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、アジア諸国ヘ目を向けるwと

実践研究の要点

政幸

〈静岡大学〉

／ 

一
国
民
の
町
で

昨
年
十
月
初
旬
、
北
京
か
ら
約
一
千
キ
ロ
離
れ

た
北
朝
鮮
と
の
国
境
に
近
い
中
国
吉
林
省
の
延
辺

朝
鮮
族
自
治
区
に
あ
る
延
吉
市
を
訪
れ
た
。
そ
の

中
心
街
に
あ
る
公
営
哲
店
で
経
験
し
た
、
日
本
人

と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
揺
ら
ぎ
に
つ
い

て
述
べ
る
こ
と
か
ら
課
題
に
答
え
た
い
。

私
は
現
在
「
韓
国
に
お
付
る
日
本
大
衆
文
化
の

調
査
研
究
」
｛
科
学
研
究
費
）
を
テ
l
マ
に
韓
国
で

継
続
調
査
を
実
施
し
て
い
る
。
日
本
文
化
を
禁
止

す
る
韓
国
で
、
日
本
マ
ン
ガ
の
ハ
ン
グ
ル
訳
が
数

十
万
単
位
で
売
ら
れ
る
事
実
に
興
味
を
も
っ
た
か

ら
で
あ
る
。
そ
れ
を
東
ア
ジ
ア
全
体
に
広
げ
る
た

め
の
予
備
調
査
と
し
て
中
国
を
訪
問
し
た
。

の
人
達
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
日
本
と
い
う
枠

組
み
と
結
び
つ
い
て
い
た
か
ど
う
か
も
定
か
で
は

な
い
。
大
陸
や
半
島
で
あ
る
可
能
性
も
高
い
。
何

よ
り
も
こ
れ
ら
を
記
録
し
た
文
字
は
大
陸
で
創
造

さ
れ
、
半
島
に
住
む
人
た
ち
に
教
え
ら
れ
た
も
の

が
原
型
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
典
型
に
、
先
の
事

象
は
随
や
海
を
へ
て
移
動
し
て
き
た
，
ヒ
ト
、
モ

ノ
、
コ
ト
e
と
の
関
係
を
除
い
て
語
れ
な
い
。

さ
ら
に
こ
れ
は
優
れ
て
現
代
の
問
題
。
香
港
返

還
の
翌
日
、
タ
イ
の
通
貨
切
り
下
げ
に
始
ま
る
金

融
危
機
が
昨
年
末
に
韓
国
経
済
を
破
産
寸
前
に
追

い
込
ん
だ
際
に
、
日
本
政
府
は
全
力
で
支
え
ざ
る

を
え
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
欧
米

諸
国
か
ら
ア
ジ
ア
の
金
融
危
機
は
日
本
の
経
済
政

策
の
誤
り
と
の
批
判
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。
そ

の
当
否
は
別
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
事
実
は
日
本
と

い
う
国
に
生
活
す
る
人
に
と
っ
て
、
ア
ジ
ア
を
構

想
す
る
国
々
と
の
関
係
を
考
慮
す
る
こ
と
な
く
自

国
認
識
は
成
立
し
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

半
島
か
ら
訪
れ
、
現
在
の
豊
か
さ
の
基
盤
を
築

く
勇
気
を
与
え
て
く
れ
た
力
道
山
の
物
語
が
、
い

ま
こ
の
国
の
内
と
外
に
次
々
と
生
ま
れ
て
い
る
と

い
え
ま
い
か
。
た
だ
し
そ
れ
は
日
本
人
と
