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変容する島嶼諸国と国際関係

こばやし　いずみ／大阪学院大学国際学部教授

国際政治学、オセアニア地域研究を専攻。太平洋・島サミットの有識者会合座
長や太平洋諸島学会会長も務める。

　

太
平
洋
島
嶼
と
い
え
ば
、
楽
園
と
か
リ
ゾ
ー
ト
地
を
イ

メ
ー
ジ
す
る
先
進
国
人
は
い
ま
で
も
少
な
く
な
い
。
し
か

し
、
観
光
地
と
し
て
名
高
い
ハ
ワ
イ
、
グ
ア
ム
、
タ
ヒ
チ
、

ニ
ュ
ー
カ
レ
ド
ニ
ア
等
は
、
い
ず
れ
も
先
進
国
の
領
土
で

あ
る
。
独
立
国
で
観
光
開
発
が
進
ん
で
い
る
の
は
、
フ
ィ

ジ
ー
や
パ
ラ
オ
な
ど
ご
く
限
ら
れ
た
国
に
す
ぎ
な
い
が
、

世
界
の
辺
境
に
あ
る
島
々
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
こ
ん
な
誤

解
に
も
さ
し
た
る
不
都
合
は
な
か
っ
た
。

　

だ
が
今
世
紀
に
入
っ
て
、
島
嶼
諸
国
は
そ
れ
ぞ
れ
に
大

き
く
変
容
し
、
そ
れ
に
つ
れ
て
島
嶼
地
域
の
国
際
関
係
も

変
わ
り
つ
つ
あ
る
。
こ
れ
は
、
世
界
情
勢
や
島
嶼
国
を
取

り
巻
く
周
辺
国
際
環
境
が
大
き
く
変
貌
し
始
め
て
い
る
か

ら
で
、
辺
境
で
あ
っ
た
は
ず
の
地
域
へ
の
国
際
的
関
心
が

か
つ
て
な
い
ほ
ど
に
高
ま
っ
て
い
る
の
だ
。

　

で
は
そ
の
具
体
的
要
因
と
は
何
か
、
い
く
つ
か
を
順
不

同
で
挙
げ
て
み
れ
ば
、
第
一
は
、
気
候
変
動
に
よ
る
環
境

変
化
で
最
も
災
害
を
被
り
や
す
い
象
徴
的
地
域
と
な
っ
た

こ
と
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
近
年
の
環
境
関
連
の
国
際
会

議
で
、
と
り
わ
け
島
嶼
国
の
発
言
が
重
ん
じ
ら
れ
る
機
会

が
急
増
し
て
い
る
。

　

第
二
は
、
中
国
の
世
界
的
膨
張
が
太
平
洋
に
も
及
び
、

こ
れ
に
よ
り
海
洋
の
安
全
保
障
上
の
重
要
性
が
潜
在
的
な

も
の
か
ら
現
実
的
、
顕
在
的
な
も
の
に
な
っ
た
。
政
治
ア

ク
タ
ー
と
し
て
の
島
嶼
諸
国
が
中
国
と
の
関
係
性
を
如
何

様
に
発
展
さ
せ
て
い
く
か
、
伝
統
的
関
係
を
続
け
て
き
た

周
辺
大
国
に
と
っ
て
は
大
き
な
関
心
事
と
な
る
。
ア
メ
リ

カ
の
太
平
洋
諸
島
政
策
の
変
化
も
中
国
の
動
き
に
連
動
し

て
い
る
し
、
豪
州
が
太
平
洋
諸
島
フ
ォ
ー
ラ
ム
へ
の
関
与

を
強
め
て
い
る
の
も
こ
れ
と
無
縁
で
は
な
い
。
海
洋
や
離

島
の
安
全
保
障
を
重
視
す
る
政
策
を
進
め
る
安
倍
政
権
に

お
い
て
も
、
そ
の
延
長
線
上
に
こ
れ
ま
で
よ
り
大
き
な
存

在
と
し
て
島
嶼
諸
国
が
映
っ
て
い
る
。

　

