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は
じ
め
に

　
筆
者
が
拙
著
『
中
国
人
の
心
理
と
行
動
』
を
脱
稿
し
て
、
す
で
に

二
〇
年
近
く
た
つ
﹇
園
田 2001

﹈。
そ
の
原
型
と
な
る
論
文
「
中
国

的
〈
関
係
主
義
〉
に
関
す
る
基
礎
的
考
察
」
を
発
表
し
た
の
が
一
九

八
八
年
の
こ
と
だ
か
ら
、
筆
者
が
中
国
人
の
行
動
モ
デ
ル
に
関
心
を

も
ち
、
こ
れ
に
関
連
す
る
論
考
を
発
表
す
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、

か
れ
こ
れ
三
〇
年
以
上
の
月
日
が
流
れ
た
こ
と
に
な
る
﹇
園

田 1988 , 1991 , 1995

﹈。

　
「
甘
え
」
や
「
本
音
と
建
前
」
と
い
っ
た
、
従
来
の
日
本
人
論
が

そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
筆
者
の
中
国
人
の
行
動
モ
デ
ル
論
は
、

“
関
係
”（guanxi

）、“
面
子
”（m

ianzi

）、“
人
情
”（renqing

）
と
い
っ

た
、
中
国
社
会
で
日
常
的
に
使
わ
れ
る
言
語
表
現
に
注
目
し
、
こ
れ

ら
が
ど
の
よ
う
に
結
び
つ
き
あ
い
な
が
ら
行
動
モ
デ
ル
が
出
来
上

が
っ
て
い
る
か
を
、
個
別
事
例
を
通
じ
て
検
証
し
よ
う
と
し
て
き

た
。
そ
し
て
中
国
人
の
行
動
モ
デ
ル
を
「
関
係
主
義
」
と
命
名
し
、

中
国
社
会
の
も
つ
特
徴
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
き
た
。

　
そ
の
後
、
中
国
国
内
で
は
“
関
係
”
概
念
を
め
ぐ
る
検
討
を
行
っ

て
い
る
南
京
大
学
の
翟
学
偉
﹇2005 , 2012 , 2019

﹈
に
よ
る
一
連
の

著
作
が
、
中
国
国
外
で
は
比
較
的
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
イ
メ
ー
ジ
を
持
た

れ
が
ち
な
“
関
係
”
に
替
わ
り
、「
礼
尚
往
来
」
概
念
の
利
用
を
提

起
し
た
ロ
ン
ド
ン
大
学
東
洋
ア
フ
リ
カ
学
院
の
常
向
群
﹇C

hang 
2010 , 2016

﹈
に
よ
る
研
究
が
そ
れ
ぞ
れ
刊
行
さ
れ
る
な
ど
、
中
国

人
の
行
動
モ
デ
ル
を
め
ぐ
る
探
求
が
進
ん
だ
。
日
本
国
内
で
も
、
対

中
ビ
ジ
ネ
ス
を
念
頭
に
置
い
た
同
種
の
書
籍
が
継
続
的
に
刊
行
さ
れ

中
国
的「
関
係
主
義
」再
論 

　
│
│
日
本
人
の
対
中
ビ
ジ
ネ
ス
・
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
を
中
心
に
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て
お
り
﹇
ツ
ェ
・
古
田 2011 ; 

吉
村 2012

﹈、
商
業
出
版
ベ
ー
ス
に

乗
ら
な
い
学
術
論
文
で
も
、
中
国
系
研
究
者
に
よ
っ
て
継
続
的
に
議

論
が
さ
れ
て
い
る
﹇
岩
田 2017

﹈。
一
九
八
八
年
に
論
文
を
執
筆
し

た
際
に
は
、
参
考
に
値
す
る
議
論
を
し
て
い
た
の
が
、
台
湾
で
心
理

学
の
本
土
化
を
進
め
て
い
た
台
湾
大
学
の
黄
光
國
﹇1988

﹈
の
研
究

く
ら
い
し
か
な
か
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
隔
世
の
感
が
あ
る
。

　
拙
著
刊
行
後
、
中
国
人
の
行
動
モ
デ
ル
、
と
り
わ
け
“
関
係
”
の

も
つ
特
性
や
機
能
が
さ
か
ん
に
議
論
さ
れ
て
い
る
の
は
、
英
語
媒
体

に
よ
る
学
術
雑
誌
や
専
門
書
、
と
り
わ
け
経
営
管
理
に
関
す
る
領
域

で
、
で
あ
る
﹇Jin 2006 ; W

ong 2007 ; C
hen et al. 2013 ; Feldm

an 
2013 ; Tong et al. 2014

﹈。
そ
の
多
く
が
、
中
国
ビ
ジ
ネ
ス
で
は

“
関
係
”
が
不
可
欠
で
あ
る
と
す
る
主
張
を
さ
ま
ざ
ま
に
パ
ラ
フ

レ
ー
ズ
し
た
も
の
だ
が
、
中
に
は
、“
関
係
”
概
念
を
操
作
的
に
定

義
し
﹇Yen et al. 2011 ; Bu and R

oy 2015

﹈、
こ
れ
が
利
益
の
増
進

や
優
秀
な
従
業
員
の
獲
得
と
い
っ
た
形
で
組
織
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の

向
上
に
繋
が
っ
て
い
る
こ
と
を
検
証
し
た
、
実
証
的
な
研
究
も
あ
る

﹇R
ose 2015 ; X

ian et al. 2019

﹈。
ま
た
、“
関
係
”
の
有
用
性
を
、

中
国
に
進
出
し
た
外
資
系
企
業
を
事
例
に
議
論
し
た
も
の
も
﹇Yang 

2011

﹈、
逆
に
海
外
展
開
し
て
い
る
中
国
系
企
業
を
事
例
に
議
論
し

た
も
の
も
あ
る
﹇D

u and Z
hou 2019

﹈。

　
こ
れ
ら
の
研
究
の
多
く
は
、
実
証
的
な
、
と
り
わ
け
量
的
調
査
の

結
果
を
利
用
し
な
が
ら
、“
関
係
”
や
“
面
子
”
と
い
っ
た
概
念
の

実
体
化
を
進
め
て
い
る
と
い
っ
た
共
通
点
を
も
つ
。
と
こ
ろ
が
、

ち
ょ
う
ど
日
本
人
論
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
異
な
る
文
化
に
属

す
る
人
々
の
接
触
を
通
じ
て
、
こ
れ
ら
の
概
念
の
内
実
が
感
得
さ
れ

る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
を
実
体
化
す
る
だ
け
で
は
、
腑
に
落
ち
た

議
論
に
な
ら
な
い
と
い
う
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
が
存
在
し
て
い
〉
1
〈

る
。
具
体

的
な
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
に
あ
っ
て
生
じ
る
違
和
感
・
異
質
感
こ
そ

が
、
行
動
モ
デ
ル
を
構
築
す
る
際
の
手
掛
か
り
と
な
り
、
豊
か
な
事

例
を
提
供
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　
英
語
媒
体
の
研
究
群
の
多
く
は
、
こ
れ
も
ま
た
、
ち
ょ
う
ど
日
本

人
論
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
西
洋
と
の
対
比
を
前
提
と
し
て
い

る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
日
本
の
読
者
に
と
っ
て

は
、
納
得
し
づ
ら
い
論
点
も
少
な
く
な
〉
2
〈

い
。

　
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
多
く
の
日
本
人
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
が
対
中
ビ
ジ

ネ
ス
で
経
験
す
る
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
を
ケ
ー
ス
に
、
筆
者
自
ら
が

集
め
た
デ
ー
タ
を
散
り
ば
め
つ
〉
3
〈

つ
、
中
国
人
の
行
動
モ
デ
ル
を
再

度
、
論
じ
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

一
　“
関
係
”
優
位
の
ビ
ジ
ネ
ス
風
土

　
中
国
で
の
ビ
ジ
ネ
ス
チ
ャ
ン
ス
が
拡
大
す
る
に
つ
れ
、
日
本
か
ら

中
国
へ
直
接
出
向
き
、
求
職
す
る
ケ
ー
ス
も
増
え
て
い
る
。
改
革
・

開
放
し
て
間
も
な
い
頃
は
、
中
国
の
労
働
市
場
が
対
外
的
に
開
放
さ

れ
て
い
な
い
状
況
に
あ
っ
て
、
数
少
な
い
日
本
人
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン

は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
日
本
の
本
社
か
ら
の
派
遣
者
だ
っ
た
が
、
こ
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れ
も
今
で
は
過
去
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

　
サ
ッ
カ
ー
の
日
本
代
表
監
督
を
務
め
た
経
験
を
持
つ
岡
田
武
史
監

督
も
、
中
国
事
情
を
ほ
と
ん
ど
理
解
す
る
暇
も
な
く
、
中
国
に
出
向

い
て
い
っ
た
日
本
人
の
一
人
。
岡
田
監
督
は
、
二
〇
一
二
年
か
ら
一

三
年
に
か
け
て
、
中
国
ス
ー
パ
ー
リ
ー
グ
・
杭
州
緑
城
の
監
督
を
務

め
た
が
、
そ
の
監
督
辞
任
に
当
た
っ
て
行
わ
れ
た
記
者
会
見
で
興
味

深
い
発
言
を
し
て
い
る
。

　
日
本
の
メ
デ
ィ
ア
は
、
記
者
会
見
の
内
容
を
次
の
よ
う
に
報
道
し

て
い
る
。

　
　
（
岡
田
監
督
は
）
チ
ー
ム
の
成
績
が
低
迷
し
た
こ
と
に
つ
い
て

は
「
力
不
足
を
痛
感
し
た
」
と
陳
謝
。
選
手
に
プ
ロ
意
識
を
植
え

付
け
よ
う
と
し
た
が
、
監
督
の
指
示
よ
り
も
人
間
関
係
を
重
視
す

る
中
国
サ
ッ
カ
ー
の
環
境
な
ど
か
ら
成
果
が
出
な
か
っ
た
と
述

べ
〉
4
〈
た
。

　
筆
者
が
興
味
深
い
と
思
う
の
は
、
岡
田
監
督
が
「
監
督
の
指
示
よ

り
も
人
間
関
係
を
重
視
す
る
」
と
述
べ
、
中
国
の
ビ
ジ
ネ
ス
風
土
の

一
端
に
触
れ
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
以
下
で
紹

介
す
る
調
査
結
果
か
ら
も
、
日
本
人
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
の
似
た
評
価
が

見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
り
、
岡
田
監
督
自
身
、
こ
の
「
人
間
関
係
を
重

視
す
る
」
こ
と
を
、
中
国
社
会
が
、
も
と
も
と
人
間
関
係
重
視
の
特

徴
を
も
っ
て
い
る
こ
と
に
原
因
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
か
ら
で

あ
〉
5
〈
る
。

㈠
　
ビ
ジ
ネ
ス
の
中
の
“
関
係
”

　
実
際
、
中
国
で
ビ
ジ
ネ
ス
を
行
っ
て
い
る
日
本
人
ば
か
り
か
韓
国

人
、
台
湾
人
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
の
多
く
が
、
こ
の
人
間
関
係
の
重
要
性

を
強
く
意
識
し
て
い
る
。

　
図
１
と
図
２
は
二
〇
一
〇
年
に
、
中
国
の
江
蘇
省
と
広
東
省
の
現

地
子
会
社
で
働
く
韓
国
人
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
一
九
二
名
、
台
湾
人
ビ
ジ