し
て
の

自
国
認
識
を
ア
ジ
ア
の
他
の
園
の
認
識
に
拡
大
す

る
こ
と
で
は
な
い
。
こ
れ
が
延
吉
市
の
書
店
で
感

じ
た
揺
ら
ぎ
の
も
う
一
つ
の
理
由
で
あ
る
。

三
国
家
と
自
己
と
の
あ
い
だ

こ
こ
で
の
自
国
認
識
と
は
、
十
八
世
紀
か
ら
十

九
世
紀
の
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
生
じ
た
変
動
に
起
因

す
る
、
一
民
族
一
国
家
と
い
う
近
代
国
民
国
家
の

｜／ 

だ
が
北
京
か
ら
温
か
離
れ
た
、
そ
れ
も
日
本
が

侵
略
し
た
地
に
半
島
か
ら
移
住
し
て
き
た
（
日
本

の
強
制
も
含
め
て
）
人
達
の
中
心
都
市
で
あ
る
。

こ
こ
に
は
日
本
の
マ
ン
ガ
は
な
い
だ
ろ
う
と
思
い

つ
つ
書
店
を
訪
れ
た
。
期
待
は
み
ご
と
に
は
ず
れ

た
。
入
っ
て
す
ぐ
の
最
も
目
立
つ
場
所
に
見
慣
れ

た
絵
が
あ
っ
た
。
ジ
ャ
ン
プ
の
「
ろ
く
で
な
し

回
F
C開
ω」
中
国
語
版
？
の
平
積
み
で
あ
る
。

こ
ん
な
と
こ
ろ
に
ま
で
来
て
日
本
の
マ
ン
ガ
を

見
つ
貯
て
喜
ぶ
日
本
人
は
私
だ
付
か
な
と
、
変
な

優
越
感
？
に
漫
り
つ
つ
、
他
の
マ
ン
ガ
を
求
め
て

子
ど
も
用
の
本
棚
に
あ
っ
た
冊
子
を
手
に
取
っ
て

驚
い
た
。
ハ
ン
グ
ル
（
朝
鮮
語
）
の
可
力
道
山
L

の
マ
ン
ガ
物
語
、
し
か
も
北
朝
鮮
（
朝
鮮
民
主
主

義
人
民
共
和
国
）
で
作
ら
れ
た
本
で
あ
っ
た
。

力
道
山
は
ア
ン
ト
ニ
オ
猪
木
や
ジ
ャ
イ
ア
ン
ト

馬
場
の
師
匠
で
日
本
の
プ
ロ
レ
ス
を
築
い
た
人
。

次
々
と
米
国
の
巨
人
な
レ
ス
ラ
ー
を
空
手
チ
ョ
ッ

プ
で
な
ぎ
倒
す
力
道
山
の
姿
に
、
敗
戦
で
失
っ
た

日
本
人
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
取
り
戻

し
た
人
は
多
い
は
ず
。
敗
戦
か
ら
高
度
成
長
時
代

へ
と
転
換
す
る
時
代
に
最
も
力
強
く
生
き
た
日
本

人
の
代
表
が
力
遊
山
で
は
な
か
っ
た
か
。

だ
が
実
は
彼
は
現
在
の
北
朝
鮮
か
ら
渡
っ
て
き

た
人
で
あ
っ
た
。
そ
の
一
代
記
が
中
国
の
朝
鮮
旗

自
治
区
の
曹
店
の
子
ど
も
の
本
棚
に
並
ん
で
い
た

わ
付
で
あ
る
。
私
は
複
雑
な
気
分
に
な
っ
た
。

力
道
山
が
半
島
の
人
で
あ
っ
た
事
実
は
既
に
日

本
で
は
様
々
な
機
会
に
語
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
戦

後
の
混
乱
期
を
生
き
た
人
に
と
っ
て
、
力
道
山
は

枠
組
み
が
前
提
。
だ
が
こ
の
理
念
が
実
現
し
た
か

に
み
え
た
二
十
世
紀
後
半
の
世
界
に
実
際
に
誕
生

し
た
の
は
多
様
な
言
語
、
文
化
、
宗
教
を
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
の
帯
で
強
制
的
に
束
ね
た
多
民
族
国
家
で

あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
は
東
西
冷
戦
の
終
駕

に
よ
る
拘
束
の
正
当
性
の
崩
壊
に
よ
り
、
再
び

様
々
な
次
元
で
解
き
放
た
れ
た
。
二
十
一
世
紀
を

目
前
に
世
界
は
改
め
て
秩
序
化
へ
の
道
を
模
索
す

る
再
編
期
に
あ
る
。
ア
ジ
ア
も
例
外
で
は
な
い
。

こ
の
よ
う
な
。
い
ま
、
こ
こ
で
e

と
い
う
観
点

か
ら
ア
ジ
ア
へ
の
視
点
を
位
置
づ
貯
る
な
ら
、
最

も
重
要
な
の
は
近
代
日
本
国
家
誕
生
期
以
来
、
百

数
十
年
か
貯
て
作
ら
れ
た
、
一
民
族
、
一
言
語
、

一
文
化
と
い
う
神
話
か
ら
自
由
に
な
る
こ
と
。
た

だ
し
、
そ
れ
は
日
本
国
と
い
う
ア
レ
イ
ム
が
不
必

要
と
い
う
の
で
は
な
い
。
逆
で
あ
る
。
冷
戦
終
了

後
の
世
界
の
流
動
化
と
再
秩
序
化
へ
の
要
請
こ
そ

が
、
日
本
の
国
の
輪
郭
を
顕
在
化
さ
せ
る
。

私
も
含
め
現
在
の
大
多
数
の
日
本
人
は
日
本
人

で
あ
る
こ
と
を
主
体
的
に
選
択
し
た
わ
付
で
は
な

い
。
た
ま
た
ま
生
を
得
た
地
と
命
を
く
れ
た
男
女

に
与
え
ら
れ
た
戸
籍
と
い
う
仕
組
み
が
、
日
本
人

と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
類
す
る
こ
と
を
強
制
し

た
に
す
ぎ
な
い
。
他
の
ア
ジ
ア
各
国
の
人
々
と
比

較
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
自
己
（
自
国
）
認
識
は

か
な
り
特
異
で
あ
る
。
冷
戦
シ
ス
テ
ム
下
で
は
有

利
に
機
能
す
る
場
合
も
あ
っ
た
が
、
他
国
（
人
）

と
の
関
係
が
日
常
化
す
る
世
界
で
は
、
自
己
（
自

国
）
認
識
の
欠
如
と
し
て
み
な
さ
れ
る
。
特
に
建

設
途
上
の
ア
ジ
ア
諸
国
か
ら
は
自
己
本
位
（
エ
ゴ

今
で
も
「
リ
キ
さ
ん
」
の
愛
称
と
と
も
に
尊
敬
と

憧
れ
の
日
本
人
で
は
な
い
か
。
少
な
く
と
も
多
く

の
日
本
人
が
彼
の
戦
う
姿
に
勇
気
を
得
て
、
現
在

の
日
本
の
豊
か
さ
の
基
盤
を
築
い
て
き
た
は
ず
。

と
す
れ
ば
、
そ
の
豊
か
さ
を
日
本
国
と
日
本
人
の

成
果
で
あ
る
と
と
ら
え
る
私
も
含
め
た
現
在
の
こ

の
固
に
籍
を
置
く
人
逮
に
と
っ
て
の
日
本
と
日
本

人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
は
何
な
の
か
。

こ
れ
が
私
が
と
ま
ど
っ
た
理
由
で
あ
る
。

二
自
国
と
他
国
の
あ
い
だ

国
際
化
へ
の
対
応
は
自
国
認
識
を
基
盤
に
し
て

こ
そ
可
能
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
考
え
に
は
異
論
は

な
い
。
だ
が
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
日
本
と
い

う
枠
組
み
を
構
成
す
る
要
素
自
体
に
東
ア
ジ
ア
の

世
界
が
わ
か
ち
が
た
く
入
り
込
ん
で
い
る
こ
と
。

自
国
認
識
と
は
具
体
的
に
何
を
認
識
す
る
こ
と

な
の
か
。
ま
ず
最
初
に
浮
か
ぶ
の
は
、
も
の
の
あ

わ
れ
、
わ
ぴ
、
さ
び
、
と
い
っ
た
日
本
固
有
の
情

緒
様
式
を
表
現
す
る
概
念
や
そ
の
背
後
に
あ
る
文

化
様
式
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
を
一
定
の
形
式
で
表

現
し
た
作
品
で
は
な
い
か
。
よ
り
単
純
に
古
代
国

家
形
成
期
以
来
の
政
権
交
代
史
に
か
か
わ
る
事
象

の
認
識
、
と
い
う
答
え
か
も
し
れ
な
い
。
少
な
く

と
も
小
中
学
校
の
社
会
科
教
科
歯
を
み
れ
ば
、
日

本
の
義
務
教
育
で
教
え
ら
れ
る
自
国
認
識
に
相
当

す
る
部
分
の
多
く
が
、
こ
の
よ
う
な
知
識
で
構
成

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
否
定
で
き
な
い
。

だ
が
、
こ
れ
ら
は
東
ア
ジ
ア
の
沖
合
に
あ
る
列

島
の
一
部
を
舞
台
に
、
あ
る
時
代
の
特
定
集
団
を

担
い
手
と
し
て
生
起
し
た
事
象
に
す
ぎ
な
い
。
そ
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イ
ズ
ム
、
無
責
任
）
と
と
ら
え
ら
れ
よ
う
。

