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一
　
問
題
の
所
在

現
代
の
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
は
ヒ
ト
・
モ
ノ
・
カ
ネ
が
世
界

規
模
で
の
移
動
、
交
換
の
み
な
ら
ず
、
異
国
の
人
々
同
士
に
お
け
る

相
互
の
視
線
や
ま
な
ざ
し
の
投
げ
合
い
、
か
け
合
い
と
い
う
要
素
も

持
ち
合
わ
せ
て
い
る
。
自
国
以
外
の
あ
ら
ゆ
る
情
報
が
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
な
ど
を
通
じ
て
容
易
に
得
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
昨

今
、多
く
の
人
々
は
様
々
な
国
や
地
域
、あ
る
い
は
そ
こ
に
住
む
人
々

に
対
す
る
概
念
を
自
ら
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
確
立
さ
せ
て
い
る
こ
と

も
珍
し
く
は
な
い
。
そ
う
し
た
イ
メ
ー
ジ
は
諸
々
の
体
験
や
学
習
、

あ
る
い
は
生
育
環
境
な
ど
あ
ら
ゆ
る
要
素
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
が

（K
rech, Crutchfeld and Ballachey, 1962

）、
本
稿
で
は
こ
れ

に
該
当
す
る
も
の
を
日
本
マ
ン
ガ
と
し
た
上
で
、
そ
れ
ら
が
日
本
、

あ
る
い
は
日
本
人
へ
の
イ
メ
ー
ジ
（
対
日
イ
メ
ー
ジ
）
の
構
築
に
ど

の
よ
う
に
影
響
し
て
い
る
か
を
検
証
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
日

本
マ
ン
ガ
に
着
目
す
る
理
由
は
、
今
や
そ
れ
が
国
内
外
で
広
く
流
通

し
て
お
り
、
多
く
の
読
者
を
獲
得
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
。

周
知
の
通
り
、
世
界
市
場
に
お
け
る
日
本
マ
ン
ガ
の
普
及
率
は

高
い
順
に
東
ア
ジ
ア
、
東
南
ア
ジ
ア
、
オ
セ
ア
ニ
ア
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
、
北
米
と
な
っ
て
い
る
（
国
土
交
通
省
、
二
〇
〇
六
）。
今
日
で

は
南
米
や
ア
フ
リ
カ
地
域
に
お
い
て
も
日
本
マ
ン
ガ
の
認
知
度
は
高

く
、
今
や
グ
ロ
ー
バ
ル
な
ア
リ
ー
ナ
に
お
け
る
新
た
な
「
文
化
的
資

本cultural capital

」（Bourdieu, 1979

）
の
一
つ
と
し
て
定
着
し

つ
つ
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
が

日
本
マ
ン
ガ
の
受
容
と
対
日
イ
メ
ー
ジ
の
構
築
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蓄
積
さ
れ
て
い
く
こ
と
で
、
高
度
な
文
化
産
業
と
な
り
、
現
代
の
高

度
な
産
業
社
会
に
お
い
て
も
大
き
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
も
た
ら
し
て
い

る
。
マ
ン
ガ
を
基
盤
と
し
て
、ア
ニ
メ
や
音
楽
、映
像
、美
術
、演
劇
、

小
説
な
ど
他
領
域
に
渡
る
コ
ン
テ
ン
ツ
産
業
と
し
て
発
展
し
て
い
る

の
は
そ
の
典
型
的
な
一
例
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
日
本
マ
ン
ガ
は
広
い
地
域
で
読
ま
れ
、
ま
た
そ
れ

を
も
と
に
巨
大
な
市
場
を
形
成
し
つ
つ
あ
る
が
、
日
本
マ
ン
ガ
が
グ

ロ
ー
バ
ル
な
市
場
を
獲
得
し
た
理
由
は
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
マ
ク

ド
ナ
ル
ド
を
は
じ
め
と
し
た
単
な
る
企
業
戦
略
と
し
て
の
グ
ロ
ー
バ

ル
化
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
、
と
多
く
の
研
究
者
は
指
摘
す
る
。

白
石
は
、
日
本
マ
ン
ガ
や
ア
ニ
メ
が
グ
ロ
ー
バ
ル
市
場
を
獲
得
し
た

理
由
を
、
各
地
の
草
の
根
レ
ベ
ル
の
フ
ァ
ン
に
よ
る
日
常
的
な
活
動

に
み
て
い
る
（
白
石
、
二
〇
一
三
）。
つ
ま
り
、
マ
ン
ガ
や
ア
ニ
メ

の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
は
、政
府
や
大
手
企
業
か
ら
の
、い
わ
ゆ
る
ト
ッ

プ
ダ
ウ
ン
に
よ
る
働
き
か
け
の
み
な
ら
ず
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
／
Ｎ
Ｐ
Ｏ
、
そ

し
て
フ
ァ
ン
ク
ラ
ブ
や
個
々
の
フ
ァ
ン
た
ち
に
よ
る
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ

な
働
き
か
け
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
指
摘
で

あ
る
。
確
か
に
、
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
が
ア
メ
リ
カ
の
ス
タ
イ
リ
ッ
シ
ュ

な
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
を
反
映
さ
せ
た
企
業
戦
略
を
も
と
に
、
巨
大
な

グ
ロ
ー
バ
ル
市
場
を
形
成
し
た
の
に
対
し
て
、
マ
ン
ガ
の
グ
ロ
ー
バ

ル
化
は
、
特
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
普
及
後
に
、
個
々
の
作
品
を
愛