ネ
ス
マ
ン
一
六
五
名
、
日
本
人
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
一
四
八
名
、
合
計
五

〇
五
名
を
対
象
に
行
っ
た
質
問
票
調
査
の
結
果
を
示
し
て
い
る
。

　

図
１
は
、「
中
国
で
の
ビ
ジ
ネ
ス
で
は
人
間
関
係
は
契
約
よ
り
大

切
だ
」
と
す
る
文
言
に
対
す
る
反
応
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。「
ど

ち
ら
と
も
い
え
な
い
」
と
あ
い
ま
い
な
回
答
を
し
た
日
本
人
ビ
ジ
ネ

ス
マ
ン
は
四
二
・
四
％
と
、
韓
国
の
二
四
・
六
％
、
台
湾
の
三
一
・

八
％
に
比
べ
て
多
い
も
の
の
、「
ま
っ
た
く
そ
う
だ
」「
そ
う
だ
」
と

回
答
し
た
者
の
割
合
か
ら
「
そ
う
で
な
い
」「
ま
っ
た
く
そ
う
で
は

な
い
」
と
回
答
し
た
者
の
割
合
を
引
く
と
二
三
・
七
ポ
イ
ン
ト
と
、

そ
う
思
う
者
の
方
が
多
い
。
総
じ
て
日
本
の
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
及
び
そ

の
集
合
体
で
あ
る
日
本
の
会
社
組
織
は
契
約
ベ
ー
ス
の
行
動
を
好

み
、
こ
れ
に
拘
束
さ
れ
な
い
「
臨
機
応
変
な
」
対
応
が
求
め
ら
れ
る

局
面
を
極
力
避
け
よ
う
と
す
る
が
、
こ
う
し
た
特
性
を
考
慮
に
入
れ

た
と
し
て
も
、
中
国
に
お
け
る
人
間
関
係
重
視
の
傾
向
が
、
ビ
ジ
ネ

ス
マ
ン
の
回
答
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。



10.8

7.6

8.5

49.2

45.5

32.2

24.6

31.8

42.4

15.4

13.6

13.6

1.5

3.4

韓国

台湾

日本

まったくそうだ そうだ どちらともいえない
そうでない まったくそうではない

0 20 40 60 80 100％

図１　中国でのビジネスでは人間関係は契約より大切だ：日韓台比較

出所：在中国外国人ビジネスマン調査（2010年）

1.36

2.30

1.80
1.99

1.32

2.09
2.28

1.57
1.40

2.15 2.12
1.83

中国で 日本で 韓国で 台湾で

韓国人が 台湾人が 日本人が

図２　必要とされる人間関係の重要度：日韓台比較

出所：在中国外国人ビジネスマン調査（2010年）

50

　
よ
り
説
得
的
な
デ
ー
タ
が
示
さ
れ
て
い
る
の
が
図
２
で
あ
る
。
調

査
対
象
者
に
対
し
て
、
中
国
、
日
本
、
韓
国
、
台
湾
で
、
そ
れ
ぞ
れ

ビ
ジ
ネ
ス
を
行
う
場
合
、
こ
れ
ら
の
地
域
で
ど
れ
だ
け
人
間
関
係
が

重
要
と
な
る
か
に
つ
い
て
、
１
．「
大
変
重
要
」
か
ら
、
５
．「
ま
っ
た

く
重
要
で
な
い
」
ま
で
の
五
段
階
評
価
を
つ
け
て
も
ら
っ
た
も
の

の
、
そ
れ
ぞ
れ
の
平
均
値
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。「
＊
＊
＊
が
」

と
表
記
さ
れ
て
い
る
の
が
質
問
票
の
回
答
者
を
、「
＊
＊
で
」
と
表

記
さ
れ
て
い
る
の
が
ビ
ジ
ネ
ス
の
行
わ
れ
る
場
所
を
、
そ
れ
ぞ
れ
示



51──中国的「関係主義」再論

し
て
お
り
、
数
値
は
小
さ
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
人
間
関
係
が
重
要

だ
と
み
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

　

こ
の
図
か
ら
、
い
く
つ
か
興
味
深
い
知
見
を
得
る
こ
と
が
で
き

る
。

　
第
一
に
、
日
韓
台
す
べ
て
の
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
に
と
っ
て
、
中
国
で

の
ビ
ジ
ネ
ス
で
最
も
人
間
関
係
が
重
視
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
て
い

る
。
中
国
で
の
ビ
ジ
ネ
ス
へ
の
評
価
ス
コ
ア
は
、
韓
国
人
ビ
ジ
ネ
ス

マ
ン
で
一
・三
六
、
台
湾
人
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
で
一
・三
二
、
日
本
人
ビ

ジ
ネ
ス
マ
ン
で
一
・
四
〇
と
、
日
本
や
韓
国
、
台
湾
で
の
ス
コ
ア
に

比
べ
て
明
ら
か
に
小
さ
く
な
っ
て
い
る
。

　
第
二
に
、
人
間
関
係
の
重
要
さ
を
め
ぐ
り
、
自
国
と
中
国
の
評
価

の
違
い
を
ス
コ
ア
化
し
て
み
る
と
、
日
本
人
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
の
ス
コ

ア
が
圧
倒
的
に
大
き
い
。
日
本
人
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
の
中
国
へ
の
評
価

は
一
・
四
〇
、
自
国
へ
の
評
価
は
二
・
一
五
と
、
そ
の
違
い
は
〇
・
七

五
。
こ
れ
に
対
し
て
、
韓
国
人
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
の
中
国
へ
の
評
価
は

一
・
三
六
で
自
国
へ
の
評
価
は
一
・
八
〇
と
、
そ
の
違
い
が
〇
・
四

四
、
台
湾
人
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
の
中
国
へ
の
評
価
は
一
・
三
二
で
自
国

へ
の
評
価
は
一
・五
七
と
、
そ
の
違
い
が
〇
・二
五
と
な
っ
て
お
り
、

日
本
の
ス
コ
ア
に
比
べ
て
圧
倒
的
に
小
さ
い
。
中
国
へ
の
評
価
だ
け

を
比
べ
て
み
る
と
、
日
本
人
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
の
方
が
、
人
間
関
係
が

重
要
だ
と
思
っ
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
が
、
自
国
と
の
ギ
ャ
ッ
プ

に
注
目
す
る
と
、
日
本
人
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
が
最
も
大
き
な
ギ
ャ
ッ
プ

を
感
じ
て
い
る
こ
と
を
、
こ
の
図
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
こ
れ
か
ら
も
、
少
な
く
と
も
日
本
人
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
に
と
っ
て
、

対
中
ビ
ジ
ネ
ス
の
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
に
あ
っ
て
“
関
係
”
の
優
位

が
大
き
く
意
識
さ
れ
て
い
る
現
実
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

㈡
　“
関
係
”
は
衰
耗
し
な
い

　

こ
う
し
た
日
本
人
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
の
感
覚
に
つ
い
て
は
、
絶
え

ず
、「
中
国
が
発
展
途
上
国
だ
か
ら
、
こ
う
し
た
特
徴
が
一
時
的
に

見
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
市
場
経
済
が
成
熟
し
、
市
場
を
規
制
す
る

法
的
基
盤
が
整
備
さ
れ
れ
ば
、“
関
係
”
へ
の
依
存
や
利
用
は
徐
々

に
低
下
し
て
い
く
の
で
は
な
い
か
」
と
い
っ
た
批
判
が
聞
か
れ
る
。

た
と
え
ば
、
中
国
の
企
業
風
土
の
中
に
“
関
係
”
の
浸
透
が
あ
る
こ

と
を
分
析
し
た
拙
編
著
『
証
言
・
日
中
合
弁
』﹇
園
田
編 1998

﹈
へ

の
書
評
で
、
渡
辺
利
夫
は
「
ビ
ジ
ネ
ス
に
と
っ
て
み
れ
ば
、
中
国
は

ご
く
平
均
的
な
開
発
途
上
国
の
一
つ
で
し
か
な
い
の
だ
と
い
う
の

が
、
本
書
の
最
重
要
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
る
よ
う
に
私
に
は
思
わ
れ

る
」﹇
渡
辺 1998

﹈
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
市
場
経
済
の
成

熟
と
と
も
に
“
関
係
”
が
重
要
性
を
失
う
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
も

の
と
解
釈
で
き
〉
6
〈

る
。

　
で
は
、
本
当
に
そ
う
だ
ろ
う
か
。
筆
者
は
、
機
会
あ
る
ご
と
に
、

中
国
の
人
々
の
“
関
係
”
を
め
ぐ
る
意
識
を
質
問
票
の
中
に
落
と
し

込
み
、
可
能
な
場
合
に
は
時
系
列
調
査
と
し
て
実
施
し
て
き
た
が
、

そ
の
い
ず
れ
の
結
果
を
見
て
も
、“
関
係
”
の
衰
耗
を
示
唆
す
る
証

拠
が
得
ら
れ
て
い
な
い
。
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“
関
係
”
が
衰
耗
す
る
に
は
、
こ
れ
を
利
用
す
る
側
に
“
関
係
”

を
利
用
す
る
こ
と
へ
の
後
ろ
め
た
さ
や
、
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

生
じ
る
負
の
効
果
が
強
く
意
識
さ
れ
て
い
る
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て

何
よ
り
、
市
場
の
成
熟
と
と
も
に
、“
関
係
”
を
利
用
し
よ
う
と
す

る
意
欲
が
弱
く
な
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
図
３

か
ら
図
５
は
、
こ
う
し
た
意
欲
の
衰
弱
化
と
は
異
な
る
現
実
を
示
し

て
い
る
。

　
図
３
と
図
４
は
、
ア
ジ
ア
バ
ロ
メ
ー
タ
ー
の
二
〇
〇
三
年
、
二
〇

〇
六
年
、
二
〇
〇
八
年
の
デ
ー
タ
を
用
い
、
全
回
答
者
の
う
ち
、
み

ず
か
ら
の
職
業
を
「
自
営
業
者
」
と
回
答
し
た
者
に
限
定
し
た
上
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で
、
そ
の
回
答
の
経
年
変
化
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
図
３
は
「
政
府
の
許
可
を
必
要
と
す
る
人
が
、
そ
の
申
請
を
取
り

扱
う
行
政
官
に
「
と
に
か
く
我
慢
し
て
待
て
」
と
言
わ
れ
た
ら
、
そ

の
人
は
ど
う
す
る
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
か
」
と
す
る
問
い
に
対
す
る

回
答
の
分
布
を
示
し
て
い
る
。
そ
こ
で
「
コ
ネ
を
使
う
」
と
す
る
回

答
は
、
二
〇
〇
三
年
で
二
三
・三
％
、
二
〇
〇
四
年
で
二
五
・五
％
、

二
〇
〇
六
年
で
二
四
・
五
％
と
、
調
査
期
間
中
に
数
値
が
減
っ
て
い

る
と
は
い
い
が
た
い
。
ま
た
図
４
は
、「
あ
な
た
が
、
あ
る
会
社
の

社
長
だ
と
し
ま
す
。
社
員
採
用
試
験
で
、
あ
な
た
の
親
戚
が
２
番
の

成
績
を
と
り
ま
し
た
が
、
１
番
の
人
と
あ
ま
り
成
績
の
開
き
は
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
。
あ
な
た
な
ら
、
１
番
の
人
と
２
番
の
人
と
ど
ち
ら

