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かのう・よしかず

く
に
物
流
や
電
力
、
送
配
電
な
ど

の
イ
ン
フ
ラ
が
未
整
備
で
す
。
ま
た
、

行
政
機
関
の
人
材
不
足
や
I
T
化
の

遅
れ
の
た
め
、
外
資
進
出
の
手
続
き

が
滞
っ
て
い
ま
す
。
外
資
進
出
を
規

制
す
る
業
種
も
か
な
り
残
っ
て
い
ま

す
。
ヤ
ン
ゴ
ン
な
ど
の
都
市
部
で
の

住
民
の
消
費
活
動
に
は
大
き
な
変
化

が
み
ら
れ
ま
す
が
、
地
方
に
行
く
と
、

少
数
民
族
の
地
域
で
は
物
々
交
換
も

残
る
な
ど
、
旧
態
依
然
と
し
た
景
色

が
広
が
っ
て
い
る
の
で
す
。

浅
野
　
そ
れ
で
も
先
進
各
国
は
、
ミ

ャ
ン
マ
ー
の
潜
在
力
に
大
い
に
期
待

を
か
け
て
い
ま
す
ね
。
人
的
資
源
、

天
然
資
源
が
豊
富
だ
と
い
う
こ
と
で
。

叶
　
ミ
ャ
ン
マ
ー
に
は
6
0
0
0
万

超
の
人
口
な
ど
、
近
代
的
産
業
が
成

立
す
る
た
め
の
条
件
が
揃
っ
て
い
ま

す
。
天
然
資
源
や
農
・
水
産
資
源
も

豊
富
で
す
。
た
と
え
ば
水
産
業
で
は
、

タ
イ
や
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
な
ど
東
南
ア

ジ
ア
各
国
の
マ
ン
グ
ロ
ー
ブ
林
が
エ

ビ
養
殖
な
ど
に
用
い
る
抗
生
物
質
で

汚
染
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
ミ
ャ

期
待
先
行
気
味
の
ミ
ャ
ン
マ
ー
熱

〝
最
後
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
〟の
現
状

浅
野
純
次
・
本
誌
特
別
編
集
顧
問
　

2
0
1
1
年
の
民
主
化
を
機
に
、
翌

年
に
は
欧
米
諸
国
の
経
済
制
裁
が
解

除
さ
れ
、
新
外
資
法
が
成
立
す
る
な

ど
ミ
ャ
ン
マ
ー
は
着
々
と
外
資
受
け

入
れ
に
向
け
た
準
備
を
進
め
て
い
ま

す
。
先
進
各
国
の
企
業
の
関
心
は
急

速
に
高
ま
っ
て
い
ま
す
が
、
長
期
低

迷
が
続
い
た
ミ
ャ
ン
マ
ー
経
済
は
今
、

ど
の
よ
う
な
段
階
に
あ
る
の
で
し
ょ

う
か
。

叶
芳
和
・
日
本
経
済
大
学
大
学
院
教

授
　
ミ
ャ
ン
マ
ー
は
〝
ア
ジ
ア
最
後

の
ビ
ジ
ネ
ス
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
〞
と
呼

ば
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
潜
在
力
へ

の
期
待
が
先
行
し
、
肝
心
の
ミ
ャ
ン

マ
ー
側
の
受
け
入
れ
態
勢
が
整
っ
て

い
な
い
と
い
う
の
が
現
状
で
す
。
と

侵
害
の
国
」
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
の
せ

い
で
外
国
企
業
の
進
出
も
ま
っ
た
く

な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
※
。

　
こ
う
し
て
経
済
発
展
か
ら
見
放
さ

れ
た
ミ