す
る
個
々
の
フ
ァ
ン
た
ち
に
よ
っ
て
、
地
道
な
足
取
り
の
も
と
で
進

展
し
て
い
っ
た
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
作
品
そ
の
も
の
に
関
心
が
あ
る
フ
ァ
ン

た
ち
に
、
本
稿
の
目
的
で
あ
る
「
日
本
マ
ン
ガ
購
読
を
通
じ
た
対
日

イ
メ
ー
ジ
」
を
問
う
こ
と
自
体
に
意
味
が
あ
る
の
か
、
と
い
っ
た
問

い
が
浮
上
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
彼
ら
に
と
っ
て
、
作
品
（
日

本
マ
ン
ガ
）
は
必
ず
し
も
日
本
を
反
映
し
た
も
の
で
は
な
い
、
現

に
、
日
本
製
マ
ン
ガ
と
知
ら
ず
に
そ
れ
を
読
む
読
者
は
多
い
と
い
わ

れ
て
い
る
）。
し
か
し
こ
こ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
問
い
を
想
定
し
つ

つ
も
、
あ
え
て
対
日
イ
メ
ー
ジ
の
構
築
に
関
わ
る
考
察
を
進
め
て
い

き
た
い
。
そ
の
理
由
は
、
そ
れ
が
未
だ
明
確
に
さ
れ
て
い
る
と
は
言

い
難
い
、
マ
ン
ガ
受
容
の
構
造
そ
の
も
の
を
知
る
た
め
の
一
端
に
な

る
、
と
思
わ
れ
る
た
め
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
も
、
日
本
マ
ン
ガ
の
受

容
と
日
本
イ
メ
ー
ジ
に
関
す
る
研
究
が
数
多
く
行
わ
れ
て
き
た
。
岩

渕
は
、
今
や
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
研
究
の
古
典
と
も
言
う
こ
と
が
で
き

るRecentering Globalization

（2002

）の
な
か
で
、日
本
マ
ン
ガ
の
キ
ャ

ラ
ク
タ
ー
に
み
る
「
無
臭
性 odorless

」
に
つ
い
て
言
及
し
た
。
こ

こ
で
岩
渕
は
、
日
本
製
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
の
コ
ン
テ
ン
ツ
は
、
あ
え

て
日
本
の
文
化
的
要
素
を
反
映
し
て
い
な
い
が
た
め
に
、
グ
ロ
ー
バ

ル
化
に
成
功
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
か
、
と
指
摘
し
て
い

る
。
具
体
的
に
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
市
場
に
出
回
る
日
本
マ
ン
ガ
や
ア

ニ
メ
に
登
場
す
る
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
多
く
は
、
外
見
上
、
常
に
「
無

国
籍
」
感
が
漂
っ
て
お
り
、
こ
の
作
品
全
体
を
通
じ
た
「
無
臭
性
」

が
、
広
い
地
域
に
お
け
る
マ
ン
ガ
フ
ァ
ン
の
感
性
に
訴
え
か
け
る
要

因
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
指
摘
で
あ
る
（Iw

abuchi, 
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2002
）。

し
か
し
一
方
で
猪
俣
（
二
〇
一
四
）
は
、
日
本
マ
ン
ガ
の
市
場
規

模
が
世
界
最
大
級
で
あ
る
フ
ラ
ン
ス
を
事
例
に
、
マ
ン
ガ
が
グ
ロ
ー

バ
ル
に
展
開
す
る
背
景
と
し
て
「
日
本
性
」
が
あ
る
と
指
摘
し
て

い
る
。
こ
の
「
日
本
性
」
を
サ
ム
ラ
イ
や
浮
世
絵
な
ど
日
本
古
来

の
伝
統
か
ら
の
連
続
性
、
す
な
わ
ち
「
伝
統
的
な
連
続
性
」（
猪
俣 

二
〇
一
四
）
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
と
し
て
い
る
が
、い
ず
れ
に
せ
よ
、

日
本
、
あ
る
い
は
日
本
人
に
対
す
る
何
ら
か
の
イ
メ
ー
ジ
や
ス
テ
レ

オ
タ
イ
プ
が
、
マ
ン
ガ
（
お
よ
び
マ
ン
ガ
の
世
界
観
）
と
結
び
つ
け

て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
マ
ン
ガ
受
容
の
根
底
の
ひ

と
つ
に
は
、
マ
ン
ガ
の
ス
ト
ー
リ
ー
や
絵
、
イ
ラ
ス
ト
、
登
場
人
物
、

時
代
設
定
な
ど
が
、
あ
る
種
の
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
の
象
徴
（
小
田

切
、
二
〇
一
〇
）
と
し
て
存
在
し
て
お
り
、
そ
れ
が
西
洋
文
化
と
は

異
な
る
も
の
珍
し
さ
や
、
関
心
を
引
き
寄
せ
る
契
機
に
も
な
っ
て
い

る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
日
本
マ
ン
ガ
が
単
に
娯

楽
媒
体
と
し
て
の
コ
ン
テ
ン
ツ
と
し
て
享
受
さ
れ
て
い
る
だ
け
に
と

ど
ま
ら
ず
、
そ
こ
か
ら
様
々
な
文
化
的
現
象
へ
派
生
し) 1

(

、
産
業
上
の

発
展
へ
寄
与
す
る
効
果
も
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な

い
。
そ
れ
だ
け
に
、
多
く
の
人
々
の
生
活
に
密
着
し
て
お
り
、
日
本

の
「
ソ
フ
ト
パ
ワ
ー
」
と
し
て
の
可
能
性
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
青

