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外
交
は
見
え
に
く
い
。
と
か
く
見
え
に
く
い
。
学
生
と
し
て
、
一
般

市
民
と
し
て
、
日
常
生
活
を
送
っ
て
い
る
者
に
と
っ
て
は
、
外
交
は
ま

さ
し
く
天
か
ら
降
っ
て
く
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
国
際
情
勢
を
フ
ォ

ロ
ー
し
て
い
て
も
、
結
局
の
と
こ
ろ
実
際
の
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
は
ま
っ
た
く

の
闇
の
中
に
包
ま
れ
て
い
て
、
そ
の
ブ
ラ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
の
中
か
ら
出
て

き
た
も
の
を
私
た
ち
は
批
評
し
て
い
る
だ
け
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

こ
う
し
た
外
交
特
有
の
「
見
え
づ
ら
さ
」
は
あ
る
意
味
当
然
で
も
あ

る
。
外
交
は
相
手
国
が
存
在
し
て
初
め
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ

の
交
渉
過
程
に
お
い
て
は
相
手
国
の
信
頼
を
損
な
わ
な
い
た
め
に
秘
密

保
持
を
厳
守
す
る
こ
と
が
最
重
要
に
な
る
。
こ
れ
を
明
確
に
示
し
た
ニ

コ
ル
ソ
ン
は
そ
の
古
典
的
名
著
『
外
交
』
の
中
で
、
政
策
は
公
開
し
つ

つ
交
渉
過
程
は
秘
密
に
す
る
と
い
う
民
主
的
外
交
を
訴
え
た
。

　

外
交
の
見
え
に
く
さ
を
強
調
し
た
が
、
そ
れ
で
も
中
世
に
比
べ
る
と

二
〇
世
紀
に
は
民
主
的
外
交
の
浸
透
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
メ

デ
ィ
ア
の
発
展
や
民
主
主
義
の
高
揚
に
よ
り
、
各
国
政
府
は
自
ら
の
外

交
方
針
を
絶
え
ず
市
民
に
説
明
す
る
必
要
が
生
じ
、
そ
れ
に
つ
い
て
市

民
が
意
見
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
、
市
民
が
宮
廷
外
交
か
ら
完
全

に
隔
離
さ
れ
て
い
た
そ
れ
ま
で
の
世
界
と
は
一
線
を
画
し
て
い
た
。
そ
し

て
二
一
世
紀
に
突
入
し
て
外
交
は
さ
ら
な
る
発
展
を
見
せ
よ
う
と
し
つ

つ
あ
る
。

「
Ｗ
ｅ
ｂ 

２・０
」
の
破
壊
力

　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
一
般
市
民
が
利
用
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の

は
一
九
九
〇
年
代
末
期
か
ら
だ
が
、
二
〇
〇
〇
年
代
中
期
に
入
る
と
、

ユ
ー
ザ
ー
側
か
ら
の
情
報
発
信
、
具
体
的
に
言
う
と
ユ
ー
チ
ュ
ー
ブ
や

フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
、
ツ
イ
ッ
タ
ー
な
ど
の
Ｓ
Ｎ
Ｓ
（Social N

etw
ork 

Service

）
が
興
隆
し
た
。
こ
れ
ら
は
Ｗ
ｅ
ｂ
２・０
と
呼
ば
れ
、
従
来

の
単
一
方
向
・
単
独
・
静
的
な
様
式
（
Ｗ
Ｅ
Ｂ 

１・０
と
呼
ば
れ
る
）
と

Ｗ
ｅ
ｂ
２・
０
と「
第
二
の
外
交
」

誰
も
が
双
方
向
で
情
報
発
信
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
時
代
。

日
本
外
交
も
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
型
の
情
報
発
信
を
脱
却
し
、

国
内
外
の
「
パ
ブ
リ
ッ
ク
」
と
の
対
話
が
必
要
だ
。

東
京
大
学
法
学
部
三
年

持
田
雄
太
郎

論
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ン
テ
ス
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最
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秀
作
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は
区
別
さ
れ
た
（
★
１
）。 

