
ら

れ
て
い
た
。
そ
し
て
ま
た
、
そ
れ
が
語
の
本
来
の
意

味
で
の
民
主
化
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
権

力
そ
の
も
の
が
、
自
ら
の
構
造
変
化
に
よ
っ
て
、
民

衆
に
民
主
化
を
も
た
ら
す
こ
と
が
、
可
能
で
は
な
い

の
か
。
確
か
に
、
ロ
ー
カ
ル
に
権
限
が
譲
ら
れ
た
と

し
て
も
、
そ
れ
は
ロ
ー
カ
ル
の
支
配
構
造
を
強
化
す

る
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
は
、
ロ
ー
カ
ル

の
権
力
者
の
台
頭
を
促
す
に
す
ぎ
な
い
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
、
ロ
ー
カ
ル
に
一
定
の
権
力
と
権
限
が

委
譲
さ
れ
れ
ば
、
権
力
構
造
は
多
元
化
し
、
そ
の

分
、
民
主
化
へ
の
程
度
も
高
ま
る
と
い
え
る
の
で
は

表5　アジアの主な地域経済圏

華人経済圏
中国、台湾、香港を中核に、シンガポールと東南アジア

剥曹ﾌ華僑・藻人の社会を含めた地域

藻南経済圏
中国の広東省と香港を中核にして福建省、海南省、台湾

�?含する地域

環黄海経済圏
黄海を巡る韓国、中国の遼寧、吉林、黒龍江の東北三省

ﾆ山東省、日本（九州、山口県など）

環日本海経済圏 日本、、ロシア・極東、中国、東北三省、韓国、北朝鮮

成長の三角地帯
シンガポ「ル、インドネシア（リアウ州）、マレーシア

iジョホール州）

パーツ経済圏．

iインドシナ経済
浴j

タイ、インドシナ3国（づトナム、ラオス、カンボジ

A）、ミャンマー

北方の三角地帯
タイ南部、マレーシア北部、インドネシアのスマトラ島

k部

東アセアン底長の

O角地帯

層フィリピンのミンダナオ島、インドネシアのスラウェ

Vgカリマンタン、東マレーシアのサバ・サラワク、ブ

泣lイ

出所：『環太平洋NOW’94』（関西経済連合会1994）P．15より抜粋。
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主
化
は
、
多
く
の
場
合
、
民
衆
の
蜂
起
に
よ
る
も
の
と
い
う
考
え
が
、
一
般
的
だ
。
イ
ギ
リ
ス
の
一
連
の
革
命
や
フ
ラ
ン
ス
革
命
、
あ
る

い
は
ア
メ
リ
カ
独
立
戦
争
な
ど
は
、
民
衆
の
蜂
起
に
よ
る
も
の
に
違
い
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
民
衆
の
政
治
的
覚
醒
化
が
、
そ
の

ま
ま
民
主
化
と
同
じ
意
味
に
取
ら
れ
て
き
た
。

　
し
か
し
、
中
央
権
力
と
ロ
ー
カ
ル
と
の
対
抗
の
中
か
ら
、
政
治
的
多
元
主
義
が
生
ま
れ
、
そ
の
こ
と
が
、
結
果
と
し
て
民
衆
の
民
主
化

を
促
進
す
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
く
と
い
え
は
し
な
い
か
。
ま
さ
に
、
ア
ジ
ア
の
民
主
化
は
こ
の
ロ
ー
カ
ル
の
多
元
性
に
注
目
し
て
み

る
こ
と
に
、
そ
の
可
能
性
を
み
つ
け
だ
す
こ
と
が
で
き
る
に
違
い
な
い
。

矛盾するアジア民主化の諸相（藪野）

（
1
）
　
し
か
し
、
帝
国
主
義
を
分
析
し
た
歴
史
的
名
著
で
あ
る
ホ
ブ
ソ
ン
の
『
帝
国
主
義
論
』
で
は
、
ア
ジ
ア
の
文
化
的
集
積
度
の
高
さ
を
高
く
評
価

　
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
の
及
ぶ
と
こ
ろ
で
は
な
い
と
い
う
、
洞
察
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
ホ
ブ
ソ
ン
の
ア
ジ
ア
観
を
今
一
度
、
確
認
し
て

　
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
蟻
‘
い
》
．
＝
o
げ
ω
o
P
§
鳴
蕊
ミ
艦
㊤
ミ
（
］
［
O
旨
α
O
口
”
（
甲
Φ
O
「
触
四
①
〉
＝
Φ
昌
俸
d
コ
乏
幽
ロ
一
U
け
α
・
一
H
㊤
O
卜
○
）
・
矢
内
原
忠
雄
訳
『
帝
国
主
義

論
』
（
岩
波
文
庫
　
一
九
七
四
年
）
、
上
・
下
、
「
第
二
編
帝
国
主
義
の
政
治
学
　
第
五
章
　
ア
ジ
ア
に
お
け
る
帝
国
主
義
」
（
下
）
参
照
。

