
連載

中村 正志

57 アジ研ワールド・トレンド No.247（2016. 5）

第 4回

　

今
号
は
、
こ
の
連
載
で
は
じ
め
て
の
政
治
に
関
す
る

文
献
紹
介
で
あ
る
。
今
回
は
民
族
を
め
ぐ
る
政
治
（
エ

ス
ノ
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
と
か
、
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
ポ
リ
テ
ィ

ク
ス
な
ど
と
呼
ば
れ
る
）
に
関
す
る
研
究
を
取
り
上
げ

た
い
。

　

ほ
と
ん
ど
の
開
発
途
上
国
は
、
か
つ
て
西
欧
に
よ
る

植
民
地
化
や
ソ
連
の
支
配
を
経
験
し
た
。
こ
の
時
期
の

人
の
移
動
や
、
列
強
の
都
合
に
も
と
づ
く
国
境
画
定
に

よ
っ
て
、
そ
の
多
く
は
多
民
族
社
会
に
な
っ
た
。
結
果
、

い
ま
で
も
途
上
国
で
は
し
ば
し
ば
民
族
間
の
利
害
調
整

が
重
要
な
政
治
課
題
に
な
る
。
だ
か
ら
エ
ス
ノ
ポ
リ
テ

ィ
ク
ス
は
、
数
十
年
に
わ
た
り
途
上
国
研
究
の
主
要
テ

ー
マ
で
あ
り
続
け
て
い
る
。

　

一
方
で
研
究
の
仕
方
に
は
、
そ
の
時
々
に
流
行
の
よ

う
な
も
の
が
あ
る
。
し
ば
ら
く
前
か
ら
政
治
学
で
は
、

政
治
現
象
を
、
自
己
利
益
を
追
求
す
る
個
人
の
イ
ン
タ

ラ
ク
シ
ョ
ン
の
集
積
と
し
て
捉
え
る
流
派
が
一
大
潮
流

を
な
し
て
い
る
。
エ
ス
ノ
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
に
関
す
る
研

究
も
例
外
で
は
な
い
。

　

宗
教
や
言
語
、
肌
の
色
の
違
い
は
、
人
が
自
分
の
利

益
を
追
求
す
る
う
え
で
何
の
役
に
立
つ
の
だ
ろ
う
か
。

　

政
治
家
に
と
っ
て
も
っ
と
も
重
要
な
の
は
権
力
を
得

る
こ
と
で
あ
る
。
政
策
の
実
現
こ
そ
が
目
的
と
考
え
る

政
治
家
で
あ
っ
て
も
、
権
力
が
な
け
れ
ば
目
的
を
実
現

で
き
な
い
か
ら
だ
。
民
主
主
義
の
場
合
、
選
挙
に
勝
つ

こ
と
が
政
治
家
に
と
っ
て
最
優
先
課
題
で
あ
る
。

　

他
方
、
市
民
が
政
治
に
求
め
る
も
の
は
人
そ
れ
ぞ
れ

で
あ
る
。
地
元
に
お
金
を
も
た
ら
す
公
共
事
業
を
求
め

る
人
も
い
れ
ば
、
環
境
対
策
を
求
め
る
人
も
い
る
だ
ろ

う
。
だ
が
い
ず
れ
に
せ
よ
、
自
身
の
利
益
に
か
な
う
政

治
家
を
支
持
す
る
は
ず
だ
。

　

