
　

２
０
１
０
年
を
も
っ
て
、日
本
は
半
世

紀
近
く
に
わ
た
っ
て
維
持
し
て
き
た「
世

界
第
２
の
経
済
大
国
」と
い
う
ブ
ラ
ン
ド

を
失
う
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
し
、経
済

面
で
の
「
日
中
逆
転
」
は
単
に
表
層
的
な

現
象
で
、日
本
が
国
際
社
会
の
平
和
と
繁

栄
の
た
め
に
果
た
す
べ
き
役
割
に
基
本

的
な
変
化
は
な
い
だ
ろ
う
。日
本
に
と
っ

て
の
真
の
課
題
は
、「
日
中
逆
転
」
が
象

徴
す
る
時
代
の
変
化
を
世
界
的
視
野
か

ら
と
ら
え
、今
後
の
国
際
的
役
割
を
的
確

に
再
構
築
で
き
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。そ

の
際
日
本
が
目
指
す
べ
き
も
の
は
、「
自

由
で
開
か
れ
た
国
際
秩
序
」で
あ
る
と
い

え
る
。本
年
９
月
に
発
生
し
た
尖
閣
諸
島

沖
で
の
日
本
の
巡
視
船
と
中
国
漁
船
の

衝
突
事
件
に
対
す
る
中
国
の
強
圧
外
交

に
は
、台
頭
す
る
中
国
が
「
自
由
で
開
か

れ
た
国
際
秩
序
」に
対
す
る
大
き
な
撹
乱

要
因
と
な
り
つ
つ
あ
る
こ
と
を
示
し
て

余
り
あ
る
も
の
が
あ
っ
た
。現
在
進
行
中

の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
地
殻
変
動
は
、中
国
を

軸
に
動
乱
の
時
代
を
も
た
ら
す
だ
ろ
う

か
ら
、
今
後
の
日
本
の
対
中
外
交
に
は
、

東
ア
ジ
ア
さ
ら
に
は
世
界
全
体
を
見
渡

す
視
界
の
広
さ
が
求
め
ら
れ
る
。

中
国
と
日
本
の
差
異

　

今
回
の
尖
閣
諸
島
沖
で
の
日
本
の
巡

視
船
と
中
国
漁
船
の
衝
突
に
端
を
発
す

る
日
中
対
立
に
お
い
て
最
も
異
様
だ
っ

た
の
は
、国
家
主
権
や
領
土
領
海
保
全
に

徹
底
的
に
こ
だ
わ
る
中
国
指
導
層
の
国

益
認
識
と
、そ
れ
を
強
烈
に
体
現
す
る
中
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国
際
情
勢
を
読
み
解
く
　
❶

  
尖
閣
諸
島
沖
衝
突
事
件
の

　
真
の
教
訓
と
は

添
谷 

芳
秀

中国

慶
應
義
塾
大
学
教
授
・

同
大
学
東
ア
ジ
ア
研
究
所
所
長



国
国
民
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ

ム
で
あ
っ
た
。
主
権
や
領

土
保
全
は
中
国
に
お
い
て

理
屈
抜
き
に
他
の
す
べ
て

に
勝
る
至
高
の
価
値
と

さ
れ
て
お
り
、
今
回
の
対

日
外
交
が
示
し
た
よ
う

に
、
中
国
政
府
は
そ
の
価

値
を
守
る
た
め
に
は
手

段
を
選
ば
な
い
。

　

