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日
本
の
中
国
経
済
に
関
す
る
報
道
と
い
う

と
、
不
動
産
バ
ブ
ル
や
国
有
企
業
改
革
、
最

近
で
は
深
圳
の
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
、
都

市
部
の
動
き
に
関
す
る
も
の
に
偏
っ
て
お

り
、
農
村
の
現
状
や
変
化
に
つ
い
て
踏
み
込

ん
だ
報
道
が
さ
れ
る
機
会
は
非
常
に
少
な

い
。
そ
う
い
っ
た
事
情
も
あ
り
、
中
国
の
農

村
と
い
う
と
日
本
で
は
「
成
長
か
ら
取
り
残

さ
れ
た
貧
し
い
地
域
」
と
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ

で
語
ら
れ
る
こ
と
が
い
ま
だ
に
多
い
か
も
し

れ
な
い
。

　

し
か
し
、
評
者
が
こ
こ
最
近
、
調
査
な
ど

で
四
川
省
や
浙
江
省
の
農
村
を
訪
問
し
て
き

た
印
象
か
ら
言
っ
て
も
、
政
府
の
食
料
補
助

金
政
策
や
、商
品
作
物
栽
培
な
ど
農
業
の「
産

業
化
」
を
通
じ
て
、
こ
の
一
〇
年
ほ
ど
の
間

に
中
国
の
農
家
の
生
活
水
準
は
確
実
に
向
上

し
て
い
る
。
た
だ
、
そ
う
い
っ
た
ゆ
っ
く
り

で
は
あ
る
が
着
実
な
発
展
の
歩
み
は
メ
デ
ィ

ア
の
注
目
を
集
め
な
い
た
め
、
そ
の
実
態
が

ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　

本
書
は
、
外
か
ら
は
見
え
に
く
い
中
国
農

村
・
農
業
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
地
道
な
現

地
調
査
を
重
ね
て
き
た
著
者
が
、
各
種
の
統

計
デ
ー
タ
と
開
発
経
済
学
の
先
進
的
な
手
法

を
駆
使
し
つ
つ
そ
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
よ

う
と
し
た
、
本
格
的
な
研
究
書
で
あ
る
。

 

「
農
業
の
産
業
化
」
を
通
じ
た
「
農
業
調
整

問
題
」
の
克
服
―
―
本
書
が
焦
点
を
当
て
る
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中
国
農
業
の
課
題
を
端
的
に
表
現
す
る
と
、

こ
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
経
済
発
展
を
始

め
た
低
所
得
国
が
ま
ず
直
面
す
る
の
が
「
食

料
問
題
」、
す
な
わ
ち
食
糧
生
産
が
不
足
す

る
こ
と
で
価
格
が
上
昇
し
、
賃
金
上
昇
に

よ
っ
て
工
業
化
が
阻
害
さ
れ
る
の
を
ど
う
防

ぐ
の
か
、
と
い
う
課
題
で
あ
る
。
一
九
八
〇

年
代
以
来
順
調
に
食
糧
生
産
を
増
や
し
続
け

て
き
た
中
国
に
と
っ
て
は
、
こ
の
問
題
は
す

で
に
過
去
の
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

　

一
方
、
こ
の
「
食
料
問
題
」
を
解
決
し
た

国
が
、
順
調
な
経
済
成
長
ゆ
え
に
直
面
す
る

新
た
な
問
題
が
「
農
業
調
整
問
題
」
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
食
糧
生
産
が
増
大
す
る
一
方
で
、

豊
か
に
な
っ
た
都
市
部
で
は
人
口
成
長
率
が

低
下
し
、
食
糧
が
余
剰
に
な
り
が
ち
に
な
る

こ
と
か
ら
、
食
糧
価
格
と
農
家
所
得
が
低
迷

し
、
都
市
住
民
と
の
格
差
も
広
が
っ
て
い
く

現
象
を
指
す
。

　

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
二
〇
〇
二

年
か
ら
の
胡
錦
濤

｜

温
家
宝
体
制
の
下
で
、

中
国
政
府
は
「
和
諧
社
会
」
の
実
現
を
掲
げ

つ
つ
「
三
農
問
題
」
の
解
決
を
し
き
り
に
訴

え
て
き
た
。
こ
れ
は
中
国
政
府
が
農
業
調
整

問
題
の
存
在
を
明
確
に
認
識
し
、
そ
の
解
消

を
ア
ジ
ェ
ン
ダ
と
し
て
掲
げ
た
、
と
い
う
こ

と
に
他
な
ら
な
い
。

　

本
書
の
分
析
も
、
二
一
世
紀
以
降
、
農
業

調
整
問
題
に
直
面
す
る
よ
う
に
な
っ
た
中
国

が
、
そ
の
克
服
に
向
け
て
ど
の
よ
う
な
道
を

歩
ん
で
き
た
か
、
と
い
う
点
に
焦
点
が
当
て

ら
れ
て
い
る
。
そ
の
際
、
農
作
物
の
価
格
維

持
や
、
食
糧
生
産
へ
の
補
助
金
給
付
と
い
っ

た
マ
ク
ロ
の
農
業
保
護
政
策
の
考
察
と
と
も

に
、
農
地
の
流
動
化
や
専
業
合
作
社
の
組
織

化
を
通
じ
た
農
業
産
業
化
の
効
果
に
つ
い

て
、
著
者
が
独
自
に
入
手
し
た
ミ
ク
ロ
デ
ー

タ
を
も
と
に
詳
細
な
実
証
分
析
を
行
っ
て
い

る
と
こ
ろ
に
本
書
の
最
大
の
眼
目
が
あ
る
。

生
産
性
向
上
を
デ
ー
タ
で
実
証

  