（
2
）
　
一
九
六
〇
年
代
は
一
般
的
に
「
黄
金
の
六
〇
年
代
」
と
呼
ば
れ
、
米
ソ
と
も
経
済
成
長
に
成
功
し
て
い
る
。
こ
の
経
済
成
長
を
背
景
と
し
て
、

米
ソ
の
第
三
世
界
へ
の
援
助
競
争
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
と
り
わ
け
、
日
本
で
も
こ
の
六
〇
年
代
に
高
度
成
長
に
成
功
し
、
現
在
の
繁
栄
の
礎
を
築
い

　
た
。
藪
野
祐
三
『
先
進
社
会
1
1
日
本
の
政
治
H
l
構
造
崩
壊
の
時
代
1
』
（
法
律
文
化
社
　
一
九
九
〇
年
）
一
一
〇
1
一
一
八
ペ
ー
ジ
、
参
照
。

（
3
）
　
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
に
関
し
て
は
、
谷
川
榮
彦
編
『
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
の
起
源
』
　
（
頚
草
書
房
　
一
九
八
六
年
）
参
照
。

（
4
）
　
ア
ジ
ア
の
経
済
成
長
の
成
功
を
分
析
し
た
も
の
は
、
お
び
た
だ
し
い
数
に
昇
る
が
、
と
り
わ
け
以
下
を
参
照
。
渡
辺
利
夫
『
西
太
平
洋
の
時
代

ー
ア
ジ
ア
新
産
業
国
家
の
政
治
経
済
学
1
・
』
（
文
芸
春
秋
社
　
一
九
八
九
年
）
、
渡
辺
利
夫
編
著
『
西
太
平
洋
新
時
代
と
日
本
』
（
ジ
ャ
パ
ン
・
タ
イ
ム

ズ
　
一
九
九
一
年
）
、
徐
照
彦
『
東
洋
資
本
主
義
』
（
講
談
社
　
一
九
九
〇
年
）
。

（
5
）
　
E
・
J
・
ボ
ブ
ス
ボ
ー
ム
黛
こ
国
．
一
．
＝
○
げ
ω
げ
。
ヨ
噂
ミ
鳴
山
彦
鴨
9
肉
Q
賠
ミ
ミ
“
o
§
国
⊆
b
o
『
①
嵩
。
。
り
－
一
〇
。
ら
Q
。
（
い
。
づ
島
。
コ
　
0
8
噌
9
q
①
白
巴
9
「
甑
①
己
①
づ
α

Z
一
。
o
一
ω
o
コ
い
け
α
■
藁
㊤
①
P
安
川
悦
子
・
水
田
洋
燈
『
市
民
革
命
と
産
業
革
命
一
革
命
の
時
代
一
』
（
岩
波
書
店
　
一
九
六
八
年
）
。

（
6
）
　
民
主
化
と
軍
事
化
は
必
ず
し
も
矛
盾
し
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
と
い
の
も
、
ア
メ
リ
カ
に
あ
っ
て
は
、
周
知
の
よ
う
に
世
界
的
に
民
主
的
な
国
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家
だ
と
認
識
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
逆
に
世
界
的
な
軍
事
大
国
で
も
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
民
主
化
の
促
進
と
軍
事
化
の
拡
大
は
必
ず
し
も
矛
盾
す

る
も
の
で
は
な
い
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
ア
メ
リ
カ
の
軍
事
化
は
、
と
り
わ
け
第
二
次
世
界
大
戦
の
後
に
あ
っ
て
は
、
ソ
連
と
い
う
と
い
う
ア
メ

リ
カ
か
ぢ
み
て
非
民
主
主
義
1
1
社
会
主
義
の
脅
威
か
ら
自
ら
を
守
る
、
す
な
わ
ち
民
主
主
義
を
守
る
た
め
に
、
軍
事
化
が
す
す
ん
だ
経
緯
が
あ
る
。

そ
の
意
味
で
、
ア
メ
リ
カ
の
軍
事
化
は
無
前
提
の
下
に
す
す
ん
の
だ
の
で
は
な
く
、
社
会
主
義
と
の
対
立
と
い
う
歴
史
的
条
件
の
下
で
す
す
ん
だ
。

そ
の
た
め
、
冷
戦
崩
壊
以
降
、
軍
事
化
は
停
滞
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
民
主
化
は
何
ら
か
の
歴
史
的
条
件
の
下
で
は
軍
事
化
と
パ
ラ
レ
ル
に
す

す
む
が
、
原
則
と
し
て
は
、
民
主
化
は
や
は
り
軍
事
化
と
背
馳
す
る
。

（
7
）
　
駄
こ
Q
D
9
ヨ
q
色
身
・
＝
§
賦
ロ
α
q
8
P
§
揺
ぎ
、
ミ
§
、
O
§
ミ
ミ
Ω
ざ
帖
凝
帖
鑓
象
亀
ミ
§
（
Z
⑦
≦
＝
⇔
〈
o
昌
網
巴
①
d
叩
く
。
邑
蔓
℃
「
①
ω
ω
藁
O
O
。
。
）
●
内

