
つ

H

交
感
H

の
H

帯
H

H

共
感
H

と

の
創
造
を
求
め
て

1

1

日
韓
青
少
年
社
会
意
識
比
較
調
査
を
て
が
か
り
に
｜
｜

過
去
の
歴
史
の
重
み

今
年
の
八
月

一
一
一
一
日
か
ら
四
日
間
、
私
は
ソ
ウ
ル
に
滞
在
し
た
。

韓
国
の
若
者
や
子
ど
も
た
ち
の
聞
に
浸
透
し
て
い
る
日
本
の
現
代
文

化
〈
マ
ン
ガ
、
ア
ニ
メ
、
C
D、
フ
7

ツ
ジ
ョ
ン
等
）
の
現
状
と
、

そ
の
こ
と
に
対
す
る
研
究
者
や
教
育
関
係
者
の
評
価
に
つ
い
て
の
聞

き
取
り
調
査
が
臼
的
で
あ
っ
た
。
加
え
て
、
戦
後
五

O
周
年
の
八
月

一
五
日
を
、
日
本
を
最
も
厳
し
く
見
つ
め
て
き
た
韓
国
の
人
た
ち
の

目
を
過
し
て
考
え
て
み
た
い
、
と
の
思
い
も
あ
っ
た
。

そ
の
た
め
、
ソ
ウ
ル
大
教
授
で
日
本
文
化
開
放
に
関
す
る
諮
問
委

員
会
の
究
任
者
で
あ
る
金
文
娘
先
生
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
申
し
込
ん