本
書
が
豊
富
な
デ
ー
タ
で
示
す
中
国
農
業

の
実
態
の
多
く
は
、
多
く
の
読
者
に
と
っ
て

意
外
な
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
中
で
も
目
を

引
く
の
が
第
二
章
で
詳
し
く
論
じ
ら
れ
る
食

糧
価
格
の
動
向
だ
。
確
か
に
一
九
九
〇
年
代

か
ら
二
〇
〇
〇
年
代
初
め
に
か
け
て
は
、
食

糧
価
格
は
政
府
の
強
い
統
制
の
下
に
低
く
据

え
置
か
れ
、
そ
の
こ
と
が
農
家
と
都
市
住
民

の
所
得
格
差
が
大
き
く
拡
大
す
る
原
因
に

な
っ
て
き
た
。
し
か
し
、
農
家
か
ら
の
食
糧

買
い
付
け
が
自
由
化
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ

て
、
二
〇
〇
五
年
ご
ろ
か
ら
食
糧
価
格
は
急

速
に
上
昇
し
た
。
そ
れ
と
並
行
し
て
政
府
か

ら
農
家
へ
の
補
助
金
給
付
も
大
き
く
増
加
す

る
。
こ
の
農
業
政
策
の
大
き
な
変
化
は
、
農

村
に
お
け
る
余
剰
労
働
の
枯
渇
＝
い
わ
ゆ
る

ル
イ
ス
の
転
換
点
の
通
過
と
相
ま
っ
て
、
農

家
一
人
当
た
り
の
作
付
面
積
と
そ
の
所
得
を

上
昇
さ
せ
て
き
た
。
そ
の
こ
と
を
背
景
に
、

農
家
と
都
市
住
民
と
の
所
得
格
差
も
、
こ
の

一
〇
年
ほ
ど
の
間
に
緩
や
か
で
は
あ
る
が
縮

小
し
つ
つ
あ
る
。
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一
方
、
農
村
で
進
む
兼
業
農
家
化
に
関
す

る
研
究
結
果
も
興
味
深
い
。
著
者
は
、
中
国

内
陸
部
に
位
置
す
る
山
西
省
の
四
つ
の
村
の

パ
ネ
ル
デ
ー
タ
を
利
用
し
、
農
業
経
営
の
類

型
に
関
す
る
推
移
パ
タ
ー
ン
を
定
量
的
に
分

析
し
た
上
で
、
い
ず
れ
の
村
で
も
農
業
生
産

に
従
事
す
る
比
率
が
比
較
的
高
い
第
一
種
兼

業
農
家
の
割
合
が
低
下
し
て
お
り
、
専
業
農

家
と
（
農
業
生
産
に
あ
ま
り
コ
ミ
ッ
ト
し
な

い
）
第
二
種
兼
業
農
家
と
の
間
で
農
家
間
の

就
業
形
態
の
分
化
が
進
展
し
て
き
た
こ
と
を

明
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
就
業
形

態
の
二
極
化
は
、
非
農
業
所
得
の
上
昇
を
通

じ
て
農
村
内
の
所
得
格
差
を
も
た
ら
し
た
。

日
本
で
は
農
家
と
都
市
住
民
の
格
差
に
ば
か

り
注
目
が
集
ま
る
が
、
農
家
同
士
の
格
差
拡

大
も
深
刻
な
「
農
業
調
整
問
題
」
の
一
つ
な

の
だ
。

成
長
を
支
え
る
独
自
の
組
織

　

ま
た
、
近
年
の
中
国
農
業
の
生
産
性
向
上

を
考
え
る
上
で
欠
か
す
こ
と
が
で
き
な
い

の
が
、「
農
民
専
業
合
作
社
」
と
呼
ば
れ
る
、

特
定
の
商
品
作
物
な
ど
に
特
化
し
た
協
同
組

合
的
な
組
織
の
存
在
で
あ
る
。
今
世
紀
に
入

り
、
農
業
の
産
業
化
の
進
展
と
と
も
に
急
速

に
そ
の
数
を
増
や
し
て
き
た
農
民
専
業
合
作

社
は
、
主
と
し
て
地
域
特
産
の
野
菜
や
果
物

な
ど
特
定
の
農
作
物
の
生
産
や
流
通
に
関
わ

り
、
農
業
機
械
の
貸
し
出
し
や
技
術
指
導
な

ど
農
家
向
け
の
さ
ま
ざ
ま
な
サ
ー
ビ
ス
を
提

供
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
農
家
の
収
入
増
大

や
農
業
生
産
の
効
率
性
の
向
上
に
貢
献
し
て

き
た
。

　