を
採
用
し
ま
す
か
」
と
の
質
問
に
対
す
る
回
答
を
示
し
た
も
の
だ

が
、「
２
番
目
の
親
戚
」
を
選
ん
だ
者
の
割
合
で
い
う
と
、
二
〇
〇

三
年
の
二
八
・三
％
、
二
〇
〇
六
年
の
三
八
・四
％
、
二
〇
〇
八
年
の

三
六
・一
％
と
、
む
し
ろ
数
値
は
増
加
し
て
い
る
。

　
興
味
深
い
の
は
、
図
４
が
示
し
て
い
る
雇
用
ポ
リ
シ
ー
に
つ
い
て

は
、
年
齢
的
に
若
い
高
学
歴
層
の
方
で
「
２
番
目
の
親
戚
」
を
選
ぶ

傾
向
が
見
ら
れ
る
点
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
推
移
は
、
筆
者

が
行
っ
て
き
た
天
津
、
重
慶
、
上
海
、
広
州
と
い
っ
た
中
国
の
四
都

市
で
実
施
し
て
き
た
調
査
の
結
果
か
ら
も
、
同
様
に
見
て
取
る
こ
と

が
で
き
る
。

　

図
５
は
、「
仕
事
を
探
す
際
に
、
個
人
的
な
関
係
を
利
用
す
る
こ

と
は
さ
ほ
ど
悪
い
こ
と
で
は
な
い
」
と
す
る
文
言
に
対
し
て
、「
１
．

ま
っ
た
く
そ
う
だ
」
か
ら
「
５
．ま
っ
た
く
そ
う
で
は
な
い
」
ま
で

の
五
点
ス
コ
ア
を
付
け
た
も
の
で
、
ス
コ
ア
が
低
け
れ
ば
低
い
ほ

ど
、
回
答
者
が
そ
う
思
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
一
九
九
八

年
と
二
〇
〇
六
年
の
調
査
で
比
べ
て
み
る
と
、
四
〇
歳
代
、
五
〇
歳

代
、
六
〇
歳
代
で
は
大
き
な
違
い
が
見
ら
れ
な
い
の
に
、
二
〇
歳
代
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と
三
〇
歳
代
と
い
っ
た
、
実
際
に
求
職
活
動
を
し
て
い
る
年
齢
層

で
、
こ
の
ス
コ
ア
が
低
下
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
ら
の
調

査
結
果
は
、
市
場
経
済
が
成
熟
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
“
関
係
”
が
重
要

性
を
失
う
と
す
る
議
論
を
支
持
す
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
逆

に
、
市
場
経
済
化
の
中
で
、
人
々
、
と
り
わ
け
若
年
の
高
学
歴
層
が

“
関
係
”
を
利
用
し
つ
つ
、
仕
事
を
見
つ
け
る
／
与
え
る
こ
と
を
当

然
だ
と
思
い
つ
つ
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

㈢
　“
関
係
”
の
特
質
と
機
能

　
“
関
係
”
と
は
、
個
人
を
結
び
つ
け
る
紐
帯
で
あ
り
、
情
報
や
資

金
な
ど
多
く
の
社
会
的
資
源
を
流
通
さ
せ
る
チ
ャ
ネ
ル
で
あ
る
。
後

述
す
る
よ
う
に
、
個
人
は
「
脱
人
称
化
」
さ
れ
に
く
く
、
個
々
が
自

分
と
ど
の
よ
う
な
関
係
を
持
っ
て
い
る
か
に
よ
っ
て
距
離
化
さ
れ
、

そ
の
距
離
に
応
じ
て
異
な
る
関
係
の
力
学
が
働
く
。“
関
係
”
が
近

い
者
に
は
近
い
者
と
し
て
の
振
る
舞
い
が
、
遠
い
者
に
は
遠
い
者
と

し
て
の
振
る
舞
い
が
求
め
ら
れ
、
結
び
つ
き
の
距
離
が
大
き
な
役
割

を
果
た
す
。“
関
係
”
が
近
い
者
同
士
で
は
、
多
く
の
社
会
的
資
源

が
共
有
さ
れ
、
相
互
に
融
通
し
合
う
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
の
に
対
し

て
、“
関
係
”
が
遠
い
者
同
士
で
は
、
こ
う
し
た
資
源
の
共
有
は
起

こ
り
に
く
く
、
む
し
ろ
資
源
を
奪
い
合
う
関
係
が
で
き
や
す
い
。

　
も
と
も
と
“
関
係
”
が
存
在
し
て
い
な
い
も
の
の
、
重
要
な
情
報

を
得
る
こ
と
で
ビ
ジ
ネ
ス
を
円
滑
に
行
い
た
い
と
考
え
る
海
外
の
ビ

ジ
ネ
ス
マ
ン
と
、
巨
大
な
許
認
可
を
も
つ
中
国
の
行
政
官
の
間
に

あ
っ
て
、“
関
係
”
構
築
の
た
め
に
資
源
が
交
換
さ
れ
る
ケ
ー
ス
が

少
な
く
な
い
。
行
政
官
が
「
極
秘
情
報
」
や
「
特
別
な
扱
い
」
を
提

供
し
、
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
が
「
金
品
」
や
「
サ
ー
ビ
ス
」
を
提
供
す
る

こ
と
で
、
両
者
の
“
関
係
”
が
構
築
さ
れ
、
維
持
さ
れ
る
と
い
う
構

図
が
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
以
下
に
紹
介
す
る
、
二
〇
〇
〇
年
に
筆
者
が
日
本
人
商
社
マ
ン
を

対
象
に
行
っ
た
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
結
果
と
、
二
〇
〇
八
年
に
台
湾
人

ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
を
対
象
に
陳
志
柔
が
行
っ
た
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
結
果

は
、
対
中
ビ
ジ
ネ
ス
・
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
で
い
か
に
こ
の
“
関

係
”
が
作
用
す
る
か
を
、
う
ま
く
説
明
し
て
く
れ
て
い
る
。

　
　
南
京
に
は
化
学
関
係
や
繊
維
関
係
の
企
業
が
多
く
集
ま
っ
て
い

ま
す
が
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
で
働
い
て
い
る
「
旧
い
友
人
」
た
ち

が
流
し
て
く
れ
る
情
報
が
、
も
っ
と
も
信
頼
性
が
高
か
っ
た
で
す

ね
。
た
と
え
ば
「
こ
の
会
社
に
は
金
が
な
い
か
ら
、
金
が
振
り
込

ま
れ
な
い
」
と
か
、「
あ
そ
こ
で
は
人
事
異
動
が
起
こ
っ
て
い

て
、
対
応
し
て
い
る
人
は
権
力
を
失
い
つ
つ
あ
る
」
と
か
、「
今

ま
で
の
担
当
が
替
わ
っ
て
、
今
度
担
当
す
る
人
は
日
本
に
対
し
て

敵
対
的
な
感
情
を
抱
い
て
い
る
」
と
い
っ
た
情
報
が
流
れ
て
き
ま

し
た
。
こ
の
「
旧
い
友
人
」
と
は
、
昔
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
一
緒
に

働
い
て
仲
良
く
な
っ
た
人
で
、
彼
ら
が
日
本
に
来
た
時
に
行
き
た

い
と
こ
ろ
に
連
れ
て
行
っ
た
と
か
、
贈
り
物
を
し
た
と
か
、
親
戚

の
子
供
が
日
本
に
来
る
の
で
面
倒
を
見
て
や
っ
た
と
か
、
日
本
で
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い
ろ
い
ろ
な
企
業
を
紹
介
し
た
と
か
、
要
す
る
に
個
人
的
な
縁
故

関
係
が
あ
る
人
で
す
ね
。
本
当
は
個
人
的
な
と
こ
ろ
で
働
い
て
い

な
が
ら
、
表
面
で
は
決
し
て
そ
う
で
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
こ
れ

が
中
国
の
社
会
で
し
た
ね
。﹇
園
田 2016 : 182

﹈

　
　
個
人
的
な
関
係
を
維
持
し
、
お
祭
り
の
際
に
地
方
政
府
の
役
人

に
付
け
届
け
を
上
げ
た
り
、「
紅
包
」（hongbao

：
ご
祝
儀
の
意

味
）
を
上
げ
た
り
す
る
の
は
、
日
常
生
活
の
一
部
と
な
っ
て
い
ま

す
。
計
算
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。
こ
の
鎮
に
は
六
〇
〇
社
の
外
資

系
企
業
が
存
在
し
て
い
ま
す
。
一
社
が
局
長
に
一
〇
〇
〇
元
を

贈
っ
た
と
す
る
と
、
こ
の
局
長
は
六
〇
万
元
を
懐
に
入
れ
る
こ
と

が
で
き
ま
す
！　
し
か
も
、
特
定
の
お
願
い
を
す
る
た
め
の
も
の

で
な
く
、
通
常
の
挨
拶
の
た
め
の
も
の
で
す
。
特
別
な
愛
顧
を
求

め
よ
う
と
し
よ
う
も
の
な
ら
、
そ
れ
以
上
の
支
出
を
覚
悟
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、
日
ご
ろ
の
お
付
き
合
い
を
し
て
い
な

い
と
、
地
方
の
役
人
が
夕
食
の
招
待
を
受
け
、
企
業
が
抱
え
る
問

題
に
耳
を
傾
け
て
は
く
れ
ま
せ
ん
。
ま
さ
か
の
た
め
に
、
こ
の
よ

う
な
関
係
を
作
り
上
げ
る
こ
と
は
、
す
ご
く
重
要
な
の
で
す
。

﹇
陳 2016 : 2 2

﹈

　
こ
の
よ
う
に
距
離
を
縮
め
、
互
い
の
資
源
を
交
換
・
流
通
さ
せ
あ

う
よ
う
な
行
為
を
「
関
係
を
引
っ
張
る
」
と
い
う
。“
関
係
”
の
距

離
は
、
以
下
で
説
明
す
る
“
面
子
”
と
“
人
情
”
が
い
か
な
る
状
態

で
あ
る
か
に
よ
っ
て
、
近
く
な
っ
た
り
遠
く
な
っ
た
り
す
る
ダ
イ
ナ

ミ
ッ
ク
な
動
き
を
見
せ
る
の
で
あ
る
。

　
さ
ま
ざ
ま
な
規
制
が
あ
る
か
、
逆
に
競
争
が
激
し
く
て
目
標
達
成

が
難
し
い
状
況
に
あ
っ
た
と
し
て
も
、
こ
の
規
制
や
競
争
の
ゲ
ー
ト

キ
ー
パ
ー
に
近
づ
き
、「
関
係
を
引
っ
張
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
目
標

を
達
成
す
る
。
そ
も
そ
も
ル
ー
ル
が
存
在
し
な
い
状
況
に
あ
っ
て
、

個
別
の
“
関
係
”
を
利
用
す
る
こ
と
で
局
面
を
打
開
す
る
。
こ
う
し

た
柔
軟
な
考
え
方
を
持
つ
中
国
人
が
作
り
上
げ
る
ビ
ジ
ネ
ス
風
土

は
、
ル
ー
ル
や
規
則
に
縛
ら
れ
が
ち
な
日
本
人
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
に