政
治
家
は
効
率
的
に
集
票
し
た
い
と
望
む
。
市
民
は

自
分
に
利
益
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
政
治
家
を
勝
た
せ

た
い
と
望
む
。
し
か
し
、
誰
に
ア
ピ
ー
ル
す
れ
ば
集
票

で
き
る
の
か
、
政
治
家
に
は
な
か
な
か
わ
か
ら
な
い
し
、

ど
の
政
党
に
投
票
す
れ
ば
利
益
に
つ
な
が
る
の
か
を
普

通
の
市
民
が
判
断
す
る
の
も
む
ず
か
し
い
。
政
治
家
と

市
民
の
あ
い
だ
に
は
、
お
互
い
に
相
手
の
行
動
に
確
信

が
も
て
な
い
と
い
う
不
確
実
性
が
あ
る
。
途
上
国
の
場

合
、
多
く
は
民
主
化
し
て
か
ら
日
が
浅
く
競
争
的
選
挙

の
経
験
が
乏
し
い
か
ら
、
こ
の
不
確
実
性
は
成
熟
し
た

民
主
主
義
に
比
べ
て
よ
り
深
刻
な
も
の
に
な
る
。
相
手

の
行
動
を
予
想
す
る
の
に
必
要
な
情
報
が
乏
し
い
か
ら

だ
　

エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
は
、
不
確
実
性
に
直
面
す
る
政
治
家

と
市
民
に
と
っ
て
、
ひ
と
つ
の
有
益
な
判
断
材
料
に
な

り
う
る
。
な
ぜ
な
ら
、
ま
ず
「
わ
れ
わ
れ
」
と
他
者
と

の
違
い
が
誰
に
で
も
認
識
し
や
す
い
か
た
ち
で
存
在
す

る
か
ら
、
仲
間
と
そ
う
で
な
い
者
を
容
易
に
区
別
で
き

る
。
加
え
て
、
母
語
や
信
仰
を
同
じ
く
す
る
者
ど
う
し

で
は
、
そ
う
で
な
い
場
合
に
比
べ
て
密
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
が
あ
る
こ
と
が
多
い
か
ら
、
政
治
家
の
経
歴
や
市
民

の
選
好
に
関
す
る
情
報
を
得
や
す
い
。
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ

に
は
こ
う
し
た
特
質
が
あ
る
た
め
に
、
政
治
家
の
真
の

目
的
が
再
選
で
あ
り
、
市
民
の
い
ち
ば
ん
の
望
み
が
雇

用
対
策
で
あ
る
と
き
に
、
な
ぜ
か
民
族
問
題
が
政
治
的

争
点
と
し
て
浮
上
す
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
う
る
。

　

こ
の
よ
う
な
考
え
方
を
下
敷
き
と
し
て
エ
ス
ノ
ポ
リ

テ
ィ
ク
ス
を
分
析
す
る
こ
と
の
最
大
の
利
点
は
、
民
族

問
題
の
移
ろ
い
や
す
さ
を
う
ま
く
把
握
で
き
る
こ
と
で

あ
る
。
長
ら
く
平
和
を
保
っ
た
国
で
、
瞬
く
間
に
民
族

対
立
が
激
化
す
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
、
政
治

争
点
化
す
る
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
が
、
あ
る
場
合
に
は
部
族
、

あ
る
場
合
に
は
言
語
と
い
う
具
合
に
移
り
変
わ
っ
て
い

く
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
は
そ
れ
自
体

に
価
値
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
個
人
が
自
己
利
益
を
追

求
す
る
な
か
で
道
具
と
し
て
利
用
さ
れ
る
の
だ
と
い
う

認
識
に
も
と
づ
く
分
析
は
、
こ
れ
ら
の
現
象
を
う
ま
く

人は民族に何を求めるのか？
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説
明
で
き
る
。

　

こ
の
流
れ
を
汲
む
研
究
に
つ
い
て
、
か
つ
て
筆
者
は
、

英
語
文
献
を
お
も
な
対
象
と
す
る
レ
ビ
ュ
ー
を
本
誌
に

発
表
し
た
（「
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
研
究
の

現
在
」
本
誌
二
〇
一
三
年
三
月
号
）。
本
格
的
に
勉
強

し
た
い
方
に
は
こ
ち
ら
を
ご
覧
い
た
だ
く
こ
と
と
し
て
、

以
下
で
は
昨
年
刊
行
さ
れ
た
邦
語
文
献
を
二
点
紹
介
し

た
い
。

中
井
遼
『
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
民
族
問
題
―
―
中
東

欧
・
バ
ル
ト
諸
国
の
比
較
政
治
分
析
』
勁
草
書
房
、

二
〇
一
五
年

　

本
書
は
、「
大
き
な
流
血
を
と
も
な
わ
な
い
政
治
的

か
つ
民
族
的
な
事
由
や
争
点
に
基
づ
く
紛
糾
」
と
し
て

の
「
政
治
的
民
族
対
立
」
が
民
主
主
義
の
も
と
で
生
じ

る
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
解
明
に
取
り
組
ん
だ
研
究
書
で
あ
る
。

