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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。

　
今
で
は
街
に
数
百
軒
の
日
本
料
理
店
が

あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
上
海
だ
が
、
30
年

前
に
留
学
し
た
頃
は
、
何
と
正
式
な
日
本

料
理
店
は
一
軒
も
な
か
っ
た
。
仕
方
が
な

い
の
で
、
日
本
か
ら
レ
ト
ル
ト
カ
レ
ー
や

イ
ン
ス
タ
ン
ト
み
そ
汁
な
ど
を
持
ち
こ
み
、

何
と
か
懐
か
し
い
日
本
の
味
に
触
れ
た
も

の
だ
。
そ
の
時
、
恐
ら
く
最
も
多
く
食
べ

た
の
が
、
う
ど
ん
だ
っ
た
。
乾
麺
を
戻
し
、

う
ど
ん
ス
ー
プ
の
素
で
作
る
だ
け
だ
っ
た

が
、
何
と
も
美お

い味
し
く
感
じ
ら
れ
た
も
の

だ
っ
た
。

　
隣
に
住
む
イ
タ
リ
ア
人
留
学
生
が
作
る

パ
ス
タ
と
交
換
し
た
こ
と
が
あ
る
。
や
は

り
、
当
時
の
上
海
で
は
本
格
的
な
イ
タ
リ

ア
ン
は
食
べ
ら
れ
な
い
た
め
自
分
で
作
る

し
か
な
か
っ
た
。
彼
ら
は
日
本
の
う
ど
ん

を
評
価
し
て
く
れ
た
。
そ
の
双
方
の
共
通

認
識
は
「
中
国
に
も
麺
は
た
く
さ
ん
あ
る

が
、
ほ
と
ん
ど
が
フ
ニ
ャ
フ
ニ
ャ
で
こ
し

が
な
い
」
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
当
時
、

中
国
で
食
べ
た
麺
は
そ
う
め
ん
の
よ
う
な

も
の
が
多
く
、
広
東
麺
な
ど
は
ラ
ー
メ
ン

み
た
い
だ
っ
た
が
、
そ
れ
も
フ
ニ
ャ
フ
ニ

ャ
に
な
る
ま
で
茹ゆ

で
て
出
て
き
た
こ
と
を

覚
え
て
い
る
。

　
実
は
こ
の
フ
ニ
ャ
フ
ニ
ャ
麺
は
、
そ
の

後
に
住
ん
だ
香
港
や
台
湾
で
も
同
様
だ
っ

た
。現
在
拠
点
に
し
て
い
る
台
湾
で
も「
日

本
人
の
作
る
パ
ス
タ
は
堅
過
ぎ
る
」
と
言

わ
れ
て
し
ま
っ
た
か
ら
、
30
年
た
っ
て
も

こ
の
傾
向
は
変
わ
ら
な
い
の
だ
ろ
う
。
わ

れ
わ
れ
は
、
歯
応
え
の
あ
る
ア
ル
デ
ン
テ

を
求
め
て
さ
ま
よ
う
こ
と
に
な
る
の
だ
。

台
湾
在
住
イ
タ
リ
ア
人
が
今
も
難
儀
し
て

い
る
と
の
話
に
も
頷う

な
ず

け
る
。

　
日
本
で
初
め
て
フ
ニ
ャ
フ
ニ
ャ
麺
の
う

ど
ん
に
接
し
た
の
は
、
博
多
だ
っ
た
と
思

う
。
麺
に
こ
し
は
な
か
っ
た
が
、
ゴ
ボ
ウ

天
が
入
っ
て
お
り
、
ま
た
出だ

し汁
が
い
い
味

を
出
し
て
い
て
、
美
味
し
く
頂
い
た
。
た

だ
、
な
ぜ
博
多
で
は
軟
ら
か
い
麺
を
食
べ

る
の
か
と
聞
く
と
「
消
化
が
良
い
」「
商

人
が
熱
い
麺
を
早
く
食
べ
る
た
め
」
な
ど

と
言
わ
れ
た
が
、
あ
ま
り
ピ
ン
と
こ
な
か

っ
た
。

　
と
こ
ろ
が
先
日
、
日
本
茶
の
歴
史
を
調

べ
る
中
で
、
う
ど
ん
も
中
国
か
ら
も
た
ら

さ
れ
た
と
い
う
文
章
を
読
ん
だ
。
静
岡
茶

の
祖
と
も
い
わ
れ
て
い
る
鎌
倉
時
代
初
期

の
僧
、
聖
一
国
師
が
修
行
先
だ
っ
た
現
在

の
中
国
浙
江
省
か
ら
持
ち
帰
り
、
当
初
滞

在
し
た
博
多
で
広
ま
っ
た
と
い
う
説
が
あ

る
ら
し
い
。
た
だ
、
当
時
の
「
饂う

ど
ん飩
」
は

現
在
の
う
ど
ん
と
は
異
な
り
、
ワ
ン
タ
ン

の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
と
も
い
う
の
で
、

ど
こ
ま
で
柔
ら
か
か
っ
た
か
は
分
か
ら
な

い
が
、
も
し
か
す
る
と
中
国
の
フ
ニ
ャ
フ

ニ
ャ
麺
が
伝
え
ら
れ
、
博
多
に
だ
け
残
っ

た
の
か
と
邪
推
し
て
し
ま
う
。

　
讃
岐
う
ど
ん
は
空
海
が
中
国
か
ら
持
ち

帰
っ
た
な
ど
と
、
日
本
の
う
ど
ん
の
起
源

説
は
非
常
に
た
く
さ
ん
あ
り
、
今
だ
に
定

ま
っ
て
い
な
い
こ
と
も
分
か
っ
た
。
中
国

人
も
最
近
は
「
中
国
の
文
化
、
文
物
を
日

本
へ
持
ち
帰
り
、
そ
の
後
独
自
の
発
展
を

さ
せ
た
日
本
」
に
注
目
し
て
い
る
。
茶
の

湯
や
仏
教
美
術
な
ど
は
そ
の
代
表
例
で
あ

り
、
京
都
や
奈
良
に
足
を
運
ぶ
中
国
人
の

目
的
は
「
自
国
の
伝
統
文
化
の
確
認
」
と

い
う
友
人
も
い
る
ほ
ど
だ
。

　
う
ど
ん
に
つ
い
て
言
え
ば
、
最
近
は
日

本
の
う
ど
ん
チ
ェ
ー
ン
が
中
国
、
台
湾
、

香
港
な
ど
に
進
出
し
て
、
手
軽
に
食
べ
ら

れ
る
こ
と
か
ら
人
気
を
博
し
て
い
る
。
も

ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
日
本
食
と
い
う
カ
テ
ゴ

リ
ー
で
は
あ
る
が
、
中
国
の
麺
も
今
後
は

少
し
こ
し
が
出
て
く
る
こ
と
を
期
待
し
て

し
ま
う
。
だ
が
、
中
国
の
武
漢
や
台
湾
の

台
中
で
筆
者
が
実
際
に
食
べ
て
み
た
日
本

う
ど
ん
は
、
心
な
し
か
軟
ら
か
い
よ
う
な

気
が
し
た
。
や
は
り
、
長
年
の
習
慣
を
変

え
る
に
は
相
応
の
時
間
を
要
す
る
と
い
う

こ
と
だ
ろ
う
か
。

中
国
の
麺
は
フ
ニ
ャ
フ
ニ
ャ


