
ア
ジ
ア
人
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

　

大
学
で
教
員
を
始
め
て
12
年
目
に
な
る
。
2
0
0
3
年

か
ら
2
0
0
7
年
ま
で
の
4
年
間
、
バ
ン
コ
ク
郊
外
に
あ

る
ア
ジ
ア
工
科
大
学
院
（
A
I
T
：A

sian Institute of 

T
echnology

）
で
、
現
地
採
用
教
員
と
し
て
勤
務
し
て
い

た
。
以
降
か
ら
現
在
ま
で
、
東
京
工
業
大
学
に
て
国
際
開

発
工
学
と
い
う
留
学
生
教
育
を
率
先
し
て
実
施
す
る
専
攻

に
所
属
し
て
お
り
、留
学
生
と
日
々
接
し
て
い
る
。
A
I
T

時
代
か
ら
こ
れ
ま
で
、現
在
指
導
中
も
含
め
、学
部
・
修
士
・

博
士
を
合
わ
せ
て
69
名
の
学
生
を
主
査
と
し
て
研
究
指
導

し
て
き
た
。
う
ち
日
本
人
は
15
名
で
、
あ
と
は
ア
ジ
ア
の

留
学
生
で
あ
り
、
国
籍
数
は
14
ヶ
国
に
渡
る
。
東
工
大
で

も
英
語
を
公
用
語
と
し
て
研
究
室
を
運
営
し
て
い
る
。 

　

こ
う
し
た
環
境
を
自
ら
つ
く
り
、
研
究
・
教
育
を

行
い
な
が
ら
ふ
と
感
じ
る
こ
と
。
そ
れ
は
日
本
人
も

A
S
E
A
N
の
人
び
と
も
同
じ
ア
ジ
ア
人
で
あ
る
と
い
う

感
覚
で
あ
る
。
主
た
る
研
究
対
象
国
が
A
S
E
A
N
で
あ

る
こ
と
か
ら
、加
盟
国
を
訪
れ
る
機
会
が
頻
繁
に
あ
る
。
そ

こ
で
は
、
欧
米
諸
国
で
は
感
じ
る
こ
と
の
な
い
、
言
葉
で

は
う
ま
く
表
せ
な
い
親
近
感
を
感
じ
る
こ
と
が
あ
る
。
ア

ジ
ア
人
初
の
ノ
ー
ベ
ル
経
済
学
賞
受
賞
者
で
あ
る
ア
マ
ル

テ
ィ
ア
・
セ
ン
は
、
こ
れ
を
「
ア
ジ
ア
人
と
し
て
の
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
感
覚
」
と
呼
ん
で
い
る（

1
（

。

「
成
熟
国
」
と
し
て
の
日
本

　

し
か
し
、
別
の
感
覚
も
あ
る
。
戦
後
、
経
済
成
長
と
い
う

側
面
で
先
行
し
て
き
た
日
本
は「
先
進
国
」と
呼
ば
れ
て
久

し
く
、
そ
の
立
場
で
国
際
的
な
日
本
の
地
位
を
考
え
る
こ

と
が
無
意
識
の
前
提
に
な
っ
て
い
る
。一
方
、A
S
E
A
N

諸
国
は
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
と
ブ
ル
ネ
イ
を
除
き
、
新
興
国
あ

る
い
は
途
上
国
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
思
う

の
は
、
A
S
E
A
N
に
対
す
る
日
本
人
の
意
識
で
あ
る
。

過
去
数
十
年
、
日
本
は
A
S
E
A
N
諸
国
に
O
D
A
等
に

よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
側
面
か
ら
「
援
助
」
を
し
て
き
た
。
経

済
的
・
技
術
的
な
援
助
が
相
手
国
の
成
長
に
つ
な
が
っ
て

い
る
事
例
は
数
多
く
あ
り
、
そ
の
有
効
性
や
必
要
性
は
こ

こ
で
改
め
て
論
じ
る
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、「
援
助
」
と

い
う
表
現
に
少
し
ば
か
り
違
和
感
を
覚
え
る
。
援
助
す
る

側
・
さ
れ
る
側
と
い
う
構
図
は
本
当
に
相
手
の
理
解
に
つ

な
が
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
先
進
国
と
新
興
国
・
途
上

国
と
い
う
関
係
か
ら
無
意
識
に
相
手
を
見
下
し
て
い
な
い

だ
ろ
う
か
。
同
じ
ア
ジ
ア
人
で
あ
り
な
が
ら
、
国
籍
が
異

な
る
が
ゆ
え
に
、「
同
じ
目
線
に
立
つ
こ
と
」
が
そ
れ
ほ
ど

容
易
で
は
な
い
と
感
じ
て
い
る
。
そ
れ
が
最
も
大
切
で
あ

る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
…
。

　

先
進
国
と
い
う
呼
称
に
も
問
題
が
あ
る
だ
ろ
う
。
先
進

国
の
英
語
表
記
で
あ
るD

eveloped Country

は
、「
成

熟
国
」
と
訳
し
た
方
が
本
来
の
意
味
に
近
い
の
で
は
な
い

教
育
に
日
本
人
も
留
学
生
も
な
い
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だ
ろ
う
か
。
先
進
国
／
途
上
国
と
い
う
言
葉
の
枠
に
と
ら

わ
れ
ず
、
成
熟
国
と
し
て
A
S
E
A
N
の
人
び
と
に
接
す

る
心
構
え
が
今
こ
そ
求
め
ら
れ
て
い
る
と
強
く
感
じ
る
。

教
育
も
同
じ
で
あ
り
、
日
本
人
学
生
と
留
学
生
を
区
別
す

る
よ
う
な
教
育
環
境
は
求
め
ら
れ
て
い
な
い
と
考
え
て
い

る
。 大

学
の
国
際
競
争
力

　