実
証
分
析
の
対
象
は
中
東
欧
の
一
〇
カ
国
だ
が
、
本
書

が
提
示
す
る
仮
説
は
他
地
域
の
多
民
族
社
会
に
も
適
用

し
う
る
。

　

民
族
暴
動
や
民
族
浄
化
は
、
多
数
の
犠
牲
者
を
出
す

深
刻
な
問
題
だ
か
ら
研
究
者
の
注
目
を
集
め
て
き
た
。

だ
が
、
民
族
対
立
の
あ
り
方
と
し
て
は
極
端
な
形
態
で

あ
り
、
例
外
的
な
現
象
で
あ
る
。
本
書
は
、
民
主
主
義

体
制
下
で
よ
り
広
く
観
察
さ
れ
る
低
強
度
の
コ
ン
フ
リ

ク
ト
を
扱
う
。

　

政
治
的
民
族
対
立
は
、
あ
ら
ゆ
る
多
民
族
国
家
で
生

じ
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
そ
れ
が
生
じ
た
国
に
お
い
て

も
、
時
間
の
推
移
と
と
も
に
対
立
の
強
度
が
変
わ
る
。

国
ご
と
の
違
い
や
時
系
列
の
変
化
が
生
じ
る
理
由
を
説

明
す
る
う
え
で
本
書
が
注
目
し
た
の
は
、
多
数
派
民
族

の
実
務
政
党
の
振
る
舞
い
で
あ
る
。

　

民
主
主
義
の
も
と
で
は
、
政
党
間
の
支
持
獲
得
競
争

の
過
程
で
民
族
対
立
が
煽
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
勢
力

拡
大
の
手
段
と
し
て
排
外
的
、
自
民
族
中
心
主
義
的
な

政
策
を
唱
え
る
行
為
は
、
ア
ウ
ト
ビ
ッ
デ
ィ
ン
グ
（
競

り
上
げ
）
と
呼
ば
れ
る
。

ア
ウ
ト
ビ
ッ
デ
ィ
ン
グ
を
扱
っ
た
先
行
研
究
は
、
お
も

に
急
進
政
党
が
登
場
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
説
明
に
注
力

し
て
き
た
。
対
し
て
本
書
が
実
務
政
党
に
注
目
す
る
の

は
、
議
会
で
の
意
思
決
定
で
は
相
対
的
に
穏
健
な
実
務

政
党
こ
そ
決
定
的
な
影
響
力
を
も
つ
か
ら
で
あ
る
。

　

た
と
え
ば
、
少
数
民
族
の
民
族
学
校
に
対
す
る
交
付

金
の
金
額
を
多
数
決
で
決
め
る
と
し
よ
う
。
議
会
で
は
、

多
数
派
民
族
の
急
進
政
党
と
穏
健
政
党
、
少
数
民
族
政

党
の
三
党
が
議
席
を
も
つ
も
の
と
す
る
。
多
数
派
急
進

政
党
と
少
数
民
族
政
党
の
ど
ち
ら
の
議
席
も
定
数
の
半

数
以
下
な
ら
ば
、
キ
ャ
ス
テ
ィ
ン
グ
ボ
ー
ト
は
中
間
の

立
場
を
と
る
多
数
派
穏
健
政
党
の
所
属
議
員
の
手
に
あ

る
。
ゆ
え
に
こ
の
場
合
、
多
数
派
穏
健
政
党
の
位
置
取

り
が
交
付
金
の
金
額
を
決
め
る
こ
と
に
な
る
。

　