極
め
て
対
照
的
に
、
日

本
の
一
般
国
民
の
価
値
意

識
に
お
い
て
、
国
家
主
権

や
領
土
問
題
は
周
辺
化

さ
れ
て
い
る
。
今
回
の
日

中
対
立
の
最
中
に
あ
っ
て

も
、
尖
閣
諸
島
の
領
有
権

を
声
高
に
唱
え
る
世
論

の
高
ま
り
は
ほ
と
ん
ど
み

ら
れ
な
い
。
多
く
の
日
本

国
民
の
中
国
へ
の
反
発
の
内
実
は
、経
済

や
観
光
す
ら
政
治
目
的
の
た
め
の
道
具

に
す
る
中
国
政
府
の
高
圧
的
で
時
代
錯

誤
的
な
姿
勢
や
、領
土
に
感
情
的
に
こ
だ

わ
る
中
国
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
対
す

る
強
烈
な
違
和
感
に
ほ
か
な
ら
な
い
。事

実
、怒
り
を
あ
ら
わ
に
す
る
中
国
に
対
し

て
一
般
国
民
の
多
く
が
感
じ
た
素
朴
な

疑
問
は
、「
あ
そ
こ
ま
で
怒
る
中
国
と
は

一
体
何
な
の
か
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ

た
。そ
の
種
の
中
国
へ
の
違
和
感
の
源
泉

は
、む
し
ろ
国
家
主
権
や
領
土
問
題
に
は

あ
ま
り
関
心
の
向
か
な
い
日
本
人
の
先

進
的
価
値
意
識
で
あ
る
と
い
え
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、日
本
に
も
高
ま
り
つ

つ
あ
る
反
中
感
情
は
、国
際
社
会
に
お
い

て
し
ば
し
ば
日
本
の
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ

ム
」と
同
一
化
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
。
こ

こ
に
、日
本
か
ら
み
た
日
中
関
係
の
落
と

し
穴
が
あ
る
。中
国
外
交
の
古
臭
さ
が
む
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き
出
し
に
な
る
と
、日
本
社
会
に
残
存
す

る
「
保
守
性
」
も
刺
激
さ
れ
、そ
こ
に
悪

循
環
が
生
じ
る
か
ら
で
あ
る
。そ
こ
で
日

本
の
一
部
の
保
守
勢
力
は
活
気
づ
く
が
、

保
守
的
衝
動
が
日
本
外
交
の
主
軸
に
な

る
こ
と
は
な
い
ま
ま
に
、「
保
守
化
す
る

日
本
」と
い
う
実
体
を
伴
わ
な
い
イ
メ
ー

ジ
が
増
幅
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。事

実
、近
年
靖
国
神
社
問
題
等
を
め
ぐ
っ
て

日
中
関
係
の
悪
循
環
が
深
ま
る
中
で
、日

本
と
中
国
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
相
対

化
さ
れ
、日
中
摩
擦
に
対
す
る
中
立
的
な

感
覚
が
国
際
社
会
に
生
ま
れ
て
し
ま
っ

た
こ
と
は
否
め
な
い
。

　

こ
の
こ
と
は
、日
中
間
の
差
異
を
戦
略

的
に
活
用
す
べ
き
日
本
外
交
に
と
っ
て
、

大
き
な
障
害
と
な
る
。国
際
社
会
に
お
い

て
日
本
が
中
国
と
同
様
に
主
権
や
領
土

に
こ
だ
わ
る
国
家
主
義
的
な
国
だ
と
思

わ
れ
て
い
て
は
、中
国
と
の
差
異
か
ら
自

然
に
浮
か
び
上
が
る
国
際
主
義
的
な
日

本
の
特
性
と
強
み
を
生
か
し
た
外
交
に
、

国
際
的
支
持
は
集
ま
り
よ
う
が
な
い
。

衝
突
事
件
の
真
の
教
訓

　

９
月
24
日
に
那
覇
地
検
が
下
し
た
中

国
人
船
長
を
釈
放
す
る
決
定
に
対
す
る

日
本
国
内
の
反
応
に
関
し
て
も
、同
様
の

観
点
か
ら
大
き
な
問
題
を
感
じ
る
。と
り

わ
け
、菅
政
権
が
中
国
の
圧
力
に
屈
し
た

と
す
る
批
判
は
、日
本
外
交
全
般
を
み
る

視
点
か
ら
は
マ
イ
ナ
ス
で
し
か
な
い
。そ

れ
は
、司
法
と
行
政
の
分
立
が
維
持
さ
れ

な
か
っ
た
と
、日
本
人
自
ら
が
主
張
し
て

い
る
に
等
し
い
か
ら
で
あ
る
。

　

