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国
際
社
会
に
お
け

る
中
国
の
プ
レ
ゼ
ン

ス
が
急
拡
大
し
て
い

る
。
拡
大
は
、
経
済

分
野
か
ら
始
ま
り
、

軍
事
分
野
に
及
ん
で

き
た
。
前
者
に
つ
い

て
は
、
国
内
総
生
産

（
名
目
Ｇ
Ｄ
Ｐ
ベ
ー

ス
）
で
二
○
二
○
年

代
に
ア
メ
リ
カ
を
抜
く
の
で
は
な
い
か
、
後

者
に
つ
い
て
も
、
二
○
三
○
年
代
に
ア
メ
リ

カ
に
挑
戦
し
得
る
レ
ベ
ル
に
達
す
る
の
で
は

な
い
か
、
と
の
予
想
が
現
実
味
を
帯
び
て
い

る
。
そ
し
て
、
中
国
が
、
こ
う
し
た
国
力
の

拡
大
を
背
景
に
現
状
変
更
を
目
指
す
外
交
を

展
開
し
て
い
る
こ
と
が
国
際
社
会
の
懸
念
を

呼
ん
で
い
る
。
目
下
の
焦
点
は
、
わ
が
国
や

東
南
ア
ジ
ア
諸
国
と
の
間
に
お
け
る
領
土
紛

争
で
、
中
国
が
一
貫
し
て
強
硬
な
姿
勢
を
取

り
続
け
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、

「
中
国
が
ア
メ
リ
カ
を
抜
く
経
済
大
国
と
な

り
、
ア
メ
リ
カ
に
挑
戦
し
得
る
軍
事
大
国
と

な
っ
た
際
に
、
各
国
は
ど
う
対
応
す
れ
ば
よ

い
の
か
」
と
の
危
惧
が
高
ま
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。

　

日
中
関
係
を
み
る
と
、
相
互
の
不
信
感
が

空
前
の
レ
ベ
ル
に
達
し
て
い
る
。
言
論
Ｎ
Ｐ

Ｏ
と
中
国
日
報
社
が

共
同
実
施
し
て
い
る

世
論
調
査
に
よ
る
と
、

こ
こ
数
年
に
わ
た
り
、

相
手
国
に
対
す
る
印

象
が
「
良
く
な
い
・

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

良
く
な
い
」
と
す
る

日
中
両
国
民
の
比
率

が
八
○
～
九
○
％
に

高
止
ま
り
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
は
、

い
っ
た
ん
立
ち
止
ま
っ
て
み
る
冷
静
さ
が
必

要
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
こ
の
危
惧
の
前

提
で
あ
る
「
中
国
経
済
が
高
速
で
発
展
を
続

け
る
」
と
い
う
展
望
は
妥
当
な
の
だ
ろ
う

か
？　

現
実
の
中
国
経
済
は
、
多
く
の
課
題

を
抱
え
て
い
る
は
ず
で
あ
り
、
両
国
関
係
を

考
え
る
前
提
と
し
て
、
そ
の
現
状
分
析
を
今

一
度
行
っ
て
お
く
こ
と
が
必
要
な
の
で
は
な

い
か
？　

本
書
執
筆
を
構
想
し
た
第
一
の
理

由
は
こ
う
し
た
疑
問
で
あ
る
。

　

第
二
の
理
由
は
、
習
近
平
政
権
の
方
向
性

が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
筆

者
は
か
つ
て
『
習
近
平
政
権
の
中
国
―
―

「
調
和
」
の
次
に
来
る
も
の
―
―
』（
編
著
、

ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
、
二
〇
一
三
年
）
に
お

い
て
、
ス
タ
ー
ト
直
後
の
習
政
権
の
基
本
的

な
性
格
と
政
治
・
経
済
・
外
交
・
軍
事
・
社

会
の
課
題
に
つ
い
て
分
析
を
試
み
た
が
、
政

権
は
そ
の
後
、
改
革
・
開
放
の
再
始
動
を
本

格
化
す
る
一
方
、
空
前
の
規
模
で
の
腐
敗
退

治
に
乗
り
出
し
た
。
こ
う
し
た
ス
タ
ン
ス
は
、

江
沢
民
政
権
期
と
も
、
胡
錦
濤
政
権
期
と
も

大
き
く
異
な
っ
て
お
り
、
違
い
を
も
た
ら
し

た
要
因
に
つ
い
て
分
析
し
て
お
く
必
要
が
あ

る
。
結
論
を
先
取
り
し
て
述
べ
れ
ば
、
習
政

権
は
「
危
機
の
時
代
の
政
権
」
で
あ
り
、
中

国
共
産
党
を
中
心
と
す
る
指
導
者
層
が
深
刻

な
危
機
意
識
を
抱
い
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
従

来
の
政
権
で
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
集
権
化
を

行
い
、
改
革
を
強
力
に
推
進
す
る
こ
と
が
可

能
と
な
っ
て
い
る
。
本
書
で
は
、
こ
う
し
た

ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
に
つ
い
て
、
経
済
分
野
を
中

心
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
意
図
し
た
。

　