山
秀
夫
訳
『
変
革
期
社
会
の
政
治
秩
序
』
（
サ
イ
マ
ル
出
版
会
　
一
九
七
二
年
）
上
・
下
。

（
8
）
　
マ
ル
ク
ス
の
『
資
本
論
』
を
読
む
限
り
、
こ
の
原
始
的
資
本
蓄
積
を
ど
の
よ
う
に
説
明
す
る
か
に
、
多
く
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
割
い
て
い
る
か
が

理
解
で
き
る
。

（
9
）
　
一
般
に
こ
の
よ
う
な
「
ス
ト
ッ
ク
型
」
国
家
の
タ
イ
プ
は
、
重
商
主
義
国
家
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

（
1
0
）
　
こ
の
「
ス
ト
ッ
ク
型
」
と
「
フ
ロ
ー
型
」
に
つ
い
て
は
、
藪
野
祐
三
『
日
本
政
治
の
未
来
構
想
1
い
ま
何
が
で
き
る
か
一
』
（
P
H
P
出
版
　
一

九
九
四
年
）
、
「
1
一
　
グ
ロ
ー
バ
ル
・
シ
ス
テ
ム
へ
の
対
応
と
日
本
の
将
来
」
「
第
二
章
　
世
界
シ
ス
テ
ム
の
転
換
と
通
商
の
台
頭
」
を
参
照
。

（
1
1
）
　
こ
の
間
の
九
州
沖
縄
地
方
の
企
業
の
海
外
展
開
に
つ
い
て
は
、
九
州
経
済
調
査
会
『
九
州
経
済
白
書
　
一
九
八
八
年
』
『
ア
ジ
ア
時
代
と
地
域
経

済
』
、
参
照
。

（
1
2
）
　
中
谷
巌
『
ボ
ー
ダ
ー
レ
ス
・
エ
コ
ノ
ミ
ー
1
鎖
国
国
家
日
本
へ
の
継
承
1
』
（
日
本
経
済
新
聞
社
　
一
九
八
八
年
）
、
参
照
。

（
1
3
）
　
こ
こ
で
は
、
国
家
予
算
に
占
め
る
軍
事
費
の
増
大
を
問
題
に
し
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
国
家
の
政
治
シ
ス
テ
ム
が
「
軍
国
主
義

化
」
し
て
い
る
と
主
張
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
あ
く
ま
で
も
「
軍
事
化
」
で
あ
っ
て
、
　
「
軍
国
主
義
化
」
で
は
な
い
点
に
留
意
す

　
る
必
要
が
あ
る
。
．

（
1
4
）
．
そ
の
意
味
で
、
ア
ジ
ア
の
国
々
の
社
会
階
層
の
構
造
を
分
析
し
、
経
済
発
展
を
支
え
た
グ
ル
ー
プ
、
あ
る
い
は
軍
事
化
に
よ
っ
て
利
益
を
受
け

　
る
グ
ル
ー
プ
を
特
定
し
、
こ
れ
ら
の
国
々
の
間
で
、
比
較
分
析
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（
1
5
）
　
軍
事
化
と
民
主
主
義
化
に
つ
い
て
は
、
ω
下
髪
¢
巴
即
出
島
鉱
σ
q
8
昌
§
Q
§
帖
ミ
ミ
創
ミ
（
自
①
＜
碧
α
d
巳
く
。
邑
叶
団
℃
お
ρ
一
〇
8
）
を
参
照
。

（
1
6
）
　
「
開
発
ど
独
裁
」
の
問
題
を
今
一
度
整
理
し
て
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
い
う
の
も
、
独
裁
が
開
発
の
成
果
を
可
能

’
な
限
り
平
等
に
分
配
し
て
い
る
場
合
、
具
体
的
に
は
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
よ
う
な
場
合
、
独
裁
と
開
発
（
経
済
発
展
）
と
民
主
主
義
の
三
つ
の
間
の
関
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係
は
、
独
裁
が
す
べ
て
に
優
位
す
る
と
い
う
ほ
ど
、
単
純
な
も
の
で
は
な
い
か
ら
だ
。
こ
の
点
も
今
後
の
課
題
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
1
7
）
　
リ
ー
ジ
ョ
ン
と
ロ
ー
カ
ル
の
形
成
に
つ
い
て
は
、
藪
野
祐
三
「
自
治
体
の
国
際
戦
略
」
『
岩
波
講
座
　
社
会
科
学
の
方
法
』
『
廻
　
グ
ロ
ー
バ
ル
・

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
』
（
岩
波
書
店
　
一
九
九
四
年
）
、
参
照
。

矛盾するアジア民主化の諸相（藪野）
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