と
っ
て
、
実
に
厄
介
な
存
在
で
あ
る
。「
関
係
を
引
っ
張
る
」
技
術

を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
そ
も
そ
も
誰
と
の

「
関
係
を
引
っ
張
る
」
必
要
が
あ
る
か
を
見
極
め
る
力
を
持
ち
合
わ

せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
特
に
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
が
一
般
的
で
、
駐
在
期
間
が
平
均
三
年
程

度
し
か
な
い
日
本
の
駐
在
員
の
場
合
、「
関
係
を
引
っ
張
る
」
作
業

は
困
難
を
極
め
る
。“
関
係
”
の
有
無
に
よ
っ
て
ビ
ジ
ネ
ス
の
パ

フ
ォ
ー
マ
ン
ス
が
大
き
く
異
な
る
こ
と
は
知
り
な
が
ら
も
、“
関

係
”
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
理
解
す
る
の
が
難
し
く
、
自
ら
の
ビ
ジ
ネ

ス
行
為
を
め
ぐ
る
不
確
実
な
状
況
が
、
多
く
の
日
本
人
ビ
ジ
ネ
ス
マ

ン
に
と
っ
て
耐
え
難
い
か
ら
で
あ
る
。

　
“
関
係
”
の
人
称
性
は
、
以
上
の
よ
う
な
事
情
か
ら
、
多
く
の
日

本
人
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
に
と
っ
て
認
知
的
不
協
和
を
生
み
出
す
源
泉
と

な
り
や
す
い
。
特
に
中
国
国
内
で
“
関
係
”
を
構
築
す
る
の
に
十
分
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な
滞
在
期
間
を
持
た
な
い
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
に
と
っ
て
は
、“
関
係
”

優
位
の
ビ
ジ
ネ
ス
風
土
は
ビ
ジ
ネ
ス
パ
ー
ト
ナ
ー
に
対
す
る
信
頼
を

構
築
し
に
く
い
環
境
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
我
々
の

調
査
の
結
果
か
ら
も
裏
付
け
ら
れ
て
い
る
。

　
図
６
は
、
在
中
国
外
国
人
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
調
査
（
二
〇
一
〇
年
）

の
結
果
を
示
し
た
も
の
だ
が
、「
契
約
を
履
行
す
る
と
い
う
点
で
、

以
下
の
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
た
ち
は
ど
の
程
度
信
頼
で
き
ま
す
か
？
」
と

す
る
質
問
で
、
中
国
人
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
に
対
し
て
日
本
、
韓
国
、
台

湾
の
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
が
下
し
た
評
価
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
す
で

に
図
１
と
図
２
で
、
日
本
人
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
が
中
国
に
お
け
る
“
関

係
”
優
位
の
風
土
に
自
国
と
の
大
き
な
落
差
を
感
じ
て
い
る
こ
と
を

確
認
し
た
が
、
図
６
か
ら
は
、
こ
れ
が
中
国
人
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
に
対

す
る
相
対
的
な
信
頼
の
低
下
を
生
み
出
し
て
い
る
こ
と
を
見
て
と
る

こ
と
が
で
き
る
。

　
“
関
係
”
優
位
の
風
土
を
、
単
な
る
異
文
化
と
し
て
理
解
し
て
い

る
な
ら
ま
だ
し
も
、
こ
れ
を
ビ
ジ
ネ
ス
パ
ー
ト
ナ
ー
へ
の
不
信
の
源

泉
と
み
て
い
る
と
す
れ
ば
深
刻
で
あ
る
。
実
際
、
日
本
人
ビ
ジ
ネ
ス

マ
ン
に
と
っ
て
、“
関
係
”
以
上
に
難
し
い
中
国
人
の
行
動
特
性
が

あ
り
、
こ
れ
に
関
わ
る
概
念
が
“
面
子
”
と
“
人
情
”
で
あ
る
。
こ

の
“
面
子
”
と
“
人
情
”
こ
そ
が
、“
関
係
”
の
在
り
方
を
規
定
す

る
大
き
な
要
素
で
あ
り
、
そ
こ
に
対
す
る
十
分
な
理
解
が
な
い
と
、

“
関
係
”
を
理
解
し
こ
れ
を
操
作
す
る
こ
と
は
難
し
い
。

　

本
節
の
冒
頭
で
紹
介
し
た
岡
田
監
督
の
困
惑
は
、“
関
係
”
の
存

在
そ
の
も
の
に
対
し
て
と
い
う
よ
り
、
そ
の
背
後
に
あ
る
“
面
子
”

や
“
人
情
”
の
特
徴
や
力
学
に
対
し
て
の
も
の
で
あ
る
の
だ
が
、
以

下
、
こ
の
点
に
つ
い
て
敷
衍
し
て
い
こ
う
。



83.7

44.4

88.3

9.5

22.8

1.4

6.8

32.7

10.3

0 20 40 60 80 100％

韓国

台湾

日本

そうだ ちがう どちらともいえない

図７　中国人は自尊心が強い：日韓台比較

出所：在中国外国人ビジネスマン調査（2010年）

63.5

55.9

84.6

22.2

14.9

3.4

14.3

29.2

12.0

0 20 40 60 80 100％

韓国

台湾

日本

そうだ ちがう どちらともいえない

図８　中国人は自己中心的だ：日韓台比較

出所：在中国外国人ビジネスマン調査（2010年）

57──中国的「関係主義」再論

二
　“
関
係
”
を
支
え
る
“
面
子
”
と
“
人
情
”

㈠
　“
面
子
”
│
│
自
己
中
心
性
と
状
況
依
存
性
の
併
〉
7
〈存

　
ま
ず
は
、
図
７
と
図
８
を
見
て
ほ
し
い
。
今
ま
で
中
国
と
の
ビ
ジ

ネ
ス
に
長
く
従
事
し
て
き
た
日
本
人
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
二
〇
〇
名
以
上

を
対
象
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
積
み
重
ね
て
き
た
が
、
彼
ら
が
口
に
し

て
い
た
中
国
人
の
特
徴
を
形
容
詞
と
し
て
ま
と
め
、「
こ
う
し
た
形

容
詞
は
中
国
人
を
形
容
す
る
も
の
と
し
て
正
し
い
か
」
と
聞
い
た
結

果
の
一
部
を
示
し
た
の
が
、
こ
れ
ら
の
図
で
あ
る
。
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「
自
尊
心
が
強
い
」
に
せ
よ
「
自
己
中
心
的
」
に
せ
よ
、
日
本
で

は
あ
ま
り
肯
定
的
な
表
現
と
は
思
わ
れ
て
い
な
い
が
、
こ
の
種
の
質

問
票
で
は
曖
昧
な
回
答
を
し
が
ち
な
日
本
人
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
の
九
割

近
く
が
「
そ
う
思
う
」
と
回
答
し
て
い
る
の
に
は
驚
か
さ
れ
る
。

⑴　
個
人
責
任
を
中
心
に
成
り
立
つ
職
場

　
で
は
、
日
本
人
に
映
じ
た
中
国
人
の
自
己
中
心
性
は
、
ど
の
よ
う

な
形
で
ビ
ジ
ネ
ス
の
現
場
に
現
れ
る
の
か
。

　
第
一
に
、
日
本
企
業
が
求
め
て
い
る
集
団
作
業
│
│
と
り
わ
け
生

産
現
場
を
抱
え
る
製
造
業
で
は
、
こ
う
し
た
集
団
作
業
が
求
め
ら
れ

る
傾
向
が
強
い
│
│
に
対
応
で
き
ず
、
あ
く
ま
で
個
人
の
権
限
・
責

任
で
行
動
す
る
中
国
人
従
業
員
の
姿
に
、
日
本
人
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
が

驚
く
と
い
っ
た
シ
ー
ン
で
現
れ
る
。

　
一
九
九
三
年
に
遼
寧
省
大
連
市
で
操
業
を
開
始
し
た
電
子
関
連
の

日
本
企
業
で
働
く
日
本
人
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
を
対
象
に
、
一
九
九
六
年

に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
た
と
こ
ろ
、
次
の
よ
う
な
発
言
が
得
ら
れ
た
。

　
　
一
般
従
業
員
の
働
き
ぶ
り
を
み
て
い
る
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
と
こ

ろ
に
日
本
と
中
国
の
違
い
が
見
え
て
き
ま
し
た
。
た
と
え
ば
日
本

の
場
合
だ
と
、
工
場
の
現
場
で
チ
ー
ム
を
作
っ
て
い
る
の
が
四
〇

歳
程
度
の
お
ば
さ
ん
た
ち
で
す
が
、
彼
女
ら
は
自
発
的
に
リ
ー

ダ
ー
を
決
め
、
そ
の
リ
ー
ダ
ー
を
中
心
に
仕
事
の
分
担
を
し
た
上

で
作
業
に
と
り
か
か
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
中
国
の
現
場
を
見
て
い

る
と
、
こ
う
し
た
リ
ー
ダ
ー
格
の
人
が
い
ま
せ
ん
。
各
自
が
バ
ラ

バ
ラ
に
作
業
を
し
て
い
る
だ
け
で
す
。
個
人
と
し
て
見
る
と
一
生

懸
命
仕
事
を
し
て
い
る
の
で
す
が
、
と
に
か
く
組
織
だ
っ
て
い
な

い
の
で
す
。﹇
園
田 1998 : 3 5

﹈

　
北
で
も
南
で
も
、
日
本
人
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
は
似
た
感
想
を
持
つ
よ

う
だ
。
一
九
九
八
年
に
深
圳
の
日
系
化
学
メ
ー
カ
ー
の
日
本
人
ビ
ジ

ネ
ス
マ
ン
を
対
象
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
行
っ
た
際
、
次
の
よ
う
な
発

言
が
得
ら
れ
て
い
る
。

　
　

中
国
人
従
業
員
は
、
…
…
個
人
プ
レ
ー
が
多
く
、「
団
結
」
と

い
っ
た
言
葉
が
い
ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ
で
貼
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
実

際
に
「
団
結
」
す
る
こ
と
は
相
当
に
不
得
手
で
す
。
ま
た
、
会
社

が
大
き
く
な
れ
ば
個
人
も
大
き
く
な
る
と
い
っ
た
発
想
は
あ
り
ま

せ
ん
。
も
っ
と
も
、
絶
え
ず
政
治
的
な
変
動
を
経
験
し
て
き
た
人

た
ち
に
、
こ
の
よ
う
な
発
想
を
持
て
と
い
っ
て
も
む
ず
か
し
い
か

も
し
れ
ま
せ
ん
が
。﹇
園
田 2000 : 5 3

﹈

　
も
ち
ろ
ん
、
集
団
作
業
の
訓
練
を
受
け
て
こ
な
か
っ
た
と
い
っ
た

事
情
や
、
社
会
主
義
体
制
の
も
と
で
個
人
を
単
位
に
し
た
管
理
が
な

さ
れ
て
き
た
過
去
の
経
緯
も
関
係
し
て
い
よ
う
。

　
事
実
、
江
蘇
省
連
雲
港
市
に
あ
る
日
系
食
品
メ
ー
カ
ー
の
日
本
人

ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
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日
本
の
工
場
と
は
異
な
り
、
部
品
が
な
く
な
っ
た
ら
、
こ
の
部

