
日
中
関
係
分
析
の
要
因

２
０
２
０
年
の
日
中
関
係
の
ハ
イ
ラ
イ
ト
と
な
る

行
事
は
、
間
違
い
な
く
春
に
予
定
さ
れ
る
習
近
平
国

家
主
席
の
来
日
で
あ
ろ
う
。
２
０
０
９
年
、
習
主
席

は
副
主
席
と
し
て
来
日
し
た
。
そ
し
て
２
０
１
９
年

６
月
、
１０
年
ぶ
り
に
日
本
を
訪
れ
た
が
、
そ
れ
は
Ｇ

２０
大
阪
サ
ミ
ッ
ト
へ
の
出
席
を
目
的
と
し
た
も
の
で

東
京
に
は
足
を
運
ば
な
か
っ
た
。
次
回
は
２
０
１
８

年
の
李
克
強
国
務
院
総
理
来
日
と
安
倍
晋
三
総
理
大

臣
訪
中
に
続
く
首
脳
の
公
式
訪
問
で
あ
り
、
し
か
も

国
賓
と
し
て
の
来
訪
と
な
る
。

米
中
関
係
が
悪
化
し
、
覇
権
争
い
の
様
相
さ
え
示

す
の
と
対
照
的
に
、
日
中
関
係
が
改
善
し
た
の
は
一

見
す
る
と
興
味
深
い
現
象
だ
。
果
た
し
て
そ
の
要
因

は
何
か
。
今
後
、
日
中
関
係
は
持
続
的
に
発
展
す
る

の
だ
ろ
う
か
。
将
来
を
見
通
す
こ
と
は
不
可
能
だ
が
、

日
本
に
と
っ
て
も
中
国
に
と
っ
て
も
、
そ
し
て
世
界

に
と
っ
て
も
重
要
な
二
国
間
関
係
の
安
定
を
ど
う
す

れ
ば
実
現
で
き
る
の
か
。

日
中
関
係
を
分
析
す
る
た
め
の
簡
単
な
枠
組
み
が

「
４
要
因
モ
デ
ル
」
で
あ
る
。
そ
の
時
々
の
二
国
間

関
係
に
影
響
を
及
ぼ
す
さ
ま
ざ
ま
な
要
因
を
、
�
国

内
政
治
、
�
経
済
利
益
、
�
国
際
環
境
と
安
全
保
障
、

そ
し
て
�
国
民
の
感
情
、
認
識
と
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ

ィ
ー
の
４
つ
に
分
類
し
た
も
の
だ
。
こ
れ
を
適
用
す

る
と
、
目
下
の
日
中
関
係
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
こ

と
が
い
え
る
。

国
内
政
治

ま
ず
国
内
政
治
だ
が
、
中
国
で
は
強
い
指
導
者
の

存
在
が
友
好
的
な
対
日
政
策
を
採
る
う
え
で
の
重
要

な
条
件
と
な
る
。
な
ぜ
か
と
い
え
ば
、
日
本
と
の
関

係
は
常
に
政
治
問
題
に
な
り
得
る
。
反
日
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
が
政
治
闘
争
に
利
用
さ
れ
、日
本
に
「
甘
い
」

姿
勢
を
示
せ
ば
容
易
に
政
敵
か
ら
弱
腰
外
交
と
の
批

判
を
招
く
か
ら
だ
。
特
に
２
０
１
２
年
の
尖
閣
諸
島

を
め
ぐ
る
衝
突
以
降
、
中
国
の
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
は
猛

烈
な
反
日
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
打
っ
た
。
そ
の
結
果
、

公
の
場
で
日
本
に
理
解
を
示
す
こ
と
は
ポ
リ
テ
ィ
カ

リ
ー
・
イ
ン
コ
レ
ク
ト
な
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、
習
近
平
氏
が
反
腐
敗
な
ど
を
て
こ
と

し
て
自
ら
の
権
力
基
盤
を
強
化
し
た
こ
と
は
、
対
日

接
近
政
策
を
採
る
う
え
で
の
必
要
条
件
が
満
た
さ
れ

た
こ
と
を
意
味
す
る
。

他
方
、日
本
側
で
も
「
安
倍
一
強
体
制
」
が
出
現
し

て
い
る
。
だ
が
実
は
、
首
相
の
権
力
基
盤
の
固
さ
と

対
中
政
策
の
間
に
さ
ほ
ど
強
い
関
係
は
な
い
。
世
論

調
査
に
よ
れ
ば
、
国
民
の
多
く
に
嫌
中
意
識
が
広
が

る
一
方
で
、
７
割
程
度
の
国
民
が
日
中
関
係
を
重
要

だ
と
認
識
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
を
日
本
の
指
導
者

高
原
明
生

た
か
は
ら

あ
き
お

今
後
の
日
中
関
係
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は
よ
く
認
識
し
て
お
り
、
人
物
に
よ
っ
て
程
度
の
差