そ
れ
ゆ
え
、
今
後
は
こ
の
よ
う
な
国
家
と
い
う

制
度
で
人
聞
の
集
団
を
枠
付
貯
る
仕
組
み
を
、
一

人
一
人
が
改
め
て
自
覚
的
に
受
容
（
拒
否
）
も
し

く
は
再
構
築
で
き
る
契
機
（
仕
組
み
）
を
意
図
的

に
準
備
す
る
必
要
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
は

い
つ
か
き
た
道
に
戻
る
こ
と
で
は
な
い
。
逆
で
あ

る
。
今
な
お
様
々
な
社
会
制
度
や
社
会
意
識
に
潜

在
す
る
、
旧
来
の
圏
家
観
や
人
間
観
を
脱
す
る
た

め
に
こ
そ
必
要
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
ま
ず
固

と
い
う
仕
組
み
を
個
々
人
の
日
常
か
ら
離
れ
た
形

而
上
学
的
な
実
体
と
し
て
で
な
く
、
あ
く
ま
で
自

己
を
構
成
す
る
社
会
的
要
紫
の
一
つ
と
し
て
定
位

す
る
こ
と
。
い
い
か
え
れ
ば
、
自
分
の
外
に
あ
っ

て
誇
り
や
非
難
の
対
象
と
な
る
世
界
と
し
て
で
は

な
く
、
自
分
が
創
り
う
る
対
象
と
し
て
位
置
づ
砂

る
こ
と
。
こ
れ
が
変
化
流
動
す
る
ア
ジ
ア
諸
国
の

今
を
読
み
取
る
必
要
条
件
で
あ
り
、
ー
総
合
的
な
学

習
」
が
挑
む
世
界
と
考
え
る
。
そ
し
て
十
分
条
件

は
教
師
自
身
の
自
己
改
革
。
そ
の
実
践
化
へ
の
ポ

イ
ン
ト
を
三
つ
指
摘
し
た
い
。
一
つ
は
既
存
の
知

識
を
教
え
る
職
業
と
い
う
神
話
か
ら
自
由
に
な
る

こ
と
。
二
つ
は
日
々
創
造
さ
れ
る
情
報
の
意
味
づ

妙
と
格
闘
す
る
醍
醐
味
を
味
わ
う
こ
と
。
三
つ
は

多
様
性
と
可
変
性
が
常
態
化
す
る
ア
ジ
ア
と
自
国

の
認
識
枠
組
の
再
構
築
に
挑
戦
す
る
こ
と
。
詳
細

は
拙
著
「
ア
ジ
ア
を
ど
う
教
え
る
か
L

（
平
成
九
年

度
『
現
代
教
育
科
学
』
連
蛾
①
3
⑫
l
再
構
成
後

出
版
予
定
）
を
参
照
い
た
だ
き
た
い
。
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「
基
準
の
改
善
の
ね
ら
い
」
か
ら
み
た

総
合
的
学
習
研
究
の
課
題
ー
無
藤

「
現
状
と
課
題
」
で
指
摘
さ
れ
て
い
る

事
項
を
ど
う
考
え
る
か
ー
ー
日
台

生
活
科
の

間

E

E

E
鹿

島

E
長

生
活
科
と
国
語
科
と
の
合
科
的
な
指
導
研
究
の
要
点
槻

生
活
科
と
社
会
科
と
の
合
科
的
な
指
導
研
究
の
要
点
目

生
活
科
と
算
叙
科
と
の
合
科
的
な
指
導
研
究
の
要
点
長
崎

生
活
科
と
理
科
と
の
合
科
的
な
指
導
研
究
の
要
点
l

斎
藤

生
活
科
と
音
楽
科
と
の
合
科
的
な
指
導
研
究
の
要
点
l
i
l－
－
吉
田

生
活
科
と
図
工
科
と
の
合
科
的
な
指
導
研
究
の
要
点
1
1
1
1
1若
元

生
活
科
と
体
育
科
と
の
合
科
的
な
指
導
研
究
の
要
点
l
i
l－
－
土
谷

生
活
科
と
道
徳
と
の
合
科
的
な
指
導
研
究
の
要
点
l
l
i－
－
上
斗
石

生
活
科
と
特
活
と
の
合
科
的
な
指
導
研
究
の
要
点
I
l
l
i－
－
局
階

園
開
園
働
問
閣
同

M
I
l
l
－－
I

M

地
域
の
自
然
の
活
用
M

と
実
践
研
究
の
課
題
｜
I
l
l
i－
－
藤
田

M

地
域
の
施
設
の
活
用
H

と
実
践
研
究
の
課
題
I
l
l
i－
－
ー
野
田

M
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