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コラムニスト・アジアンウオッチャー
須賀　努

すが・つとむ　東京外語大中国
語科卒。金融機関で上海留学、
台湾2年、香港通算9年、北京同5
年の駐在を経験。現在は中国を
中心に東南アジアを広くカバー
し、コラムの執筆活動に取り組
む。

　
福
建
省
に
2
週
間
、
行
っ
て
き
た
。
福

建
省
は
歴
史
的
に
も
日
本
と
の
関
係
が
深

く
、
近
年
も
日
本
に
多
く
の
留
学
生
を
送

り
出
し
た
地
で
あ
る
。
当
然
、
日
本
へ
の

関
心
も
他
省
よ
り
は
強
く
、
日
本
に
対
す

る
認
知
度
は
格
段
に
高
い
。
そ
ん
な
彼
ら

か
ら
よ
く
聞
か
れ
た
の
は
「
最
近
、
日
本

人
は
中
国
人
を
嫌
っ
て
い
る
と
い
う
が
本

当
な
の
か
」
と
い
う
こ
と
。
彼
ら
に
と
っ

て
、「
自
分
た
ち
が
嫌
わ
れ
て
い
る
」
の
は
、

と
て
も
気
に
な
る
問
題
だ
と
い
う
。
そ
れ

は
何
と
な
く
、
台
湾
人
の
年
配
世
代
の
感

覚
に
近
い
も
の
を
感
じ
た
。
台
湾
と
福
建

は
地
理
的
に
近
い
だ
け
で
な
く
、
そ
の
気

質
も
近
い
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。

　「
決
し
て
個
々
人
を
嫌
っ
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
が
、
あ
の
集
団
に
な
っ
た
観
光

客
が
、
け
た
た
ま
し
く
押
し
寄
せ
て
く
る

と
、
日
本
人
と
し
て
は
残
念
な
が
ら
、
い

か
が
な
も
の
か
と
思
っ
て
し
ま
う
」
と
答

え
て
み
る
。
す
る
と
「
あ
れ
は
文
革
世
代

の
、
知
識
の
な
い
人
々
が
中
心
の
行
動
で

あ
り
、
同
じ
中
国
人
と
は
い
っ
て
も
、
わ

れ
わ
れ
と
は
別
人
種
だ
か
ら
、
そ
こ
の
と

こ
ろ
を
理
解
し
て
ほ
し
い
」
と
訴
え
ら
れ

た
。
ま
る
で
「
同
じ
中
国
人
で
は
な
い
」

と
言
っ
て
い
る
か
の
よ
う
な
フ
レ
ー
ズ
に
、

少
な
か
ら
ず
シ
ョ
ッ
ク
を
覚
え
た
。

　
彼
の
説
明
に
よ
れ
ば
「
文
化
大
革
命
で

は
、
一
部
の
知
識
青
年
が
運
動
を
展
開
し

た
が
、
実
際
に
暴
力
行
為
、
破
壊
行
為
を

行
っ
た
多
く
の
若
者
は
勉
強
な
ど
あ
ま
り

し
な
か
っ
た
や
つ
ら
で
あ
り
、
社
会
へ
の

不
満
を
背
景
に
、
た
だ
、
闇や

み
く
も雲

に
行
動
し

た
」
の
だ
と
い
う
。
そ
の
文
革
発
動
か
ら

今
年
は
ち
ょ
う
ど
50
年
。
そ
の
時
、
若
者

だ
っ
た
人
々
は
、
今
や
60
代
。
一
時
的
に

は
社
会
を
席
巻
し
た
が
、
そ
の
後
の
改
革

開
放
時
代
に
は
、
ま
た
、
社
会
の
底
辺
に

沈
ん
で
い
き
、
工
場
労
働
者
や
農
民
に
な

っ
た
。
そ
の
彼
ら
も
定
年
退
職
し
、
一
部

が
団
体
旅
行
で
海
外
へ
出
る
よ
う
に
な
っ

た
、
と
い
う
の
だ
が
…
。

　
こ
れ
は
ち
ょ
っ
と
極
端
な
話
で
あ
り
、

ま
た
、
個
人
的
な
体
験
な
ど
も
大
き
く
影

響
し
て
い
る
の
で
、
一
概
に
頷う

な
ず
く
わ
け
に

は
い
か
な
い
が
、
確
か
に
一
部
中
国
人
の

行
動
パ
タ
ー
ン
に
、「
一
方
的
、
感
情
的
」

な
ど
、
文
革
時
代
の
に
お
い
を
感
じ
な
く

も
な
い
。
ま
た
、
こ
の
年
代
の
人
々
に
共

通
の
「
焦
燥
感
」
と
で
も
い
う
べ
き
、
物

事
に
対
す
る
焦
り
と
い
ら
立
ち
を
感
じ
る

こ
と
が
多
く
あ
る
。
別
の
あ
る
中
国
人
は
、

最
近
の
流
行
言
葉
と
し
て「
坏
人
老
了（
悪

い
人
が
年
を
取
っ
た
）」
と
い
う
言
い
方

を
紹
介
し
て
く
れ
た
。
中
国
国
内
の
旅
行

で
も
、
列
に
割
り
込
む
、
大
声
で
話
す
と

い
っ
た
文
革
世
代
に
対
し
、
若
者
が
陰
口

を
た
た
く
、
い
や
、
最
近
は
あ
か
ら
さ
ま

に
声
に
出
し
て
そ
の
行
動
を
た
し
な
め
る

動
き
を
目
に
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。

中
国
で
は
、
明
確
な
格
差
が
生
ま
れ
、
社

会
的
な
不
満
が
ま
ん
延
し
て
お
り
、
人
々

は
お
互
い
に
そ
の
は
け
口
を
ど
こ
か
に
求

め
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。

　
現
在
の
10
代
、
20
代
、
特
に
、
農
村
部

の
若
者
も
強
烈
な
格
差
を
体
感
し
て
い
る

と
い
わ
れ
て
い
る
。
過
去
に
訪
れ
た
農
村

家
庭
で
は
、
子
ど
も
が
親
に
暴
力
を
振
る

い
、
家
を
飛
び
出
し
た
ケ
ー
ス
も
見
て
き

た
。
ま
た
、
親
が
出
稼
ぎ
に
行
き
、
祖
父

母
な
ど
に
よ
っ
て
育
て
ら
れ
る
ケ
ー
ス
も

多
く
、
心
理
的
に
安
定
し
な
い
者
が
多
い

と
の
話
も
あ
る
。
彼
ら
が
こ
の
不
満
を
社

会
に
持
ち
出
し
た
時
、
そ
れ
は
危
険
な
兆

候
と
な
り
、
最
終
的
に
は
国
内
騒
乱
の
よ

う
な
事
態
が
起
こ
る
危
険
性
は
な
い
の
か
、

と
勝
手
な
こ
と
を
考
え
て
し
ま
う
の
は
、

外
国
人
で
あ
る
筆
者
だ
け
で
は
決
し
て
な

い
よ
う
だ
。

文
革
世
代
と
今
の
若
者


