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「
祖
国
統
一
」は
中
華
人
民
共
和
国（
中
国
）

の
国
家
目
標
の
一
つ
で
あ
り
、
歴
代
の
中

国
の
政
治
指
導
者
に
と
っ
て
悲
願
で
あ
る
。

一
九
八
四
年
の
中
英
共
同
声
明
で
香
港
返
還

の
道
筋
を
つ
け
た
鄧
小
平
は
、「
一
国
二
制

度
」
を
香
港
で
実
施
し
、
後
に
こ
れ
を
台
湾

に
も
適
用
す
る
と
い
う
統
一
の
ロ
ー
ド
マ
ッ

プ
を
描
い
た
。
だ
が
、
香
港
と
台
湾
を
め
ぐ

る
政
治
的
緊
張
は
、
習
近
平
政
権
の
も
と
で

急
速
に
高
ま
っ
て
い
る
。

　

周
知
の
と
お
り
、
本
年
六
月
の
香
港
へ

の
「
国
家
安
全
維
持
法
」
導
入
に
よ
っ
て
鄧

いまを読む5冊
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④独裁の政治思想
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小
平
の
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
は
崩
壊
し
、
香
港
社

会
も
激
変
し
た
。
こ
う
し
た
香
港
の
現
状
を

香
港
住
民
の
目
線
か
ら
説
明
す
る
と
同
時

に
、
彼
ら
が
求
め
る
自
由
や
民
主
主
義
へ
の

再
考
を
読
者
に
促
す
の
が
①
で
あ
る
。
著
者

の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
や
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
記

録
に
基
づ
く
生
き
生
き
と
し
た
個
人
の
描
写

と
、
随
所
に
織
り
込
ま
れ
た
国
家
権
力
の
在

り
方
に
対
す
る
鋭
い
問
題
提
起
が
特
徴
的
で

あ
る
が
、
客
観
的
な
解
説
を
適
宜
盛
り
込
ん

で
、
バ
ラ
ン
ス
よ
い
議
論
を
展
開
す
る
。

　

こ
れ
に
対
し
②
は
、
①
も
取
り
上
げ
た
台

湾
総
統
選
挙
へ
の
考
察
を
軸
に
、
台
湾
の
民

主
化
お
よ
び
台
湾
化
を
論
じ
る
。
一
九
九
六

年
か
ら
二
〇
一
六
年
ま
で
の
五
回
の
選
挙
動

向
を
詳
述
し
て
お
り
、
そ
の
情
報
量
に
圧
倒

さ
れ
る
も
の
の
、
豊
富
な
現
地
調
査
に
基
づ

く
選
挙
戦
の
評
価
は
躍
動
的
か
つ
分
か
り
や

す
い
。
ま
た
民
主
主
義
の
実
施
（
総
統
直
接

選
挙
）
が
「
台
湾
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
の

興
隆
を
も
た
ら
し
、
そ
の
結
果
が
再
び
選
挙

結
果
に
反
映
さ
れ
て
い
く
と
の
議
論
は
示
唆

に
富
む
。
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
賞
特
別
賞
と
樫

山
純
三
賞
学
術
書
賞
を
受
け
る
な
ど
学
術
的

に
も
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。

　

①
と
②
に
共
通
す
る
論
点
が
、
権
威
主
義

の
大
国
と
し
て
力
を
増
す
中
国
と
、
香
港
・

台
湾
で
定
着
し
た
民
主
主
義
を
め
ぐ
る
相
克

で
あ
る
。
民
主
主
義
を
包
括
的
に
学
び
な
お

す
一
助
と
し
て
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
政
治

哲
学
か
ら
代
議
制
民
主
主
義
を
め
ぐ
る
論
争

ま
で
を
鮮
や
か
に
解
き
明
か
す
③
を
挙
げ
た

い
。
③
は
政
治
思
想
史
の
立
場
か
ら
、
民
主

主
義
の
成
立
の
た
め
に
は
広
範
な
市
民
に
よ

る
政
治
参
加
と
政
治
活
動
に
付
随
す
る
責
任

の
双
方
を
担
保
す
る
こ
と
（「
参
加
と
責
任

の
シ
ス
テ
ム
」）
が
重
要
で
あ
り
、
民
主
主

義
は
い
ま
だ
制
度
化
の
途
上
だ
と
説
く
。

　

ま
た
民
主
主
義
の
対
極
に
あ
る
の
が
、
④

の
主
題
と
な
る
独
裁
だ
。
④
は
、
ス
タ
ー

リ
ン
独
裁
と
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
独
裁
を
主
題
に
、

ロ
ー
マ
の
独
裁
や
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
僭
主
制

か
ら
各
種
の
政
治
理
論
の
展
開
ま
で
詳
細
に

検
討
し
、
独
裁
に
つ
い
て
多
角
的
に
考
察
す

る
。
初
版
は
一
九
六
一
年
刊
行
だ
が
、「
独

裁
は
政
治
的
正
当
性
を
要
す
る
」「
国
家
権

力
の
再
生
を
理
由
と
す
る
権
力
の
集
中
」
な

ど
、
中
国
の
現
状
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
記
述

が
少
な
く
な
い
。

　