品
を
な
く
し
た
従
業
員
が
給
料
か
ら
そ
の
弁
償
を
す
る
シ
ス
テ
ム

に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
普
通
、
日
本
の
工
場
の
場
合
、
最
初
か
ら

あ
る
程
度
の
予
備
部
品
を
買
っ
て
お
き
、
絶
え
ず
部
品
不
足
に
な

ら
な
い
よ
う
な
態
勢
を
敷
き
ま
す
。
そ
し
て
、
不
足
し
た
部
品
の

数
を
い
つ
も
チ
ェ
ッ
ク
し
て
お
き
、
そ
の
数
を
減
ら
す
よ
う
集
団

と
し
て
努
力
す
る
シ
ス
テ
ム
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
中
国
で
は
、

あ
く
ま
で
個
人
の
責
任
で
部
品
の
管
理
が
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

﹇
園
田
編 1993 : 118

﹈

　
こ
う
し
た
状
況
に
直
面
し
て
、
多
く
の
日
本
人
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
は

日
本
的
な
集
団
活
動
の
限
界
を
感
じ
や
す
い
。
実
際
、
細
か
な
罰
則

規
定
を
決
め
た
り
、
個
人
の
権
限
の
範
囲
を
明
確
に
し
た
り
す
る
こ

と
で
、
職
場
で
発
生
す
る
ト
ラ
ブ
ル
を
回
避
し
よ
う
と
す
る
ケ
ー
ス

が
多
い
が
、
こ
う
し
た
状
況
を
日
本
人
は
「
中
国
で
は
性
悪
説
に
基

づ
い
た
経
営
が
な
さ
れ
て
い
る
」
と
表
現
し
、
一
段
低
い
管
理
手
法

と
み
な
す
傾
向
が
強
い
。

　
遼
寧
省
瀋
陽
市
の
日
系
化
学
メ
ー
カ
ー
の
総
務
担
当
者
は
次
の
よ

う
に
述
べ
、
日
本
的
な
管
理
方
法
が
中
国
で
通
用
し
な
か
っ
た
と
当

時
の
状
況
を
回
顧
し
て
い
た
が
、
こ
う
し
た
状
況
は
現
在
で
も
中
国

の
日
本
企
業
で
広
く
見
ら
れ
て
い
る
。

　
　

工
場
を
建
設
し
て
か
ら
ま
も
な
く
、
多
く
の
工
具
類
が
ぽ
つ

り
、
ぽ
つ
り
な
く
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。
ド
ラ
イ
バ
ー
や
ペ
ン
チ

な
ど
、
日
本
人
か
ら
す
れ
ば
た
い
し
た
こ
と
の
な
い
工
具
類
で

あ
っ
て
も
、
こ
れ
が
な
く
な
る
こ
と
は
無
秩
序
が
拡
が
る
こ
と
を

意
味
し
て
い
ま
し
た
か
ら
、
私
も
事
態
を
憂
慮
し
て
い
ま
し
た
。

そ
こ
で
一
計
を
案
じ
て
、「
あ
と
で
こ
の
工
具
を
あ
げ
る
か
ら
、

盗
ま
れ
な
い
よ
う
に
見
張
っ
て
い
て
く
れ
」
と
指
示
を
出
し
ま
し

た
。
す
る
と
、
盗
難
事
件
が
生
じ
な
く
な
っ
た
ど
こ
ろ
か
、
別
の

従
業
員
も
、「
私
も
監
督
役
を
や
り
た
い
」
と
言
い
出
す
ほ
ど
で

し
た
。﹇
園
田
編 1993 : 5 9

﹈

⑵　
自
ら
の
失
敗
を
認
め
た
が
ら
な
い
現
地
従
業
員

　
個
人
責
任
が
強
調
さ
れ
る
職
場
に
あ
っ
て
、
自
ら
の
非
を
認
め
る

こ
と
は
他
者
か
ら
の
非
難
を
受
け
る
こ
と
を
意
味
す
る
が
、
こ
う
し

た
状
況
を
避
け
る
た
め
に
、
現
地
従
業
員
は
な
か
な
か
失
敗
を
認
め

た
が
ら
な
い
。
そ
の
た
め
、
日
本
人
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
に
は
中
国
人
の

プ
ラ
イ
ド
の
高
さ
が
、
時
に
我
慢
な
ら
な
い
も
の
と
映
る
。

　
深
圳
の
電
機
メ
ー
カ
ー
の
日
本
人
総
経
理
に
よ
れ
ば
、

　
　
中
国
人
も
香
港
人
も
、
総
じ
て
仕
事
を
や
っ
て
失
敗
し
て
も
、

決
し
て
自
分
の
せ
い
だ
と
は
言
い
ま
せ
ん
。「
自
分
は
で
き
な

い
」
と
か
、「
自
分
の
せ
い
で
失
敗
し
た
」
と
は
決
し
て
言
わ
な

い
の
で
す
。
そ
れ
だ
け
彼
ら
の
プ
ラ
イ
ド
は
高
い
の
で
す
が
、
そ

ん
な
時
、
日
本
と
同
じ
よ
う
に
、
相
手
を
責
め
る
こ
と
を
し
て
し
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ま
え
ば
、
大
変
な
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
も
、
日
中
の
大
き
な

違
い
で
し
ょ
う
。﹇
園
田 2000 : 128

﹈

　
あ
く
ま
で
集
団
的
な
責
任
を
重
視
し
、
個
人
の
失
敗
を
包
み
隠
さ

ず
報
告
す
る
こ
と
が
善
と
さ
れ
る
日
本
企
業
と
、
個
人
責
任
を
基
本

に
す
る
た
め
に
、
自
分
の
ミ
ス
を
秘
匿
し
が
ち
な
中
国
人
従
業
員
。

日
本
人
側
に
、
こ
う
し
た
彼
我
の
違
い
に
対
す
る
理
解
が
な
い
と
真

剣
に
犯
人
探
し
を
し
、
こ
れ
が
職
場
の
雰
囲
気
を
悪
く
す
る
ば
か
り

か
、
現
地
従
業
員
に
よ
る
暗
黙
の
抵
抗
を
生
み
出
す
ケ
ー
ス
も
少
な

く
な
い
。

　
江
蘇
省
蘇
州
市
で
二
〇
年
以
上
操
業
し
て
い
る
日
本
企
業
で
は
、

以
下
の
よ
う
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
存
在
し
た
と
い
う
。

　
　
以
前
、夜
中
に
突
然
呼
び
出
さ
れ
、「
機
械
が
故
障
し
て
動
か
な

く
な
っ
た
」
と
い
う
報
告
を
受
け
ま
し
た
。
わ
が
社
の
場
合
、
二

四
時
間
フ
ル
稼
働
の
態
勢
を
と
っ
て
い
ま
し
た
か
ら
、
い
つ
事
故

が
生
じ
る
と
も
限
ら
な
い
状
況
に
あ
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
眠
い

目
を
こ
す
っ
て
ラ
イ
ン
に
入
っ
て
み
る
と
、
確
か
に
機
械
が
動
い

て
い
ま
せ
ん
。「
誰
の
責
任
だ
」
と
問
い
た
だ
し
て
も
、
誰
か
ら
も

答
え
が
返
っ
て
き
ま
せ
ん
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、「
機
械
の
調
子
が
も

と
も
と
悪
か
っ
た
の
だ
」
と
言
い
出
す
始
末
で
す
。
…
…
ど
ん
な

に
こ
ち
ら
が
悪
意
を
も
っ
て
犯
人
探
し
を
し
よ
う
と
し
て
い
る
の

で
は
な
い
と
い
っ
て
も
、
ダ
メ
で
し
た
ね
。﹇
園
田
編 1993 : 115

﹈
　

こ
う
し
た
状
況
に
遭
遇
し
、「
中
国
は
個
人
主
義
の
社
会
だ
」
と

考
え
る
日
本
人
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
も
少
な
く
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
前
節

で
見
た
よ
う
に
、
中
国
で
の
ビ
ジ
ネ
ス
に
は
“
関
係
”
が
重
視
さ
れ

る
風
土
が
あ
り
、
こ
の
両
者
の
知
見
は
一
見
矛
盾
し
て
い
る
よ
う
に

思
え
る
。
こ
の
両
者
を
矛
盾
な
く
理
解
す
る
た
め
の
重
要
な
概
念
が

“
面
子
”
で
あ
る
。

⑶　
“
面
子
”
を
め
ぐ
る
日
中
の
違
い

　
“
面
子
”
と
は
「
顔
」
を
意
味
す
る
中
国
語
で
、
そ
の
意
味
す
る

内
容
は
広
く
、
深
い
。
面
子
を
使
っ
た
言
語
表
現
も
多
く
、
面
子
を

キ
ー
概
念
に
中
国
社
会
を
分
析
し
て
い
る
先
行
研
究
も
多
く
存
在
す

る
。
本
稿
は
、
日
本
人
の
対
中
ビ
ジ
ネ
ス
・
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
に

注
目
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
日
中
間
の
面
子
観
の
違
い
を
理
解
す
る

こ
と
が
重
要
に
な
る
。
そ
し
て
、
そ
の
意
味
で
は
、
末
田
清
子

﹇1993

﹈
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
事
例
が
依
然
と
し
て
最
も
示
唆
に
富
む
。

　
末
田
に
よ
れ
ば
、
面
子
を
め
ぐ
っ
て
は
日
中
の
間
で
、
以
下
の
よ

う
な
三
つ
の
違
い
が
見
ら
れ
た
と
い
〉
8
〈

う
。

　
第
一
に
、
日
本
人
が
中
国
人
の
面
子
を
潰
し
た
と
感
じ
た
要
因
、

あ
る
い
は
中
国
人
が
日
本
人
に
よ
っ
て
面
子
が
潰
さ
れ
た
と
感
じ
た

要
因
に
注
目
す
る
と
、「
個
人
の
能
力
評
価
」
に
係
わ
る
も
の
が
多

く
、
こ
れ
は
中
国
人
が
日
本
人
の
面
子
を
潰
し
た
と
感
じ
た
要
因
、

あ
る
い
は
日
本
人
が
中
国
人
に
よ
っ
て
面
子
が
潰
さ
れ
た
と
感
じ
る

要
因
に
は
な
っ
て
い
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
、
経
済
的
な
力
が
欠
如
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し
て
い
た
り
、
個
人
的
な
能
力
が
欠
如
し
て
い
る
こ
と
を
人
前
で
言

及
さ
れ
た
場
合
、
中
国
人
は
「
面
子
が
潰
さ
れ
た
」
と
感
じ
た
り
す

る
こ
と
が
多
い
の
に
対
し
て
、日
本
人
は
必
ず
し
も
そ
う
思
わ
な
い
。

　