だ
。
独
立
記
念
日
〈
光
復
節
）
の
記
念
式
典
の
準
備
で
多
忙
の
た
め

一
四
日
の
朝
食
時
で
あ
れ
ば
、
と
い
う
こ
と
で
お
会
い
し
た
。
金
先

意
味
と
推
察
し
た
。
だ
が
、
そ
の
聞
い
が
抑
制
さ
れ
た
も
の
で
あ
れ

ば
あ
る
ほ
ど
、
背
後
に
あ
る
歴
史
の
重
み
と
金
先
生
の
思
い
の
深
さ

が
伝
わ
り
、
私
は
答
え
と
し
て
か
え
す
言
葉
を
見
出
せ
な
か

っ
た
。

フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
と
し
て
の
日
本
の
タ
バ
コ

そ
の
国
立
中
央
博
物
館
を
取
り
綾
す
こ
と
を
決
定
し
た
金
永
三
大

統
領
の
出
席
の
も
と
、
翌
日
の
一

五
日
に
、
博
物
館
が
あ
る
景
福
宮

の
前
の
大
通
り
に
五
万
人
の
人
々
が
集
ま
り
、
独
立
五

O
周
年
記
念

を
祝
う
式
典
が
開
催
さ
れ
た
。
私
は
、
体
調
を
崩
し
て
い
た
た
め
に
、

炎
天
下
で
行
わ
れ
る
儀
式
に
は
参
加
せ
ず
に
、
ホ
テ
ル
の
窓
か
ら
五

万
人
の
人
達
の
万
歳
（
マ
ン
セ
1
）
と
い
う
戸
を
聞
き
な
が
ら
、
前

日
の
金
先
生
の
言
葉
を
思
い
返
し
つ
つ
、
韓
国
の
人
達
の
日
本
に
対

す
る
厳
し
い
認
識
を
改
め
て
実
感
し
て
い
た
。

し
か
し
、
そ
の
日
の
午
後
、
も
う
一
つ
の
韓
国
と
出
会
っ
た
。
ソ

＆守’
h

a

守
冒
h

，
a

d’
ナ
ム

タ
ム

ウ
ル
外
語
大
大
学
院
の
金
策
鎚
君
と
李
南
錦
さ
ん
と
明
桐
で
お
会

い
し
た
際
の
こ
と
で
あ
る
。
お
二
人
に
は
、
本
年
の
七
月
か
ら
八
月

に
か
け
て
、
韓
国
の
主
要
新
聞
に
掲
載
さ
れ
た
日
本
文
化
に
関
す
る

記
事
の
収
集
を
お
願
い
し
て
い
た
。

二
人
が
収
集
し
て
く
れ
た
フ
ァ
イ
ル
は
、
七
月
一
日
か
ら
八
月
一

三
日
ま
で
の
約
一
月
半
に
、
朝
鮮
日
報
だ
け
で
一

O
二
枚
、

一
記
事

一
枚
で
整
理
を
依
頼
し
た
が
、
そ
の
多
さ
に
驚
い
た
。
そ
の
中
に
、

馬

居

幸

政

生
は
文
化
政
策
に
関
す
る
研
究
の
第
一
人
者
、
日
本
語
に
堪
能
で
、

日
本
に
関
す
る
著
岱
も
あ
り
、
こ
れ
か
ら
の
韓
国
を
担
う
研
究
者
と

し
て
最
も
期
待
さ
れ
て
い
る
方
で
あ
る
。
金
先
生
は
、朝
食
を
挟
ん
で

約
一
時
間
、
韓
国
の
人
達
の
日
本
文
化
に
対
す
る
複
雑
な
感
情
と
韓

国
政
府
の
文
化
政
策
に
つ
い
て
非
常
に
丁
寧
に
説
明
し
て
く
れ
た
。

そ
の
過
程
で
、
私
は
金
先
生
に
次
の
よ
う
に
質
問
さ
れ
た
。

「
国
立
中
央
博
物
館
の
前
で
記
念
船
影
を
し
て
い
る
円
本
の
旅
行

者
が
お
お
い
の
で
す
が
、
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
」

国
立
中
央
博
物
館
と
は
日
本
の
旧
総
督
府
。
韓
国
の
人
述
に
と

っ

て
、
日
本
に
支
配
さ
れ
た
三
六
年
間
の
苦
難
の
歴
史
を
象
徴
す
る
辿

物
で
あ
る
。
た
だ
し
、
金
先
生
の
口
調
は
、
日
本
人
を
非
難
す
る
も

の
で
は
な
い
。
た
だ
、
韓
国
人
と
し
て
、
こ
の
建
物
の
前
で
笑
っ
て

記
念
撮
影
す
る
旅
行
者
を
み
れ
ば
、
過
去
の
歴
史
に
対
す
る
日
本
人

の
認
識
を
問
わ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
を
理
解
し
て
ほ
し
い
、
と
い
う
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日
本
の
タ
パ
コ
を
集
め
て
焼
い
て
い
る
写
真
が
あ
っ
た
。
禁
煙
運
動

と
日
本
文
化
位
略
批
判
が
セ
ッ
ト
に
な
っ
た
運
動
に
思
え
、
「
や
は

り
、
韓
国
の
人
速
は
日
本
の
タ
パ
コ
を
す
わ
な
い
の
で
し
ょ
う
ね
」

と
私
が
問
い
か
け
た
。
そ
の
時
に
返
っ
て
き
た
宵
諜
に
驚
い
た
。

「そ
う
で
も
な
い
の
で
す
。
日
・
本
の
マ
イ
ル
ド
セ
ブ
ン
を
手
に
持

っ
て
い
る
こ
と
が
、
若
者
の
フ
ア
ツ
ツ
ョ
ン
の
一
つ
な
の
で
す
」

日
本
の
タ
パ
コ
を
集
め
て
焼
い
て
い
る
光
景
が
新
聞
に
掲
載
さ
れ

る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
韓
国
の
人
述
の
口
本
に
対
す
る
評
価

が
厳
し
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
だ
が
、
そ
の
よ
う
に
集
め
ら
れ
る
と

い
う
こ
と
は
、
逆
に
日
本
の
タ
パ
コ
が
韓
国
に
普
及
し
、
そ
の
こ
と

が
文
化
侵
略
と
い
う
批
判
の
理
由
の

一
つ
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
、

と
い
う
こ
と
ま
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
制
査
で
理
解
で
き
て
い
た
。
し

か
し
、
日
本
の
タ
パ
コ
を
持
つ
こ
と
が
若
者
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
の
一

つ
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
ま
で
は
想
像
で
き
な
か
っ
た
。

「
若
者
に
は
反
目
立
識
は
な
い
の
で
す
か
」
と
－
舟
び
問
い
か
け
た

と
こ
ろ
、
少
し
考
え
た
あ
と
に
次
の
よ
う
に
答
え
て
く
れ
た
。

「
若
者
は
あ
ま
り
深
く
考
え
な
い
の
で
：
：
：
世
代
差
が
大
き
い
こ

と
は
事
実
で
す
。
で
も
、
日
本
の
過
去
に
つ
い
て
の
認
識
は
私
た
ち

も
厳
し
く
も
っ
て
い
ま
す
。
」

二
人
と
も
大
学
院
博
士
課
程
で
日
本
近
代
文
学
を
専
攻
す
る
秀
才

で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
日
本
へ
の
評
価
は
他
の
若
者
よ
り
は
向
い