ャ
ン
マ
ー
は
〝
A
S
E
A
N

最
貧
国
〞
と
な
り
ま
し
た
。
そ
の
後
、

08
年
に
巨
大
サ
イ
ク
ロ
ン
に
襲
わ
れ

て
一
層
の
貧
窮
化
が
進
み
、
軍
政
へ

の
批
判
は
僧
侶
た
ち
に
よ
る
大
規
模

な
デ
モ
に
ま
で
発
展
、
こ
こ
に
き
て

つ
い
に
ミ
ャ
ン
マ
ー
は
民
主
化
へ
と

舵
を
切
っ
た
の
で
す
。

繊
維
産
業
か
ら
は
じ
ま
る

経
済
発
展
、ベ
ト
ナ
ム
に
続
け
！

浅
野
　
歴
史
的
背
景
を
振
り
返
っ
て

み
る
と
、
社
会
主
義
政
権
が
樹
立
し

て
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
の
ミ
ャ
ン

マ
ー
に
、
産
業
が
育
つ
余
地
は
ほ
と

ん
ど
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り

ま
す
ね
。

叶
　
そ
の
と
お
り
で
す
。
現
状
、
近

代
産
業
は
縫
製
業
の
み
で
、
産
業
構

造
は
農
業
の
比
重
が
6
割
を
超
え
、

製
造
業
は
1
割
に
も
達
し
て
い
ま
せ

ん
。
農
・
水
産
資
源
が
豊
富
な
の
に

農
水
産
品
の
輸
出
が
著
し
く
少
な
い
。

電
力
不
足
と
送
配
電
設
備
が
整
っ
て

い
な
い
た
め
、
製
造
業
が
発
展
で
き

な
い
。
軽
工
業
の
輸
出
も
で
き
な
い

の
で
す
。
豊
富
な
労
働
力
も
国
内
で

活
用
さ
れ
ず
、
ア
ジ
ア
の
国
際
労
働

力
の
供
給
源
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い

ま
す
。
隣
国
の
タ
イ
や
マ
レ
ー
シ
ア

へ
の
出
稼
ぎ
労
働
者
は
3
0
0
万
人

超
と
い
わ
れ
て
い
る
ほ
ど
で
す
。

浅
野
　
今
後
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
が
豊
富

な
資
源
を
経
済
発
展
に
結
び
つ
け
て

い
く
に
は
、
ど
の
よ
う
な
経
路
を
経

る
の
が
現
実
的
で
し
ょ
う
か
。

叶
　
産
業
構
造
の
発
展
は
、
や
は
り

繊
維
産
業
か
ら
ス
タ
ー
ト
す
る
の
が

基
本
で
す
。
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
繊
維
産

業
が
停
滞
し
て
し
ま
っ
た
の
は
、
欧

米
諸
国
の
経
済
制
裁
と
い
う
、
い
わ

ば
「
政
治
不
況
」
が
原
因
だ
っ
た
わ

け
で
す
か
ら
、
そ
の
障
害
が
な
く
な

っ
た
今
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
民
族
性
や

労
働
力
の
質
と
相
性
の
よ
い
繊
維
産

業
は
確
実
に
発
展
し
ま
す
。
現
在
の

ン
マ
ー
の
イ
ラ
ワ
ジ
川
下
流
の
デ
ル

タ
地
帯
は
未
開
発
の
ま
ま
残
っ
て
お

り
、
今
後
、
デ
ル
タ
養
殖
が
輸
出
産

業
化
し
て
い
く
可
能
性
は
高
い
で
し

ょ
う
。

　
も
ち
ろ
ん
人
的
資
源
に
も
恵
ま
れ

て
い
ま
す
。
ミ
ャ
ン
マ
ー
は
現
在

〝
人
口
ボ
ー
ナ
ス
期
〞
で
生
産
年
齢
人

口
（
15
〜
64
歳
）
が
増
加
す
る
局
面

に
あ
り