第
二
に
、「
社
会
的
な
立
場
に
見
合
う
処
遇
」
に
係
わ
る
事
象
に

つ
い
て
は
、
日
本
人
の
方
が
敏
感
に
反
応
す
る
の
に
対
し
て
、
中
国

人
は
相
対
的
に
鈍
感
で
あ
る
。「
日
本
人
が
苦
心
し
て
ア
ル
バ
イ
ト

を
紹
介
し
た
の
に
、
紹
介
を
受
け
た
中
国
人
が
こ
の
ア
ル
バ
イ
ト
を

簡
単
に
辞
め
て
し
ま
っ
た
」「
中
国
人
が
日
本
人
の
指
導
教
官
に
相

談
す
る
こ
と
な
く
、
別
の
日
本
人
教
員
に
研
究
上
の
ア
ド
バ
イ
ス
を

求
め
た
」
な
ど
の
事
例
に
つ
い
て
は
、
日
本
人
は
中
国
人
に
「
面
子

を
潰
さ
れ
た
」
と
感
じ
や
す
い
の
に
対
し
て
、
中
国
人
の
側
は
、
自

分
が
日
本
人
の
「
面
子
を
潰
し
た
」
と
は
考
え
に
く
い
傾
向
に
あ
る
。

　
そ
し
て
第
三
に
、
中
国
人
が
個
人
的
な
能
力
に
強
い
関
心
を
も
つ

た
め
に
、
謝
ら
な
か
っ
た
り
、
お
礼
を
言
わ
な
か
っ
た
り
、
自
分
の

権
利
や
利
害
を
主
張
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
面
子
を
保
と
う

と
す
る
の
に
対
し
て
、
日
本
人
の
場
合
は
、
そ
の
逆
に
、
謝
っ
た
り

お
礼
を
言
っ
た
り
、
あ
る
い
は
自
分
の
権
利
や
利
害
を
主
張
し
な
い

こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
面
子
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
。
特
に
自
ら

の
面
子
が
潰
れ
そ
う
に
な
っ
た
場
合
、
こ
う
し
た
感
情
の
表
出
方
法

に
違
い
が
見
ら
れ
、
双
方
が
相
手
に
違
和
感
を
抱
い
て
い
る
。

　
要
す
る
に
、
日
本
の
面
子
が
「
場
」
に
規
定
さ
れ
る
地
位
に
敏
感

で
あ
る
の
に
対
し
て
、
中
国
の
“
面
子
”
に
関
し
て
は
こ
う
し
た

「
場
」
の
作
用
は
弱
く
、
逆
に
個
人
の
能
力
評
価
に
係
わ
る
も
の
と

し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

　
能
力
評
価
が
、
す
で
に
確
定
さ
れ
た
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
に
よ
っ
て
な

さ
れ
て
い
る
場
合
、
人
々
は
安
心
し
て
、
こ
の
能
力
評
価
に
従
う
。

中
国
で
統
一
試
験
が
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
こ
と
、
企
業
内
で

人
事
考
課
の
ル
ー
ル
を
明
示
す
る
こ
と
で
従
業
員
の
モ
ラ
ー
ル
が
明

ら
か
に
向
上
す
る
こ
と
、
実
際
の
考
課
の
結
果
を
公
表
し
、
誰
も
が

結
果
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
シ
ス
テ
ム
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
中

国
人
が
こ
の
よ
う
に
能
力
評
価
に
敏
感
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い

る
が
、
多
く
の
日
本
人
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
は
、
こ
う
し
た
や
り
方
を
恥

ず
か
し
く
思
っ
た
り
、
管
理
手
法
と
し
て
の
性
悪
説
の
臭
い
を
感
じ

取
っ
た
り
す
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
こ
う
し
た
統
一
さ
れ
た
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
が
存
在
し
な

い
場
合
に
は
、
人
に
よ
っ
て
能
力
評
価
が
異
な
る
こ
と
に
な
る
。
そ

う
し
た
場
合
、
自
分
を
高
く
評
価
す
る
人
間
に
近
づ
き
、
そ
う
で
な

い
人
間
を
遠
ざ
け
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
あ
る
い
は
逆
に
、“
関

係
”
の
距
離
が
近
い
場
合
に
は
、
相
手
の
“
面
子
”
を
立
て
る
べ
く

高
い
能
力
評
価
を
し
、“
関
係
”
の
距
離
が
遠
い
場
合
に
は
、
相
手

の
“
面
子
”
を
立
て
る
必
要
な
ど
な
く
、
シ
ビ
ア
な
能
力
評
価
を
す

る
こ
と
が
当
然
視
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
必
ず
し
も
「
場
」
に
固
着
し
た
地
位
に
拘
束
さ
れ
な
い
中
国
人
の

行
動
は
、
日
本
人
に
と
っ
て
自
己
中
心
的
に
映
り
、（
客
観
的
に
ど

の
よ
う
な
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
し
て
い
る
か
に
は
係
わ
り
な
く
）
自

ら
の
能
力
に
強
い
肯
定
的
な
意
識
を
も
つ
中
国
人
の
心
理
は
、
日
本
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人
に
と
っ
て
自
尊
心
が
強
い
も
の
と
映
る
。
こ
こ
に
、“
面
子
”
を

め
ぐ
る
彼
我
の
違
い
が
集
約
さ
れ
て
い
る
。

　
と
も
あ
れ
、
こ
の
よ
う
に
中
国
に
お
け
る
“
面
子
”
に
は
自
己
中

心
性
と
状
況
依
存
性
が
併
存
し
て
お
り
、
そ
こ
に
多
く
の
日
本
人
ビ

ジ
ネ
ス
マ
ン
が
違
和
感
を
覚
え
て
い
る
こ
と
は
確
認
し
て
お
く
必
要

が
あ
る
。

㈡
　“
人
情
”│
│
重
要
と
な
る
人
間
関
係
の
距
離
測
定

　
“
関
係
”
は
、
以
上
の
よ
う
な
特
徴
を
も
つ
“
面
子
”
が
結
び
つ

け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
機
能
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
が
、

上
述
の
よ
う
に
“
関
係
”
の
距
離
＝
親
疎
に
よ
っ
て
、“
面
子
”
の

結
び
付
け
ら
れ
方
も
異
な
る
。

　
家
族
内
部
の
関
係
の
よ
う
に
、
資
源
の
共
有
が
当
然
視
さ
れ
る
間

柄
に
あ
っ
て
は
、
互
い
の
“
面
子
”
は
相
互
に
保
護
さ
れ
る
。
こ
う

し
た
関
係
に
よ
っ
て
結
ば
れ
た
仲
間
は
“
一
家
人
”（yijiaren

）
と

か
“
自
己
人
”（zijiren

）
と
呼
ば
れ
、“
一
家
人
”
や
“
自
己
人
”

が
集
ま
っ
て
“
圏
子
”（quanzi

：
取
り
巻
き
の
意
味
）
が
作
ら
れ

る
。
そ
こ
で
は
相
互
扶
助
が
求
め
ら
れ
、
そ
の
利
益
が
損
な
わ
れ
た

り
集
合
的
シ
ン
ボ
ル
が
危
機
に
晒
さ
れ
た
り
す
る
と
、
人
々
は
協
力

し
て
こ
れ
を
守
ろ
う
と
す
る
。
成
員
同
士
の
凝
集
性
は
高
く
、
時
に

強
い
結
束
力
を
示
す
。
多
く
の
日
本
人
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
は
、
通
常
の

ビ
ジ
ネ
ス
・
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
で
中
国
人
と
こ
う
し
た
関
係
を
作

る
の
が
難
し
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
そ
れ
な
り
の
時
間
が
必
要
で
あ

る
し
、“
関
係
”
が
構
築
さ
れ
た
後
の
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
が
大
変
だ
か

ら
で
あ
る
。

　
そ
の
反
対
に
、
互
い
の
“
面
子
”
が
保
護
さ
れ
な
い
ど
こ
ろ
か
、

時
に
互
い
に
潰
し
あ
う
よ
う
な
間
柄
に
あ
っ
て
、
他
者
は
“
外
人
”

（wairen

）
と
し
て
認
識
さ
れ
る
。“
外
人
”
に
対
し
て
は
冷
淡
で
、

時
に
無
関
心
・
敵
対
心
が
支
配
す
る
。
知
ら
な
い
者
同
士
は
、
ま
ず

“
外
人
”
と
し
て
互
い
に
認
識
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
企
業
内
部
に
お

け
る
人
間
関
係
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

　
個
々
の
“
面
子
”
が
場
の
制
約
を
あ
ま
り
受
け
な
い
こ
と
か
ら
、

日
本
人
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
に
と
っ
て
、
彼
ら
の
職
場
に
お
け
る
人
間
関

係
は
バ
ラ
バ
ラ
な
も
の
と
映
じ
や
す
い
。
個
人
責
任
を
強
調
し
た
管

理
方
式
が
用
い
ら
れ
る
の
も
、
失
敗
し
た
場
合
に
従
業
員
が
こ
れ
を

認
め
た
が
ら
な
い
の
も
、
こ
う
し
た
“
外
人
”
同
士
の
関
係
に
あ
っ

て
、
互
い
に
相
手
を
支
え
よ
う
と
す
る
心
理
的
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
生

ま
れ
に
く
い
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
の
“
一
家
人
”
と
“
外
人
”
の
間
に
“
熟
人
”（shuren

：
知
り

合
い
の
意
味
）
と
呼
ば
れ
る
中
間
的
な
人
々
が
い
る
。
そ
こ
で
の

“
面
子
”
の
支
え
合
い
は
可
能
だ
が
、
永
続
性
に
欠
け
、
相
互
扶
助

の
程
度
も
“
一
家
人
”
同
士
ほ
ど
で
は
な
い
。
そ
こ
か
ら
“
一
家

人
”
の
関
係
に
発
展
す
る
場
合
も
あ
る
が
、
逆
に
“
外
人
”
の
関
係

へ
と
変
化
す
る
場
合
も
あ
る
。
そ
の
ど
ち
ら
に
向
か
う
か
は
、
そ
の

時
々
の
状
況
に
よ
っ
て
異
な
る
。

　
こ
の
よ
う
に
“
関
係
”
の
距
離
＝
親
疎
に
よ
っ
て
異
な
る
役
割
期
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待
が
生
じ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
う
し
た
予
期
の
背
後
に
あ
る
感
情
や

感
覚
が
“
人
情
”
で
あ
る
。
こ
の
“
人
情
”
と
い
う
情
動
の
作
用
に

よ
っ
て
、
中
国
人
は
自
然
に
“
関
係
”
に
応
じ
た
行
動
を
採
り
、
相

手
の
“
面
子
”
の
扱
い
方
を
決
定
す
る
の
で
あ
る
。

　
日
本
人
が
ビ
ジ
ネ
ス
上
、
特
定
の
相
手
へ
の
特
別
扱
い
を
さ
ほ
ど

行
わ
ず
、
個
人
と
い
う
よ
り
は
企
業
と
い
う
集
団
を
ビ
ジ
ネ
ス
上
の

プ
レ
ー
ヤ
ー
と
し
て
意
識
し
が
ち
な
の
に
対
し
て
（
そ
の
た
め
会
社

間
の
契
約
が
大
き
な
意
味
を
も
つ
）、
中
国
人
は
、
あ
く
ま
で
特
定

個
人
が
重
視
さ
れ
、
特
別
扱
い
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
よ

う
な
“
関
係
”
な
の
だ
と
判
断
さ
れ
る
か
、
場
合
に
よ
っ
て
は
自
分

が
低
く
見
ら
れ
た
＝“
面
子
”
が
潰
さ
れ
た
と
考
え
る
傾
向
が
あ

る
。
中
国
に
あ
っ
て
企
業
は
、
あ
く
ま
で
特
定
個
人
が
集
ま
っ
て
い

る
場
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
場
そ
の
も
の
が
大
き
な
意
味
を
も
つ
と
は
想

定
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
場
に
固
着
さ
れ
な
い
中
国
の
“
面
子
”
は
、
自
分
が
特
定
の
“
関