　

こ
の
ネ
ッ
ト
環
境
の
変
化
は
商
業
や
文
化
な
ど
の
色
々
な
方
面
に
多

種
多
様
な
変
化
を
も
た
ら
し
た
が
、
外
交
に
関
し
て
も
例
外
で
は
な

か
っ
た
。
二
〇
一一
年
の
国
際
政
治
の
舞
台
を
騒
が
せ
た
「
ア
ラ
ブ
の
春
」

は
、
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
や
ツ
イ
ッ
タ
ー
な
ど
の
Ｓ
Ｎ
Ｓ
を
通
し
て
市
民
が

権
威
に
対
し
て
声
を
挙
げ
た
こ
と
に
始
ま
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
普
及
は
世
界
中
の
権
威
主
義
体
制
に
大
き
な
脅
威

を
与
え
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
脅
威
を
感
じ
て
い
る

国
は
何
も
こ
う
し
た
独
裁
体
制
国
に
限
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。

　

二
〇
一
〇
年
、
ウ
ィ
キ
リ
ー
ク
ス
が
国
際
社
会
を
揺
る
が
し
た
。
多

く
の
機
密
文
書
・
密
約
の
存
在
が
明
ら
か
に
さ
れ
多
く
の
国
家
を
震

撼
さ
せ
た
。
こ
れ
は
従
来
の
「
交
渉
過
程
の
秘
密
」
の
原
則
を
覆
す
よ

う
な
大
変
革
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
外
交
交
渉
の
舞
台
裏
が
世
界
大

に
曝
け
出
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
各
国
政
府
は
時
に
国
民
か
ら
の
批
判

に
曝
さ
れ
、
時
に
実
際
の
外
交
交
渉
で
も
悪
影
響
を
受
け
た
。
ま
た

二
〇
一一
年
後
半
の
「occupy

運
動
」
も
経
済
低
迷
や
失
業
率
な
ど
に

不
満
を
持
つ
欧
米
各
国
の
若
者
が
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
等
を
通
じ
て
運
動

を
拡
大
さ
せ
て
い
っ
た
。

　

国
家
に
対
す
る
脅
威
が
国
家
そ
の
も
の
か
ら
テ
ロ
集
団
な
ど
よ
り
下

位
の
ア
ク
タ
ー
に
な
っ
た
と
言
わ
れ
て
久
し
い
が
、
ネ
ッ
ト
上
で
は
ウ
ェ

ブ
へ
の
ア
ク
セ
ス
が
あ
る
者
、
ま
さ
に
世
界
中
の
個
人
に
パ
ワ
ー
が
与

え
ら
れ
、
そ
れ
ゆ
え
国
家
は
世
界
中
に
散
ら
ば
っ
た
脅
威
に
対
処
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
現
在
で
は
全
世
界
人
口
の
お
よ
そ
三
分
の

一
が
ネ
ッ
ト
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
有
し
て
い
る
（
★
２
）。

　

こ
の
よ
う
に
、
い
か
な
る
国
家
に
と
っ
て
も
今
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

は
国
家
安
全
保
障
上
の
脅
威
と
な
っ
た
。
し
か
し
国
家
は
そ
れ
に
対
し

て
無
力
な
わ
け
で
は
な
い
。
拡
大
す
る
民
衆
の
パ
ワ
ー
に
対
し
て
国
家

の
対
処
法
は
主
に
二
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
一つ
目
は
ま
ず
中

