
　

一
九
九
八
年
に
設
立
さ
れ
た
ア
ジ

ア
・
ア
フ
リ
カ
地
域
研
究
研
究
科
は
、

二
〇
〇
九
年
に
改
組
さ
れ
、
既
存
の
東

南
ア
ジ
ア
地
域
研
究
専
攻
・
ア
フ
リ
カ

地
域
研
究
専
攻
に
、
新
た
に
「
グ
ロ
ー

バ
ル
地
域
研
究
専
攻
」
を
加
え
た
三
専

攻
体
制
と
な
っ
た
。
こ
の
新
専
攻
の
な

か
に
は
、「
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
論
講
座
」

が
独
立
し
た
講
座
と
し
て
設
け
ら
れ
、

中
東
地
域
研
究
お
よ
び
イ
ス
ラ
ー
ム
研

究
を
推
進
し
て
い
る
。
ま
た
、
同
時
に

設
け
ら
れ
た
「
南
ア
ジ
ア
・
イ
ン
ド
洋

世
界
論
講
座
」
と
も
協
力
し
つ
つ
、
南

ア
ジ
ア
・
イ
ス
ラ
ー
ム
研
究
に
も
積
極

的
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

　

ま
た
、
イ
ス
ラ
ー
ム
地
域
研
究
セ
ン

タ
ー
が
二
〇
〇
六
年
に
研
究
科
附
属
セ

ン
タ
ー
と
し
て
設
立
さ
れ
、
人
文
科
学

研
究
機
構
（
Ｎ
Ｉ
Ｈ
Ｕ
）
プ
ロ
グ
ラ
ム

「
イ
ス
ラ
ー
ム
地
域
研
究
」
と
文
部
科

学
省
委
託
事
業
「
人
文
学
及
び
社
会
科

学
に
お
け
る
共
同
研
究
拠
点
の
整
備
の

推
進
事
業
」（「
イ
ス
ラ
ー
ム
地
域
研
究

拠
点
」）
を
遂
行
し
つ
つ
あ
り
、
他
方
、

人
文
科
学
研
究
機
構
（
Ｎ
Ｉ
Ｈ
Ｕ
）
プ

ロ
グ
ラ
ム
「
現
代
イ
ン
ド
研
究
」
を
主

導
す
べ
く
、
二
〇
一
〇
年
に
は
研
究
科

附
属
現
代
イ
ン
ド
研
究
セ
ン
タ
ー
が
設

立
さ
れ
た
。

　

そ
こ
で
本
稿
の
前
半
部
で
は
、
本
研

究
科
の
有
す
る
文
献
の
内
、
現
地
語
コ

レ
ク
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
、
中
東
を
中
心

に
し
つ
つ
も
南
ア
ジ
ア
に
も
目
を
配
り

な
が
ら
述
べ
て
み
た
い
。
ち
な
み
に
後

半
部
で
は
、
研
究
科
を
離
れ
て
私
個
人

が
海
外
で
利
用
す
る
図
書
館
に
つ
い
て

紹
介
す
る
。

● 

ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
地
域
研
究
研

究
科
の
現
地
語
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

　

イ
ス
ラ
ー
ム
研
究
、
な
か
ん
ず
く
イ

ス
ラ
ー
ム
思
想
研
究
に
お
い
て
は
、
ア

ラ
ビ
ア
語
が
何
よ
り
も
重
要
で
あ
る
。

聖
典
『
ク
ル
ア
ー
ン
』（
コ
ー
ラ
ン
）

が
ア
ラ
ビ
ア
語
で
語
ら
れ
て
い
る
こ
と

に
端
的
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
ア
ラ

ビ
ア
語
こ
そ
は
ア
ッ
ラ
ー
の
選
ん
だ
言

語
な
の
で
あ
っ
た
。
ア
ラ
ビ
ア
語
の
学

術
に
占
め
る
位
置
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中

世
に
お
け
る
ラ
テ
ン
語
や
前
近
代
東
ア

ジ
ア
に
お
け
る
漢
語
と
ほ
ぼ
同
様
に
、

圧
倒
的
で
あ
っ
た
。
本
研
究
科
で
は
現

在
、
約
二
万
七
〇
〇
〇
冊
の
ア
ラ
ビ
ア

語
書
籍
を
有
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
全

国
の
公
共
図
書
館
（
大
学
図
書
館
や
ア

ジ
ア
経
済
研
究
所
図
書
館
、
東
洋
文
庫

な
ど
）
に
存
在
す
る
五
万
冊
余
の
ア
ラ

ビ
ア
語
書
籍
群
の
ほ
ぼ
半
数
を
占
め

る
。

　

