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昨
年
１
月
に
内
閣
府
が
発
表
し
た
「
米

中
韓
に
対
し
て
親
し
み
を
感
じ
る
割
合
」

は
、
米
国
に
対
し
て
は
88
・
５
％
、
中
国

に
対
し
て
は
20
・
６
％
、
韓
国
に
対
し
て

は
37
％
と
な
っ
て
お
り
、
米
国
に
対
す
る

数
字
は
過
去
最
高
で
あ
る
。
次
に
「
親
し

み
を
感
じ
な
い
割
合
」
を
見
る
と
、
中
国

に
対
し
て
は
79
％
、
韓
国
に
対
し
て
も
79

％
と
な
っ
て
お
り
、
日
本
国
民
の
近
隣
諸

国
に
対
す
る
親
近
感
の
薄
さ
が
浮
き
彫
り

に
な
っ
て
い
る
。
な
ぜ
こ
う
な
っ
て
い
る

の
だ
ろ
う
か
。

　

中
国
に
対
し
て
は
尖
閣
諸
島
の
、
韓
国

に
対
し
て
は
竹
島
の
所
有
権
争
い
が
あ
る

た
め
、
日
本
国
民
は
両
国
に
対
し
て
感
情

的
に
左
右
さ
れ
や
す
い
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
領
土
問
題
を
除
い
て
も
、
中
国
と
韓
国

と
、
真
の
和
解
が
進
ん
で
い
る
と
は
言
い

難
い
。
中
国
の
国
家
主
席
・
習
近
平
氏
が

施
政
方
針
で
述
べ
た
と
お
り
、「
ア
ヘ
ン

戦
争
以
来
、
列
強
に
蹂
躙
さ
れ
た
国
土
を

復
興
さ
せ
よ
う
と
す
る
リ
ベ
ン
ジ
（
屈
辱

日本は中国と韓国との和解を日本は中国と韓国との和解を
促進すべきである促進すべきである

の
怨
念
）」
が
「
中
華
民
族
の
偉
大
な
復

興
」
と
い
う
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
発
露
に

な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
世
界
第
二
の
経
済

大
国
で
あ
り
な
が
ら
、
中
国
は
Ｇ
７
に
加

盟
し
て
お
ら
ず
、
大
国
と
し
て
の
正
当
な

評
価
を
受
け
て
い
な
い
と
い
う
屈
辱
と
、

日
本
の
過
去
の
侵
略
へ
の
怨
念
が
残
っ
て

い
る
。

　

安
倍
晋
三
元
首
相
の
時
に
、「
戦
前
回

帰
の
国
家
主
義
」
的
政
治
姿
勢
が
表
面
化

し
た
た
め
に
、
中
国
と
韓
国
と
の
外
交
関

係
は
最
悪
の
事
態
に
陥
っ
て
い
る
。
岸
田

首
相
は
「
日
本
は
二
度
と
侵
略
し
な
い
平

和
国
家
で
あ
る
」
と
い
う
政
治
理
念
を
繰

り
返
し
内
外
に
発
信
し
て
ゆ
く
べ
き
で
あ

る
。
こ
れ
が
「
和
解
」
を
促
進
す
る
前
提

で
あ
る
。

　

第
一
に
日
本
は
、「
戦
争
に
よ
る
被
害

国
は
受
け
た
仕
打
ち
を
絶
対
に
忘
れ
な

い
」
と
い
う
事
実
を
し
っ
か
り
と
認
識
す

べ
き
で
あ
る
。
日
本
人
が
「
最
も
親
し
い

国
」
と
思
う
米
国
で
す
ら
、
パ
ー
ル
ハ
ー

バ
ー
を
忘
れ
な
い
。
中
国
と
韓
国
と
の
和

解
の
原
点
は
、「
日
本
が
多
大
の
被
害
を

与
え
た
」
こ
と
を
日
本
国
民
一
人
一
人
が

認
識
し
て
行
動
す
る
こ
と
だ
。

　

日
本
は
１
９
９
５
年
８
月
に
村
山
談
話

で
「
日
本
の
侵
略
行
為
に
た
い
し
て
お
詫

び
」
を
発
表
し
た
。
し
か
し
安
倍
元
首
相

が
当
初
、
村
山
談
話
を
否
定
し
た
の
で
、

中
国
、
韓
国
と
の
和
解
の
道
が
途
絶
え
て

し
ま
っ
た
。

　