国
や
イ
ラ
ン
の
よ
う
に
ネ
ッ
ト
を
監
視
・
規
制
し
て
市
民
に
権
力
が
渡

る
こ
と
自
体
を
防
ご
う
と
す
る
も
の
。
例
え
ば
中
国
政
府
が
「
金
盾
」

と
称
し
て
高
度
な
ネ
ッ
ト
の
規
制
シ
ス
テ
ム
を
構
築
し
て
い
る
の
は
有

名
な
話
で
あ
る
し
、
二
〇
〇
九
年
六
月
の
イ
ラ
ン
大
統
領
選
の
結
果
に

対
し
て
市
民
が
ツ
イ
ッ
タ
ー
を
媒
介
に
激
し
い
抗
議
デ
モ
を
行
っ
た
が
、

こ
れ
を
き
っ
か
け
に
イ
ラ
ン
政
府
は
そ
の
後
よ
り
洗
練
さ
れ
た
手
法
で

ネ
ッ
ト
規
制
を
進
め
る
こ
と
に
な
っ
た （
★
３
）。

　

国
家
が
拡
大
す
る
ネ
ッ
ト
市
民
の
パ
ワ
ー
に
対
抗
す
る
も
う
ひ
と
つ

の
方
法
は
、
例
え
ば
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
顕
著
で
あ
る
。
そ
れ
は
国
家

の
「
受
容
力
」
を
高
め
る
も
の
で
あ
る
。
中
国
や
イ
ラ
ン
な
ど
が
民
衆

の
力
を
削
ぐ
こ
と
に
重
点
を
置
い
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
は
い

わ
ば
増
大
す
る
民
衆
の
声
を
認
め
取
り
込
も
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
両
者
の
内
、
ど
ち
ら
を
採
用
す
る
か
は
そ
の
国
の
ネ
ッ
ト
で
の

思
想
・
言
論
の
自
由
に
対
し
て
ど
れ
ほ
ど
寛
容
で
あ
る
か
に
よ
る
こ
と
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が
多
い
。
中
国
の
一
党
独
裁
体
制
や
イ
ラ
ン
な
ど
の
権
威
主
義
体
制
に

お
い
て
は
ネ
ッ
ト
の
「
規
制
力
」
を
高
め
る
が
、
西
洋
諸
国
や
日
韓
な

ど
の
民
主
主
義
国
は
ネ
ッ
ト
に
対
し
て
あ
る
程
度
の「
受
容
力
」を
持
っ

て
対
応
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
二
つ
は
厳
密
に
区
別
で
き
る
わ
け

で
は
な
く
、
現
実
は
こ
の
両
極
端
の
間
に
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
ウ
ィ
キ
リ
ー
ク
ス
の
登
場
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
情

報
の
透
明
化
の
要
請
、
さ
ら
に
ネ
ッ
ト
技
術
の
爆
発
的
な
進
歩
の
な
か

で
、
国
家
が
い
つ
ま
で
も
民
衆
の
パ
ワ
ー
の
抑
制
・
受
容
に
成
功
す
る
と

は
限
ら
な
い
。
特
に
民
衆
に
パ
ワ
ー
が
渡
る
こ
と
自
体
を
予
め
防
止
す

る
こ
と
は
非
常
に
困
難
で
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
う
ネ
ッ

ト
上
に
お
け
る
市
民
の
パ
ワ
ー
の
還
流
は
止
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
発
展
が
国
家
安
全
保
障
上
の
脅
威
に
な
り
得
る

の
は
も
は
や
自
明
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
パ
ワ
ー
を
持
っ
た
世
界
中
の

ネ
ッ
ト
市
民
が
必
ず
し
も
安
全
保
障
上
の
脅
威
と
な
る
わ
け
で
は
な

い
。
む
し
ろ
こ
う
し
た
ネ
ッ
ト
市
民
を
外
交
の
リ
ソ
ー
ス
と
し
て
利
用

す
る
と
い
う
動
き
が
近
年
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
Ｗ
ｅ
ｂ 

２・０
の
特
徴
を
踏
ま
え
て
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
デ
ィ
プ
ロ
マ
シ
ー
を
推
進
す

る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

Ｗ
ｅ
ｂ
２・０
と
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
デ
ィ
プ
ロ
マ
シ
ー

　