は
ず
。
だ
が
、
日
本
の
歴
史
に
対
す
る
評
価
を
述
べ
る
際
の
口
調
は

-5-



敏
し
い
。
さ
ら
に
、
こ
の
返
事
を
聞
き
な
が
ら
、
私
は
昨
年
、
同
様

に
イ

ン
タ
ビ
ュ
ー
す
る
過
程
で
出
会
っ
た
若
者
の
言
葉
を
思
い
出
し

た
。
日
本
に
留
学
経
験
の
あ
る
二
五
歳
の
青
年
が
、
私
が
日
本
人
で

あ
る
こ
と
を
気
遣
い
つ
つ
、
語
っ
て
く
れ
た
言
楽
で
あ
る
。

「
日
本
に
留
学
し
て
い
る
と
き
は
、
日
本
の
マ
ン
ガ
を
そ
れ
ほ
ど

惑
い
も
の
と
は
思
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
で
も
、
韓
国
に
灼
っ
て
き
て

韓
国
語
に
訳
さ
れ
た
も
の
を
見
る
と
、
や
は
り
韓
国
に
入
れ
る
べ
き

で
は
な
い
と
思
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
理
由
は
：：
：
、
韓
国

人
と
し
て
の
感
情
：；：
と
し
か
説
明
で
き
ま
せ
ん。」

公的

0独立記念館
Of?,?祝日
〈光復節、三 ・一節）
O名所・旧跡にある
記念碑
〈壬辰 ・丁酉倭乱、
日強時代の痕跡）

※O印は反日意識に｜測するft'/報

Ir El ヌド；：： ＝争1:u，~匡翠」

お互いの国に関する情報

rr1;!i',:t~豆I＝争 回 ヌド」

0学校教育
Oマスコミ報道

（大衆燃体）
術島放送

0家族、一族の忌日
音楽
（訟i歌、前材、 CD)
マンガ、 ビデオ
維誌、小説
ファッション

王

lI 

日常的

非日1i~（ドJ

O家鉄、一族の彼3

目指’生活用品
耐久消費財

m 

IV 

私的

た
制
査
を
基
に
、
日
本
と
韓
国
に
お
け
る
互
い
の
固
に
闘
す
る
情
報

を
、
「
公
的
｜
私
的
」
、

「
日
常
的
｜
非
日
常
的
」
と
い
う
こ
つ
の

軸
で
分
類
し
た
も
の
で
あ
る
。

ま
ず
、
両
国
の
情
報
誌
に
注
目
し
て
い
た
だ
き
た
い。

『
日
本

l

韓
国
』
に
比
較
し
て

『韓
国
↓
日
本
』
の
情
報
が
圧
倒
的
に
多
い
こ

と
が
理
解
で
き
よ
う
。
さ
ら
に
よ
り
大
き
い
の
は
情
報
の
質
の
差
で

あ
る
。

『韓
国
↓
日
本
』
の
図
が
示
す
よ
う
に

I
t
w
の
す
べ

て
の

領
域
に
お
い
て
、
韓
国
に
お
け
る
日
本
の
情
報
に
は

O
印
の
つ
い
た

項
目
が
多
い
。
い
ず
れ
も
、
韓
国
の
人
逮
に
H

反
日
立
識
H

を
喚
起

・
す
る
情
報
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
韓
国
の
子
ど
も
や
若
者
の
聞
に
、
日

本
の
加
害
性
と
い
う
H

歴
史
的
事
実
の
重
み
d

を
基
盤
に
、
小
学
校

か
ら
中
学

・
高
校
へ
と
成
長
す
る
に
従
っ
て
、
次
の
①
1
＠
の
よ
う

な
社
会
過
程
が
総
合
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、

戦
後
〈
解
放
後
〉
五

O

年
を
経
て
も
な
お
グ
反
日
意
識
d

が
よ
り
強
く
育
成
さ
れ
統
け
て
い

る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

①
日
常
的
に
学
校
教
育
を
通
じ
て
教
え
ら
れ
る
公
的
な
事
実
〈
I
〉

②
日
常
的
に
テ
レ
ビ

・
新
聞
等
の
情
報
環
境
に
よ
る
公
的
な
事
実
と

そ
の
再
磁
認
（
I
）

③
日
常
の
’
北
近
な
人
間
関
係
や
生
活
習
慣
に
深
く
刻
ま
れ
た
私
的
な

事
実
ハ
W
）

＠
腔
祝
日
や
名
所

・
旧
跡
の
碑
文
な
ど
に
よ
る
、

非
日
常
的
で
聖
的

な
価
値
に
基
づ
く
公
的
な
正
当
化
（
E
〉

相
互
認
識
の
情
報
の
差
異

王

金
文
焼
先
生
は
現
在
五
十
代
、
解
数
以
後
の
苦
難
の
歴
史
を
自
己

の
成
長
と
震
ね
合
わ
せ
て
こ
ら
れ
た
世
代
。
そ
の
な
味
で
、
日
本
の

過
去
と
現
在
に
厳
し
い
評
価
を
さ
れ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。