ま
す
。1
9
9
5
年
を
ピ
ー

ク
に
減
少
し
続
け
て
い
る
日
本
と
は

対
照
的
で
す
。
識
字
率
が
高
く
、
勤

勉
な
国
民
性
を
反
映
し
た
安
価
で
良

質
な
労
働
力
が
豊
富
で
、
社
会
治
安

も
安
定
し
て
い
ま
す
。
治
安
が
悪
く

て
外
国
企
業
の
進
出
が
困
難
で
あ
る

発
展
途
上
国
が
多
い
こ
と
を
考
え
る

と
、
こ
れ
も
貴
重
な
財
産
と
い
え
る

で
し
ょ
う
。
ま
さ
に
〝
ア
ジ
ア
最
後

の
ビ
ジ
ネ
ス
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
〞
と
い

わ
れ
る
だ
け
の
こ
と
は
あ
る
わ
け
で

す
。

浅
野
　
そ
れ
だ
け
豊
富
な
資
源
を
持

ち
な
が
ら
、A
S
E
A
N
最
貧
国
に

ま
で
転
落
し
て
し
ま
っ
た
の
は
、
や

日本の国際協力で人材育成
ミャンマー民主化の配当を掴む
かつて〝人権侵害の国〟として国際社会から隔絶され〝ASEAN最貧〟といわれたミャンマーが、2011年3月の民主化以降、
一躍〝チャイナプラスワン〟候補として先進各国企業の注目を集めている。実際、ミャンマーの潜在力はどれほどのものなのか。
そして、それはいかにして経済発展に結びついていくのか。現地調査にもとづくアジア経済研究を続ける叶芳和氏に聞いた。

04

は
り
政
治
の
責
任
で
す
か
。

叶
　
ひ
と
つ
に
は
、
62
年
以
降
の
社

会
主
義
政
権
下
の
閉
鎖
的
な
政
策
に

よ
る
経
済
低
迷
が
、
長
期
的
に
続
い

た
こ
と
が
原
因
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

た
だ
、
88
年
に
国
軍
の
ク
ー
デ
タ
ー

に
よ
っ
て
軍
事
政
権
が
誕
生
し
て
か

ら
は
、
経
済
開
放
政
策
に
転
じ
た
た

め
、
実
は
縫
製
品
の
輸
出
は
順
調
に

伸
び
て
い
た
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、

主
力
輸
出
先
だ
っ
た
ア
メ
リ
カ
へ
の

輸
出
が
02
年
か
ら
一
気
に
下
落
し
、

04
年
か
ら
は
ゼ
ロ
に
な
っ
た
こ
と
で
、

繊
維
産
業
の
発
展
は
完
全
に
中
断
し

て
し
ま
い
ま
し
た
。
民
主
化
運
動
の

弾
圧
や
ア
ウ
ン
・
サ
ン
・
ス
ー
チ
ー

氏
の
拘
束
・
自
宅
軟
禁
が
国
際
社
会

か
ら
大
き
な
非
難
を
浴
び
、
ア
メ
リ

カ
や
E
U
が
ミ
ャ
ン
マ
ー
に
対
し
て

経
済
制
裁
や
金
融
制
裁
措
置
を
講
じ

た
た
め
で
す
。

　
こ
れ
が
決
定
的
に
ミ
ャ
ン
マ
ー
の

経
済
発
展
に
ダ
メ
ー
ジ
を
与
え
ま
し

た
。
輸
出
が
極
端
に
落
ち
込
ん
だ
上
、

O
D
A
供
与
も
得
ら
れ
ず
、「
人
権

1943年鹿児島県奄美大島生ま
れ。中央大学法学部卒、一橋大
学大学院経済学研究科博士課程
修了。（財）国民経済研究協会理
事長、同会長、拓殖大学国際開
発学部教授、シンガポール東南
アジア研究所客員研究員、帝京
平成大学現代ライフ学部教授を
経て、2012年より現職。著書に、
『農業・先進国型産業論』（82・日
本経済新聞社）、『農業ルネッサ
ンス』（90・講談社）、『赤い資本
主義・中国』（93・東洋経済新報
社）、『実験国家・中国』（97・東
洋経済新報社）、『走るアジア 遅
れる日本』（01・日本評論社）など