柳
、
二
〇
一
五
）。
い
い
か
え
れ
ば
、
日
本
マ
ン
ガ
が
日
本
文
化
の

ひ
と
つ
と
し
て
国
外
で
多
く
の
共
感
を
呼
び
、
そ
れ
が
契
機
と
な
っ

て
日
本
へ
の
親
近
感
や
羨
望
と
い
っ
た
視
線
、
ま
な
ざ
し
を
獲
得
し

得
る
と
い
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
今
日
で
は
様
々
な
地
域
に
お
け
る
日
本
マ
ン
ガ
の

読
ま
れ
方
が
、
個
々
に
分
析
さ
れ
る
段
階
に
入
っ
て
き
て
い
る
。
ま

た
、
昨
今
の
日
本
製
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
の
ブ
ー
ム
を
き
っ
か
け
に
、

「
ソ
フ
ト
パ
ワ
ー
大
国
、
日
本
（
ク
ー
ル
・
ジ
ャ
パ
ン
）」
と
い
う
言

説
が
た
ち
上
が
っ
た
こ
と
で
、
政
府
や
大
手
企
業
を
中
心
に
イ
メ
ー

ジ
戦
略
が
行
わ
れ
、
ま
た
、
日
本
製
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
コ
ン
テ
ン

ツ
受
容
と
日
本
へ
の
関
わ
り
に
関
す
る
調
査
な
ど
も
、
サ
ブ
カ
ル

チ
ャ
ー
研
究
に
詳
し
い
各
分
野
の
研
究
者
た
ち
に
よ
っ
て
も
進
め
ら

れ
て
き
て
い
る
。
し
か
し
、
対
日
イ
メ
ー
ジ
を
は
じ
め
日
本
に
対
す

る
感
情
な
ど
に
関
し
て
既
存
研
究
に
お
い
て
多
く
の
蓄
積
が
あ
る
も

の
の) 2

(

、
マ
ン
ガ
を
通
し
て
ど
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
が
形
成
さ
れ
て
い

る
か
に
つ
い
て
は
、こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
検
証
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
、

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

本
稿
で
は
、
東
ア
ジ
ア
を
舞
台
に
コ
ア
な
マ
ン
ガ
層
に
限
定
し
た

上
で
、
マ
ン
ガ
受
容
に
お
け
る
対
日
イ
メ
ー
ジ
を
分
析
し
て
い
く
。

東
ア
ジ
ア
に
お
い
て
、
日
本
マ
ン
ガ
の
読
者
層
が
マ
ン
ガ
に
接
す
る

以
前
、
そ
し
て
マ
ン
ガ
を
読
ん
だ
後
に
ど
の
よ
う
な
対
日
イ
メ
ー
ジ

を
保
持
し
て
い
る
の
か
を
統
計
的
に
分
析
す
る
こ
と
は
、
マ
ン
ガ
受

容
の
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
一
端
と
な
り
う
る
可
能
性
を
持
つ
と
考

え
ら
れ
る) 3

(

。

本
稿
は
、
以
下
の
よ
う
な
構
成
で
進
め
て
い
く
。
第
二
節
で
は
分

析
に
使
用
す
る
デ
ー
タ
等
の
提
示
を
行
う
。
続
く
第
三
節
で
は
分
析
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結
果
を
ま
と
め
、
第
四
節
で
は
ま
と
め
と
し
て
の
議
論
を
展
開
し
て

い
き
た
い
。

二
　
方
法

二
―
一
　
デ
ー
タ

分
析
す
る
に
あ
た
り
使
用
す
る
デ
ー
タ
は
、日
本
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー

研
究
会
（
代
表
：
油
井
清
光
神
戸
大
学
文
学
部
・
人
文
学
研
究
科
教
授
）

が
二
〇
一
一
年
～
二
〇
一
二
年
に
か
け
て
実
施
し
た
質
問
紙
調
査「
サ

ブ
カ
ル
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
調
査 

in 
ア
ジ
ア
」
で
あ
る（

４
）。

本
調
査
は
「
マ

ン
ガ
受
容
の
あ
り
方
を
調
査
す
る
」
こ
と
を
趣
旨
と
し
て
、
コ
ア
な

マ
ン
ガ
層
を
対
象
に
ど
の
よ
う
な
日
本
イ
メ
ー
ジ
を
構
成
し
て
い
る

か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
め
ざ
し
た
も
の
で
あ
る
。

調
査
時
期
お
よ
び
会
場
は
二
〇
一
一
年
八
月
二
八
日
に
お
け
る
香

港
・
九
龍
湾
国
際
展
貿
中
心
（K
ow

loonbay International T
rade 

&
 Exhibition Centre

）
で
の
『Com

ic W
orld H

ong K
ong

』、

二
〇
一
二
年
二
月
四
日
・
五
日
に
お
け
る
台
湾
・
台
灣
大
學

（N
ational U

niversity of T
aiw

an

）巨
蛋
體
育
館
一
で
の『Fancy 

Frontier 

開
拓
動
漫
祭
』
の
二
会
場
で
あ
る
。
サ
ン
プ
リ
ン
グ
に

お
い
て
は
、
会
場
に
お
い
て
有
意
抽
出
法
を
用
い
た
。
コ
ア
な
マ
ン

ガ
層
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
し
た
た
め
、
上
記
の
よ
う
な
イ
ベ
ン
ト
に
参

