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世
界
各
地
で
中
国
脅
威
論
が
喧
か
ま
び
すし

い
。
経

済
的
に
も
軍
事
的
に
も
台
頭
す
る
中
国
へ
の

警
戒
感
か
ら
だ
が
、
で
は
、
だ
れ
が
中
国
を

脅
威
だ
と
認
識
し
て
い
る
の
か
。
伝
統
的
な

国
際
関
係
論
に
基
づ
く
な
ら
ば
、
国
家
を
代

表
す
る
政
府
を
担
っ
て
い
る
国
家
元
首
、
外

交
官
な
ど
の
官
僚
、
政
治
家
な
ど
で
あ
ろ

う
。
こ
れ
に
対
し
、
本
書
は
、
政
治
権
力
を

保
持
し
な
い
「
人
び
と
」
の
認
識
に
焦
点
を

当
て
、
そ
の
対
外
認
識
を
と
ら
え
よ
う
と
し

て
い
る
。

　

政
権
を
直
接
的
に
担
わ
な
い
人
び
と
の
認

識
が
な
ぜ
重
要
な
の
か
。
本
書
に
よ
れ
ば
、

そ
れ
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
普
及
に
よ
る

情
報
の
増
大
や
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
よ
り
、
国

際
関
係
に
人
び
と
が
意
見
を
持
つ
機
会
が
増

え
、
政
治
権
力
者
が
そ
う
し
た
意
見
を
無
視

し
て
活
動
す
る
こ
と
が
難
し
く
な
っ
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
は
民
主
主
義
国
だ
け

で
な
く
、
権
威
主
義
国
で
も
同
様
で
あ
る
と

指
摘
さ
れ
る
。

ア
ジ
ア
学
生
調
査
の
限
界
と
有
用
性

　

人
び
と
の
対
外
認
識
を
知
る
た
め
、
本
書

は
さ
ま
ざ
ま
な
世
論
調
査
や
デ
ー
タ
を
活
用

Book Review
︻
選
評
︼

東
京
大
学
准
教
授

鈴
木
早
苗

次
世
代
リ
ー
ダ
ー
た
ち
の

対
外
認
識
を
読
む

アジアの国民感情
データが明かす人々の対外認識
園田茂人・著
中公新書／ 2020 年 9 月／ 880 円＋税



141

す
る
が
、
主
に
筆
者
が
自
ら
質
問
票
の
作
成

な
ど
に
携
わ
っ
た
「
ア
ジ
ア
学
生
調
査
」
に

基
づ
い
て
分
析
し
て
い
る
。
対
象
と
な
る
ア

ジ
ア
の
国
・
地
域
は
、
東
南
ア
ジ
ア
諸
国

（
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
マ
レ
ー
シ
ア
、
フ
ィ
リ

ピ
ン
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、
タ
イ
、
ベ
ト
ナ
ム
）

と
東
ア
ジ
ア
の
国
・
地
域
（
日
本
、
中
国
、

韓
国
、
香
港
、
台
湾
）
で
あ
り
、
調
査
時
期

は
二
〇
〇
八
年
、
一
三
〜
一
四
年
、
一
八
〜

一
九
年
の
三
度
に
わ
た
る
。

　

ア
ジ
ア
学
生
調
査
は
、
ア
ジ
ア
各
国
・
地

域
の
エ
リ
ー
ト
学
生
に
調
査
対
象
を
限
定
し

て
い
る
た
め
、
ピ
ュ
ー
・
リ
サ
ー
チ
・
セ
ン

タ
ー
のGlobalA

ttitudesSurvey

な
ど

に
比
べ
、
回
答
者
に
偏
り
が
あ
る
。
そ
の
た

め
、
本
書
で
は
、
他
の
デ
ー
タ
を
使
っ
て
、

ア
ジ
ア
学
生
調
査
の
そ
れ
と
対
比
さ
せ
る
と

い
っ
た
努
力
も
払
わ
れ
て
い
る
。

　

他
方
で
、
ア
ジ
ア
学
生
調
査
に
は
他
の

デ
ー
タ
に
は
な
い
、
い
く
つ
か
メ
リ
ッ
ト
が

あ
る
。
な
か
で
も
、
エ
リ
ー
ト
学
生
は
ア
ジ

ア
各
国
の
リ
ー
ダ
ー
と
な
る
可
能
性
が
高
い

こ
と
か
ら
、
そ
の
対
外
認
識
を
論
じ
る
こ
と

は
、
将
来
の
国
際
関
係
を
語
る
上
で
大
き
な

意
味
が
あ
る
。
国
際
事
情
に
通
じ
る
エ
リ
ー

ト
学
生
に
は
、「
わ
か
ら
な
い
」
と
い
う
回

答
が
少
な
い
の
も
利
点
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
も
本
書
が
提
示
し
た
デ
ー
タ
の
中