※唯一の例外が中国からの援助であ
る。資源の超輸入大国である中国に
とって、ミャンマーは生命線ともい
える。ミャンマーを押さえれば、マ
ラッカ海峡を通らず、中東の石油に
つながる。13年には、ミャンマー西
部と雲南省を結ぶ長大な天然ガスの
パイプラインが開通した。また、輸
出市場であるアフリカにもつながり、
ミャンマーは中国にとって戦略的に
非常に重要な地域である。

経済学者
日本経済大学大学院

教授

経済倶楽部理事、石橋湛山記念財団理
事。東洋経済新報社『会社四季報』『週
刊東洋経済』各編集長を経て、1995年
社長、2001年会長を歴任。近著に『多
様性と個の確立―時評と書評から時
代を読む』（東方通信社）

浅 野 純 次
あさの・じゅんじ

叶 
芳
和
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繊
維
産
業
に
お
け
る
〝
チ
ャ
イ
ナ
プ

ラ
ス
ワ
ン
〞
の
筆
頭
は
ベ
ト
ナ
ム
で

す
が
、
賃
金
な
ど
の
労
働
コ
ス
ト
が

徐
々
に
高
く
な
り
は
じ
め
て
い
る
の

で
、
安
価
で
良
質
な
労
働
力
を
擁
す

る
ミ
ャ
ン
マ
ー
は
こ
れ
か
ら
有
利
に

な
っ
て
く
る
で
し
ょ
う
。
す
で
に
中

国
、
韓
国
の
縫
製
業
は
ミ
ャ
ン
マ
ー

進
出
が
進
ん
で
い
ま
す
。
今
後
、
日

本
企
業
も
後
を
追
い
か
け
る
と
思
い

ま
す
。
ま
ず
は
繊
維
産
業
を
軸
と
し

な
が
ら
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
経
済
発
展

は
進
ん
で
い
く
で
し
ょ
う
。

最
大
の
課
題
は
エ
ン
ジ
ニ
ア
不
足

日
本
は
人
材
育
成
に
よ
る
支
援
を

浅
野
　
機
械
工
業
の
可
能
性
は
ど
う

で
し
ょ
う
か
。
中
国
や
タ
イ
に
拠
点

を
置
く
外
国
企
業
は
ヤ
ン
ゴ
ン
近
郊

の
テ
ィ
ラ
ワ
経
済
特
区
や
第
2
の
経

済
都
市
マ
ン
ダ
レ
ー
工
業
団
地
な
ど

を
盛
ん
に
視
察
し
て
い
る
よ
う
で
す

が
。

叶
　
イ
ン
フ
ラ
整
備
が
遅
れ
て
お
り
、

テ
ィ
ラ
ワ
は
2
0
1
5
年
の
大
統
領

選
挙
ま
で
工
場
操
業
で
き
な
い
で
し

ょ
う
。
ま
た
、
産
業
の
高
度
化
に
は
、

ス
キ
ル
の
あ
る
人
材
の
育
成
と
い
う

大
き
な
課
題
が
立
ち
は
だ
か
っ
て
い

ま
す
。
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
労
働
力
は
、

縫
製
業
な
ど
の
労
働
集
約
型
軽
工
業

に
お
い
て
は
質
が
高
い
で
す
が
、
機

械
工
業
に
必
要
な
の
は
エ
ン
ジ
ニ
ア

で
す
。
と
こ
ろ
が
、
20
余
年
に
わ
た

っ
て
最
高
学
府
・
ヤ
ン
ゴ
ン
工
科
大

学
が
閉
鎖
さ
れ
て
い
た
た
め
、
ス
キ

ル
の
あ
る
人
材
が
決
定
的
に
不
足
し

て
い
る
の
が
現
状
で
す
。
専
門
技
術

を
持
っ
た
エ
ン
ジ
ニ
ア
の
育
成
・
教

育
が
喫
緊
の
課
題
と
な
っ
て
い
る
の

で
す
。

浅
野
　
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
初
等
教
育
は

広
く
普
及
し
て
い
る
よ
う
で
す
が
、

中
等
教
育
の
水
準
は
ど
う
な
の
で
す

か
。

叶
　
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
識
字
率
は
非
常

に
高
い
の
で
す
。
仏
教
国
で
あ
る
ミ

ャ
ン
マ
ー
に
は
、
教
育
省
管
轄
の
公

立
学
校
の
ほ
か
に
、
僧
院
教
育
が
存

在
し
ま
す
。
僧
院
で
は
英
語
、
日
本

語
な
ど
の
外
国
語
、
あ
る
い
は
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
、
簿
記
な
ど
の
職
業
教
育