他
方
、
マ
イ
ル
ド
セ
ブ
ン
を
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
と
し
て
受
入
れ
、
日

本
近
代
文
学
を
専
攻
す
る
若
者
が
い
る
。
だ
が
そ
の
若
者
も
ま
た
日

本
に
対
す
る
評
価
は
厳
し
い
。
た
と
え
、
日
本
の
文
化
に
親
し
み
を

感
じ
て
も
、
H

韓
国
人
と
し
て
の

感
情
d

は
そ
れ
を
併
さ
な
い
。

こ
の
よ
う
な
韓
国
の
人
た
ち
の

意
識
の
背
景
に
何
が
あ
る
の
か
。

も
ち
ろ
ん
、
過
去
の
峰
山
入
が
あ
る

こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
こ
し
～

し
か
し
、
個
々
人
の
な
訓
が
役
公

全
体
の
意
識
に
な
る
た
め
に
は
、

そ
れ
を
さ
さ
え
る
仕
組
み
が
必
必

で
あ
る
。
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公的

マスコミ報道
〈加当者と して
の日本、斡国
の対日批判・・ ）

非日常的

学校教育
〈古代中心〉

上
の
二
つ
の
阿
を
み
て
い
た
だ

き
た
い
。
こ
れ
は
、
私
が
韓
国
の

共
同
研
究
者
と
共
に
実
施
し
て
き

lI 

臼常的

スポーツ
音楽
観光

IV 

王立
私的

＠
家
族
や

一
族
の
忌
日
（
命
日
〉
な
ど
で
繰
り
返
し
確
認
さ
れ
る
非

日
常
的
で
聖
的
な
価
値
に
基
づ
く
私
的
な
正
当
化

（
E
）

⑥
こ
の
よ
う
な
韓
国
の
現
状
を
無
視
す
る
〈
理
解
で
き
な
い
〉
と
し

か
韓
国
の
人
達
に
と
ら
え
ら
れ
な
い
日
本
の
側
（
特
に
政
府

・
政

治
家
〉
の
対
応
と
、
そ
の
事
実
を
相
関
す
る
報
道
（
I
〉

四

共
感
の
帯
を
求
め
て

日
本
に
最
も
近
く
国
境
（
ボ
ー
ダ
ー
〉
を
隔
て
る
国
が
韓
国
。
ソ

ウ
ル
市
で
は
日
本
の
衛
星
放
送
を
直
接
受
信
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

近
年
、
日
常
的
に
両
国
を
行
き
交
う
人
の
数
も
増
加
し
て
い
る
。
だ

が
、
そ
れ
で
も
な
お
、
文
字
通
り

「
近
く
て
速
い
国
」
と
評
さ
れ
る

よ
う
に
、
両
国
の
間
に
あ
る
監
は
厚
い
。
そ
れ
を
象
徴
す
る
事
実
が

両
国
の
情
報
の
企
的
質
的
な
差
異
で
あ
る
と
考
え
る
。

こ
の
よ
う
に
、
韓
国
で
は
今
な
お
過
去
の
歴
史
に
起
因
す
る
反
日

意
識
が
根
強
い
。
そ
の
た
め
公
式
に
は
日
本
の
現
代
文
化
は
輸
入
禁

止
で
あ
る
。
だ
が
他
方
で
、

『幌
国
↓
M
本
』
の
図
の
阻
と
W
が
示

す
よ
う
に
、

グ
遊
び
の
世
界
H

〈
田
）
に
、
あ
る
い
は
日
常
生
活
用

品
や
耐
久
消
費
財
な
ど
の
H

日
常
生
活
に
使
用
す
る
モ
j
d

（
W
〉

の
中
に
、
，
日
本
の
現
代
文
化
d

が
実
質
的
に
浸
透
し
て
い
る
こ
と

も
否
定
で
き
な
い
事
実
で
あ
る
。

実
際
に
は
、
ス
ラ
ム
ダ
ン
ク
に
代
表
さ
れ
る
日
木
の
マ
ン
ガ
の
ハ
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ン
グ
ル
訳
を
、
日
本
と
ほ
ぼ
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
小