パ
ブ
リ
ッ
ク
・
デ
ィ
プ
ロ
マ
シ
ー
と
は
相
手
国
の
市
民
に
直
接
働
き

か
け
る
こ
と
で
相
手
国
の
世
論
の
形
成
を
期
し
、
よ
り
有
利
な
政
策

決
定
に
つ
な
げ
よ
う
と
す
る
外
交
手
段
で
あ
り
、
文
化
外
交
と
い
っ
た

よ
う
な
形
で
昔
か
ら
行
わ
れ
て
き
た
。
現
在
は
韓
国
や
孔
子
学
院
の

進
出
を
目
指
す
中
国
の
活
躍
が
目
覚
ま
し
い
。
そ
し
て
現
在
は
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
を
用
い
て
こ
れ
を
進
め
る
潮
流
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
き
て
い
る
。

　

例
え
ば
ア
メ
リ
カ
政
府
は
二
〇
一一
年
二
月
に
ツ
イ
ッ
タ
ー
を
通
し
て

イ
ラ
ン
の
反
政
府
勢
力
に
言
葉
を
投
げ
か
け
、
ア
メ
リ
カ
政
府
の
立
場

を
明
確
に
す
る
と
と
も
に
そ
の
反
応
を
窺
う
よ
う
に
な
っ
た
（
★
４
）。 

さ
ら
に
ア
メ
リ
カ
政
府
は
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
諸
国
に
対
し
て
も
同
様
に
ツ

イ
ッ
タ
ー
を
通
し
た
働
き
か
け
を
模
索
し
て
い
る
（
★
５
）。
こ
の
よ
う

に
従
来
か
ら
重
要
視
さ
れ
て
い
た
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
デ
ィ
プ
ロ
マ
シ
ー
だ
が
、

現
在
ア
メ
リ
カ
政
府
の
よ
う
に
Ｗ
ｅ
ｂ
２・０
を
用
い
て
さ
ら
に
効
果
的

に
相
手
国
の
市
民
に
働
き
か
け
る
国
が
表
れ
て
き
て
い
る
。

　

そ
れ
で
は
日
本
政
府
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
日
本
政
府
は
二
〇
一
一

年
六
月
か
ら
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
お
よ
び
ツ
イ
ッ
タ
ー
で
日
本
語
・
英
語
の

ペ
ー
ジ
を
設
立
し
た
。
し
か
し
現
在
の
状
況
は
恐
ら
く
今
ま
で
日
本
が

行
っ
て
き
た
広
報
活
動
の
域
を
未
だ
に
脱
し
て
お
ら
ず
、
ア
メ
リ
カ
な

ど
と
比
べ
る
と
日
本
の
Ｗ
ｅ
ｂ 

２・０
を
利
用
し
た
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
デ
ィ

プ
ロ
マ
シ
ー
は
甚
だ
未
熟
だ
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ
は
つ
ま
り

Ｗｅ
ｂ 

２・０
の
特
徴
を
活
か
し
き
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
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フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
国
務
省
の
ペ
ー
ジ
と
日
本
外
務

省
の
ペ
ー
ジ
を
見
比
べ
る
と
、
そ
こ
に
付
さ
れ
て
い
る
コ
メ
ン
ト
数
の
多

寡
に
驚
く
。
ア
メ
リ
カ
国
務
省
の
ペ
ー
ジ
に
は
一
つ
の
ス
テ
ー
タ
ス
に
つ

い
て
数
十
か
ら
数
百
の
コ
メ
ン
ト
が
さ
れ
て
い
る
が
、
日
本
外
務
省
で

は
一
〇
も
あ
れ
ば
良
い
ほ
う
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
端
的
に
世
界

に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
外
交
の
関
心
の
高
さ
を
示
す
も
の
に
由
来
す
る
結

果
な
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
事
情
か
ら
一
つ
の
こ
と
が
窺
え
る
。

　

す
な
わ
ち
Ｗ
ｅ
ｂ
２・０
を
用
い
た
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
デ
ィ
プ
ロ
マ
シ
ー