も
行
っ
て
い
ま
す
。
日
本
で
見
か
け

る
専
門
学
校
み
た
い
な
こ
と
を
僧
院

で
行
っ
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
も
会

社
勤
め
の
人
な
ど
が
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

で
教
え
て
い
て
、
授
業
料
は
無
料
で

す
。
た
だ
、
学
校
教
育
で
は
、
高
学

年
に
な
る
に
つ
れ
て
就
学
率
は
減
少

し
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
や
ラ
オ
ス
と
同
様
、

高
等
教
育
の
普
及
率
は
15
㌫
程
度
と

低
い
水
準
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の

背
景
に
は
、
貧
困
は
も
ち
ろ
ん
で
す

が
、
教
育
投
資
の
収
益
率
が
低
い
と

い
う
厳
し
い
現
実
が
あ
り
ま
す
。
つ

ま
り
、
高
校
や
大
学
を
卒
業
し
て
も

就
職
先
が
な
い
の
で
、
多
く
の
人
は

高
等
教
育
を
受
け
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ

ブ
を
見
出
せ
ず
に
い
る
の
で
す
。　
　

ち
な
み
に
日
本
か
ら
の
進
出
の
た
め

に
は
こ
の
僧
院
学
校
の
利
用
を
オ
ス

ス
メ
し
ま
す
。
と
い
う
の
は
僧
院
で

は
求
人
も
受
け
付
け
て
い
る
か
ら
で

す
。
ミ
ャ
ン
マ
ー
に
は
リ
ク
ル
ー
ト

企
業
が
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
こ
の
僧

院
を
使
う
の
は
賢
い
一
手
だ
と
思
い

ま
す
。

浅
野
　
今
後
、
外
国
企
業
の
直
接
投

資
が
増
え
、
雇
用
が
増
え
れ
ば
、
就

学
率
も
高
ま
る
で
し
ょ
う
が
、
そ
う

な
る
と
ま
す
ま
す
産
業
の
高
度
化
に

見
合
う
人
材
を
供
給
す
る
高
等
教
育

が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
ね
。

叶
　
ま
さ
に
そ
う
で
す
。
初
等
教
育

と
中
等
教
育
の
一
層
の
普
及
と
と
も

に
、
高
等
教
育
に
よ
っ
て
優
秀
な
エ

ン
ジ
ニ
ア
を
育
て
な
け
れ
ば
、
機
械

工
業
に
お
け
る
外
国
企
業
の
進
出
は

増
え
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
私
が
数
年

前
か
ら
提
案
し
て
い
る
の
が
、
国
立

高
専
設
立
構
想
で
す
。
61
年
、
日

本
は
高
度
経
済
成
長
の
出
発
に
あ
た

り
、
実
践
的
技
術
者
を
育
成
す
る
た

め
、
国
立
高
等
専
門
学
校
を
全
国
に

つ
く
り
ま
し
た
。
実
験
と
実
習
を
重

視
し
た
高
等
教
育
で
、
即
戦
力
と
し

て
の
高
度
な
人
材
を
産
業
界
に
供
給

し
て
大
き
な
成
果
を
上
げ
ま
し
た
。

　
こ
の
日
本
の
「
国
立
高
専
」
の
シ

ス
テ
ム
を
ミ
ャ
ン
マ
ー
で
生
か
し
て

は
ど
う
か
と
考
え
た
わ
け
で
す
。
テ

ィ
ー
チ
ン
グ
ス
タ
ッ
フ
は
、