こ
そ
あ
れ
、
日
中
関
係
を
重
視
す
る
の
が
常
で
あ
る
。

経
済
利
益

次
に
経
済
だ
が
、
中
国
側
に
す
れ
ば
、
経
済
成
長

の
減
速
傾
向
が
明
ら
か
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
日
本

と
の
経
済
交
流
が
重
要
度
を
増
す
。
特
に
地
方
の
指

導
者
た
ち
は
日
系
企
業
の
投
資
の
重
要
性
を
よ
く
知

っ
て
い
る
。
政
治
関
係
が
悪
い
時
期
は
我
慢
し
て
い

る
が
、
そ
の
改
善
と
と
も
に
多
く
が
日
本
を
訪
れ
、

投
資
誘
致
を
盛
ん
に
行
っ
て
い
る
。
他
方
、
日
本
に

と
っ
て
中
国
は
今
や
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
経
済
パ
ー
ト

ナ
ー
で
あ
る
。
技
術
移
転
の
強
制
や
知
的
財
産
権
の

侵
害
な
ど
、
今
の
米
中
交
渉
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い

る
の
と
同
様
の
問
題
は
日
中
間
に
も
存
在
す
る
。
し

か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
関
係
を
遮
断
し
よ
う
と
い
う

者
は
お
ら
ず
、
経
済
は
常
に
対
中
関
係
の
発
展
要
因

で
あ
る
。

国
際
環
境

日
中
関
係
の
国
際
環
境
要
因
と
し
て
重
要
な
の
は

米
国
だ
。
米
中
関
係
が
悪
化
す
る
と
日
本
や
欧
州
に

接
近
し
、
国
際
関
係
上
の
バ
ラ
ン
ス
を
取
ろ
う
と
す

る
の
が
中
国
外
交
の
伝
統
的
な
パ
タ
ー
ン
だ
。
近
年
、

中
国
外
交
の
重
点
は
米
国
と
の
「
新
型
大
国

関
係
」
の
構
築
か
ら
、
東
ア
ジ
ア
と
欧
州
を

つ
な
ぐ
「
一
帯
一
路
」
構
想
へ
と
移
さ
れ
た
。

一
帯
一
路
は
習
主
席
の
権
威
と
権
力
の
象
徴

と
化
し
て
い
る
。
２
０
１
７
年
、
安
倍
首
相

が
条
件
付
き
な
が
ら
一
帯
一
路
へ
の
協
力
を

表
明
し
た
こ
と
が
、
日
中
関
係
改
善
へ
の
弾

み
を
つ
け
た
。

国
民
感
情
、
認
識

国
民
の
認
識
の
領
域
で
は
、
中
国
人
が
抱

く
日
本
イ
メ
ー
ジ
の
改
善
が
二
国
間
関
係
の

促
進
要
因
と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
訪

日
観
光
客
の
増
加
が
寄
与
し
て
い
る
の
だ
ろ

う
。
し
か
し
逆
は
ど
う
か
と
い
え
ば
、
日
本

人
の
中
国
イ
メ
ー
ジ
は
さ
ほ
ど
良
く
な
っ
て

い
な
い
。
世
論
調
査
に
よ
れ
ば
、
そ
の
原
因
は
第
１

に
中
国
が
公
船
を
尖
閣
諸
島
の
領
海
に
入
れ
て
く
る

こ
と
で
あ
り
、
第
２
に
中
国
が
国
際
ル
ー
ル
を
守
ら

な
い
こ
と
で
あ
る
。
恐
ら
く
南
シ
ナ
海
の
問
題
が
念

頭
に
あ
る
の
だ
ろ
う
。
こ
こ
に
、
日
中
関
係
を
発
展

さ
せ
る
う
え
で
の
最
大
の
阻
害
要
因
が
見
て
取
れ
る
。

安
全
保
障
問
題
で
あ
る
。

ソ
連
の
消
失
以
来
、
日
中
は
戦
略
目
標
を
共
有
し

て
い
な
い
。
そ
の
状
況
下
で
中
国
は
急
速
に
軍
拡
を

進
め
、
日
本
近
海
や
シ
ー
レ
ー
ン
で
の
プ
レ
ゼ
ン
ス

を
増
大
さ
せ
て
い
る
。
な
お
か
つ
両
国
民
間
の
相
互

理
解
は
理
想
的
な
状
況
か
ら
程
遠
い
。
島
や
歴
史
認

識
、
軍
事
を
め
ぐ
る
深
刻
な
認
識
ギ
ャ
ッ
プ
が
両
者

の
間
に
は
存
在
す
る
。
そ
れ
は
大
き
な
情
報
ギ
ャ
ッ

プ
に
基
づ
く
。
何
か
事
件
や
事
故
が
あ
れ
ば
再
び
感

情
が
爆
発
し
か
ね
な
い
、
危
険
な
状
況
が
続
い
て
い

る
の
だ
。

日
中
関
係
に
は
経
済
や
文
化
と
い
っ
た
強
靱
な
面

も
あ
れ
ば
、
安
全
保
障
や
歴
史
、
認
識
ギ
ャ
ッ
プ
と

い
う
脆
弱
な
面
も
あ
る
。
日
中
関
係
を
持
続
的
に
発

展
さ
せ
る
に
は
、
強
靱
な
面
を
一
層
強
化
し
、
脆
弱

な
面
を
抑
制
管
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
平
和
の

維
持
が
簡
単
だ
と
思
っ
て
は
な
ら
な
い
。
抑
止
力
の

維
持
に
努
め
、
相
互
依
存
関
係
を
強
化
し
、
平
和
を

は
じ
め
と
す
る
価
値
や
規
範
の
共
有
の
た
め
に
交
流

を
強
化
す
る
こ
と
―
―
バ
ラ
ン
ス
よ
く
、
あ
ら
ゆ
る

手
段
を
用
い
な
け
れ
ば
間
に
合
わ
な
い
。

図表 日中関係の分析枠組み

日中関係に影響する４つの要因群

経済利益

国民感情、認識

アイデンティティー

国際環境
安全保障

国内政治
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