翻
っ
て
⑤
は
、
政
治
秩
序
の
カ
オ
ス
で

あ
っ
た
一
六
世
紀
か
ら
東
ア
ジ
ア
史
を
説
き

起
こ
す
。
そ
し
て
一
六
三
六
年
に
成
立
し
た

清
朝
は
当
初
か
ら
民
族
の
多
元
共
存
体
制
で

あ
り
、
一
九
世
紀
末
に
な
っ
て
帝
国
主
義
列

強
に
よ
る
分
割
（「
瓜か

ぶ
ん分
」）
へ
の
危
機
意
識

か
ら
西
洋
化
・
近
代
国
家
化
を
図
り
、
そ
の

過
程
で
初
め
て
領
土
主
権
の
概
念
を
得
た
こ

と
か
ら
す
れ
ば
、
そ
も
そ
も
歴
史
的
に
一
元

化
し
た
「
中
国
」
な
ど
あ
っ
た
こ
と
は
な
い
、

と
喝
破
す
る
。
い
ず
れ
も
研
究
者
の
矜
持
を

感
じ
さ
せ
る
好
著
で
あ
る
。
香
港
と
台
湾
の

現
状
を
理
解
す
る
う
え
で
重
要
な
観
点
を
提

供
し
て
く
れ
る
だ
ろ
う
。
●



外交 Vol.64 Nov./Dec. 2020 144

 

「
最
後
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
」
と
呼
ば
れ
る
ア

フ
リ
カ
大
陸
だ
が
、
発
展
と
停
滞
が
交
錯
す

る
現
在
の
ア
フ
リ
カ
の
課
題
を
読
み
解
く
に

は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
し
た
世
界
の
あ
り
方
と

と
も
に
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

　

①
は
タ
イ
ト
ル
か
ら
し
て
タ
ダ
な
ら
ぬ
感

じ
で
あ
る
。
チ
ョ
ン
キ
ン
マ
ン
シ
ョ
ン
（
重

慶
大
厦
）
は
香
港
の
安
宿
の
ビ
ル
で
、
こ
こ

に
多
く
の
タ
ン
ザ
ニ
ア
商
人
が
た
む
ろ
し
て

い
る
。
彼
ら
は
香
港
に
住
み
、
中
古
の
車
や

家
電
を
仲
介
し
て
い
る
。
ま
た
、
天
然
石
や

衣
服
を
飛
行
機
で
タ
ン
ザ
ニ
ア
に
持
ち
込
む

商
人
の
手
伝
い
や
、
時
に
は
違
法
な
商
売
も

し
て
い
る
。
著
者
は
こ
の
マ
ン
シ
ョ
ン
に
住

み
込
ん
で
調
査
を
し
、
そ
の
体
験
談
だ
け
で

いまを読む5冊

②ヴェニスの商人の資本論
　岩井克人・著
　 ちくま学芸文庫、1992 年（初刊 1985 年）

③グローバル・バリュー・チェーン 
　　――新・南北問題へのまなざし
　猪俣哲志・著
　 日本経済新聞出版、2019 年

④ プログレッシブ・キャピタリズム
　　ジョセフ・Ｅ・スティグリッツ・著
　　東洋経済新報社、2020 年

① チョンキンマンションのボスは知っている
　　――アングラ経済の人類学
　　小川さやか・著
　　春秋社、2019 年

⑤ There Is No Free House: 
　Ethnic Patronage in a Kenyan Slum
　Benjamin Marx ほか著
　 Applied Economics, Vol. 11, No.4 、2019 年
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も
十
分
に
面
白
い
。

　

し
か
し
、
こ
の
本
を
よ
り
魅
力
的
に
し
て

い
る
の
は
、
一
見
、
理
解
で
き
な
い
タ
ン
ザ

ニ
ア
人
の
行
動
の
背
後
に
あ
る
考
え
方
を
少

し
ず
つ
明
ら
か
に
し
て
い
く
と
こ
ろ
に
あ

る
。
中
で
も
興
味
深
い
の
は
、
彼
ら
が
お
互

い
を
知
ら
ず
、
相
手
が
悪
事
に
手
を
染
め
て

い
て
も
、
お
互
い
に
金
儲
け
（
資
本
主
義
経

済
）
に
し
か
興
味
が
な
い
か
ら
こ
そ
、
逆
に

助
け
合
い
（
共
同
体
）
が
成
立
す
る
の
で
は

な
い
か
と
の
指
摘
で
あ
る
。

　