日
本
の

一
流
企
業
の
O
B
技
術
者
で
固
め
、

実
践
的
技
術
者
の
育
成
だ
け
で
な
く
、

全
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
工
学
系
の
教
師
た

ち
の
再
教
育
も
行
い
ま
す
。
現
地

の
経
済
発
展
に
寄
与
で
き
る
上
、
ミ

ャ
ン
マ
ー
へ
進
出
す
る
日
系
企
業
が
、

専
門
教
育
を
受
け
た
卒
業
生
を
雇
用

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
中
韓
な
ど

か
ら
も
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
に
専
門
学
校

を
設
立
し
よ
う
と
い
う
動
き
は
あ
り

ま
す
が
、
エ
ン
ジ
ニ
ア
を
育
て
る
た

め
の
国
立
高
専
を
提
案
し
て
い
る
の

は
私
だ
け
で
す
。
こ
の
構
想
は
ミ
ャ

ン
マ
ー
国
会
の
承
認
も
得
て
、
キ
ャ

ン
パ
ス
用
地
は
ヤ
ン
ゴ
ン
大
学
の
跡

地
に
決
ま
っ
て
い
ま
す
。
い
ろ
い
ろ

な
事
情
で
ま
だ
ミ
ャ
ン
マ
ー
政
府
か

ら
日
本
へ
O
D
A
要
請
は
出
さ
れ
て

い
ま
せ
ん
が
、
ぜ
ひ
実
現
さ
せ
て
ほ

し
い
と
思
い
ま
す
。
一
石
四
鳥
、
五

鳥
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
す
。

浅
野
　
積
極
的
な
中
国
や
韓
国
に
比

べ
て
日
本
は
動
き
が
鈍
い
で
す
が
、

実
現
す
れ
ば
、
日
本
の
国
際
協
力
の

質
や
あ
り
方
も
一
変
し
ま
す
ね
。

叶
　
ミ
ャ
ン
マ
ー
で
は
今
、
民
主
化

が
欧
米
の
経
済
制
裁
の
解
除
、
経
済

発
展
に
つ
な
が
っ
て
い
る
わ
け
で
す

か
ら
、
経
済
発
展
は
「
民
主
化
の
配

当
」
と
い
え
ま
す
。
私
は
こ
の
「
民

主
化
の
配
当
」
を
増
や
し
た
い
と
思

っ
て
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
問
題
に
取
り
組

み
は
じ
め
ま
し
た
。
そ
の
具
体
的
な

答
え
が
、
エ
ン
ジ
ニ
ア
育
成
の
た
め

の
「
高
等
教
育
」
な
の
で
す
。
こ
う

し
た
人
材
育
成
の
支
援
は
ミ
ャ
ン
マ

ー
だ
け
で
な
く
、
東
南
ア
ジ
ア
全
域

へ
と
広
げ
て
い
く
こ
と
も
で
き
る
は

ず
で
す
。
そ
れ
は
日
本
の
ソ
フ
ト
パ

ワ
ー
に
な
る
で
し
ょ
う
。

浅
野
　
現
地
で
の
高
等
教
育
事
業
を

通
じ
て
、
日
本
が
ア
ジ
ア
の
産
業
人

材
育
成
を
リ
ー
ド
し
て
い
く
よ
う
に

な
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
で
す
ね
。

本
日
は
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。

ミャンマーの現状

・豊富な労働力
（ただし単純労働力）
・専門技術者不足

産業の未発達

解決方法

・スキルを持った
高度人材育成

（エンジニア、専門家）

国立高専創設

ミャンマー高専設立の目的

メリット

・高度専門技術者の増大
・日系企業の

現地展開が容易に

対内直接投資促進
産業発展を促進