第
三
は
、
海
洋
空
間
の
物
理
的
利
用
と
い
う
観
点
か
ら

の
再
認
識
だ
。
広
大
な
専
管
経
済
水
域
（
Ｅ
Ｅ
Ｚ
）
を
有

す
る
島
嶼
国
が
、「
将
来
的
に
は
海
洋
大
国
に
な
り
得

る
」
と
す
る
見
方
は
、
国
連
海
洋
法
条
約
が
発
効
し
た
二

〇
年
前
か
ら
存
在
し
て
い
た
が
、
太
平
洋
を
重
要
な
漁
場

と
し
て
い
た
日
本
人
に
は
理
解
し
易
い
重
要
性
も
、
国
際

的
に
は
「
潜
在
的
な
重
要
性
」
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た

に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
二
一
世
紀
に
入
る
と
状

況
は
一
変
。
そ
れ
ま
で
日
本
の
独
壇
場
で
あ
っ
た
太
平
洋

の
カ
ツ
オ
・
マ
グ
ロ
漁
業
に
台
湾
、
韓
国
、
中
国
、
フ
ィ

リ
ピ
ン
、
ア
メ
リ
カ
そ
し
て
Ｅ
Ｕ
か
ら
ス
ペ
イ
ン
ま
で
も

が
参
入
し
、
入
漁
料
を
め
ぐ
る
新
た
な
国
際
関
係
が
出
現

し
た
。
さ
ら
に
、
マ
ン
ガ
ン
団
塊
や
熱
水
鉱
床
の
存
在
調

査
の
結
果
が
次
々
と
明
ら
か
に
な
り
、
海
底
鉱
物
資
源
の

所
属
を
め
ぐ
る
海
洋
の
価
値
が
急
激
に
見
直
さ
れ
た
の
で

あ
る
。

　

海
底
鉱
物
資
源
の
採
掘
は
、
既
に
技
術
的
に
は
可
能
な

段
階
に
ま
で
進
ん
で
い
る
が
、
経
済
効
率
性
を
と
も
な
う

産
業
化
に
は
、
い
ま
し
ば
ら
く
時
間
が
か
か
り
そ
う
だ
。

そ
れ
で
も
広
大
な
Ｅ
Ｅ
Ｚ
空
間
が
か
つ
て
な
く
重
要
視
さ

れ
は
じ
め
た
の
は
、
将
来
の
海
洋
利
権
へ
の
期
待
や
幻
想

が
膨
ら
ん
で
い
る
か
ら
で
、
海
洋
の
安
全
保
障
を
議
論
す

る
際
に
も
密
接
に
絡
ん
で
く
る
問
題
な
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
第
四
に
、
通
信
、
す
な
わ
ち
情
報
の
発
信
・
受

信
手
段
が
飛
躍
的
に
進
歩
・
発
展
を
遂
げ
た
こ
と
を
挙
げ

て
お
き
た
い
。
先
進
国
、
あ
る
い
は
大
市
場
か
ら
の
隔
絶

性
が
、
島
々
の
存
在
感
を
希
薄
に
さ
せ
て
い
た
大
要
因
の

ひ
と
つ
だ
っ
た
が
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
出
現
で
、
少
な

く
と
も
情
報
分
野
に
お
け
る
不
利
性
は
一
気
に
解
消
さ
れ

た
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
は
太
平
洋
島
嶼

の
存
在
を
世
界
に
認
知
さ
せ
、
さ
ら
に
は
、
様
々
な
可
能

性
と
希
望
を
抱
か
せ
る
ツ
ー
ル
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
世
界
情
勢
や
周
辺
環
境
の
変
化
は
、
辺
境
と

み
ら
れ
て
い
た
島
嶼
諸
国
の
国
際
的
地
位
を
一
気
に
浮
上

さ
せ
た
。
本
誌
特
集
に
掲
載
さ
れ
る
諸
論
文
を
こ
の
よ
う

な
視
点
か
ら
読
む
と
、
太
平
洋
地
域
の
今
を
い
っ
そ
う
的

確
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。