今
回
の
検
察
の
判
断
に
政
治
の
意
思

が
ま
っ
た
く
作
用
し
て
い
な
い
と
は
い

え
な
い
が
、そ
れ
は
あ
く
ま
で
三
権
分
立

と
い
う
民
主
主
義
の
大
原
則
に
基
づ
い

た
上
で
の
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、今

回
の
事
件
の
処
理
を
め
ぐ
る
官
邸
と
検

察
の
関
係
に
つ
い
て
純
粋
に
日
本
の
国

内
問
題
と
し
て
検
証
す
べ
き
こ
と
は
あ

る
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
、日
中
関
係
お
よ
び
日
本
外
交

に
お
け
る
問
題
と
し
て
み
た
場
合
、事
の

本
質
は
、事
件
の
処
理
を
進
め
る
日
本
の

司
法
に
対
し
て
中
国
の
露
骨
な
政
治
的

圧
力
が
か
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
あ
る

は
ず
で
あ
る
。こ
れ
を
日
本
の
政
治
の
屈

服
と
し
て
日
本
人
自
ら
が
認
識
す
る
こ

と
は
、司
法
は
政
治
の
手
段
だ
と
す
る
中

国
の
常
識
を
日
本
が
認
め
た
こ
と
に
な

っ
て
し
ま
う
。
本
来
、三
権
分
立
に
関
す

る
日
中
間
の
常
識
の
差
異
は
極
め
て
大

き
い
は
ず
で
は
な
い
か
。

　

こ
の
種
の
国
内
的
反
応
に
は
、「
中
国

が
憎
い
、
故
に
中
国
に
屈
服
し
た
菅
政
権

も
憎
い
」
と
い
う
情
緒
的
な
反
発
も
あ
る

の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
一
般
国
民
の
反
応
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と
し
て
は
あ
る
意
味
自
然

な
と
こ
ろ
が
あ
る
と
し
て

も
、
政
党
や
政
治
家
、
お

よ
び
責
任
あ
る
言
論
界
が

と
る
べ
き
立
場
で
は
な

い
。
中
国
の
強
圧
外
交
に

対
し
て
、
日
本
も
毅
然
と

し
て
力
で
対
抗
す
べ
き
で

あ
る
と
言
わ
ん
ば
か
り
の

反
応
も
同
様
で
あ
る
。
日

本
が
、
中
国
へ
の
対
抗
意

識
か
ら
、
中
国
外
交
の
本

質
そ
の
も
の
で
あ
る
権
力

政
治
の
舞
台
に
乗
ろ
う
と

し
て
も
、
体
系
的
な
戦
略

に
な
る
は
ず
も
な
い
。
日

本
は
、
も
う
と
っ
く
に
権

力
政
治
の
舞
台
か
ら
は
降

り
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
日
中
関
係

に
潜
む
わ
な
に
は
ま
ら
な
い
た
め
に
日

本
が
な
す
べ
き
こ
と
は
、中
国
外
交
の
時

代
錯
誤
的
な
力
の
論
理
に
過
剰
反
応
す

る
こ
と
な
く
、な
お
か
つ
日
中
関
係
の
問

題
を
単
に
2
国
間
関
係
の
枠
で
と
ら
え

る
の
で
は
な
く
、中
国
と
の
差
異
が
お
の

ず
と
明
ら
か
な
日
本
外
交
の
特
性
と
強

み
を
、
国
際
社
会
に
お
い
て
、
そ
れ
こ
そ

毅
然
と
発
揮
す
る
こ
と
だ
ろ
う
。

「
自
由
で
開
か
れ
た
国
際
秩
序
」と
中
国

　

中
国
問
題
が
突
き
付
け
る
挑
戦
を
以

上
の
よ
う
に
考
え
た
場
合
、日
本
の
グ
ロ

ー
バ
ル
な
外
交
課
題
と
し
て
、中
国
の
台

頭
に
よ
っ
て
先
行
き
が
不
透
明
に
な
り

つ
つ
あ
る
「
自
由
で
開
か
れ
た
国
際
秩

序
」
の
再
構
築
の
重
要
性
を
指
摘
で
き

る
。
そ
こ
で
日
本
が
目
指
す
べ
き
こ
と

は
、
経
済
的
に
は
自
由
で
開
放
的
な
貿

易
・
通
貨
体
制
の
再
構
築
、
政
治
的
に
は

自
由
と
民
主
主
義
を
構
成
原
理
と
す
る

海上保安庁の巡視船に衝突した中国漁船 [ 第 11 管区海上保安本部提供 ]（９月７日）。
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国
際
関
係
の
推
進
、
安
全
保
障
面
で
は

「
自
由
で
開
か
れ
た
国
際
秩
序
」
を
揺
る

が
す
種
々
の
脅
威
へ
の
対
処
で
あ
る
。

　

