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ア
ジ
ア
を
中
心
と
す
る
地
域
研
究
に
大
き
な
成
果
を

挙
げ
、
ま
た
多
数
の
す
ぐ
れ
た
研
究
者
を
輩
出
し
て
き

た
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
が
、
本
年
、
創
立
五
〇
周
年
を

迎
え
る
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
の
成
果
や
現
役
、

O
B
の
研
究
者
の
方
々
か
ら
大
き
な
恩
恵
を
受
け
て
き

た
立
場
か
ら
、
ま
ず
慶
び
と
感
謝
の
言
葉
を
申
し
述
べ

た
い
。
こ
の
よ
う
な
機
会
に
、
本
誌
の
巻
頭
に
文
章
を

書
か
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
は
筆
者
に
と
っ
て
大
き
な
光

栄
で
あ
る
。

　

本
巻
の
特
集
を
企
画
し
た
町
北
朋
洋
氏
は
、
後
掲
の

「
特
集
に
あ
た
っ
て
」
に
お
い
て
、
五
〇
周
年
を
迎
え

た
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
が
一
つ
の
曲
が
り
角
に
来
て
い

る
と
い
う
問
題
意
識
を
提
示
し
て
い
る
。
町
北
氏
の
論

点
は
、
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
の
研
究
が
依
拠
し
て
き
た

「
三
現
主
義
」（
現
地
語
、
現
地
資
料
、
現
地
調
査
）
の

方
法
で
は
、
近
年
の
国
際
環
境
変
化
に
伴
っ
て
生
じ
た

新
し
い
問
題
に
十
分
に
対
応
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に

あ
る
。
こ
の
文
章
を
読
ん
で
、
経
済
史
を
専
攻
し
て
い

る
筆
者
は
、
経
済
史
研
究
、
少
な
く
と
も
日
本
に
お
け

る
そ
れ
が
直
面
し
て
き
た
課
題
と
の
共
通
性
に
強
い
印

象
を
受
け
た
。

　

経
済
史
研
究
の
主
要
な
柱
は
、
歴
史
研
究
一
般
と
共

通
す
る
、
史
料
、
特
に
第
一
次
史
料
の
収
集
・
批
判
・

解
釈
と
い
う
一
連
の
作
業
で
あ
る
。
研
究
者
に
な
ろ
う

と
す
る
者
は
、
大
学
院
生
、
場
合
に
よ
っ
て
は
学
部
学

生
の
時
か
ら
、
主
と
し
て
O
J
T
を
通
じ
て
そ
の
方
法

を
身
に
つ
け
て
い
る
。「
三
現
主
義
」
に
対
応
す
る
、

い
わ
ば
「
史
料
主
義
」
で
あ
る
。
一
方
で
、
経
済
史
研

究
者
は
、「
史
料
主
義
」
で
は
足
り
な
い
部
分
を
補
う

手
段
を
講
じ
て
き
た
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、

日
本
に
お
け
る
経
済
史
研
究
は
、
伝
統
的
に
、
マ
ル
ク

ス
経
済
学
な
い
し
マ
ル
ク
ス
主
義
の
影
響
を
強
く
受
け

て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
多
く
の
経
済
史
研
究
者
は
、
上

記
の
一
連
の
作
業
の
う
ち
の
解
釈
の
部
分
、
さ
ら
に
は

作
業
の
前
提
と
な
る
問
題
設
定
そ
の
も
の
に
関
し
て
マ

ル
ク
ス
経
済
学
に
依
拠
し
て
き
た
。

　

そ
れ
だ
け
に
、
一
九
八
〇
年
代
以
降
に
生
じ
た
マ
ル

ク
ス
経
済
学
の
急
速
な
退
潮
は
、
日
本
の
経
済
史
研
究

に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
そ
の
際
に
多
く
の
経
済

史
研
究
者
が
選
択
し
た
の
は
、「
史
料
主
義
」
の
み
に

研
究
の
立
脚
点
を
求
め
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ

の
対
応
は
、
現
在
の
経
済
・
社
会
が
解
決
を
要
請
し
て

い
る
諸
課
題
と
経
済
史
研
究
と
を
疎
遠
に
し
、
さ
ら
に

は
、
そ
の
よ
う
な
諸
課
題
に
取
り
組
み
な
が
ら
急
速
に

発
展
し
て
き
た
、（
非
マ
ル
ク
ス
）
経
済
学
を
中
心
と

す
る
社
会
諸
科
学
か
ら
経
済
史
研
究
を
孤
立
さ
せ
る
こ

と
に
つ
な
が
っ
た
。

　

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
今
日
、
む
し
ろ

「
史
料
主
義
」
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
は
大

き
く
な
っ
て
い
る
と
筆
者
は
考
え
る
。
そ
れ
を
経
済
学

の
新
し
い
発
展
と
統
合
し
、
ま
た
現
在
の
諸
問
題
と
歴

史
研
究
を
関
連
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
豊
か
な
研
究

フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
が
拓
か
れ
る
可
能
性
が
よ
り
高
く
な
っ

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
経
済
学
の
比
喩
を
用
い
る
と
、

補
完
性
を
持
つ
諸
要
素
が
外
部
で
蓄
積
さ
れ
た
こ
と
に

よ
っ
て
、「
史
料
主
義
」
の
限
界
生
産
力
が
高
く
な
っ

て
い
る
と
い
え
る
。
地
域
研
究
に
お
け
る「
三
現
主
義
」

に
も
同
じ
こ
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ

は
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
が
培
っ
て
き
た
貴
重
な
資
産
で

あ
り
、
そ
れ
を
継
承
し
な
が
ら
、
そ
れ
と
新
し
い
問
題
、

新
し
い
ア
プ
ロ
ー
チ
と
の
補
完
性
を
生
か
す
こ
と
に

よ
っ
て
、
地
域
研
究
の
未
来
が
拓
か
れ
る
と
考
え
る
。
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