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中
国
総
合
研
究
事
業
を
提
案
し
た
二
〇
〇
五
年
、

我
々
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
の
中
国
研
究
者
の
頭
に
あ
っ

た
の
は
、「
中
国
の
台
頭
」
と
い
う
現
実
に
ど
う
向
き
合

う
べ
き
な
の
か
、
と
い
う
切
実
な
問
題
意
識
だ
っ
た
。

当
時
、
中
国
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
は
日
本
の
半
分
以
下
（
米
ド
ル

換
算
、
名
目
値
）
だ
っ
た
が
、
経
済
を
は
じ
め
あ
ら
ゆ

る
分
野
で
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進
行
す
る
な
か
、
そ
の
影

響
力
は
顕
著
に
増
大
し
つ
つ
あ
っ
た
。

　

経
済
分
野
で
は
、
二
〇
〇
一
年
に
Ｗ
Ｔ
Ｏ
加
盟
を
果

た
し
た
後
、
輸
出
大
国
と
し
て
だ
け
で
な
く
対
外
投
資

国
と
し
て
存
在
感
を
高
め
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
と
の
Ｆ
Ｔ
Ａ

交
渉
で
も
リ
ー
ド
役
を
果
た
し
て
い
た
。
ま
た
、
外
交

面
で
も
、
経
済
力
の
伸
長
を
背
景
に
影
響
力
拡
大
を
志

向
す
る
動
き
を
強
め
て
い
た
。
そ
し
て
、
研
究
の
世
界

で
は
、
こ
う
し
た
動
き
が
世
界
に
も
た
ら
す
影
響
を
考

察
し
た
論
考
が
、
多
数
公
表
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い

た
。

　

し
か
し
、「
中
国
の
台
頭
」
の
問
題
点
や
リ
ス
ク
を
明

ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
こ
れ
ら
論
考
の
よ
う
に
中
国

を
外
か
ら
見
る
ア
プ
ロ
ー
チ
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ

る
。
中
国
の
政
治
や
経
済
を
正
面
か
ら
取
り
上
げ
、
そ

の
変
化
の
実
態
と
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
分
析
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
、
と
我
々
は
考
え
た
。

　

時
あ
た
か
も
中
国
で
は
、
第
一
七
回
共
産
党
大
会

（
二
〇
〇
七
年
一
〇
月
）
を
控
え
、
政
治
的
リ
ー
ダ
ー

シ
ッ
プ
の
交
代
が
進
行
し
て
お
り
、
第
一
一
次
五
カ
年

計
画
（
二
〇
〇
六
〜
一
〇
年
）
の
策
定
・
実
施
が
目
前

と
な
る
な
か
で
、
政
治
改
革
、
経
済
運
営
の
あ
り
方
を

巡
っ
て
広
範
な
議
論
が
行
わ
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
時

期
に
は
、
通
常
は
表
に
出
て
き
に
く
い
デ
ー
タ
や
論
点

が
公
に
さ
れ
、
問
題
の
本
質
に
迫
っ
た
議
論
が
行
わ
れ

る
の
で
、
今
後
を
展
望
す
る
研
究
事
業
を
立
ち
上
げ
る

に
は
良
い
タ
イ
ミ
ン
グ
だ
、
と
い
う
点
で
も
我
々
の
認

識
は
一
致
し
た
。

　

こ
う
し
て
中
国
総
合
研
究
事
業
は
ス
タ
ー
ト
し
た
。

も
っ
と
も
、
中
国
を
多
面
的
に
分
析
し
よ
う
と
す
る
こ

と
か
ら
求
め
ら
れ
る
テ
ー
マ
と
個
々
の
研
究
者
が
追
求

し
た
い
と
考
え
る
テ
ー
マ
と
は
必
ず
し
も
一
致
し
な

い
。
既
に
ス
タ
ー
ト
し
て
い
る
他
の
研
究
会
と
の
調
整

も
必
要
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
ネ
ッ
ク
を
乗
り
越
え
て
結

実
し
た
成
果
は
、ア
ジ
研
選
書（
現
代
中
国
分
析
シ
リ
ー

ズ
）や
英
文
単
行
書
と
し
て
順
次
公
刊
さ
れ
つ
つ
あ
り
、

そ
の
エ
ッ
セ
ン
ス
は
本
特
集
号
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

　

筆
者
自
身
は
、
二
〇
〇
八
年
三
月
に
上
海
セ
ン
タ
ー

所
長
を
拝
命
し
て
、事
業
か
ら
離
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

当
地
赴
任
後
の
中
国
は
、
北
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
、
上
海

万
博
と
い
う
国
家
的
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
成
功
さ
せ
、
国

際
金
融
危
機
の
風
波
を
乗
り
越
え
て
Ｇ
Ｄ
Ｐ
で
日
本
を

凌
駕
す
る
な
ど
世
界
大
国
へ
の
道
を
ひ
た
走
っ
て
い

る
。
そ
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
は
、
事
業
開
始
時
の
想
定

を
も
上
回
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
、
中
国
が

抱
え
る
問
題
は
よ
り
複
雑
な
も
の
と
な
っ
た
。工
業
化
、

都
市
化
の
波
が
中
部
・
内
陸
部
に
及
び
、
こ
れ
ら
地
域

は
、
農
村
部
も
巻
き
込
ん
だ
再
開
発
や
公
害
等
の
都
市

型
問
題
に
直
面
し
て
い
る
。
沿
海
部
で
は
、
人
口
の
老

齢
化
、
医
療
・
社
会
福
祉
等
、
先
進
国
型
の
問
題
が
深

刻
化
し
て
い
る
。

　

歴
史
は
一
巡
り
し
た
。
日
本
と
中
国
の
関
係
も
様
変

わ
り
し
て
い
る
。
新
た
な
中
国
の
全
体
像
を
求
め
て
、

中
国
研
究
を
構
想
し
直
す
べ
き
時
が
来
て
い
る
の
か
も

し
れ
な
い
。