加
す
る
層
を
分
析
対
象
と
す
る
こ
と
を
主
眼
と
し
た
が
、
正
確
な
母

集
団
（
イ
ベ
ン
ト
の
参
加
者
数
）
ま
で
は
把
握
す
る
の
が
難
し
か
っ

た
た
め
、
や
む
を
得
ず
こ
の
よ
う
な
手
法
を
採
用
し
た
。

調
査
票
に
つ
い
て
は
、
日
本
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
研
究
会
が
共
同
研

究
を
行
っ
て
き
た
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
マ
ン
ガ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
（
代
表
：

Jean M
. Bouissou

パ
リ
政
治
学
院
教
授
）
が
作
成
し
た
も
の
を
参

考
に
、
日
本
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
研
究
会
が
独
自
に
作
成
し
た
。
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
マ
ン
ガ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、
フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
ツ
、
イ
タ
リ

ア
、ス
イ
ス
な
ど
欧
州
諸
国
で
既
に
質
問
紙
調
査
を
実
施
し
て
お
り
、

日
本
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
研
究
会
は
こ
れ
ら
の
調
査
と
の
比
較
研
究
を

試
み
る
こ
と
を
視
野
に
入
れ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
マ
ン
ガ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
調
査
表
と
の
生
合
成
を
図
り
つ
つ
も
、
ア
ジ

ア
に
お
け
る
日
本
マ
ン
ガ
の
受
容
構
造
に
関
す
る
情
報
を
詳
細
に
収

集
す
る
こ
と
を
念
頭
に
調
査
票
を
作
成
し
た
。実
査
に
あ
た
っ
て
は
、

調
査
票
を
そ
れ
ぞ
れ
の
現
地
語
に
翻
訳
し
た
（
中
国
本
土
：
北
京
語
、

台
湾
：
北
京
語
、
香
港
：
広
東
語
）。

本
調
査
票
を
も
と
に
、
二
〇
一
一
年
四
月
に
、
中
国
・
杭
州
で
の

China International Cartoon and A
nim

ation Festival

に
お

い
て
サ
ン
プ
ル
数
一
〇
〇
で
の
予
備
調
査
を
実
施
、
回
答
方
法
等
に

支
障
を
き
た
す
こ
と
が
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
、
香
港
お
よ
び

台
湾
で
の
本
調
査
実
施
に
至
っ
た
。
サ
ン
プ
ル
数
は
、
両
地
域
そ
れ

ぞ
れ
二
〇
〇
の
計
四
〇
〇
で
あ
る) 5

(

。
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二
―
二
　
変
数

調
査
票
で
は
、
日
本
マ
ン
ガ
を
初
め
て
読
む
前
と
読
ん
だ
後
で
は

ど
の
よ
う
に
日
本
イ
メ
ー
ジ
が
異
な
っ
た
か
を
探
索
す
べ
く
、
日

本
に
つ
い
て
は
「Cheerful

（
陽
気
な
）」・「Gloom

y

（
暗
い
）」・

「Close

（
近
い
）」・「D

istant

（
遠
い
）」・「M

odern

（
近
代
的
な
）」・

「T
raditional

（
伝
統
的
な
）」・「Crazy

（
狂
っ
た
・
風
変
わ
り

な
）」・「D

istinguished
（
卓
越
し
た
）」・「V

iolent

（
暴
力
的
な
）」・

「Peaceful

（
平
和
的
な
）」・「H

arm
onious

（
調
和
の
取
れ
た
）」・

「Ego-centric

（
自
己
中
心
的
な
）」、日
本
人
に
つ
い
て
は「K

ind

（
親

切
な
）」・「U

nkind

（
不
親
切
な
）」・「Group-oriented

（
集
団
志

向
な
）」・「Individual

（
個
人
主
義
的
な
）」・「D
iligent

（
勤
勉
な
・

真
面
目
な
）」・「Lazy

（
怠
慢
な
）」・「M

atured
（
大
人
び
た
・
成

熟
し
た
）」・「Childish

（
子
ど
も
っ
ぽ
い
・
未
成
熟
な
）」・「Plain

（
分

か
り
や
す
い
）」・「A

m
biguous

（
曖
昧
な
）」・「W

est-oriented

（
西

洋
志
向
な
）」・「East-oriented

（
東
洋
志
向
な
）」
の
選
択
肢
を
設

け
、
そ
れ
ぞ
れ
複
数
回
答
形
式
と
し
た
。
こ
れ
ら
の
各
変
数
に
お
い

て
選
択
（
回
答
あ
り
）
／
非
選
択
（
回
答
な
し
）
の
度
数
分
布
を
算

出
し
、
そ
れ
ぞ
れ
マ
ン
ガ
を
読
む
前
と
後
と
で
ど
の
よ
う
な
変
容
が

あ
る
か
を
比
較
し
た
。
既
述
し
た
通
り
、
使
用
デ
ー
タ
は
ラ
ン
ダ
ム

サ
ン
プ
リ
ン
グ
に
よ
る
調
査
に
基
づ
い
た
も
の
で
は
な
い
の
で
、
検

定
な
ど
は
行
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
分
析
結
果
に
つ
い
て
は
記
述