日
本
の
大
学
の
国
際
競
争
力
強
化
が
呪
文
の
よ
う
に
唱

え
ら
れ
て
い
る
。前
職
の
A
I
T
で
は
、過
去
を
よ
く
知
っ

て
い
る
同
僚
教
員
が
A
I
T
の
地
位
低
下
を
嘆
い
て
い

た
。
さ
ま
ざ
ま
な
理
由
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、そ
の
主
要
因
は

ア
ジ
ア
各
国
で
大
学
院
が
設
立
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
大

学
院
教
育
に
特
化
し
て
い
る
A
I
T
の
国
際
的
位
置
づ
け

が
相
対
的
に
弱
く
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

A
S
E
A
N
の
ト
ッ
プ
大
学
出
身
の
学
生
の
基
礎
学

力
は
高
く
、
優
秀
な
日
本
人
学
生
に
も
ま
っ
た
く
引
け

を
取
ら
な
い
。
こ
れ
は
私
自
身
の
指
導
経
験
、
A
I
T

や
東
工
大
の
同
僚
の
話
か
ら
も
保
証
で
き
る
。
た
だ
し
、

A
S
E
A
N
の
ト
ッ
プ
大
学
を
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
で
学
部
卒

業
し
た
学
生
は
、
残
念
な
が
ら
進
学
先
と
し
て
も
は
や
日

本
は
見
て
お
ら
ず
、
そ
の
多
く
は
米
国
、
一
部
は
欧
州
の

大
学
院
に
進
学
す
る
。
た
と
え
ば
私
の
専
門
で
あ
る
交
通

分
野
に
お
い
て
、
タ
イ
の
主
要
大
学
に
在
籍
す
る
30
代
の

若
手
教
員
の
多
く
は
米
国
で
博
士
を
取
得
し
て
お
り
、
日

本
の
大
学
出
身
者
は
少
な
い
。
優
秀
な
A
S
E
A
N
の
学

生
に
対
し
、
日
本
の
大
学
に
目
を
向
け
て
も
ら
う
た
め
に

は
何
を
す
れ
ば
良
い
の
か
。
具
体
的
な
対
策
は
各
大
学
の

戦
略
に
よ
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
、
大
学
の
国
際
化
で
よ

く
議
論
さ
れ
る
英
語
講
義
に
話
を
絞
り
た
い
。

　

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ツ
ー
ル
と
し
て
英
語
の
重
要
性

は
増
す
こ
と
は
あ
っ
て
も
減
る
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
、海

外
か
ら
優
秀
な
留
学
生
を
集
め
る
こ
と
を
目
的
に
英
語
講

義
を
提
供
す
る
こ
と
は
、
留
学
生
に
と
っ
て
進
学
先
の
選

択
肢
の
一
つ
に
は
な
り
得
る
も
の
の
、
そ
れ
だ
け
で
魅
力

向
上
は
期
待
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
日
本
は
日
本
語
が
ベ
ー

ス
で
あ
り
、英
語
を
母
国
語
と
し
て
い
る
国
に
対
し
て
、少

な
く
と
も
言
語
で
は
勝
負
に
な
ら
な
い
し
、
そ
こ
で
勝
負

す
る
べ
き
で
は
な
い
。
日
本
に
興
味
を
持
つ
A
S
E
A
N

の
優
秀
な
学
生
は
多
い
。
こ
の
よ
う
な
学
生
を
逃
さ
な
い

た
め
に
は
、学
部
講
義
は
む
し
ろ
日
本
語
を
重
視
し
、留
学

生
が
日
本
人
学
生
と
同
じ
よ
う
に
教
育
を
受
け
る
機
会
を

提
供
す
る
方
が
長
い
目
で
見
て
望
ま
し
い
と
思
わ
れ
る
。

学
部
に
お
い
て
は
、
日
本
語
に
よ
る
教
育
は
必
ず
し
も
ボ

ト
ル
ネ
ッ
ク
で
は
な
く
、
そ
れ
自
体
が
魅
力
に
も
な
り
う

る
か
ら
で
あ
る
。
一
方
、
大
学
院
に
つ
い
て
は
、
研
究
環
境

の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
急
速
に
進
ん
で
い
る
昨
今
の
状
況
を

踏
ま
え
る
と
、
全
講
義
英
語
化
の
方
向
性
は
必
然
と
言
え

る
。
特
に
世
界
ト
ッ
プ
レ
ベ
ル
を
目
指
す
大
学
で
は
、
大

学
院
に
お
い
て
英
語
に
よ
る
教
育
研
究
の
実
施
な
く
し
て

は
、
競
争
の
土
俵
に
乗
る
こ
と
さ
え
も
で
き
な
い
。
ど
ち

ら
の
場
合
も
、
日
本
人
と
留
学
生
を
区
別
し
な
い
こ
と
が

重
要
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
こ
そ
、
日
本
人
学
生
と
留

学
生
に
対
す
る
国
際
人
育
成
が
同
時
に
達
成
で
き
る
は
ず

で
あ
る
。

　

教
育
に
国
境
は
な
く
、「
教
育
に
日
本
人
も
留
学
生
も
な

い
」
こ
と
を
、
本
稿
を
執
筆
し
な
が
ら
再
認
識
し
た
。「
ア

ジ
ア
人
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
感
覚
」
を
持
つ
日

本
こ
そ
が
、
叡
智
と
経
験
を
有
し
た
成
熟
国
と
し
て
、
ア

ジ
ア
の
学
生
に
優
れ
た
国
際
教
育
環
境
を
提
供
で
き
る
こ

と
は
間
違
い
な
い
と
信
じ
て
い
る
。
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