改
め
て
強
調
す
る
ま
で
も
な
く
、世
界

的
視
野
か
ら
み
て
中
国
の
台
頭
が
な
ぜ

重
要
か
と
い
え
ば
、今
後
の
グ
ロ
ー
バ
ル

な
経
済
、
政
治
、
安
全
保
障
の
展
開
、
す

な
わ
ち
「
自
由
で
開
か
れ
た
国
際
秩
序
」

の
在
り
方
を
中
国
が
決
定
的
に
左
右
す

る
か
ら
で
あ
る
。今
回
の
衝
突
事
件
を
め

ぐ
る
中
国
外
交
の
圧
力
に
さ
ら
さ
れ
て

日
本
が
改
め
て
痛
感
し
た
よ
う
に
、台
頭

す
る
中
国
の
国
益
判
断
や
国
際
秩
序
へ

の
独
自
の
志
向
は
、日
本
を
含
め
た
国
際

社
会
の
多
く
の
国
が
馴
染
ん
で
き
た「
自

由
で
開
か
れ
た
国
際
秩
序
」と
は
相
容
れ

な
い
も
の
を
多
く
含
ん
で
い
る
。総
じ
て

い
え
ば
、
最
近
の
中
国
の
外
交
政
策
に

は
、
軍
事
戦
略
も
含
め
て
、
こ
れ
ま
で
の

ア
メ
リ
カ
を
中
心
と
し
た
国
際
シ
ス
テ

ム
に
挑
戦
す
る
か
の
よ
う
な
衝
動
が
見

え
隠
れ
し
て
い
る
。

　

こ
の
こ
と
は
、考
え
て
み
れ
ば
皮
肉
で

も
あ
る
。「
自
由
で
開
か
れ
た
国
際
秩
序
」

は
、
実
は
戦
後
の
「
パ
ッ
ク
ス
・
ア
メ
リ

カ
ー
ナ
」そ
の
も
の
で
も
あ
っ
た
。
そ
し

て
、１
９
７
０
年
代
初
め
の
劇
的
な
米
中

和
解
の
後
、ア
メ
リ
カ
を
軸
と
し
た
「
自

由
で
開
か
れ
た
国
際
秩
序
」の
最
大
の
受

益
者
は
中
国
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。中

国
の
改
革
・
開
放
政
策
、
そ
し
て
今
日
の

中
国
の
目
覚
ま
し
い
台
頭
は
、「
自
由
で

開
か
れ
た
国
際
秩
序
」の
産
物
に
ほ
か
な

ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

今
日
、オ
バ
マ
政
権
の
国
際
協
調
を
重

視
す
る
外
交
や
、
リ
ー
マ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク

後
の
経
済
的
混
乱
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、

ア
メ
リ
カ
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
リ
ー
ダ
ー

シ
ッ
プ
に
は
陰
り
が
み
ら
れ
る
。し
か
し

同
時
に
、
今
後
の
世
界
に
お
い
て
、
中
国

中
心
の
シ
ス
テ
ム
が
従
来
の
ア
メ
リ
カ

中
心
の
シ
ス
テ
ム
に
と
っ
て
代
わ
る
と

も
思
え
な
い
。将
来
の
国
際
秩
序
の
輪
郭

が
見
え
な
い
ま
ま
に
異
質
な
中
国
の
存

在
感
と
自
己
主
張
が
膨
張
し
て
い
る
の

で
あ
り
、そ
う
し
た
過
渡
期
の
不
透
明
性

が
来
る
べ
き
動
乱
の
時
代
へ
の
予
感
を

増
幅
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

新
時
代
の
戦
略
と
ビ
ジ
ョ
ン

　

戦
後
の
日
本
は
、ア
ジ
ア
を
中
心
に
開

発
の
潮
流
を
育
み
、各
国
に
経
済
発
展
に

よ
る
政
治
的
安
定
の
基
礎
を
提
供
し
、総

合
安
全
保
障
や
人
間
の
安
全
保
障
の
目

線
か
ら
各
国
国
民
の
安
全
と
福
祉
の
増

進
に
貢
献
し
て
き
た
。日
本
自
身
が
戦
後

の
復
興
と
経
済
成
長
に
い
そ
し
ん
で
い

る
間
は
、そ
の
経
済
政
策
の
自
国
中
心
的

傾
向
が
国
際
批
判
の
対
象
と
な
っ
て
き

た
が
、
と
り
わ
け
1
9
7
0
年
代
以
降

の
日
本
外
交
は
、総
じ
て
国
際
主
義
的
な
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方
向
へ
と
か
じ
を
切
り
替
え
て
き
た
。そ