に
は
、「
わ
か
ら
な
い
」
の
回
答
が
一
定
の

割
合
を
占
め
る
こ
と
は
回
避
で
き
な
い
。
し

か
し
本
書
が
指
摘
す
る
よ
う
に
「
わ
か
ら
な

い
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ

り
、
単
に
政
治
意
識
の
低
さ
を
示
し
て
い
る

と
も
い
え
な
い
。

　

た
と
え
ば
、
中
国
の
台
頭
は
私
た
ち
に
多

く
の
チ
ャ
ン
ス
を
も
た
ら
し
て
い
る
か
に
つ

い
て
、
日
本
と
ベ
ト
ナ
ム
の
学
生
は
、
他
の

国
・
地
域
に
比
べ
て
「
わ
か
ら
な
い
」
の
割

合
が
高
い
。
ど
の
国
・
地
域
の
エ
リ
ー
ト
学

生
が
ど
の
よ
う
な
質
問
で
「
わ
か
ら
な
い
」

と
回
答
す
る
こ
と
が
多
い
の
か
と
い
う
観
点

か
ら
な
が
め
る
と
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ

は
何
な
の
か
、
結
論
づ
け
る
こ
と
は
難
し
い

ま
で
も
、想
像
を
め
ぐ
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
、

興
味
深
か
っ
た
。

対
外
認
識
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン

　

エ
リ
ー
ト
学
生
に
対
す
る
質
問
内
容
は
多

岐
に
わ
た
る
が
、
核
心
的
な
も
の
は
、「
中

国
の
台
頭
を
ど
の
よ
う
に
評
価
す
る
か
」
と

「
互
い
を
ど
う
評
価
す
る
か
」
で
あ
る
。
前

者
は
ま
さ
に
最
近
の
中
国
脅
威
論
を
読
み
解

く
鍵
と
な
る
デ
ー
タ
を
提
示
し
て
い
て
興
味

深
い
。
次
い
で
、
対
外
認
識
を
把
握
し
た
上

で
、
複
数
の
仮
説
に
基
づ
い
て
、
各
国
・
地

域
の
対
外
認
識
、
国
民
感
情
を
検
証
し
て
い

く
。

　

ま
ず
、
対
中
認
識
に
つ
い
て
は
、
総
体
的

に
は
、
ベ
ト
ナ
ム
・
フ
ィ
リ
ピ
ン
を
除
く
東

南
ア
ジ
ア
五
カ
国
で
中
国
は
肯
定
的
に
評
価

さ
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
全
調
査
期
間
を

通
じ
て
、
タ
イ
が
中
国
を
肯
定
的
に
評
価
し

て
い
る
点
が
興
味
を
引
く
。
一
方
、
日
本
と
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ベ
ト
ナ
ム
は
全
調
査
期
間
を
通
じ
、
中
国
に

対
す
る
評
価
は
低
く
、
韓
国
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、

香
港
、
台
湾
で
は
そ
の
評
価
を
悪
化
さ
せ
て

い
る
。

　

た
だ
し
、
ど
の
よ
う
な
側
面
か
ら
中
国
を

評
価
す
る
か
で
微
妙
に
異
な
る
バ
リ
エ
ー

シ
ョ
ン
が
み
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
中
国
の

経
済
発
展
が
恩
恵
を
も
た
ら
し
て
い
る
か
に

つ
い
て
は
、
ベ
ト
ナ
ム
と
日
本
は
否
定
的
で

あ
る
が
、
他
の
国
・
地
域
で
は
肯
定
的
あ
る

い
は
否
定
的
で
な
い
評
価
が
な
さ
れ
て
い

る
。
そ
れ
に
対
し
、
中
国
が
平
和
的
に
台
頭

し
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、

ベ
ト
ナ
ム
、
東
ア
ジ
ア
で
は
否
定
的
な
評
価

が
大
勢
を
占
め
る
一
方
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
・
ベ

ト
ナ
ム
を
除
く
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
五
ヵ
国
は
肯
定

的
で
あ
る
。
ベ
ト
ナ
ム
や
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
日

本
な
ど
の
評
価
が
低
い
の
に
は
、
中
国
の
海

洋
進
出
が
影
響
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
る
。

　