・
中

・
高
校
生
が

好
ん
で
読
ん
で
い
る
。
若
者
が
集
ま
る
場
所
に
は
、
日
本
の
ゲ
l
ム

訴
を
詰
め
込
ん
だ
ゲ
ー
ム

セ
ン
タ
ー
が
必
ず
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
こ

と
を
日
本
の
新
た
な
文
化
侵
略
と
と
ら
え
、
さ
ら
に
そ
の
内
容
が
青

少
年
に
有
害
で
あ
る
と
の
批
判
が
教
育
関
係
者
か
ら
繰
り
返
し
提
起

さ
れ
て
い
る
。

も
っ
と
も
、
牒
国
内
に
は
、
日
本
文
化
の
良
質
な
部
分
は
許
可
す

べ
き
で
あ
る
と
の
怠
見
も
あ
る
。
特
に
、
昨
年
、
国
際
化
時
代
を
迎

え
日
本
文
化
を
容
認
し
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
、
と
の
韓
国
駐
日

大
使
の
発
言
を
契
機
に
、
テ
レ
ピ
の
特
集
番
組
等
に
よ
り
日
本
文
化

開
放
に
つ
い
て
の
賛
否
両
論
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
韓
国
政
府
に
お

い
て
も
、
教
育
部
（
文
部
省
〉
を
中
心
に
開
放
の
是
非
が
論
議
さ
れ

て
い
る
。
そ
の
諮
問
委
員
の
代
表
が
金
文
燥
先
生
で
あ
る
。

た
だ
し
、
他
方
で
、
先
に
紹
介
し
た
よ
う
に
、
日
本
の
文
学
や
マ

ン
ガ
が
読
ま
れ
、
C
Dが
聞
か
れ
、
マ
イ
ル
ド
セ
ブ
ン
が
フ
ァ
ッ
シ

ョ
ン
と
し
て
吸
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
日
本
の
現
代
文
化
へ

の
欲
求
が
存
在
す
る
こ
と
も
ま
た
否
定
で
き
な
い
事
実
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
矛
盾
す
る
感
情
と
欲
求
の
聞
に
こ
そ
、
日

本
と
韓
国
の
新
た
な
関
係
、
と
り
わ
け
両
国
の
若
者
が
H

真
の
イ
コ

ー
ル
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
共
に
生
き
る
世
界
d

を
新
た
に
創
造
す
る

た
め
の
契
機
が
あ
る
こ
と
を
、
イ

ン
タ
ビ
ュ

ー
過
程
で
知
り
合
っ
た

韓
国
の
友
人
に
学
ん
だ
。
そ
れ
は
、
「
な
ぜ
日
本
で
も
韓
国
で
も
、

の
聞
に
、

日
本
の
マ
ン
ガ
を
は
じ
め
と
す
る
若
者
文
化
を
媒
介
に
し

て
、
意
図
せ
ざ
る
過
程
に
お
い
て
、
H

共
感
帯
n

の
基
盤
が
形
成
さ

れ
つ
つ
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か。

こ
の
よ
う
な
私
の
仮
説
を
指
示
す
る
デ
ー
タ
を
提
供
し
て
く
れ
た

の
が
、
私
も
共
同
研
究
者
と
し
て
参
加
し
実
施
さ
れ
た
日
韓
青
少
年

意
識
比
較
調
査
の
結
果
で
あ
る
。
（
表
は
ま
と
め
て
文
末
に
掲
蛾
〉

五

交
感
の
帯
の
創
造
の
た
め
に

表
ー
を
み
て
い
た
だ
き
た
い
。
韓
国
の
若
者
は
、
日
本
の
若
者
と

比
較
し
て
、
日
本
へ
の
関
心
度
は
高
い
も
の
の
、

敵
対
感
も
ま
た
高

い
。
先
に
紹
介
し
た
反
日
意
識
を
反
映
す
る
結
果
で
あ
る
。

他
方
、
日
本
の
若
者
の
場
合
は
、
韓
国
へ
の
関
心
は
低
く
、
親
し

み
も
感
じ
て
い
な
い
が
、
敵
対
感
も
ま
た
持
っ
て
い
な
い
。

で
は
互
い
の
国
へ
の
評
価
は
ど
う
か
。
表
2
を
み
る
と
、
日
本
の

若
者
の
韓
国
へ
の
評
価
は
高
い
。
特
に
、
「
過
去
の
不
幸
を
清
算
、

将
来
に
向
か
っ
て
前
駆
的
に
協
力
」
が
五

・
三
八
、

「過
去
に
何
度

か
侵
略
、
多
大
な
損
害
を
与
え
、
謝
罪
す
べ
き
国
」
が
五

・
一
回
、

「
国
民
に
バ

イ
タ
リ
テ
ィ
、

将
来
発
展
」
が
ご
了

二
一
、

「
勤
勉
、

す
ぐ
れ
た
」
が
二

・
八
九
、

「
将
来
、
協
力
し
あ
う
国
」
が
二

・
三

六
、
と
、
両
国
の
相
互
理
解
を
進
め
る
上
で
基
礎
と
な
る
質
問
へ
の

N
側
は
非
常
に
肯
定
的
で
あ
る
。

こ
れ
ほ
ど
マ
ン
ガ
が
子
ど
も
や
若
者
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
の
か
」
と