第
三
の
理
由
は
、
第
一
の
理
由
と
重
な
る

が
、
日
本
に
お
け
る
中
国
論
議
の
あ
り
方
に

疑
問
を
感
じ
た
こ
と
で
あ
る
。
最
近
の
例
で

は
、
ア
ジ
ア
イ
ン
フ
ラ
投
資
銀
行
（Asian 

Infrastructure Investm
ent Bank

：
Ａ
Ｉ

Ｉ
Ｂ
）
参
加
を
め
ぐ
る
論
議
が
あ
る
。
日
本

政
府
（
と
そ
れ
に
近
い
）
筋
で
は
当
初
か
ら

「
参
加
し
な
い
」
と
の
ス
タ
ン
ス
が
打
ち
出

さ
れ
、
中
国
が
国
際
通
貨
基
金
（
Ｉ
Ｍ
Ｆ
）

や
ア
ジ
ア
開
発
銀
行
（
Ａ
Ｄ
Ｂ
）
な
ど
既
存

の
国
際
金
融
機
関
で
異
議
申
し
立
て
を
し
て

き
た
経
緯
や
理
由
が
分
析
さ
れ
る
こ
と
は
な

か
っ
た
し
、
Ａ
Ｉ
Ｉ
Ｂ
の
運
営
方
針
な
ど
に

関
す
る
議
論
も
な
さ
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、

Ａ
Ｉ
Ｉ
Ｂ
は
、
ア
ジ
ア
に
お
け
る
イ
ン
フ
ラ

投
資
を
対
象
と
す
る
途
上
国
主
導
型
の
国
際

金
融
機
関
で
あ
り
、
日
本
の
ア
ジ
ア
外
交
に

影
響
を
与
え
る
可
能
性
が
あ
る
。
そ
の
意
味

で
も
っ
と
冷
静
な
議
論
が
交
わ
さ
れ
て
も
よ

か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
？　

本
書
で

は
、
Ａ
Ｉ
Ｉ
Ｂ
が
中
国
経
済
や
対
外
開
放
に

対
し
て
有
し
て
い
る
意
味
に
注
目
し
て
分
析

を
展
開
し
て
い
る
。

　

な
お
、
本
書
は
、
二
○
一
四
年
度
に
実
施

し
た
機
動
研
究
事
業
の
成
果
で
あ
り
、
著
者

に
と
っ
て
初
の
単
著
と
な
っ
た
。
当
初
は
複

数
研
究
者
に
よ
る
共
同
研
究
方
式
も
考
え
た

が
、
習
政
権
を
一
人
の
研
究
者
の
視
点
か
ら

分
析
す
る
こ
と
に
も
意
味
が
あ
る
と
考
え
直

し
た
。
最
後
に
構
成
を
紹
介
し
て
お
く
。
ま

ず
、
全
体
を
貫
く
問
題
意
識
に
つ
い
て
序
章

で
明
ら
か
に
し
た
。
以
下
、
第
一
章
：
経
済

の
現
況
と
課
題
、
第
二
章
：
国
内
改
革
の
現

況
と
課
題
、
で
は
、
マ
ク
ロ
レ
ベ
ル
の
問
題

を
取
り
上
げ
、
第
三
章
：
対
外
開
放
の
新
構

想
と
そ
の
ね
ら
い
、
第
四
章
：
都
市
・
農
村

一
体
的
発
展
戦
略
の
行
方
、
第
五
章
：
第
一

三
次
五
カ
年
長
期
計
画
、
で
は
、
特
定
さ
れ

た
分
野
を
取
り
上
げ
て
分
析
し
、
終
章
で
再

び
序
章
の
問
題
意
識
に
立
ち
返
っ
て
習
政
権

の
展
望
を
試
み
て
い
る
。

　

章
立
て
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
筆
者
が

も
っ
と
も
重
要
と
考
え
る
問
題
や
分
野
を
選

択
し
て
論
じ
て
お
り
、
読
者
に
よ
っ
て
は
不

満
が
残
る
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
分
析
に

お
け
る
筆
者
の
力
量
不
足
に
は
ご
寛
恕
を
願

う
し
か
な
い
。
本
書
全
体
を
通
じ
て
、
習
時

代
の
中
国
経
済
の
実
像
に
い
く
ら
か
で
も
迫

る
こ
と
が
出
来
て
い
れ
ば
、
望
外
の
幸
せ
で

あ
る
。
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