に
お
い
て
も
日
本
外
交
は
あ
く
ま
で
従
来
の
一
方
的
な
情
報
伝
達
に
と

ど
ま
っ
て
い
る
。
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
で
の
外
務
省
の
情
報
の
流
れ
は
あ
く

ま
で
国
か
ら
市
民
へ
の
方
向
で
あ
る
。
こ
の
情
報
の
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
は
、

結
局
は
昔
か
ら
の
外
交
の
や
り
方
で
あ
っ
た
。
官
報
や
新
聞
、
さ
ら
に

Ｗ
ｅ
ｂ
１・０ 

（
外
務
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど
）
を
利
用
し
た
今
ま
で
の

外
交
は
あ
く
ま
で
国
か
ら
市
民
へ
の
方
向
に
終
始
し
て
い
た
。
確
か
に

市
民
の
世
論
が
政
策
に
反
映
さ
れ
る
よ
う
な
市
民
か
ら
の
働
き
か
け
は

存
在
し
て
も
、
そ
れ
は
往
々
に
し
て
国
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
情
報
に
対

す
る
市
民
の
「
反
応
」
と
い
う
側
面
が
強
か
っ
た
。

　

現
在
の
日
本
政
府
は
ツ
ー
ル
こ
そ
Ｗ
ｅ
ｂ
２・０
と
い
う
新
し
い
媒
介

を
採
用
し
た
も
の
の
、
そ
こ
で
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
あ
く
ま
で
旧
外

交
の
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
で
あ
る
。
Ｗ
ｅ
ｂ
２・０
の
特
徴
は
何
と
い
っ
て
も

情
報
を
伝
え
る
だ
け
で
な
く
、
相
手
か
ら
情
報
を
汲
み
取
る
機
会
を

も
提
供
し
得
る
点
で
あ
る
。

　

確
か
に
ア
メ
リ
カ
国
務
省
も
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
の
ペ
ー
ジ
に
多
く
の
コ

メ
ン
ト
が
付
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
、
ア
メ
リ
カ
国
務
省
が
こ
の
情
報

を
用
い
て
政
策
形
成
に
つ
な
げ
て
い
る
と
は
考
え
に
く
い
。
し
か
し
な

が
ら
一
方
で
ア
メ
リ
カ
政
府
は
自
由
に
議
論
す
る
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
が

存
在
す
る
し
、
上
述
の
イ
ラ
ン
の
例
か
ら
見
て
も
、
少
な
く
と
も
日
本

よ
り
積
極
的
に
用
い
て
い
る
。
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
は
自
宅
で
パ
ソ
コ
ン
が

あ
れ
ば
よ
い
だ
け
で
あ
り
、
外
交
政
策
へ
声
を
あ
げ
る
こ
と
へ
の
壁
を

大
き
く
取
り
払
っ
た
。
こ
れ
は
初
め
に
述
べ
た
国
家
の
「
受
容
力
」
に

資
す
る
も
の
だ
と
も
言
え
る
。

　

ア
メ
リ
カ
政
府
は
た
だ
民
衆
の
権
力
の
掌
握
を
防
止
す
る
の
で
は
な

く
て
、
そ
の
民
衆
へ
の
パ
ワ
ー
の
還
流
を
む
し
ろ
所
与
の
も
の
と
し
て
、

そ
し
て
Ｗ
ｅ
ｂ
２・０
の
活
用
に
よ
り
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
に
な
ら
ず
に
多
様

な
意
見
へ
の
受
容
可
能
性
を
高
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
ネ
ッ
ト
市
民
へ

の
パ
ワ
ー
の
移
動
に
対
処
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
言
え
る
。

日
本
の
外
交
に
求
め
ら
れ
る
も
の

　

以
上
の
観
点
か
ら
日
本
の
外
交
政
策
を
顧
み
た
時
、
そ
こ
に
求
め
ら

れ
る
も
の
は
何
か
。
ま
ず
Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
利
用
も
含
め
た
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
デ
ィ