著
者
は
現
地
調
査
と
統
計
デ
ー
タ
を
用
い

た
実
証
研
究
に
基
づ
き
、
合
作
社
が
会
員
農

家
に
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
と
そ
の

質
、
そ
し
て
会
員
農
家
に
と
っ
て
の
メ
リ
ッ

ト
と
負
担
と
い
っ
た
観
点
か
ら
、
農
業
産
業

化
の
中
で
合
作
社
が
果
た
し
て
き
た
機
能
を

明
ら
か
に
し
て
い
る
。　

　

特
に
興
味
深
い
の
は
、
内
陸
地
域
の
野
菜

産
地
で
あ
る
山
西
省
の
二
つ
の
村
民
委
員
会

で
実
施
し
た
農
家
調
査
を
利
用
し
た
、
農
民

専
業
合
作
社
の
会
員
・
非
会
員
の
間
の
比
較
、

そ
し
て
野
菜
栽
培
農
家
と
伝
統
作
物
農
家
と

の
比
較
分
析
の
結
果
だ
（
第
七
章
）。
そ
こ

で
著
者
は
、
統
計
的
因
果
推
論
を
用
い
た
分

析
手
法
を
用
い
て
合
作
社
へ
の
加
入
効
果
と

野
菜
栽
培
の
農
業
純
収
入
へ
の
効
果
を
検
証

し
、
そ
の
結
果
合
作
社
へ
の
加
入
と
ハ
ウ
ス

野
菜
栽
培
の
導
入
は
、
農
家
所
得
を
確
実
に

上
昇
さ
せ
る
効
果
を
持
つ
こ
と
を
指
摘
し
て

い
る
。

Ｉ
Ｔ
活
用
で
広
が
る
サ
ー
ビ
ス
産
業

　

も
ち
ろ
ん
、
中
国
全
体
で
み
れ
ば
農
民
の

生
活
は
ま
だ
ま
だ
貧
し
い
し
、
都
市
住
民
と

の
間
に
さ
ま
ざ
ま
な
差
別
も
残
さ
れ
て
い

る
。
例
え
ば
、
広
く
読
者
を
集
め
て
い
る

川
島
博
之
の
著
書
『
戸
籍
ア
パ
ル
ト
ヘ
イ

ト
国
家
・
中
国
の
崩
壊
』
に
よ
れ
ば
、
中

国
一
三
億
の
人
口
は
都
市
戸
籍
を
持
つ
三
・
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八
億
人
と
、
農
村
戸
籍
を
持
つ
九
・
三
億
人

の
間
で
分
断
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
格
差
は
中

国
の
経
済
成
長
に
「
埋
め
込
ま
れ
た
」
も
の

で
あ
る
。
こ
の
た
め
川
島
は
、
後
者
が
都
市

住
民
の
よ
う
に
豊
か
な
消
費
文
化
や
サ
ー
ビ

ス
産
業
を
享
受
す
る
よ
う
に
な
る
こ
と
は
あ

り
得
な
い
、
と
断
言
す
る
。

　

し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
歯
切
れ
の
よ
い
断

定
か
ら
抜
け
落
ち
て
い
る
の
は
、
本
書
が
豊

富
な
デ
ー
タ
を
用
い
て
示
し
て
い
る
よ
う

に
、
二
一
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
の
農
業
政
策

の
転
換
や
農
業
の
産
業
化
が
、
中
国
農
民
の

生
活
を
確
実
に
押
し
上
げ
て
い
る
と
い
う
事

実
で
あ
る
。
ま
た
、
近
年
の
ア
リ
バ
バ
な
ど

大
手
Ｉ
Ｔ
企
業
が
提
供
す
る
電
子
商
取
引
の

広
が
り
に
よ
り
、
中
国
の
多
く
の
農
村
で
は

村
で
生
産
し
た
商
品
を
Ｃ
２
Ｃ
（
顧
客
対
顧

客
）
の
オ
ン
ラ
イ
ン
シ
ョ
ッ
プ
を
通
じ
て
販

売
す
る
と
い
う
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
（「
淘
宝

村
」）
が
注
目
を
浴
び
て
い
る
ほ
か
、
電
子

商
取
引
の
中
継
地
点
が
農
村
各
地
に
設
け
ら

れ
、消
費
と
雇
用
の
拡
大
に
貢
献
し
て
い
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
も
、「
農
村
で
は
サ
ー
ビ
ス

産
業
は
普
及
し
な
い
」と
い
う
決
め
つ
け
は
、

か
な
り
疑
わ
し
い
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。

　

本
書
は
、
計
量
経
済
学
の
手
法
を
駆
使
し

た
研
究
書
で
あ
り
、
専
門
家
以
外
に
は
決
し

て
読
み
や
す
い
も
の
で
は
な
い
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
、
中
国
農
村
に
関
し
て
流
布
す

る
あ
ま
り
に
固
定
化
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
に
流

さ
れ
な
い
た
め
に
も
、
本
書
が
で
き
る
だ
け

幅
広
い
層
の
読
者
に
読
ま
れ
る
こ
と
を
望
ま

ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
●
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