内
容
的
に
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
が

常
に
立
ち
返
る
べ
き
典
拠
と
な
る
聖

典
、
す
な
わ
ち
ク
ル
ア
ー
ン
や
預
言
者

ム
ハ
ン
マ
ド
の
言
行
録（
ハ
デ
ィ
ー
ス
）

へ
の
注
釈
を
は
じ
め
と
し
、
神
学
・
哲

学
・
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
（
イ
ス
ラ
ー
ム
神

秘
主
義
）と
い
っ
た「
内
面
的
学
問
」と
、

法
学
を
中
心
と
す
る
「
外
面
的
学
問
」

の
両
方
に
関
す
る
文
献
群
で
あ
る
。
後

者
に
は
、
現
代
の
イ
ス
ラ
ー
ム
経
済
や

中
東
現
代
政
治
に
関
す
る
大
量
の
書
籍

が
含
ま
れ
て
い
る
。

　

イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
が
七
世
紀
に
ア
ラ

ビ
ア
半
島
の
版
図
を
越
え
て
拡
大
し
て

い
く
に
つ
れ
、
ア
ラ
ビ
ア
語
に
続
い
て

ペ
ル
シ
ア
語
・
ト
ル
コ
語
と
い
っ
た
言

語
が
、
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
の
学
術
語
と

し
て
重
要
に
な
っ
て
く
る
。
本
研
究
科

で
は
、約
九
〇
〇
冊
の
ペ
ル
シ
ア
語
と
、

約
三
二
〇
〇
冊
の
ト
ル
コ
語
を
所
蔵
し

て
い
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
ス
ー

フ
ィ
ズ
ム
文
献
を
核
と
し
て
い
る
が
、

ト
ル
コ
語
に
関
し
て
は
、
中
近
東
文
化

セ
ン
タ
ー
の
高
橋
忠
久
氏
の
ご
寄
贈
を

受
け
て
ギ
ル
ド
関
係
・
経
済
関
係
の
書

籍
も
充
実
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

南
ア
ジ
ア
・
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
で
用

い
ら
れ
る
学
術
語
は
い
く
つ
か
あ
る

が
、
そ
の
代
表
例
と
し
て
ウ
ル
ド
ゥ
ー

語
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

こ
れ
に
つ
い
て
も
、
本
研
究
科
は
現
在

約
一
七
〇
〇
冊
ほ
ど
の
文
献
を
有
し
て

い
る
。
イ
ス
ラ
ー
ム
関
連
図
書
を
中
心

と
し
つ
つ
、
文
学
や
政
治
に
関
わ
る
文

献
も
相
当
数
入
っ
て
い
る
。

　

本
研
究
科
の
こ
れ
ら
の
現
地
語
コ
レ

ク
シ
ョ
ン
の
特
徴
の
ひ
と
つ
は
、
ほ
ぼ

全
件
の
登
録
情
報
を
Ｏ
Ｐ
Ａ
Ｃ
上
に
公

開
す
る
と
と
も
に
、
数
少
な
い
例
外
を

除
い
て
他
機
関
へ
の
貸
し
出
し
（
Ｉ
Ｌ

Ｌ
）
を
行
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
日
本

で
こ
こ
に
し
か
な
い
資
料
も
少
な
く
な

東
長　

靖

特
集　

続
・
地
域
関
連
コ
レ
ク
シ
ョ
ン 

―
中
東
・
ア
フ
リ
カ
・
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
―

中東・
北アフリカ

京
都
大
学
大
学
院
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ

地
域
研
究
研
究
科
と
海
外
の
中
東
・

イ
ス
ラ
ー
ム
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
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い
の
で
、
ぜ
ひ
日
本
中
の
研
究
者
に
、

有
効
に
利
用
し
て
い
た
だ
き
た
い
と

願
っ
て
い
る
。

　