プ
ロ
マ
シ
ー
一
般
の
問
題
と
し
て
、
解
決
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題

は
二
つ
あ
る
。
一つ
が
ま
ず
対
象
国
に
情
報
を
提
供
す
る
前
に
そ
の
情
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報
を
受
容
し
て
も
ら
う
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
あ
る
必
要
が
あ
る
。
こ

の
点
で
は
日
本
は
成
功
し
て
い
る
と
い
え
る
。
日
本
は
各
国
か
ら
好
意

的
に
見
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、
例
え
ば
国
家
ブ
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ
指
数
で

は
常
に
上
位
一
〇
位
以
内
を
占
め
て
い
る
（
★
６
）。 

　

次
に
情
報
が
適
切
に
流
れ
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
日
本
は
こ

の
点
は
い
さ
さ
か
物
足
り
な
い
印
象
が
あ
る
。
確
か
に
海
外
主
要
国
に

広
報
セ
ン
タ
ー
が
設
置
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
そ
の
戦
略
性
の
欠
如

は
や
は
り
否
め
な
い
。
例
え
ば
韓
国
が
二
〇
〇
九
年
に
「
国
家
ブ
ラ
ン

ド
局
」
を
設
置
し
て
、
韓
国
の
国
際
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
上
げ
さ
せ
る
た

め
に
体
系
的
な
戦
略
を
立
て
て
い
る
こ
と
は
有
名
な
話
で
あ
り
、
そ
の

結
果
と
し
て
現
在
東
南
ア
ジ
ア
を
は
じ
め
と
す
る
諸
地
域
で
韓
国
家
電

製
品
が
シ
ェ
ア
を
伸
ば
し
て
い
る
。
ま
た
イ
ス
ラ
エ
ル
政
府
が
パ
レ
ス
チ

ナ
紛
争
に
お
け
る
自
国
の
海
外
の
イ
メ
ー
ジ
を
向
上
さ
せ
る
た
め
、
第

二
外
国
語
に
堪
能
な
ブ
ロ
ガ
ー
を
雇
い
、
他
国
の
ネ
ッ
ト
市
民
に
働
き

か
け
る
よ
う
に
し
た
の
は
ま
さ
し
く
戦
略
的
な
外
交
で
あ
る
（
★
７
）。 

　

一
方
で
日
本
の
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
デ
ィ
プ
ロ
マ
シ
ー
は
「
ク
ー
ル
・
ジ
ャ

パ
ン
」と
銘
打
っ
て
は
い
る
も
の
の
そ
の
戦
略
は
不
透
明
の
ま
ま
で
あ
る
。

ま
た
文
化
の
面
だ
け
で
な
く
、
日
本
の
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
デ
ィ
プ
ロ
マ
シ
ー

一
般
に
つ
い
て
も
や
は
り
不
透
明
で
あ
る
。
つ
ま
り
日
本
は
対
象
国
の
市

民
が
情
報
を
受
け
取
っ
て
も
ら
う
土
壌
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ

の
戦
略
性
の
欠
如
か
ら
た
だ
「
日
本
好
き
」
を
増
や
す
こ
と
に
終
始
し

て
し
ま
い
、
そ
こ
か
ら
効
果
的
な
展
開
を
見
い
だ
せ
な
い
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
こ
れ
に
加
え
日
本
外
交
に
決
定
的
に
足
り
な
い
の
が
パ
ブ
リ
ッ

ク
・
デ
ィ
プ
ロ
マ
シ
ー
の
対
象
で
あ
る
、「
パ
ブ
リ
ッ
ク
」
自
体
に
耳
を
傾

け
る
こ
と
で
あ
る
。
Ｗｅ
ｂ 

２・０
の
利
用
に
お
い
て
、
今
後
日
本
外
交

に
要
求
さ
れ
る
の
は
双
方
向
の
情
報
の
や
り
取
り
で
あ
る
。
つ
ま
り
単

に
情
報
を
落
と
す
の
で
は
な
く
、
拾
っ
て
い
く
作
業
で
あ
る
。
現
在
日
本

外
交
が
行
っ
て
い
る
こ
と
は
今
ま
で
の
や
り
方
か
ら
脱
却
で
き
て
い
な
い
、

情
報
の
一
方
的
な
通
行
で
あ
る
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
Ｗｅ
ｂ
２・０
を
利