の
質
問
に
対
し
て
、
世
界
の
マ
ン
ガ
文
化
の
現
状
を
怖
臨
し
つ
つ
答

え
て
く
れ
た
韓
国
の
マ

γ
ガ
雑
誌

『
少
年
チ
ャ
ン
プ
』
の
編
集
部
長

7
ア
ン
6
3
y
少

の
貰
卿
泰
氏
の
次
の
言
葉
で
あ
る
。

ヨ
ン
dn
ム

ダ

「
マ
ソ
ガ
に
は
作
者
と
読
者
の
問
に
正
口
、
な
叫
（
共
感
術
〉
H

が

あ
る
か
ら
で
す
。
」

私
は
こ
の
賞
部
長
の
H

共
感
椛
グ
と
い
う
言
葉
を
次
の
よ
う
な
意

味
と
し
て
理
解
し
た。

「作
者
と
読
者
が
同

一
の
存
在
に
な
る
こ
と
か
ら
で
は
な
く
、
相

互
に
異
な
る
存
在
で
あ
る
こ
と
を
認
め
合
い
つ
つ
、

し
か
し
作
品
と

い
う
共
通
の
場
に
お
い
て
、
両
者
が
互
い
に
相
互
の
世
界
を
共
有
し

よ
う
と
す
る
時
に
、
初
め
て
生
じ
る
も
の
。」

こ
の
作
者
と
読
者
の
関
係
を
、
日
本
と
韓
国
の
若
者
の
関
係
に
置

き
換
え
れ
ば
ど
う
な
る
か
。
こ
れ
が
先
に
、

H

其
の
イ
コ
ー
ル
パ
ー

ト
ナ
ー
と
し
て
共
に
生
き
る
世
界
H

を
創
造
す
る
契
機
と
述
べ
た
理

由
で
あ
る
。
そ
し
て
、
私
は
こ
の
概
念
を
手
が
か
り
に
、
日
韓
両
国

の
青
少
年
の
聞
に
、
次
の
よ
う
な
意
図
せ
ざ
る
過
程
が
進
行
し
て
い

る
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。

す
な
わ
ち
、
①
マ
ン
ガ
の
人
気
の
秘
密
は
、
作
者
と
読
者
の
間
に

あ
る
グ
共
感
帯
d

で
あ
る
と
い
う
賀
部
長
の
指
摘
が
正
し
い
な
ら
、

②
日
本
と
韓
国
の
管
少
年
が
、
マ
ン
ガ
を
は
じ
め
同
じ
若
者
文
化
に
、

リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
接
し
て
い
る
と
い
う
事
実
は
、
③
両
国
の
背
少
年