係
”
を
も
つ
相
手
へ
の
個
人
的
な
評
価
＝“
面
子
”
に
大
き
く
作
用

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
特
に
“
熟
人
”
の
関
係
に
あ
っ
て
、
部
下
が

上
司
に
付
き
従
い
、
よ
り
“
一
家
人
”
に
近
い
関
係
性
を
獲
得
す
る

こ
と
に
な
る
か
、
逆
に
そ
こ
か
ら
離
反
し
て
独
立
す
る
か
、
面
従
腹

背
し
つ
つ
企
業
内
に
と
ど
ま
る
か
は
、
部
下
に
よ
る
上
司
評
価
の
良

否
に
依
存
す
る
。
も
は
や
“
関
係
”
を
維
持
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自

ら
の
“
面
子
”
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
判
断
し
た
場
合
、

中
国
人
は
、
上
司
か
ら
の
離
反
を
日
本
人
以
上
に
行
う
が
、
こ
れ
も

中
国
人
の
“
人
情
”
の
作
用
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

　
冒
頭
で
紹
介
し
た
岡
田
監
督
の
場
合
、
チ
ー
ム
の
成
績
が
低
下
し

た
た
め
、
チ
ー
ム
内
の
プ
レ
ー
ヤ
ー
が
岡
田
監
督
の
“
面
子
”
を
維

持
し
よ
う
と
し
な
く
な
り
、
自
ら
の
“
面
子
”
を
よ
り
高
く
評
価
す

る
“
関
係
”
の
構
築
＝
「
関
係
を
引
っ
張
る
」
行
為
を
し
、
よ
り
よ

い
処
遇
を
得
よ
う
と
動
い
た
た
め
に
生
じ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
岡

田
監
督
は
、
こ
う
し
た
中
国
人
プ
レ
ー
ヤ
ー
の
“
人
情
”
の
働
き

に
、
ち
ょ
う
ど
多
く
の
日
本
人
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
が
そ
う
で
あ
る
よ
う

に
、
中
国
人
の
自
己
中
心
性
を
見
出
し
た
に
違
い
な
い
。

㈢
　“
関
係
”を
支
え
る
“
面
子
”と
“
人
情
” 

　
│
│
「
関
係
主
義
」と
は

　
こ
の
よ
う
に
、
自
己
中
心
性
と
状
況
依
存
性
を
併
せ
持
つ
中
国
人

の
“
面
子
”
は
、
特
定
個
人
の
能
力
評
価
に
極
め
て
敏
感
で
、
そ
の

評
価
が
最
大
と
な
る
よ
う
な
“
関
係
”
の
状
態
を
志
向
す
る
。

　
“
関
係
”
が
近
く
、“
一
家
人
”
や
“
自
己
人
”
と
し
て
認
知
さ
れ

る
よ
う
な
間
柄
で
あ
れ
ば
、
資
源
を
流
通
さ
せ
あ
い
、
強
い
相
互
扶

助
意
識
を
持
つ
。
逆
に
“
関
係
”
が
遠
く
、“
外
人
”
と
し
て
し
か

認
知
さ
れ
な
い
よ
う
な
間
柄
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
“
面
子
”
を

立
て
合
う
よ
う
な
こ
と
は
な
く
、
没
交
渉
・
無
関
心
の
世
界
が
拡
が

る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
局
面
を
打
開
す
る
に
は
、“
関
係
”
を

引
っ
張
る
な
ど
の
行
為
が
必
要
と
さ
れ
、
そ
の
た
め
の
同
調
行
為
や

付
け
届
け
（
中
国
語
で
は
“
送
礼
”（songli

）
と
呼
ぶ
）
な
ど
が
誘



外人

外人

外人

自  己

自己人

熟人

自己人

熟人

自己人
熟人 自己人の境界線

熟人の境界線

フォーマルな集団の境界線（1）

フォーマルな集団の境界線（2）

面子

図９　「関係主義」モデルのイメージ

出所：園田［2001: 191］
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発
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
中
位
の
“
関
係
”
を
持
っ
て
い
た

人
々
＝“
熟
人
”
同
士
が
、
あ
る
偶
発
的
な
事
件
を
契
機
に
、
相
手

の
“
面
子
”
を
支
え
ら
れ
な
く
な
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
“
関
係
”

は
維
持
さ
れ
な
く
な
る
ど
こ
ろ
か
、
時
に
こ
れ
が
敵
対
的
な
間
柄
に

変
化
す
る
こ
と
が
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、“
関
係
”
の
距
離
＝
親
疎
は
、
そ
の
時
々
の
環
境

や
個
々
人
の
判
断
・
行
動
な
ど
に
よ
っ
て
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
変
化
す

る
。
こ
の
変
化
を
生
み
出
し
て
い
る
の
が
“
人
情
”
と
い
う
情
動
で

あ
り
、
こ
う
し
た
情
動
の
存
在
を
理
解
せ
ず
に
、
中
国
人
の
行
動
を

理
解
す
る
こ
と
は
難
し
い
。

　

筆
者
は
以
前
、“
関
係
”“
面
子
”“
人
情
”
が
結
び
つ
き
合
っ
て

生
ま
れ
る
、
中
国
に
お
け
る
人
間
関
係
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
「
関
係

主
義
」
と
し
て
モ
デ
ル
化
し
、
拙
著
『
中
国
人
の
心
理
と
行
動
』
の

中
で
、
図
９
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
提
示
し
た
こ
と
が
あ
る
﹇
園
田 

2001 : 1

〉
9
〈91

﹈。
中
国
が
経
済
成
長
を
遂
げ
、
世
界
第
二
の
経
済
大
国

に
な
っ
た
も
の
の
、
筆
者
は
、
こ
の
「
関
係
主
義
」
が
依
然
、
中
国

社
会
を
特
徴
づ
け
る
も
の
だ
と
考
え
て
い
る
点
で
は
、
拙
著
を
刊
行

し
て
か
ら
二
〇
年
近
く
た
っ
た
今
も
変
わ
っ
て
い
な
い
。

お
わ
り
に

　
一
九
八
八
年
に
発
表
し
た
論
文
「
中
国
的
〈
関
係
主
義
〉
に
関
す

る
基
礎
的
考
察
」
を
読
み
返
し
て
み
る
と
、
そ
の
当
時
、
予
測
し
え
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な
か
っ
た
こ
と
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

第
一
に
、「
関
係
主
義
」
を
近
代
化
の
桎
梏
と
な
る
要
素
と
考
え

す
ぎ
て
い
〉
10
〈

た
。

　

上
記
論
文
で
は
、「
市
場
の
健
全
な
発
展
の
阻
害
」
と
「
近
代
的

組
織
が
有
効
に
働
か
な
い
可
能
性
」
の
二
点
を
指
摘
し
、
中
国
が
推

し
進
め
よ
う
と
す
る
四
つ
の
近
代
化
が
困
難
に
逢
着
し
か
ね
な
い
と

主
張
し
て
い
た
が
、
筆
者
の
見
立
て
は
悲
観
的
に
過
ぎ
た
よ
う
で
あ

る
。
実
際
、“
関
係
”
と
市
場
、
組
織
の
関
係
は
、
時
に
補
完
的
、

時
に
併
存
的
で
あ
っ
て
、
必
ず
し
も
対
立
的
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な

い
。
若
い
世
代
は
、
仕
事
探
し
に
“
関
係
”
を
利
用
す
る
こ
と
を
当

然
視
す
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
労
働
市
場
が
機
能

し
な
く
な
っ
た
わ
け
で
も
な
い
。

　

第
二
に
、「
関
係
主
義
」
が
社
会
主
義
・
中
国
の
基
本
原
則
と
対

立
す
る
も
の
と
し
て
理
解
し
て
い
た
。

　

当
時
、
筆
者
が
特
に
深
刻
だ
と
考
え
て
い
た
の
が
、“
関
係
”
の

有
無
に
よ
っ
て
大
き
な
経
済
格
差
が
生
ま
れ
、
こ
れ
が
平
等
を
前
提

と
し
て
き
た
社
会
主
義
の
基
本
原
則
を
揺
る
が
し
か
ね
な
い
点
だ
っ

た
。
確
か
に
、
こ
の
論
文
が
発
表
さ
れ
た
時
に
は
、
そ
う
し
た
懸
念

は
筆
者
以
外
に
も
、
多
く
の
研
究
者
に
よ
っ
て
出
さ
れ
て
い
た
。
と

こ
ろ
が
、
改
革
・
開
放
の
進
展
と
と
も
に
進
ん
で
い
っ
た
経
済
格
差

を
人
々
は
受
け
入
れ
る
よ
う
に
な
り
、
政
府
や
党
も
、
こ
う
し
た
不

平
等
が
生
ま
れ
た
こ
と
を
前
提
と
し
た
政
策
を
打
ち
出
す
よ
う
に

な
っ
て
い
っ
た
。
こ
う
し
た
マ
ク
ロ
な
環
境
の
変
化
は
、
筆
者
に
は

予
想
を
超
え
る
事
態
だ
っ
〉
11
〈
た
。

　

他
方
で
、“
関
係
”
が
も
つ
特
徴
や
そ
の
機
能
に
関
す
る
記
述
・

説
明
は
、
一
九
八
八
年
の
論
文
と
本
稿
と
で
は
、
大
き
な
違
い
は
見

ら
れ
な
い
。
当
時
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
調
査
デ
ー
タ
を

積
み
重
ね
、
そ
の
結
果
を
解
釈
す
る
過
程
で
、
む
し
ろ
“
関
係
”
や

“
面
子
”
が
も
つ
特
徴
を
首
尾
よ
く
記
述
・
説
明
で
き
る
よ
う
に

な
っ
て
い
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。

　
筆
者
が
懸
念
す
る
の
は
、
こ
う
し
た
筆
者
の
努
力
に
沿
っ
た
形
で

日
本
人
の
中
国（
人
）理
解
が
進
ん
だ
か
ど
う
か
、
心
許
な
く
思
え

る
点
で
あ
る
。
筆
者
が
ほ
ぼ
毎
年
、
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
を
対
象
に
本
稿

の
内
容
に
近
い
講
義
を
し
続
け
て
い
て
も
、
受
講
者
の
理
解
や
知
識

が
増
え
て
い
る
と
い
う
実
感
を
持
ち
え
て
い
な
い
。
本
稿
が
冒
頭
で

岡
田
監
督
の
事
例
を
取
り
上
げ
た
の
も
、
こ
う
し
た
懸
念
を
反
映
し

て
の
こ
と
で
あ
る
。

　

ま
た
学
術
面
に
限
っ
て
言
え
ば
、
冒
頭
で
は
“
関
係
”
や
“
面

子
”
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
し
た
研
究
が
増
え
た
と
述
べ
た
が
、
そ
の
ほ

と
ん
ど
が
中
国
系
研
究
者
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
管
見
の
範
囲
で