ち
な
み
に
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
た
諸

言
語
は
、
す
べ
て
ア
ラ
ビ
ア
文
字
で
書

か
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
整

理
も
容
易
で
は
な
い
。
そ
の
状
況
を
打

開
す
る
た
め
に
、「
ア
ラ
ビ
ア
文
字
図

書
Ｄ
Ｂ
（
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
）
連
絡
会
」

が
継
続
的
に
開
催
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

成
果
は
、
柳
谷
あ
ゆ
み
編
『
日
本
に
お

け
る
ア
ラ
ビ
ア
文
字
資
料
の
所
蔵
及
び

整
理
状
況
の
調
査
』（
Ｎ
Ｉ
Ｈ
Ｕ
プ
ロ

グ
ラ
ム
・
イ
ス
ラ
ー
ム
地
域
研
究
・
東

洋
文
庫
拠
点
、
二
〇
〇
九
年
）
や
、
連

絡
会
の
活
動
記
録
で
あ
る
左
記
Ｕ
Ｒ
Ｌ

で
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

h
ttp
://w

w
w
.tbias.jp

/rep
ort_

association.htm
l

● 

海
外
の
中
東
・
イ
ス
ラ
ー
ム

関
連
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

　

イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
の
研
究
に
資
す
る

図
書
館
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
、
世
界
中

に
存
在
す
る
。
日
本
で
見
つ
け
る
こ
と

の
で
き
る
カ
タ
ロ
グ
だ
け
を
頼
り
に
、

海
外
の
図
書
館
に
手
紙
を
書
い
て
写
本

を
取
り
寄
せ
て
い
た
時
代
は
終
わ
り
を

告
げ
、
私
た
ち
も
学
生
た
ち
も
、
あ
る

い
は
直
接
現
地
へ
赴
い
て
、
あ
る
い
は

自
分
の
部
屋
か
ら
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を

通
じ
て
、
文
献
を
請
求
し
た
り
、
閲
覧

し
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
代
に

な
っ
て
き
た
。

　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
便
利
な
道
具
で

あ
る
こ
と
は
言
う
を
俟ま

た
な
い
が
、
地

域
の
理
解
の
た
め
に
は
、
や
は
り
現
地

を
実
際
に
訪
れ
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
人
文
社
会
科

学
系
を
中
心
に
、
海
外
で
実
地
に
文
献

調
査
を
行
う
際
の
手
引
き
と
な
る
こ
と

を
目
指
し
て
作
成
し
た
の
が
、「
海
外

文
献
調
査
ガ
イ
ド
」（
小
杉
泰
・
林
佳

世
子
・
東
長
靖
編
『
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界

研
究
マ
ニ
ュ
ア
ル
』
名
古
屋
大
学
出
版

会
、
二
〇
〇
八
年
所
収
）
で
あ
る
。
こ

こ
で
は
、中
東
の
み
な
ら
ず
、イ
ス
ラ
ー

ム
世
界
全
域
お
よ
び
旧
宗
主
国
の
主

だ
っ
た
約
三
〇
カ
国
を
取
り
上
げ
、
各

国
の
主
要
な
図
書
館
の
特
徴
や
利
用
条

件
・
利
用
方
法
を
説
明
し
て
あ
る
。
同

時
に
、
必
要
に
応
じ
て
、
ビ
ザ
の
取
得

法
な
ど
の
情
報
も
記
し
て
あ
る
。
全
体

の
企
画
立
案
は
私
が
行
っ
た
が
、
各
国

情
報
の
執
筆
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の

研
究
状
況
に
く
わ
し
く
、
な
お
か
つ
近

年
も
頻
繁
に
現
地
で
文
献
調
査
を
さ
れ

て
い
る
研
究
者
の
方
々
に
あ
た
っ
て
い

た
だ
い
た
。
私
自
身
、
二
〇
一
〇
年
に

三
回
、
中
東
の
国
々
を
訪
れ
る
機
会
が

あ
っ
た
が
、
そ
の
都
度
該
当
す
る
国
の

情
報
を
コ
ピ
ー
し
、
持
参
し
て
、
文
献

調
査
に
役
立
て
