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1 アジ研ワールド・トレンドNo.233（2015. 3）

今
日
の
ベ
ト
ナ
ム
は
「
国
土
の
工
業
化
、
近
代
化
」

を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
掲
げ
、
二
〇
二
〇
年
ま
で
に
「
基
本

的
に
工
業
国
と
な
る
」
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。
事
実
、

一
九
八
六
年
に
ド
イ
モ
イ
（
刷
新
）
路
線
を
採
択
し
た
ベ

ト
ナ
ム
は
、
一
九
九
一
年
カ
ン
ボ
ジ
ア
和
平
を
契
機
と

す
る
国
際
環
境
の
好
転
な
ど
を
追
い
風
と
し
て
、
目
覚

ま
し
い
成
長
を
遂
げ
て
き
た
。
そ
れ
を
牽
引
し
た
の
が
、

工
業
部
門
や
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
部
門
の
拡
大
で
あ
っ
た

こ
と
に
疑
い
は
な
い
。
例
え
ば
、
同
国
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
構
成

を
み
る
と
、一
九
九
〇
年
時
点
で
第
一
次
産
業
三
九
％
、

第
二
次
産
業
二
三
％
、
第
三
次
産
業
三
九
％
で
あ
っ
た

も
の
が
、
二
〇
一
二
年
に
は
そ
れ
ぞ
れ
二
〇
％
、
三
八
％
、

四
二
％
へ
と
変
化
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
ベ
ト
ナ
ム
の
指

導
者
は
、
二
〇
二
〇
年
に
は
第
一
次
産
業
の
比
重
が
一

五
％
に
ま
で
縮
小
す
る
こ
と
を
予
期
し
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
の
こ
と
は
、
農
業
が
衰
退
し
つ
つ
あ
る

こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
決
し
て
な
い
。
例
え
ば
代

表
的
な
農
産
物
で
あ
る
コ
メ
（
籾
）
を
み
る
と
、
一
九

九
〇
年
に
二
〇
〇
〇
万
ト
ン
以
下
で
あ
っ
た
収
穫
量
は
、

二
〇
一
〇
年
以
降
四
〇
〇
〇
万
ト
ン
を
超
え
て
い
る
。

コ
メ
の
み
な
ら
ず
、
コ
ー
ヒ
ー
や
カ
シ
ュ
ー
ナ
ッ
ツ
な

ど
に
つ
い
て
も
、
今
日
の
ベ
ト
ナ
ム
は
世
界
で
ト
ッ
プ

ク
ラ
ス
の
輸
出
国
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
同
国
の
農
業
は

依
然
と
し
て
元
気
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
将
来
を
展
望
す

る
と
き
、
ベ
ト
ナ
ム
が
心
が
け
る
べ
き
こ
と
は
、
工
業

化
の
過
程
で
農
業
を
衰
退
さ
せ
て
し
ま
っ
た
日
本
を
反

面
教
師
と
し
つ
つ
、
よ
り
均
衡
の
と
れ
た
発
展
を
目
指

す
こ
と
で
あ
ろ
う
。

む
ろ
ん
、
そ
の
こ
と
は
現
在
の
趨
勢
を
維
持
す
る
だ

け
で
よ
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
ベ
ト
ナ
ム
の

工
業
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
農
業
に
つ
い
て
も
過

去
二
〇
余
年
の
発
展
は
、
も
っ
ぱ
ら
量
的
な
拡
大
を
通

じ
て
獲
得
さ
れ
て
き
た
。
今
後
は
、
質
的
な
側
面
に
も

っ
と
関
心
を
払
う
必
要
が
あ
る
。
例
え
ば
、
農
産
物
の

安
全
性
の
確
保
、
品
種
改
良
な
ど
を
通
じ
て
の
質
の
向

上
な
ど
で
あ
る
。
ま
た
、
国
際
市
場
に
お
い
て
ブ
ラ
ン

ド
化
を
図
る
努
力
も
大
切
で
あ
る
。

工
業
化
の
過
程
で
、
ベ
ト
ナ
ム
も
都
市
化
を
経
験

し
つ
つ
あ
る
。
一
九
九
〇
年
に
二
〇
％
で
あ
っ
た
都
市

人
口
は
、
二
〇
一
二
年
に
は
二
八
％
に
拡
大
し
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
農
村
人
口
の
絶
対
的
な
減
少
を

意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
同
期
間
に
都
市
人
口
が
二

倍
以
上
に
拡
大
し
た
間
に
、
農
村
人
口
も
一
四
％
増
え

て
い
る
。
つ
ま
り
、
農
村
の
過
疎
化
が
始
ま
っ
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
し
、
都
市
が
変
化
し
て
い
る
の

と
同
様
に
農
村
も
変
化
し
つ
つ
あ
る
。
現
時
点
で
注
目

す
べ
き
現
象
と
し
て
、
例
え
ば
、
農
村
部
に
住
み
な
が

ら
も
主
た
る
収
入
源
を
農
業
以
外
に
求
め
る
世
帯
が
増

え
つ
つ
あ
る
こ
と
な
ど
を
指
摘
で
き
よ
う
。
そ
の
よ
う

な
実
態
を
理
解
す
る
こ
と
が
、
将
来
的
に
、
農
村
を
ま

す
ま
す
魅
力
あ
る
居
住
空
間
に
し
て
い
く
た
め
の
努
力

に
つ
な
が
る
で
あ
ろ
う
。

途
上
国
の
発
展
を
論
じ
る
時
、
多
く
の
専
門
家
が
と

か
く
工
業
化
の
側
面
に
の
み
関
心
を
向
け
る
風
潮
が
あ

る
な
か
で
、
Ｊ
Ｅ
Ｔ
Ｒ
Ｏ
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
は
一
貫

し
て
ベ
ト
ナ
ム
農
業
・
農
村
の
発
展
を
重
視
し
、
地
域

研
究
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
経
済
学
な
ど
の
デ
ィ
シ
プ
リ
ン

を
併
用
し
つ
つ
、
多
く
の
研
究
成
果
を
蓄
積
し
て
き
た
。

今
後
の
研
究
の
さ
ら
な
る
展
開
を
、
大
い
に
期
待
し
て

い
る
。
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