次
に
、
隣
国
を
ど
う
評
価
し
て
い
る
か
に

つ
い
て
は
、
隣
国
同
士
は
肯
定
的
な
評
価
を

し
に
く
い
と
い
う
結
果
が
出
て
い
る
。
例
外

は
あ
る
も
の
の
、
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
同
士
が

中
位
の
評
価
で
あ
る
の
に
対
し
、
東
ア
ジ
ア

で
は
互
い
に
否
定
的
な
評
価
を
す
る
と
い
う

傾
向
に
あ
る
よ
う
だ
。

　

評
者
に
は
こ
の
違
い
が
気
に
な
っ
た
。
東

南
ア
ジ
ア
各
国
で
外
交
当
局
者
や
研
究
者
と

交
流
し
た
際
に
よ
く
耳
に
し
た
の
は
、「
わ

れ
わ
れ
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
は
、
互
い
に
好
き

で
は
な
い
が
、
隣
国
な
の
で
協
力
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
」「
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
の
会
議
で

互
い
に
握
手
を
す
る
が
、
テ
ー
ブ
ル
の
下
で

は
足
を
蹴
り
合
っ
て
い
る
」
と
い
っ
た
発
言

だ
っ
た
。
隣
国
だ
か
ら
こ
そ
さ
ま
ざ
ま
な
軋

轢
が
生
ま
れ
や
す
い
の
で
、
純
粋
に
肯
定
的

な
評
価
を
下
す
こ
と
は
難
し
い
が
、
否
定
的

評
価
を
避
け
る
た
め
の
外
交
努
力
を
、
Ａ
Ｓ

Ｅ
Ａ
Ｎ
諸
国
は
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
と
い
う
地
域
機

構
を
通
じ
て
払
っ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

東
南
ア
ジ
ア
に
比
べ
、
東
ア
ジ
ア
は
互
い

に
否
定
的
な
評
価
に
晒
さ
れ
や
す
い
。
中
国

に
対
し
て
日
・
韓
・
台
・
香
の
評
価
が
否
定

的
で
あ
る
一
方
、
中
国
の
こ
の
四
国
・
地
域

に
対
す
る
評
価
は
必
ず
し
も
低
く
な
い
。

　

一
方
、
対
外
認
識
と
社
会
的
結
合
は
必
ず

し
も
関
係
し
な
い
。
本
書
は
そ
の
国
・
地
域

か
ら
の
出
身
者
に
友
人
・
知
人
が
い
る
か
ど

う
か
（
社
会
的
結
合
）
と
、
そ
の
国
・
地
域

へ
の
評
価
の
関
係
を
検
証
し
、
か
な
ら
ず
し

も
相
関
し
て
い
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

一
部
の
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
同
士
で
は
高
い
社

会
的
結
合
が
み
ら
れ
る
も
の
の
、
互
い
の
評

価
は
高
く
な
い
。
東
ア
ジ
ア
同
士
に
つ
い
て

は
、
社
会
的
結
合
は
高
い
が
、
互
い
の
評
価

は
低
い
傾
向
に
あ
る
。

　

関
連
し
て
、
対
外
認
識
と
そ
の
国
・
地
域

か
ら
の
出
身
者
に
対
す
る
評
価
も
、
必
ず
し

も
一
致
し
な
い
。
た
と
え
ば
、
マ
レ
ー
シ
ア

や
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
は
比
較
的
、
中
国
と
い
う

国
に
肯
定
的
な
評
価
を
し
て
き
た
が
、
中
国

か
ら
の
観
光
客
に
は
警
戒
感
が
強
い
。
フ
ィ
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リ
ピ
ン
か
ら
の
ケ
ア
ワ
ー
カ
ー
や
家
政
婦
を

多
数
受
け
入
れ
る
台
湾
で
も
、
フ
ィ
リ
ピ
ン

と
い
う
国
の
評
価
は
そ
こ
ま
で
低
く
な
い
も

の
の
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
に
対
し
て
は
否
定
的

な
評
価
を
し
、
排
他
主
義
的
な
傾
向
が
み
ら

れ
る
。

認
識
変
化
を
促
す
も
の
、
阻
む
も
の

　