- 8ー

韓
国
の
若
者
の
場
合
は
ど
う
か
。

「国
民
に
バ
イ
タ
リ
テ
ィ
、
将

来
発
展
」
は
日
本
よ
り
高
く
四

・
0
0、
「
勤
勉
、
す
ぐ
れ
た
資
質
」

も
二

・
六
O
で
、
評
価
は
高
い
。
だ
が
、
「
将
来
、
お
び
や
か
す
国
」

も

2
7
0
0と
高
く
、

「
不
可
解
な
国
」
も
、

一
・
八
O
で
、
日
本

と
の
差
は
二

・
六
回
と
大
き
い
。
現
状
の
日
本
の
力
を
評
価
す
る
も

の
の
、
過
去
の
歴
史
に
基
づ
く
不
信
感
は
い
ま
な
お
続
い
て
い
る
こ

と
を
示
唆
す
る
結
果
で
あ
り
、
先
の
相
反
す
る
評
価
が
併
存
す
る
韓

国
の
若
者
の
意
識
を
反
映
し
た
結
果
と
考
え
る
。

で
は
、
相
互
理
解
を
進
め
る
う
え
で
何
が
重
要
か
。

表
3
の
結
果

は
今
後
の
日
本
の
あ
り
方
を
考
え
る
上
で
一示
唆
的
で
あ
る
。

ま
ず
、
日
本
が
韓
国
よ
り
肯
定
度
が
高
い
の
が
次
の
二
項
目
。

「相
手
国
に
住
ん
で
い
る
人
と
友
達
に
な
る
」

「相
手
国
か
ら
来
た
人
と
い
っ
し
ょ
に
仕
事
を
す
る
」

他
方
、
韓
国
が
日
本
よ
り
高
い
項
目
は
次
の
四
項
目
で
あ
る
。

「
日
本
と
韓
国
の
関
係
を
よ
く
す
る
た
め
に
努
力
す
る
」

「相
手
国
に
旅
行
に
で
か
け
る
」

「
相
手
国
の
言
葉
を
勉
強
す
る
」

「
相
手
国
で
し
ば
ら
く
生
活
す
る
」

韓
国
の
若
者
の
積
極
性
を
示
す
結
果
で
あ
る
。

以
上
の
調
査
結
果
は
、
消
極
的
だ
が
確
実
に
基
盤
を
築
い
て
い
る

日
本
、
積
極
的
だ
が
こ
面
性
が
あ
る
韓
国
、
と
特
色
の
違
い
は
あ
る

も
の
の
、
両
国
の
若
者
の
聞
に、

H

共
感
の
帯
H

が
確
実
に
創
造
さ

- 9ー



れ
つ
つ
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
と
考
え
る
。
た
だ
し
、

両
国
の

若
者
が
そ
の
こ
と
を
互
い
に
認
め
合
っ
て
い
る
か
ど
う
か
は
、
疑
問

と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
特
に
、
日
本
の
若
者
の
関
心
度
は
低
い
。

よ
り
積
極
的
な
対
応
が
要
請
さ
れ
る
。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
私
は
、
再
び
韓
国
の
友
人
か
ら
ヒ
ン
ト
と

4

9

－nシ
ポ

ヲ

キ

m
dn

p

な
る
言
葉
を
え
た
。
そ
れ
は
李
元
叡
徳
成
女
子
大
教
授
の
H
Z
な
叶

戸
交
感
帯
）
d

と
い
う
言
葉
で
あ
る
。
李
元
甑
先
生
も
ま
た
、
金
文

検
先
生
と
同
じ
日
本
文
化
開
放
に
関
す
る
諮
問
委
員
会
の
委
員
で
あ

り
、
韓
国
で
最
も
有
名
な
マ
ン
ガ
作
家
で
あ
る
。

李
先
生
は
、
両
国
の
若
者
が
共
有
す
る
現
代
文
化
に
よ
り
グ
共
感

帯
H

が
相
互
に
生
ま
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
を
認
め
な
が
ら
も
、
そ
れ
だ

け
で
は
友
好
関
係
は
創
造
で
き
な
い
と
し
て
、
「
重
要
な
の
は
グ
共

感
帯
を
交
感
帯
d

に
転
換
し
て
い
く
こ
と
で
す
」
と
語
っ
た
。

グ
交
感
帯
H

と
は
相
互
の
遣
い
を
認
め
る
の
み
で
な
く
、
積
極
的

に
働
き
か
け
る
こ
と
を
要
求
す
る
概
念
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
、
日
韓
両
国
は
互
い
の
現
状
を
同
じ
自
の
高
さ
で
知
り

合
う
機
会
を
見
失
い
が
ち
で
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
が
、
先
に
指
摘
し

た
両
国
の
相
互
認
識
に
関
す
る
情
報
の
差
で
は
な
い
か
。
だ
が
そ
の

聞
に
、
な
図
せ
ぎ
る
過
程
で
あ
っ
て
も
、
両
国
の
青
少
年
の
あ
い
だ

に
グ
共
感
の
帯
H

が
生
ま
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
を
認
め
た
い
。

確
か
に
日
本
と
韓
国
の
聞
に
は
、
今
な
お
様
々
な
問
題
が
あ
り
、

そ
の
解
決
へ
の
責
任
の
多
く
は
日
本
の
側
に
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き

相手国にどういう感じをもっているか表1

レンジ

よくも忍くも~ti司王国に関心をもっている．

相手間に親しみを感じる．

~11手図に敵対感を感じる．

3. 98 

・2.09

7.53 

純 国

1.87 

・~.38

2.16 

日本

-2. 11 

・2.29
-5.37 

注 1) 数字は加m平均値．

2) 加重平均値は『まさしくそう思うJを10点、 fどちらかといえぼそう思う』を5点、 rどちらともいえな

い』をO点、 『どちらかといえばそうは忽わない』を・5点‘『まったくそうは忠わない』を－10.点とし

て31-:U.

3) レンジは俗図と日本の加盟平均値のm.次袋以下、問Ul.