統
計
に
と
ど
め
る
こ
と
と
す
る
。

三
　
分
析
結
果

は
じ
め
に
、
日
本
そ
の
も
の
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
の

変
容
が
み
ら
れ
た
か
に
つ
い
て
図
１
か
ら
み
て
い
き
た
い
。

マ
ン
ガ
を
読
む
以
前
（
以
下
、before

）
の
段
階
で
も
っ
と
も

多
か
っ
た
回
答
は
「Close

」
と
六
〇
％
弱
で
あ
っ
た
。
次
い
で
、

「M
odern

」
が
五
〇
％
で
「Cheerful

」・「D
istinguished

」
が

三
〇
％
台
と
な
っ
て
い
る
。「
近
い
国
」
と
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
を

最
も
強
く
持
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
興
味
深
い
こ
と
に
、
マ

ン
ガ
を
読
ん
だ
後
（
以
下
、after

）
で
お
い
て
も
こ
う
し
た
イ

０
37.8
41.8

58.5
62.0

50.0
56.5

2.8
3.3

11.0
20.3

32.3
36.8

10.5
12.0

13.3
15.5

24.0
31.3

19.8
18.5

16.0
6.5

7.0
13.8

Cheerful

Gloomy

Close

Distant

Modern

Traditional

Crazy

Distinguished

Violent

Peaceful

Harmonious

Ego-centric

10 20 30 40 50 60 70

図１ 東アジアにおける日本イメージ

before after
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メ
ー
ジ
が
崩
れ
て
は
い
な
い
。
む
し
ろ
五
八
・
五
％
か
ら
六
二
・
〇
％

と
わ
ず
か
な
が
ら
で
は
あ
る
が
回
答
率
が
上
が
っ
て
い
る
よ
う
に
、

「Close
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
よ
り
強
く
し
て
い
る
。before

で
保
持
し

て
い
た
イ
メ
ー
ジ
が
マ
ン
ガ
を
読
む
こ
と
で
、
一
層
固
定
化
さ
れ
た

と
い
え
よ
う
。「distant

」
が
一
六
・
〇
％
か
ら
六
・
五
％
へ
一
〇
ポ

イ
ン
ト
近
く
減
少
し
て
い
る
こ
と
も
考
慮
す
る
と
、
マ
ン
ガ
が
距
離

的
あ
る
い
は
心
理
的
に
日
本
に
対
す
る
「
近
さ
」
を
感
じ
さ
せ
る
媒

介
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「M
odern

」・「Cheerful
」・「D

istinguished

」
に
つ
い
て
も

「Close

」
同
様
に
、after

の
回
答
率
がbefore

を
上
回
っ
て
お
り
、

「M
odern

」
は
六
・
五
ポ
イ
ン
ト
、「Cheerful

」
は
四
・
〇
ポ
イ
ン

ト
、「D

istinguished

」
は
四
・
五
ポ
イ
ン
ト
向
上
し
て
お
り
、
い
ず

れ
も
「Close

」
よ
り
高
い
。「H

arm
onious

」
は
二
〇
％
台
か
ら

三
〇
％
へ
と
な
っ
て
い
る
。after

の
段
階
に
お
い
て
、
比
較
的
ポ

ジ
テ
ィ
ブ
な
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
の
日
本
像
が
ア
ジ
ア
の
コ
ア
な
マ

ン
ガ
フ
ァ
ン
の
間
で
鮮
明
に
な
っ
て
い
る
も
の
の
、「Gloom

y

」・

「T
raditional

」・「Crazy

」・「V
iolent

」
な
ど
に
つ
い
て
も
、
い
ず

れ
もafter

に
お
い
て
ポ
イ
ン
ト
が
高
く
な
っ
て
い
る
こ
と
も
含
め

る
と
、
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
観
点
か
ら
日
本
に
視
線
を
送
る
動
向
が
決
し

て
小
さ
く
な
い
（
む
し
ろ
そ
れ
な
り
に
高
い
）
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

次
に
日
本
人
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
を
図
２
か
ら
確
認
し
て
い
こ
う
。一

見
し
て
明
ら
か
な
の
は
、「K

ind

」・「Group-oriented

」・「D
iligent

」

の
回
答
が
他
の
選
択
肢
と
比
較
し
て
突
出
し
て
高
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の

before

に
お
け
る
回
答
率
は
五
六
・
五
％
、
六
〇
・
〇
％
、
五
八
・
五
％

と
い
ず
れ
も
六
割
近
く
を
占
め
る
。
こ
れ
ら
もafter

で
は
回
答
の

ポ
イ
ン
ト
は
上
昇
し
て
お
り
、
と
り
わ
け
「K

ind

」
と
「Group-

oriented

」
で
は
七
〇
％
超
に
ま
で
な
っ
て
い
る
。
日
本
人
に
対
す

る
「K

ind

」・「D
iligent

」
と
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
が
、
よ
り
強
ま

り
、
同
時
に
「Group-oriented

」
な
イ
メ
ー
ジ
も
一
層
東
ア
ジ

ア
の
人
々
に
強
く
植
え
付
け
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
。
マ
ン
ガ
に
触
れ

る
こ
と
で
、
優
し
さ
と
真
面
目
さ
と
い
っ
た
従
来
か
ら
の
国
内
外

に
お
け
る
日
本
人
イ
メ
ー
ジ
が
、
よ
り
向
上
し
て
い
る
と
い
え
る
。

ま
た
、
集
団
主
義
的
と
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
も
顕
著
で
あ
る
。
た
だ