用
し
て
情
報
に
対
す
る
対
象
市
民
の
リ
ア
ク
シ
ョ
ン
を
勘
案
し
、
次
の

政
策
へ
と
つ
な
げ
て
い
く
こ
と
が
非
常
に
重
要
で
あ
ろ
う
。

　

も
ち
ろ
ん
限
界
も
あ
る
。
そ
の
一
番
は
日
本
外
交
の
注
目
度
の
低
さ
、

そ
れ
ゆ
え
有
用
な
リ
ア
ク
シ
ョ
ン
が
あ
ま
り
得
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
ろ

う
。
ま
た
ネ
ッ
ト
を
使
う
の
は
あ
く
ま
で
若
者
が
そ
の
大
半
を
占
め
る

た
め
、
そ
も
そ
も
対
象
市
民
が
限
ら
れ
て
く
る
こ
と
に
も
な
る
。
さ
ら

に
ネ
ッ
ト
上
は
言
論
が
必
要
以
上
に
過
激
に
な
る
恐
れ
も
あ
る
。
と
は

い
え
日
本
に
と
っ
て
非
常
に
重
要
で
あ
る
東
南
ア
ジ
ア
、
特
に
東
ア
ジ

ア
に
お
い
て
は
日
本
の
外
交
政
策
は
（
良
く
も
悪
く
も
）
注
目
さ
れ
る

も
の
で
あ
り
、
そ
の
外
交
政
策
が
フ
ォ
ロ
ー
さ
れ
リ
ア
ク
シ
ョ
ン
が
得
ら

れ
る
こ
と
は
大
い
に
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
現
地
在
外
公

館
だ
け
で
な
く
、
日
本
国
内
に
お
い
て
も
中
国
・
韓
国
ユ
ー
ザ
ー
向
け

に
中
国
語
お
よ
び
ハ
ン
グ
ル
で
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
な
ど
は
一
考
の
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余
地
が
あ
ろ
う
。
ま
た
、
確
か
に
現
時
点
で
は
ネ
ッ
ト
ユ
ー
ザ
ー
の
ほ

と
ん
ど
が
若
者
で
あ
り
、
欧
米
と
比
べ
る
と
ア
ジ
ア
地
域
の
ネ
ッ
ト
使

用
は
未
だ
に
限
ら
れ
て
い
る
（
★
８
）。 

し
か
し
、
た
っ
た
十
数
年
前

に
や
っ
と
個
人
が
所
有
す
る
よ
う
に
な
っ
た
パ
ソ
コ
ン
が
爆
発
的
な
成

長
の
結
果
、
今
や
日
常
生
活
に
欠
か
せ
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
以
上
、

こ
の
あ
と
数
年
間
で
さ
ら
に
ユ
ー
ザ
ー
を
拡
大
し
て
い
く
こ
と
は
も
は

や
自
明
で
あ
る
。

　

国
同
士
の
「
外
交
」
と
人
と
の
「
会
話
」
は
、
本
質
的
に
似
て
い
る
。

会
話
は
相
手
に
自
分
の
話
を
聞
く
意
思
が
あ
り
、
そ
の
相
手
に
向
か
っ

て
わ
か
り
や
す
く
効
果
的
に
話
か
け
、
そ
し
て
そ
れ
に
対
し
て
相
手
が

反
応
し
、
そ
れ
を
基
に
次
に
自
ら
が
取
る
べ
き
行
動
を
考
え
る
の
で
あ

る
。
同
様
に
外
交
に
お
い
て
も
相
手
国
民
に
日
本
外
交
情
報
を
受
容

す
る
意
思
が
あ
り
、
そ
の
相
手
国
民
に
向
け
て
日
本
政
府
が
的
確
な

情
報
を
発
信
し
、
そ
し
て
そ
れ
に
対
す
る
相
手
の
声
を
吸
い
上
げ
て
さ

ら
な
る
政
策
形
成
に
活
か
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

　
つ
ま
る
と
こ
ろ
外
交
は
対
話
な
の
で
あ
り
、双
方
向
の
情
報
の
キ
ャ
ッ

チ
ボ
ー
ル
と
し
て
表
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
日
本
外
交
が
今