表2 相手国への評価

レンジ

4目 12

2.60 

0. 07 

1.00 

-0.29 

-2 29 

健回

な
い。

だ
が
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
両
国
の
青
少
年
の
聞
に
生
ま
れ

つ
つ
あ
る
、
互
い
の
異
質
性
を
P

認
め
合
う
共
感
の
帯
H

を、

H

互

い
に
、
生
か
し
合
い、

学
び
合
い
、
教
え
合
う
H

た
め
の
グ
交
感
の

帯
H

へ
と
転
換
す
る
契
機
を
い
か
に
積
極
的
に
見
出
し
育
む
か
。
こ

れ
が
最
も
重
要
な
課
題
と
考
え
る
。

調
査
結
果
が
示
す
よ
う
に
、
韓
国
の
若
者
の
意
識
は
既
に
そ
の
方

向
に
あ
る
。
問
題
は
日
本
の
若
者
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
責
任
は
今

と
未
来
を
生
き
る
若
者
で
は
な
く
、
過
去
の
歴
史
を
生
き
た
大
人
の

私
た
ち
に
あ
る
と
考
え
る
。
そ
の
一
人
の
大
人
と
し
て
の
私
な
り
の

小
さ
な
一
歩
と
し
て
、
本
年
九
月
三
日
か
ら

一
週
間
、
研
究
室
の
学

生
や
静
岡
の
教
員
一
七
名
と
と
も
に
韓
国
を
訪
問
す
る
。
そ
の
結
果

を
再
び
報
告
で
き
る
機
会
が
あ
る
こ
と
を
願
っ
て
い
る
。

ハ
う
ま
い

ま
さ
ゆ
き

静
岡
大
学
教
育
学
部
教
授
〉

- 10ー

－
筆
者
の
日
韓
比
較
論
に
つ
い
て
は
次
の
拙
著
を
参
照
く
だ
さ
い
。

①

「
日
本
と
韓
国
に
お
け
る
背
少
年
文
化
と
意
識
総
造
の
比
較
研
究
〈
そ
の

一）

」
静
岡
学
関
短
期
大
学
研
究
報
告
5
号

②
「
日
本
の
緋
悶
に
お
け
る
学
校
と
教
室
文
化
の
比
較
研
究
（
そ
の

一
〉」

静
岡
大
学
教
育
学
部
研
究
報
告
人
文
科
学
知
“
号

③
「
日
韓
社
会
科
教
育
比
較
考
（
そ
の

一
〉」

静
岡
大
学
教
官H
学
部
研
究
報

告
教
科
教
育
学
錦
町
ぬ
号

2. 75 

・285 

2.64 

1. 28 

3.00 

・3.45

1.80 

・2.26 

日本

5.38 

5. 14 

3.12 

2.89 

2. 36 

1. 82 

1. 50 

1.30 

0.39 

0.25 

・0.60
-0.84 

・3.54 

過去の不幸をmsi：・し、将来に向かつて積極的に脇カすべき凶である．

過去に何度か侵略し、多大なfill＇.＇を与えたことを創犯すべき悶である．
図民にバイタリティがあり、将来発展する可能性を絡めた聞である．

動勉て’多方i隔にわたってすぐれた資質をも勺ている悶民である．

わが囚が、将3荘、先取する際に、協力しあう聞として、訟もふさわしい．

儒教の鎗理を大切にしている'1'/神的に訟り高い間氏である．

民族を二つに分けられたことで不幸を強いられた問仰すべき凶民て’ある．

かつて文化的にYおBをうけたI宇佐すべき図である．

過去のことを伎にιち、日本人に対して惜しみの念が強い国民である．

将来、わが図の存在をおびやかすことになる図である．

国民一般のものの考え方や価総観は、基本的にわが聞と同じである．

何を考えているかよくわからない不可解な悶である．

今後、次第に経罰的に裂巡し、国のカが弱まっていく悶である．

表3相互理解を進めるうえで何が重要か

レンジ

相手国に住んでいる人と衣述になる．

日本と韓関の関係をよくするために努力する．

相手国に依行にでかける．

相手悶から来た人といっしょに仕事をする．

相手国から来た人をホームステイさせる．

~n手図的言葉を勉強する

相手国でLitらく生活する．

相手国の大学や大学院にru学する．

:fl］手国の会社に就磁し、相手国で仕事をする．

・ネ・調貨は1993lJ'Jl月に日仰両国の『，， ・苅 ・大学生、総Jt3000名を対象に災飽a

－日；本側代表＇l'i"l;t筑波大教授1"11協／＇｝.志。 仰国側代表者はソウル大技授文nu餓

- 11-

-0 GS 

0. 71 

2.43 

-1. 40 

・119 

5.04 

3.58 

2.69 

0.99 

純 国

1.35 

2. 70 

3. 96 

・o.61 
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