０
56.5

70.5
8.3
4.8

7.5
10.5

2.3
4.5

4.3
7.5

23.0
35.3

16.3
9.8

22.0
25.8

31.5
27.5

29.8
35.0

58.5
62.0

60.0

70.8
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Unkind

Group-oriented

Individual
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Lazy
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Childish

Plain
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図 2　東アジアにおける日本人イメージ

before after
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し
、
集
団
主
義
的
に
つ
い
て
は
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
イ
メ
ー
ジ
に
も
ネ
ガ

テ
ィ
ブ
イ
メ
ー
ジ
に
も
解
釈
で
き
得
る
が
、
東
ア
ジ
ア
に
お
い
て
ど

の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
定
着
し
て
い
る
の
か
、
詳
細
は
把
握
で

き
な
い
。

「K
ind

」
や
「D

iligent

」
な
ど
が
強
く
あ
る
反
面
、「U

nkind

」・

「Lazy

」・「Childish
」
な
ど
の
回
答
は
極
め
て
低
い
も
の
で
あ
っ

た
（
反
面
、
成
熟
を
示
す
「M

atured

」
はafter

で
回
答
の
ポ
イ

ン
ト
が
上
昇
し
て
お
り
、三
五
・
〇
％
に
ま
で
な
っ
て
い
る
）。
ま
た
、

「A
m
biguous

」
が
減
少
し
、「Plain
」
が
上
昇
し
た
こ
と
も
、
日

本
人
へ
の
イ
メ
ー
ジ
が
よ
り
鮮
明
化
し
た
証
左
と
も
と
れ
よ
う
。
日

本
イ
メ
ー
ジ
が
両
極
端
な
も
の
と
な
っ
て
い
た
も
の
に
対
し
て
、
日

本
人
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
に
お
い
て
は
そ
う
し
た
も
の
は
ほ
と
ん
ど
み

ら
れ
ず
概
ね
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
イ
メ
ー
ジ
で
固
定
さ
れ
て
い
る
と
っ
て
い

い
。
と
は
い
え
、
そ
こ
に
は
単
一
的
な
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
イ
メ
ー
ジ
で
は

な
く
、
む
し
ろ
多
様
性
を
伴
う
も
の
で
あ
る
こ
と
に
留
意
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
日
本
イ
メ
ー
ジ
の
回
答
率
の
変
化
の
傾
向
と
同
様
に
、

日
本
人
イ
メ
ー
ジ
に
お
い
て
も
例
え
ば
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
イ
メ
ー
ジ
の

回
答
割
合
が
減
少
し
て
い
る
項
目
が
非
常
に
少
な
い
と
い
う
点
も

見
逃
せ
な
い
だ
ろ
う
。「U

nkind

」
で
は
「kind

」
が
高
く
増
加
し

た
反
動
で
減
少
し
、after

の
回
答
率
は
五
％
を
下
回
っ
た
も
の
の
、

「Individual

」・「Lazy

」・「Childish

」
の
三
つ
に
つ
い
て
は
増
加

し
た
。
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
イ
メ
ー
ジ
の
項
目
と
比
較
す
れ
ば
相
当
に
少
な

い
回
答
率
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
が
、
少
な
か
ら
ぬ
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
イ

メ
ー
ジ
を
払
拭
で
き
ず
燻
り
続
け
て
い
る
と
も
い
え
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

四
　
結
論

本
稿
で
は
、
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
マ
ン
ガ
受
容
を
通
し
て
、
ど
の

よ
う
な
日
本
、
お
よ
び
日
本
人
イ
メ
ー
ジ
が
存
在
し
て
い
る
の
か

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
に
「
サ
ブ
カ
ル
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
調

査 

in 

ア
ジ
ア
」
の
二
次
デ
ー
タ
分
析
を
行
っ
て
き
た
。
そ
の
結
果
、

以
下
の
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
日
本
マ
ン

ガ
フ
ァ
ン
は
、
多
元
的
な
（
ほ
と
ん
ど
両
極
端
の
）
日
本
イ
メ
ー
ジ

を
持
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
彼
／
彼
女

ら
は
マ
ン
ガ
の
読
み
を
と
お
し
て
、
彼
ら
な
り
の
「
イ
メ
ー
ジ
の
日

本
」
を
作
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
特
に
、
本
調
査
で
明
ら
か

に
な
っ
た
こ
と
は
、
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
日
本
イ
メ
ー
ジ
に
は
「
近

さclose

」
が
際
立
っ
て
お
り
、
多
く
の
読
者
層
に
と
っ
て
は
違
和

感
な
く
親
し
み
を
覚
え
る
こ
と
が
で
き
る
、
い
わ
ゆ
る
「
無
臭
性
」

に
近
い
イ
メ
ー
ジ
を
日
本
マ
ン
ガ
に
み
て
い
る
よ
う
だ
。
し
か
し
そ

の
中
に
お
い
て
は
、「
陽
気
」・「
近
代
的
」・「
卓
越
」・「
調
和
」
な

ど
の
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
側
面
か
ら
日
本
を
見
て
い
る
反
面
、
な
ん
ら
か

の
異
質
性
や
違
和
感
を
持
ち
つ
つ
、
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
視
線
を
送
り
な

が
ら
日
本
マ
ン
ガ
に
接
し
て
い
る
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
多
く
の
層
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に
と
っ
て
、
日
本
マ
ン
ガ
は
身
近
に
感
じ
ら
れ
る
（「
無
臭
性
」）
一