で
は
、
対
外
認
識
の
変
化
を
も
た
ら
す
も

の
は
何
か
。
典
型
的
な
も
の
は
、
特
定
の
イ

ベ
ン
ト
の
発
生
で
あ
る
。
た
と
え
ば
中
国
の

海
洋
進
出
が
目
立
ち
始
め
る
と
い
っ
た
こ
と

で
あ
る
が
、
重
要
な
の
は
、
イ
ベ
ン
ト
の
発

生
自
体
よ
り
も
、
そ
れ
が
国
・
地
域
に
よ
っ

て
ど
の
よ
う
に
認
知
さ
れ
る
か
で
あ
る
と
い

う
。
中
国
の
海
洋
進
出
は
一
部
の
脅
威
と
認

知
さ
れ
、
評
価
を
下
げ
る
き
っ
か
け
と
な
っ

た
が
、
そ
の
認
知
が
他
の
国
・
地
域
に
共
有

さ
れ
る
と
は
限
ら
な
い
。
こ
う
し
た
認
知
の

違
い
は
、
た
と
え
ば
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
内
の
対

中
認
識
へ
の
違
い
に
反
映
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
の
ほ
か
、
さ
ま
ざ
ま
な
要
因
が
対
外
認

識
の
変
化
に
影
響
す
る
。
た
と
え
ば
冷
戦
体

制
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
ー
。
ベ
ト
ナ
ム
で
は
、
戦

火
を
交
え
た
ア
メ
リ
カ
へ
の
評
価
が
上
が
っ

て
い
る
。
ま
た
、
共
産
主
義
へ
の
警
戒
が
強

か
っ
た
タ
イ
で
は
、
中
国
の
実
利
的
な
経
済

中
心
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
受
け
て
、
対
中
評
価

を
上
昇
さ
せ
た
と
指
摘
さ
れ
る
。

　

他
方
、
本
書
で
強
調
さ
れ
て
い
る
の

は
、
日
本
に
は
根
強
い
冷
戦
体
制
メ
ン
タ
リ

テ
ィ
ー
が
残
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
日
本
の

北
朝
鮮
、
ロ
シ
ア
、
中
国
に
対
す
る
評
価
が

低
い
の
は
、
こ
の
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
ー
と
関
係

が
深
い
。
特
に
、
ア
ジ
ア
学
生
調
査
は
冷
戦

時
代
を
直
接
経
験
し
て
い
な
い
学
生
た
ち
を

調
査
対
象
と
し
て
い
る
だ
け
に
、
こ
の
結
果

は
興
味
深
い
。
筆
者
は
、
冷
戦
体
制
メ
ン
タ

リ
テ
ィ
ー
が
残
る
の
は
ア
ジ
ア
の
変
化
に
日

本
人
の
認
識
が
追
い
つ
い
て
い
な
い
か
ら
で

は
な
い
か
と
し
、
ア
ジ
ア
全
体
に
比
べ
、
日

本
が
ア
ジ
ア
に
汚
い
、
停
滞
し
た
、
古
い
と

い
っ
た
否
定
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
持
ち
続
け
て

い
る
点
を
紹
介
し
た
。

　

こ
う
し
た
日
本
人
の
認
識
は
、
さ
ま
ざ
ま

な
対
外
的
必
要
性
が
優
先
さ
れ
た
結
果
、
日

本
人
の
歴
史
認
識
、
と
く
に
ア
ジ
ア
と
の
関

係
に
お
け
る
そ
れ
が
、
必
ず
し
も
成
熟
し
て

い
な
い
こ
と
と
関
係
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
（
吉
田
裕
『
日
本
人
の
戦
争
観
』
岩
波
現

代
文
庫
、
二
〇
〇
五
年
参
照
）。

　

日
本
の
侵
略
対
象
と
な
っ
た
東
南
ア
ジ
ア

諸
国
で
は
、
反
日
感
情
が
強
か
っ
た
が
、
現

在
は
好
意
的
な
評
価
が
主
流
に
な
り
、
台
湾

の
日
本
に
対
す
る
評
価
も
高
い
。
一
方
、
中

国
や
韓
国
で
は
今
な
お
、
反
日
感
情
が
た
び

た
び
支
配
的
と
な
る
。
こ
の
違
い
を
本
書
は

改
め
て
デ
ー
タ
で
示
し
た
と
い
え
る
。
歴
史

認
識
の
あ
り
よ
う
と
変
容
は
、
対
外
認
識
と

ど
う
結
び
つ
い
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
長
く
問

わ
れ
て
き
た
こ
う
し
た
問
題
に
つ
い
て
、
改

め
て
考
え
る
き
っ
か
け
を
本
書
は
提
供
し
て

く
れ
る
。
●