し
て
、
中
国
の
改
革
・
開
放
支
援
も
そ
の

重
要
な
一
部
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
そ
の

間
、
あ
の
戦
争
へ
の
自
省
か
ら
、
伝
統
的

安
全
保
障
領
域
で
は
極
め
て
禁
欲
的
な

政
策
を
と
っ
て
き
た
。

　

今
後
の
日
本
外
交
も
、
基
本
的
に
戦
後

の
成
功
物
語
の
延
長
線
上
に
構
想
さ
れ
る

べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
日
本
を
含
め

た
世
界
の
平
和
と
繁
栄
を
支
え
て
き
た

「
自
由
で
開
か
れ
た
国
際
秩
序
」
を
、中
国

の
台
頭
が
突
き
付
け
る
挑
戦
か
ら
守
り

つ
つ
再
構
築
す
る
作
業
と
な
る
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
そ
の
こ
と
は
、中
国
が
け
し
か

け
る
権
力
政
治
ゲ
ー
ム
に
対
し
て
無
防

備
で
よ
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。日
本

と
し
て
、
防
衛
・
安
全
保
障
政
策
に
万
全

を
期
す
こ
と
は
当
た
り
前
で
あ
る
。た
だ

そ
の
際
、日
本
が
一
国
で
で
き
る
こ
と
に

は
本
質
的
な
限
界
が
あ
る
こ
と
も
常
に

理
解
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。だ

か
ら
、
日
本
の
防
衛
・
安
全
保
障
政
策
に

と
っ
て
日
米
同
盟
が
不
可
欠
な
の
で
あ

る
。
さ
ら
に
は
、
韓
国
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ

ア
、東
南
ア
ジ
ア
諸
国
等
の
志
を
同
じ
く

す
る
国
と
の
安
全
保
障
協
力
や
国
連
を

は
じ
め
と
す
る
国
際
社
会
で
の
多
国
間

外
交
を
縦
横
に
織
り
込
ん
で
い
く
こ
と

も
重
要
で
あ
る
。

　

し
か
し
同
時
に
、
防
衛
・
安
全
保
障
政

策
に
万
全
を
期
す
と
は
い
っ
て
も
、
そ
れ

は
国
家
戦
略
上
必
要
最
小
限
の
備
え
で
あ

っ
て
、
防
衛
・
安
全
保
障
政
策
に
関
す
る

積
極
性
と
リ
ベ
ラ
ル
な
国
際
主
義
的
ビ
ジ

ョ
ン
は
矛
盾
し
た
り
対
立
す
る
も
の
で
は

な
い
。
む
し
ろ
、
確
固
と
し
た
防
衛
・
安

全
保
障
政
策
こ
そ
、
リ
ベ
ラ
ル
な
国
際
主

義
外
交
を
推
進
す
る
た
め
の
重
要
な
基
盤

で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ

は
、
対
中
関
与
政
策
の
基
本
で
も
あ
る
。

添谷芳秀 そえやよしひで
慶應義塾大学法学部教授。東ア
ジア研究所所長。１９７９年上智大
学外国語学部卒業、1987年米国
ミシガン大学にて博士号（国際政
治学）取得。1988年慶應義塾大
学法学部専任講師、1995年教
授。現在、日本国際政治学会理事、
国際文化会館評議員等。また、本
年「新たな時代の安全保障と防衛
力を考える会」の委員を務める。著
書に『日本外交と中国』（慶応通
信、1996年）『日本の「ミドルパワー」
外交』（ちくま新書、2005年）等。

　

中
国
の
台
頭
が
突
き
付
け
る
挑
戦
に

さ
ら
さ
れ
て
い
る
今
日
、
私
た
ち
は
、
そ

の
二
つ
を
対
立
軸
で
と
ら
え
る
傾
向
の

強
い
日
本
の
政
治
や
言
論
の
惰
性
が
新

時
代
の
戦
略
や
ビ
ジ
ョ
ン
を
考
え
る
上

で
障
害
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
深
く
自

覚
す
べ
き
で
あ
る
。

※
本
稿
はJanet 

（
時
事
通
信
社
）

2
0
1
0
年
9
月
29
日
配
信
記
事
を
基

に
作
成
し
た
も
の
で
す
。