方
で
、
そ
の
中
に
は
様
々
な
イ
メ
ー
ジ
と
視
線
を
混
在
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、「
近
さ
」
を
原
点
と
し
て
「
や
は
り
近
い
」
と
捉
え
る
側

面
が
あ
る
反
面
、
決
し
て
顕
著
で
は
な
い
も
の
の
、「
意
外
に
遠
い
」

と
い
う
感
覚
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
日
本
人
の
イ
メ
ー
ジ
に
つ
い
て
は
、
マ
ン
ガ
購
読
前
後
と

も
に
、
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
傾
向
に
あ
っ
た
が
、
い
わ

ゆ
る
「
日
本
人
論
」
の
古
典
に
よ
っ
て
培
わ
れ
た
ス
テ
レ
オ
タ
イ

プ
―
親
切
・
集
団
思
考
・
勤
勉
な
ど
―
（Benedict, 1969, V

ogel 
1979

）
は
、
未
だ
に
強
固
な
日
本
人
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
コ
ア
フ
ァ
ン

層
に
定
着
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
一
方
で
、
日

本
人
へ
の
様
々
な
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
イ
メ
ー
ジ
が
根
底
に
燻
り
つ
つ
あ
る

も
の
の
、
日
本
マ
ン
ガ
の
購
読
を
通
し
て
、
コ
ア
フ
ァ
ン
層
は
日
本

人
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
を
新
た
な
も
の
に
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
も

確
認
で
き
た
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ま
で
日
本
人
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
、

そ
の
「
曖
昧
さam

biguous

」
が
政
治
的
に
も
文
化
的
に
も
指
摘
さ

れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
が
、本
調
査
を
通
じ
て
、そ
の
よ
う
な
イ
メ
ー

ジ
が
徐
々
に
払
拭
さ
れ
、
逆
に
日
本
人
に
「
わ
か
り
や
す
いplain
」

イ
メ
ー
ジ
を
持
つ
傾
向
が
強
く
な
っ
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
、
こ
こ
で
は
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
日
本
マ
ン
ガ
コ
ア
フ
ァ
ン

層
に
お
け
る
日
本
、
そ
し
て
日
本
人
イ
メ
ー
ジ
構
築
の
変
容
に
つ
い

て
の
一
考
察
を
行
っ
た
。
日
本
も
他
の
ア
ジ
ア
諸
国
も
、
サ
ブ
カ
ル

チ
ャ
ー
に
関
し
て
、
戦
後
、
西
欧
の
圧
倒
的
な
影
響
（
輸
入
過
剰
）

と
い
う
初
期
条
件
か
ら
出
発
し
、
そ
こ
か
ら
日
本
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー

の
欧
州
へ
の
進
出
が
早
期
に
開
始
さ
れ
た
。そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、

欧
州
で
は
五
〇
年
近
い
日
本
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
の
受
容
期
が
あ
る
と

い
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
東
ア
ジ
ア
に
お
い
て
は
、
一
九
八
〇
年
代

後
半
の
経
済
成
長
期
に
本
格
的
な
受
容
が
始
ま
っ
て
お
り
、
欧
州
の

受
容
期
に
比
べ
て
、
比
較
的
圧
縮
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と

が
で
き
る
。
こ
こ
で
は
触
れ
な
か
っ
た
が
、
欧
州
に
お
け
る
日
本
マ

ン
ガ
受
容
は
当
初
、
異
質
性
に
対
す
る
反
発
・
拒
否
的
な
ス
タ
ン
ス

か
ら
始
ま
っ
た
と
い
わ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
は
長
い
時
間
を
か
け
、

徐
々
に
受
容
さ
れ
て
い
き
、
今
日
で
は
芸
術
性
を
持
つ
も
の
と
し
て

認
識
さ
れ
る
よ
う
に
も
な
っ
て
き
た
（Y

ui 2010b

）。
一
方
で
、
東

ア
ジ
ア
に
お
け
る
日
本
マ
ン
ガ
の
受
容
は
、
八
〇
年
代
の
経
済
成
長

と
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
普
及
が
背
景
と
な
っ
て
加
速
し
た
が
、
欧
州

の
よ
う
に
緩
や
か
な
受
容
期
を
経
た
も
の
で
は
な
く
、
短
い
期
間
の

内
に
数
多
く
の
コ
ン
テ
ン
ツ
が
一
気
に
流
れ
込
ん
だ
た
め
に
、
そ
の

評
価
と
し
て
多
面
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
帯
び
る
こ
と
に
な
っ
た
、
と
い

う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

本
調
査
結
果
を
省
み
る
と
、
八
〇
年
代
に
高
度
成
長
を
遂
げ
た
多

く
の
東
ア
ジ
ア
諸
国
に
お
い
て
、
多
く
の
日
本
マ
ン
ガ
に
反
映
さ
れ

て
い
る
日
本
の
六
〇
年
代
以
降
の
生
活
用
式
は
、
そ
の
段
階
で
単
純

に
「
親
し
い
」
も
の
と
し
て
多
く
の
人
び
と
に
受
容
さ
れ
た
の
で
は

な
い
か
、
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
し
た
感
覚
が
、
東
ア
ジ
ア

に
お
け
る
日
本
マ
ン
ガ
を
は
じ
め
と
し
た
日
本
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
の
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受
け
入
れ
の
先
駆
け
と
し
て
あ
る
中
で
、
今
日
に
お
い
て
は
、
や
は