こ
の
点
は
、
特
に
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の

『
ヴ
ェ
ニ
ス
の
商
人
』
を
分
析
し
た
②
と
比

較
す
る
と
面
白
い
。
商
人
が
国
の
内
外
の
価

格
差
を
利
用
し
て
利
潤
を
得
て
い
る
点
は
、

今
の
タ
ン
ザ
ニ
ア
商
人
と
同
じ
で
あ
る
。
し

か
し
、
②
で
は
金
儲
け
（
貨
幣
経
済
）
は
共

同
体
に
反
す
る
も
の
と
し
て
描
き
だ
さ
れ
て

い
る
（
象
徴
的
な
の
が
ユ
ダ
ヤ
人
の
高
利
貸

シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
）。
こ
の
共
同
体
と
金
儲
け

を
め
ぐ
る
考
え
の
違
い
は
、
現
在
の
世
界
と

ア
フ
リ
カ
を
理
解
す
る
鍵
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

③
で
は
冒
頭
、「iPhone

は
米
国
製
か
、

中
国
製
か
、
そ
れ
と
も
そ
の
他
か
」
と
い
う

問
い
が
提
示
さ
れ
る
。
答
え
は
「
そ
の
他
」

で
あ
る
。
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
で
デ
ザ
イ
ン
さ

れ
、中
国
で
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
か
ら
だ
。

　

グ
ロ
ー
バ
ル
・
バ
リ
ュ
ー
チ
ェ
ー
ン
（
Ｇ

Ｖ
Ｃ
）
で
結
ば
れ
た
世
界
の
構
造
は
複
雑
で

あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
と
表
裏
に
さ
ま
ざ
ま
な

格
差
が
国
の
内
外
に
拡
大
し
、
グ
ロ
ー
バ
ル

化
の
恩
恵
を
受
け
る
人
と
そ
う
で
な
い
人
が

出
て
き
て
し
ま
っ
た
。
ま
た
、
そ
の
反
動
と

し
て
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
に
象
徴
さ
れ
る
保
護

主
義
が
台
頭
し
、
世
界
経
済
は
大
き
な
影
響

を
受
け
て
い
る
。
こ
う
し
た
中
、
ア
フ
リ
カ

に
と
っ
て
は
今
後
、
ど
う
や
っ
て
Ｇ
Ｖ
Ｃ
に

参
入
で
き
る
自
国
産
業
を
育
成
す
る
か
が
課

題
と
な
る
一
方
、
保
護
主
義
の
流
れ
は
ア
フ

リ
カ
に
と
っ
て
成
長
の
ネ
ッ
ク
に
な
る
。

　

④
の
著
者
ス
テ
ィ
グ
リ
ッ
ツ
は
ア
フ
リ
カ

が
ど
の
よ
う
に
産
業
を
育
成
す
る
の
か
を

ず
っ
と
論
じ
て
き
た
。
そ
ん
な
彼
が
提
示
す

る
大
き
な
懸
念
の
一
つ
は
、
知
的
財
産
権
に

よ
る
独
占
で
あ
る
。
新
型
コ
ロ
ナ
の
ワ
ク
チ

ン
が
開
発
さ
れ
た
時
、
そ
の
価
格
が
独
占
的

に
決
ま
る
と
す
れ
ば
高
価
な
も
の
と
な
り
、

ア
フ
リ
カ
に
は
十
分
に
行
き
渡
ら
な
い
可
能

性
が
あ
る
。
援
助
で
購
入
す
る
と
し
て
も
、

本
来
は
別
な
支
援
に
使
え
た
資
金
が
少
な
く

な
っ
て
し
ま
う
。

　

近
年
、
研
究
手
法
と
し
て
注
目
が
高
ま
っ

て
い
る
の
が
、
衛
星
画
像
の
活
用
で
あ
る
。

⑤
は
ナ
イ
ロ
ビ
の
キ
ベ
ラ
の
ス
ラ
ム
の
屋
根

の
素
材
を
衛
星
写
真
で
調
べ
、
家
主
と
地
域

の
長
が
同
じ
民
族
で
あ
る
場
合
、
搾
取
が
あ

り（
家
賃
は
高
く
、質
の
低
い
住
宅
に
な
る
）、

逆
に
、
居
住
者
と
地
域
の
長
が
同
一
民
族
で

あ
る
場
合
に
は
、
搾
取
が
な
い
こ
と
を
明
ら

か
に
し
た
。
新
型
コ
ロ
ナ
の
影
響
で
現
地
調

査
が
で
き
な
い
今
、
衛
星
画
像
を
活
用
し
た

こ
う
し
た
研
究
は
、
ま
す
ま
す
活
用
さ
れ
る

よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
●