第
二
に
日
本
は
、
歴
史
認
識
の
対
立
を

解
消
す
る
こ
と
で
あ
る
。
中
国
と
韓
国
の

み
な
ら
ず
、
米
国
を
は
じ
め
諸
外
国
が
日

本
の
総
理
大
臣
の
靖
国
神
社
参
拝
を
批
判

す
る
の
は
、
靖
国
神
社
は
「
戦
前
の
日
本

の
行
動
（
大
東
亜
戦
争
）
は
正
し
か
っ

た
」
と
い
う
歴
史
観
に
立
っ
て
い
る
か
ら

だ
。

　

参
考
ま
で
に
ド
イ
ツ
の
歴
史
認
識
問
題

を
見
る
と
、
ナ
チ
ス
時
代
の
被
害
国
で
あ

る
フ
ラ
ン
ス
、
オ
ラ
ン
ダ
、
ポ
ー
ラ
ン
ド

な
ど
の
近
隣
諸
国
と
は
何
度
も
会
議
を
持

ち
、
歴
史
的
事
実
に
関
し
て
は
す
で
に
共

通
認
識
を
持
っ
て
お
り
、
歴
史
問
題
は
存

在
し
な
い
。
教
科
書
も
共
通
認
識
に
た
っ

て
作
成
さ
れ
て
い
る
。
日
本
も
こ
れ
に
倣

う
と
よ
い
。

　

第
三
に
日
本
は
、「
歴
史
リ
ス
ク
」
に

直
面
し
て
い
る
と
い
う
認
識
を
持
つ
べ

き
だ
。「
歴
史
リ
ス
ク
」
と
い
う
概
念
は
、

「
戦
後
の
日
本
は
、
戦
前
の
軍
国
主
義
が

侵
し
た
侵
略
行
為
に
対
す
る
被
害
国
か
ら

の
批
判
や
反
発
が
依
然
と
し
て
残
っ
て
お

り
、
日
本
の
外
交
や
経
済
活
動
に
マ
イ
ナ

ス
に
な
っ
て
い
る
」
と
い
う
認
識
で
あ
る
。

和
解
を
軽
視
し
て
い
る
と
、
被
害
国
に
口

実
を
与
え
る
。「
歴
史
リ
ス
ク
」
は
、
ま

ず
政
府
と
政
治
家
が
自
覚
し
、
被
害
国
に

対
す
る
国
民
全
員
の
真
摯
な
反
省
と
責
任

が
前
提
に
な
る
。

　

第
四
に
日
本
は
、「
和
解
」
を
理
解
し

推
進
で
き
る
内
閣
を
作
る
こ
と
だ
。
自
民

党
政
権
で
は
、
２
０
０
８
年
の
５
月
に

福
田
康
夫
首
相
と
胡
錦
濤
主
席
と
の
間

で
「
日
中
の
戦
略
的
互
恵
関
係
の
包
括
的

推
進
に
関
す
る
共
同
声
明
」
が
調
印
さ
れ
、

６
月
に
は
東
シ
ナ
海
ガ
ス
田
の
共
同
開
発

が
合
意
さ
れ
て
友
好
ム
ー
ド
だ
っ
た
。
米

国
も
こ
の
動
き
に
好
意
的
で
あ
っ
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
日
本
が
尖
閣
諸
島
を
一
方

的
に
国
有
化
し
た
（
野
田
民
主
党
政
権
）

こ
と
か
ら
、
中
国
と
の
対
立
が
起
き
、
安

倍
元
首
相
の
靖
国
問
題
と
中
国
包
囲
網
外

交
に
よ
っ
て
国
難
を
で
っ
ち
上
げ
、
憲
法

改
訂
の
た
め
に
、
中
国
敵
視
政
策
を
採
っ

て
き
た
。
こ
れ
が
和
解
を
阻
む
最
大
の
障

壁
で
あ
る
。

　

原
点
に
返
っ
て
日
本
は
、
政
府
が
保
有

し
て
い
る
尖
閣
諸
島
を
元
の
日
本
人
の
所

有
者
（
個
人
）
に
売
り
戻
せ
ば
よ
い
。
そ

う
す
れ
ば
、「
尖
閣
諸
島
は
日
本
人
個
人

の
所
有
で
、
日
本
が
実
効
支
配
し
て
い

る
」
と
い
う
元
の
状
態
な
る
。
中
国
と
の

領
土
問
題
は
解
消
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の

う
え
で
、
中
国
と
東
シ
ナ
海
ガ
ス
田
の
共

同
開
発
を
進
め
る
こ
と
だ
。