り
「
近
さ
」
や
「
親
切
」・「
真
面
目
」
な
ど
一
定
の
高
評
価
を
伴
う

イ
メ
ー
ジ
が
定
着
し
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
構
図
は
決
し
て
単
純
で

は
な
い
。そ
こ
に
は
多
様
性
を
伴
い
つ
つ
、同
時
に「
近
さ
」と「
遠
さ
」

を
は
じ
め
と
す
る
相
入
れ
な
い
感
情
が
常
に
共
存
し
て
い
る
、
と
い

う
こ
と
が
で
き
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

註
（
１
） 

マ
ン
ガ
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
コ
ス
プ
レ
や
、
マ
ン
ガ
の
モ
デ
ル
に
な
っ
た
場

所
や
実
際
に
描
か
れ
た
ス
ポ
ッ
ト
な
ど
へ
の
「
聖
地
巡
礼
」
な
ど
が
、
そ

の
一
例
で
あ
ろ
う
。

（
２
） 

例
え
ば
Ｎ
Ｈ
Ｋ
放
送
文
化
研
究
所
と
日
中
韓
の
研
究
者
に
よ
る
共
同
の
調

査
に
よ
る
「
日
本
・
韓
国
・
中
国
世
論
調
査
」
で
は
、
中
国
人
に
よ
る
日

本
国
そ
の
も
の
へ
の
視
線
と
し
て
「
伝
統
的
で
あ
る
」
や
日
本
人
に
つ
い

て
は
「
勤
勉
で
あ
る
」「
礼
儀
正
し
い
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
強
く
形
成

さ
れ
て
い
る
（
飽
戸
・
原 

二
〇
〇
〇
）。
い
わ
ゆ
る
「
靖
国
問
題
」
が
勃

発
し
た
小
泉
政
権
以
前
に
調
査
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
か
、

日
本
に
対
す
る
嫌
悪
感
や
マ
イ
ナ
ス
イ
メ
ー
ジ
は
さ
ほ
ど
出
て
い
な
い
。

日
本
青
少
年
研
究
所
が
中
国
青
少
年
研
究
セ
ン
タ
ー
、
韓
国
青
少
年
政
策

研
究
院
な
ど
と
協
力
し
て
二
〇
一
一
年
に
実
施
し
た
「
高
校
生
の
生
活
意

識
と
留
学
に
関
す
る
調
査
―
日
本
・
ア
メ
リ
カ
・
中
国
・
韓
国
の
比
較
―
」

で
は
、
中
国
お
よ
び
韓
国
で
は
日
本
の
マ
ン
ガ
が
ア
ニ
メ
を
大
半
の
高
校

生
が
読
ん
だ
り
購
入
し
た
り
し
て
い
る
反
面
、
日
本
に
対
し
て
の
好
意
的

な
イ
メ
ー
ジ
は
ほ
と
ん
ど
持
っ
て
い
な
か
っ
た
（
財
団
日
本
青
少
年
研
究

所 

二
〇
一
四
）。
そ
う
し
た
中
に
お
い
て
、
日
本
人
に
つ
い
て
は
「
勤
勉

で
あ
る
」「
礼
儀
正
し
い
」な
ど
の
プ
ラ
ス
イ
メ
ー
ジ
が
顕
著
で
あ
っ
た（
韓

国
で
は
二
〇
一
一
年
六
～
七
月
に
、
中
国
で
は
同
年
九
月
～
一
一
月
に
調

査
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
東
日
本
大
震
災
と
同
年
で
か
つ
震
災

後
の
調
査
と
な
っ
て
い
る
。
調
査
結
果
に
は
、
震
災
に
よ
っ
て
一
時
的
に

保
持
し
た
感
情
や
被
災
地
へ
の
畏
敬
や
同
情
な
ど
も
含
ま
れ
て
い
る
可
能

性
も
あ
る
）。「
勤
勉
」「
礼
儀
正
し
い
」
な
ど
が
日
本
人
へ
の
敬
意
や
好

意
を
含
意
し
た
も
の
で
あ
る
の
は
こ
こ
で
は
定
か
で
は
な
い
が
、「
政
治

的
（
あ
る
い
は
国
家
的
）
に
は
日
本
は
嫌
い
だ
が
、
日
本
の
文
化
や
日
本

人
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
プ
ラ
ス
の
イ
メ
ー
ジ
」
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
３
） 

同
時
に
、
政
策
的
な
観
点
を
踏
ま
え
る
と
、
日
本
か
ら
諸
外
国
に
対
す
る

コ
ン
テ
ン
ツ
産
業
の
事
業
計
画
や
各
種
の
交
流
事
業
設
定
の
有
無
や
そ
の

内
容
事
態
も
そ
う
し
た
対
日
イ
メ
ー
ジ
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
も
予
想
さ
れ

る
。
そ
う
し
た
意
味
に
お
い
て
も
、
マ
ン
ガ
に
よ
る
対
日
イ
メ
ー
ジ
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
の
意
義
は
決
し
て
小
さ
く
は
な
い
だ
ろ
う
。

（
４
） 

日
本
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
研
究
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
も
参
照
。

　
　

 

（http://w
w
w
.japan-subculture.com

/

）

（
５
） 

本
稿
と
同
様
に
、
マ
ン
ガ
関
連
の
イ
ベ
ン
ト
を
中
心
に
行
っ
た
調
査
の
貴

重
な
先
行
事
例
と
し
て
玉
川
（
二
〇
一
一
）
が
あ
る
。
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