多
数
派
民
族
の
実
務
政
党
が
急
進
政
党
の
立
場
に
近

づ
け
ば
民
族
対
立
の
強
度
が
増
す
。
本
書
に
よ
れ
ば
、

実
務
政
党
の
立
場
を
左
右
す
る
の
は
、
同
種
の
政
党
の

数
で
あ
る
。
多
数
派
民
族
の
実
務
政
党
の
数
が
多
い
と
、

こ
れ
ら
の
政
党
の
あ
い
だ
の
競
争
が
激
し
く
な
る
。
す

る
と
、
少
数
民
族
へ
の
政
策
的
妥
協
が
「
裏
切
り
」
と

避
難
さ
れ
る
リ
ス
ク
が
高
ま
る
。
同
種
の
政
党
の
数
が

少
な
く
競
争
が
穏
や
か
な
ら
ば
、
実
務
政
党
は
少
数
民

族
票
を
取
り
込
む
た
め
の
穏
健
政
策
を
提
示
し
や
す
く

な
る
。
本
書
は
こ
の
仮
説
の
経
験
的
妥
当
性
を
、
一
〇

カ
国
を
対
象
と
す
る
緻
密
な
計
量
分
析
と
、
ラ
ト
ヴ
ィ

ア
、
エ
ス
ト
ニ
ア
の
事
例
研
究
に
よ
っ
て
確
か
め
た
。

　

続
い
て
紹
介
す
る
の
は
、
我
田
引
水
で
ま
こ
と
に
恐

縮
だ
が
、
筆
者
自
身
の
著
作
で
あ
る
。

中
村
正
志
『
パ
ワ
ー
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
―
―
多
民
族

国
家
マ
レ
ー
シ
ア
の
経
験
』
東
京
大
学
出
版
会
、

二
〇
一
五
年

　

多
数
派
民
族
政
党
の
指
導
者
が
少
数
民
族
に
配
慮
し

た
政
策
を
と
る
の
は
、
第
一
に
、
自
身
が
首
相
や
大
統

領
の
座
を
得
る
う
え
で
そ
れ
が
有
利
に
働
く
と
き
で
あ

ろ
う
。
加
え
て
、
穏
健
政
策
に
対
す
る
党
内
の
不
満
が

小
さ
い
か
、
党
首
が
不
満
分
子
を
懐
柔
で
き
る
と
い
う

条
件
が
満
た
さ
れ
て
い
る
必
要
が
あ
る
。

　

本
書
は
ま
ず
、
い
か
な
る
場
合
に
こ
れ
ら
二
つ
の
条

件
が
成
立
す
る
か
を
、
理
論
的
考
察
を
通
じ
て
示
す
。

次
に
、
異
な
る
民
族
を
代
表
す
る
政
党
に
よ
る
連
立
政

権
が
異
例
に
長
く
続
く
マ
レ
ー
シ
ア
に
お
い
て
、
二
条

件
が
満
た
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

　

急
進
的
な
選
好
を
も
つ
有
権
者
が
多
い
と
き
、
そ
れ

で
も
選
挙
で
穏
健
政
党
が
勝
つ
に
は
、
異
民
族
の
有
権

者
か
ら
得
票
で
き
る
政
党
が
有
利
に
な
る
環
境
が
必
要

で
あ
る
。
勝
者
総
取
り
の
結
果
を
招
く
小
選
挙
区
制
は

多
民
族
社
会
に
向
か
な
い
と
い
わ
れ
る
が
、
異
な
る
民

族
を
代
表
す
る
政
党
が
統
一
候
補
を
擁
立
し
、
か
つ
民

族
混
合
選
挙
区
が
多
け
れ
ば
上
記
の
環
境
が
も
た
ら
さ

れ
る
。

　

マ
レ
ー
シ
ア
で
は
独
立
当
初
か
ら
こ
の
環
境
が
整
っ

て
い
た
。
多
数
派
民
族
政
党
の
党
首
が
党
内
急
進
派
を

懐
柔
し
や
す
い
環
境
も
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
近
年
、
短

期
間
の
う
ち
に
こ
の
二
つ
の
環
境
が
崩
れ
、
多
数
派
民

族
政
党
の
急
進
化
が
進
ん
で
い
る
。
そ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム

が
気
に
な
る
方
に
は
、
ぜ
ひ
本
書
を
手
に
と
っ
て
い
た

だ
き
た
い
。

（
な
か
む
ら　

ま
さ
し
／
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所　

東
南

ア
ジ
ア
Ⅰ
研
究
グ
ル
ー
プ
研
究
グ
ル
ー
プ
長
）
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