中
国
ビ
ジ
ネ
ス
の
固
有
性
に
切
り
込
ん
だ
、
日
本
人
研
究
者
に
よ
っ

て
執
筆
さ
れ
た
本
や
論
文
は
、「
儒
」
と
「
法
」
の
結
合
に
中
国
的

経
営
の
特
徴
が
あ
る
と
し
た
高
久
保
豊
﹇2006

﹈
の
研
究
や
、
ア
パ

レ
ル
企
業
に
お
け
る
転
職
を
事
例
に
し
た
中
村
圭
﹇2019

﹈
の
研
究

く
ら
い
し
か
存
在
し
て
い
な
い
。
日
中
の
ビ
ジ
ネ
ス
・
イ
ン
タ
ー

フ
ェ
イ
ス
に
焦
点
を
当
て
た
、
若
い
世
代
に
よ
る
、
新
た
な
中
国
人
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の
行
動
モ
デ
ル
研
究
が
切
に
俟
た
れ
る
。

〔
付
記
〕　
本
稿
の
も
と
と
な
る
ア
イ
デ
ア
は
、「
Ｃ
Ｍ
Ｍ
Ｓ
」（C

hinese 
M

anagem
ent &

 M
arketing School

）
で
、
長
年
講
義
を
実
施
し
て

き
た
こ
と
に
よ
っ
て
育
ま
れ
て
き
た
。「
Ｃ
Ｍ
Ｍ
Ｓ
」
は
二
〇
〇
三

年
に
関
西
日
本
香
港
協
会
が
主
体
に
な
っ
て
開
講
さ
れ
た
社
会
人
用

プ
ロ
グ
ラ
ム
で
、
こ
の
間
、
古
田
茂
美
、
斎
藤
治
、
馬
場
正
修
、
藤

澤
慶
彦
と
い
っ
た
熱
心
な
人
々
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
き
た
。
二
〇

〇
一
年
に
『
中
国
人
の
心
理
と
行
動
』
を
上
梓
し
て
以
来
、
必
ず
し

も
「
関
係
主
義
」
を
深
掘
り
し
た
調
査
研
究
を
深
め
て
こ
な
か
っ
た

筆
者
に
、
絶
え
ず
、
こ
の
概
念
の
重
要
性
を
リ
マ
イ
ン
ド
し
て
き
た

の
は
、
こ
の
「
Ｃ
Ｍ
Ｍ
Ｓ
」
で
の
講
義
で
あ
り
、
熱
心
に
受
講
さ
れ

た
方
々
の
存
在
だ
っ
た
。
こ
こ
に
特
記
し
て
、
謝
意
を
表
し
た
い
。

注〈
１
〉 

そ
の
典
型
的
な
研
究
事
例
が
、
ホ
フ
ス
テ
ー
ド
他
﹇2013
﹈
の

比
較
文
化
研
究
で
あ
る
。
質
問
票
調
査
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
デ
ー
タ

を
因
子
分
析
で
軸
を
特
定
し
、
こ
れ
を
四
つ
か
ら
六
つ
の
カ
テ
ゴ

リ
ー
に
す
る
こ
と
で
文
化
の
パ
タ
ー
ン
を
摘
出
し
よ
う
と
す
る
の
だ

が
、
も
と
も
と
文
化
摩
擦
が
生
み
出
す
組
織
上
の
ロ
ス
を
回
避
す
る

た
め
に
行
わ
れ
た
研
究
も
、
文
化
の
「
実
体
化
」
を
追
求
し
す
ぎ
た

た
め
に
、
こ
う
し
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
通
じ
て
本
当
に
文
化
摩
擦
が
生

じ
る
の
か
、
と
い
っ
た
根
本
的
な
問
い
が
な
さ
れ
な
い
ま
ま
、
研
究

が
進
ん
で
し
ま
っ
た
。
本
稿
は
、
こ
う
し
た
方
法
論
的
な
反
省
を
踏

ま
え
、
あ
く
ま
で
文
化
の
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
で
当
事
者
に
生
ま
れ

た
感
覚
を
重
視
し
、
そ
こ
で
得
ら
れ
る
事
例
を
も
と
に
議
論
を
進
め

て
い
く
こ
と
に
す
る
。

〈
２
〉 

た
と
え
ばYeung and Tung

﹇1996

﹈
は
、
本
稿
で
も
言
及
さ

れ
る
“
関
係
”
の
優
位
を
東
ア
ジ
ア
の
儒
教
文
化
圏
に
共
通
す
る
特

徴
だ
と
し
、
中
国
、
韓
国
、
日
本
を
一
括
り
に
し
て
議
論
し
て
い

る
。
こ
う
し
た
過
剰
な
一
般
化
は
、
濱
口
惠
俊
﹇1982

﹈
の
「
間
人

主
義
」
を
め
ぐ
る
論
考
に
似
て
、
１
．本
来
多
様
な
「
西
洋
」
を
一

つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
み
な
し
、
２
．自
分
の
観
察
し
て
い
る
「
東

洋
」
の
社
会
を
こ
れ
に
対
置
さ
せ
、
３
．「
東
洋
」
内
部
の
差
異
を
捨

象
し
て
議
論
し
て
し
ま
う
た
め
、
４
．自
ら
の
観
察
対
象
を
広
く
東

洋
（
東
ア
ジ
ア
）
の
共
通
し
た
事
象
と
理
解
し
て
し
ま
う
、
と
い
っ

た
問
題
を
抱
え
て
い
る
。
こ
う
し
た
問
題
を
回
避
す
る
た
め
、
本
稿

で
は
、
日
本
ば
か
り
か
韓
国
、
台
湾
の
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
と
の
対
中
ビ

ジ
ネ
ス
・
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
も
議
論
の
射
程
に
入
れ
つ
つ
、
議
論

を
進
め
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

〈
３
〉 

本
稿
で
利
用
す
る
デ
ー
タ
は
、
在
中
国
外
国
人
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン

調
査
、
ア
ジ
ア
バ
ロ
メ
ー
タ
ー
、
中
国
四
都
市
調
査
に
よ
っ
て
得
ら

れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
調
査
を
実
施
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
日
本

学
術
振
興
会
の
科
学
研
究
費
か
ら
支
援
を
受
け
た
。
こ
れ
ら
の
デ
ー

タ
の
一
部
は
、
す
で
に
別
の
論
文
で
用
い
ら
れ
て
い
る
が
﹇
園
田 

2012 , 2016

﹈、
こ
れ
ら
す
べ
て
を
用
い
て
議
論
を
す
る
の
は
、
本
稿

が
初
め
て
で
あ
る
。

〈
４
〉 http://w

w
w.excite.co.jp/N

ew
s/sports_g/20131120 /Jiji_ 
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20131120 F523 .htm
l

（
二
〇
一
四
年
二
月
二
七
日
ア
ク
セ
ス
）

〈
５
〉 

た
と
え
ば
、
中
国
語
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
掲
載
さ
れ
た
岡
田
監

督
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
記
事
で
は
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ア
ー
の
「
中
国
の

サ
ッ
カ
ー
が
ア
ジ
ア
の
ト
ッ
プ
に
な
る
ま
で
何
年
か
か
る
か
」
と
の

質
問
に
対
し
て
、「
基
礎
づ
く
り
か
ら
始
め
て
一
〇
年
は
か
か
る
？　

で
も
、
中
国
は
お
金
や
関
係
が
重
視
さ
れ
る
社
会
だ
か
ら
、『
四
名

以
上
の
ゲ
ー
ム
で
は
中
国
は
勝
て
な
い
』
と
い
う
言
い
方
も
さ
れ
る

よ
ね
。
そ
の
た
め
相
互
信
頼
が
作
り
に
く
い
ん
だ
」
と
答
え
て
い

る
。
本
稿
で
も
確
認
す
る
よ
う
に
、
日
本
人
が
中
国
人
の
行
動
モ
デ

ル
を
評
価
す
る
際
に
、
こ
う
し
た
意
味
づ
け
は
き
わ
め
て
一
般
的
で

あ
る
。http://www.dongqiudi.com

/archive/207547 .htm
l

（
二
〇

一
九
年
八
月
二
五
日
ア
ク
セ
ス
）

〈
６
〉 

似
た
よ
う
な
議
論
は
、
ア
メ
リ
カ
で
も
生
じ
て
い
る
。
対
中
ビ

ジ
ネ
ス
に
携
わ
る
マ
ネ
ジ
ャ
ー
を
対
象
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査
を

行
っ
たG

uthrie

﹇1998

﹈
は
、“
関
係
”
を
文
化
に
根
差
し
た
実
践

と
い
う
よ
り
も
制
度
に
関
わ
る
慣
行
で
あ
る
と
理
解
し
た
上
で
、
社

会
主
義
体
制
下
の
物
資
が
欠
乏
し
た
状
況
に
あ
っ
て
は
“
関
係
”
が

重
視
さ
れ
て
い
た
の
が
、
市
場
経
済
化
で
物
資
が
大
量
に
出
回
る
よ

う
に
な
る
と
、
こ
う
し
た
“
関
係
”
重
視
の
風
土
は
衰
弱
し
て
い
く

だ
ろ
う
と
述
べ
た
。
こ
れ
に
対
し
てYang

﹇2002

﹈
は
、“
関
係
”

は
流
動
的
な
経
営
環
境
に
あ
っ
て
も
新
し
い
生
命
が
吹
き
込
ま
れ
、

異
な
る
形
式
、
異
な
る
機
能
を
果
た
し
つ
つ
も
残
っ
て
い
く
だ
ろ
う

と
議
論
し
た
。
本
稿
の
ス
タ
ン
ス
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
こ
の

Yang

の
議
論
に
近
い
。

〈
７
〉 

こ
の
節
の
記
述
は
、
ほ
ぼ
園
田
﹇2012 : 316 ‒319

﹈
に
依
っ
て

い
る
。

〈
８
〉 

こ
こ
の
サ
マ
リ
ー
は
、
ほ
ぼ
園
田
﹇2001 : 82 ‒83

﹈
に
依
っ
て

い
る
。

〈
９
〉 

拙
著
『
中
国
人
の
心
理
と
行
動
』
で
は
、
こ
う
し
た
人
間
関
係

の
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
を
用
い
る
こ
と
で
、
中
国
国
内
に
お
け
る
地
域
社

会
の
あ
り
方
や
企
業
組
織
、
権
力
の
特
徴
な
ど
に
つ
い
て
説
明
で
き

る
と
し
、
そ
の
説
明
を
試
み
た
が
、
本
稿
で
は
紙
幅
の
関
係
で
触
れ

る
こ
と
が
で
き
な
い
。

〈
10
〉 

当
時
の
中
国
の
知
識
人
の
論
調
は
、
筆
者
の
そ
れ
と
近
か
っ

た
。
た
と
え
ば
家
族
社
会
学
者
の
潘
允
康
は
、「
強
い
血
統
観
念

は
、
党
や
社
会
に
お
け
る
不
正
・
腐
敗
の
温
床
と
な
り
、
親
族
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
は
近
代
的
な
企
業
の
中
に
侵
入
し
て
は
、
官
僚
組
織
の
大

き
な
障
害
と
な
っ
て
い
る
」﹇
潘 1989 =1994 : 204

﹈
と
述
べ
、“
関

係
”
を
媒
介
に
し
た
社
会
の
あ
り
方
（
潘
は
こ
れ
を
「
封
建
主
義
」

と
呼
ん
で
い
る
）
に
警
鐘
を
鳴
ら
し
て
い
た
。

〈
11
〉 

市
民
調
査
の
デ
ー
タ
を
用
い
て
マ
ク
ロ
な
環
境
の
変
化
を
説
明

し
た
研
究
と
し
て
、
園
田
﹇2008

﹈
が
あ
る
。
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