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ

の
内
の
ひ
と
つ
、
チ
ュ
ニ
ジ
ア
に
は
、

一
週
間
足
ら
ず
し
か
滞
在
で
き
な
か
っ

た
が
、
こ
の
海
外
文
献
調
査
ガ
イ
ド
の

お
か
げ
で
効
率
的
に
調
査
を
進
め
る
こ

と
が
で
き
、
あ
る
図
書
館
で
思
わ
ぬ
掘

り
出
し
物
に
出
く
わ
し
て
、
ほ
く
ほ
く

し
た
も
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
私
は
、
こ
の
十
年
来
、
毎

夏
を
ト
ル
コ
・
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
で
一
カ

月
ほ
ど
過
ご
す
こ
と
に
し
て
い
る
。
こ

の
滞
在
期
間
中
は
ウ
ィ
ー
ク
デ
ー
も

ウ
ィ
ー
ク
エ
ン
ド
も
な
く
、
ひ
た
す
ら

毎
日
図
書
館
に
通
い
詰
め
て
い
る
が
、

そ
う
い
っ
た
図
書
館
の
な
か
で
も
別
格

な
の
が
、
オ
ス
マ
ン
帝
国
の
遺
品
を
受

け
継
ぐ
ス
レ
イ
マ
ニ
エ
図
書
館
で
あ

る
。

　

本
館
だ
け
で
六
万
五
〇
〇
〇
点
以
上

の
写
本
を
有
し
、
さ
ら
に
四
つ
の
別
館

を
も
有
す
る
こ
の
図
書
館
は
、
イ
ス
タ

ン
ブ
ル
旧
市
街
の
中
心
部
に
位
置
し
て

い
る
。
以
前
は
、
利
用
許
可
ひ
と
つ
と

る
の
も
、
首
都
ア
ン
カ
ラ
か
ら
の
裁
可

を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
ず
大
変
だ
っ
た

が
、
今
は
大
変
使
い
や
す
く
な
っ
た
。

開
館
時
間
も
、
朝
の
八
時
半
か
ら
夜
の

一
一
時
ま
で
と
、
ち
ょ
っ
と
し
た
コ
ン

ビ
ニ
エ
ン
ス
・
ス
ト
ア
並
み
で
あ
る
。

　

か
つ
て
は
、
図
書
館
の
廊
下
に
置
か

れ
た
カ
ー
ド
を
一
枚
ず
つ
繰
っ
て
目
当

て
の
写
本
を
探
し
出
し
て
も
、
一
回
に

一
点
ず
つ
し
か
請
求
で
き
ず
、
そ
れ
を

返
却
し
な
い
と
つ
ぎ
の
写
本
を
見
せ
て

も
ら
う
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
し
か

し
二
一
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
図
書
館
は

劇
的
に
変
革
を
始
め
、
と
う
と
う
二
〇

〇
九
年
ま
で
に
は
、
別
館
の
分
も
含
め

て
所
蔵
す
る
全
写
本
を
デ
ジ
タ
ル
化
す

る
に
至
っ
て
い
る
。
現
在
わ
れ
わ
れ
が

閲
覧
室
に
入
っ
て
す
べ
き
こ
と
は
、
そ

こ
に
置
か
れ
た
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
で
写
本

を
検
索
し
、
ヒ
ッ
ト
し
た
ら
そ
れ
を
ク

リ
ッ
ク
す
る
だ
け
で
あ
る
。
写
本
の
最

初
か
ら
最
後
ま
で
が
き
れ
い
に
撮
影
さ

れ
て
、
画
面
上
に
現
れ
る
。
何
点
閲
覧

す
る
の
も
自
由
だ
し
、
入
用
の
写
本
に

つ
い
て
は
至
極
簡
単
な
手
続
き
で
Ｃ
Ｄ

―
Ｒ
Ｏ
Ｍ
に
複
写
し
て
く
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
欧
米
の
レ
ベ
ル
に
近
づ
き
つ

つ
あ
る
、
と
評
し
て
よ
い
の
だ
ろ
う
。

し
か
し
古
い
時
代
を
知
る
人
間
と
し
て

は
、
一
抹
の
寂
し
さ
を
ぬ
ぐ
え
な
い
。

今
で
は
、
写
本
本
体
は
滅
多
な
こ
と
で

は
見
せ
て
く
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た

の
で
あ
る
。
写
本
独
特
の
匂
い
と
手
触

り
を
感
じ
な
が
ら
、
何
世
紀
も
前
の
著

者
や
書
写
生
や
読
者
た
ち
に
想
い
を
馳

せ
る
喜
び
は
、
半
永
久
的
に
失
わ
れ
て

し
ま
っ
た
…
…
。

（
と
う
な
が　

や
す
し
／
京
都
大
学
大
学

院
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
地
域
研
究
研
究
科

教
授
）
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