ま
で
相
手
国
の
世
論
の
吸
い
上
げ
を
完
全
に
無
視
し
て
き
た
わ
け
で
は

な
い
し
、
む
し
ろ
世
論
の
把
握
は
在
外
公
館
に
課
せ
ら
れ
た
最
も
重
要

な
役
割
の
一つ
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
日
本
外
交
に
足
り
な
い
の
は

新
た
に
外
交
ツ
ー
ル
と
し
て
出
現
し
た
Ｗ
ｅ
ｂ 

２・０
を
そ
の
特
徴
を

踏
ま
え
て
従
来
の
手
段
と
併
せ
て
用
い
る
こ
と
、
そ
し
て
た
だ
単
に
相

手
の
世
論
が
形
成
さ
れ
る
の
を
受
け
身
に
待
つ
だ
け
で
な
く
て
、
フ
ェ

イ
ス
ブ
ッ
ク
や
ツ
イ
ッ
タ
ー
な
ど
の
世
論
形
成
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を

提
供
す
る
こ
と
で
世
論
形
成
に
よ
り
積
極
的
に
関
わ
る
こ
と
で
あ
ろ

う
。
せ
っ
か
く
情
報
の
送
信
と
情
報
の
汲
み
取
り
の
二
つ
の
機
能
を
果

た
し
得
る
Ｗ
ｅ
ｂ
２・０
と
い
う
外
交
の
新
た
な
ツ
ー
ル
が
登
場
し
た
に

も
か
か
わ
ら
ず
こ
れ
を
用
い
な
い
の
は
、
ま
さ
し
く
宝
の
持
ち
腐
れ
で

あ
る
。

　

外
交
の
透
明
性
が
要
求
さ
れ
、
市
民
に
強
大
な
パ
ワ
ー
が
与
え
ら
れ

つ
つ
あ
る
現
代
国
際
社
会
に
お
い
て
、現
実
世
界
か
ら
離
れ
た
サ
イ
バ
ー

世
界
で
、
Ｗ
ｅ
ｂ
２・０
を
用
い
た
「
第
二
の
外
交
」
を
始
め
る
こ
と
が

日
本
政
府
に
現
在
強
く
求
め
ら
れ
て
い
る
。
■

【注】　
★１　Web 1.0とWeb 2.0が明確に区別され
て定義されているわけではないが、例えば米
国のメディア企業の創立者ティム・オライリー
は2005 年にその区別を試みている。　
★２　Internet Telecommunication Union（ITU）
のデータによれば、2011年現在世界人口の
34.7％がインターネットを使用していると推定
されている。
★３　ＢＢＣニュース2011.2.11 “How Iran's political 
battle is fought in cyberspace”　
★４　USA Todayニュース　2011.2.15“State 
Dept. taps Twitter to reach Iranians”
★５　ロイター通信　2011.10.4 “US senator 
urges Twitter diplomacy in Latin America”
★６　2011年のアンホルトGfKローパー国家
ブランド指数（NBI）では日本は2010 年に引
き続き5 位を占めている。　
★７　CNN ニュース 2009.1.27 “Pathetic 
but true...Israel hires army of bloggers to fight 
image war” 　
★８　上述 ITUの他のデータによると2011
年の推定インターネット使用率はヨーロッパ
74.4%、南北アメリカ56.3%に対して、アジア・
太平洋は27.2％にとどまっている。




