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日
中
の
相
互
イ
メ
ー
ジ
を
語
る
際
に
、
必
ず
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど

言
及
さ
れ
る
デ
ー
タ
に
、
内
閣
府
が
実
施
し
て
い
る
「
外
交
に
関
す

る
世
論
調
査
」
が
あ
る
。
同
調
査
は
、
一
九
七
五
年
か
ら
ほ
ぼ
毎
年

実
施
さ
れ
て
い
る
も
の
で
、
七
八
年
か
ら
は
、「
あ
な
た
は
中
国
に

親
し
み
を
感
じ
ま
す
か
、
感
じ
ま
せ
ん
か
」
と
い
う
問
い
に
、
①
親

し
み
を
感
じ
る
、
②
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
親
し
み
を
感
じ
る
、
③
ど

ち
ら
か
と
い
う
と
親
し
み
を
感
じ
な
い
、
④
親
し
み
を
感
じ
な
い
、

の
四
つ
の
選
択
肢
か
ら
、回
答
者
に
一
つ
を
選
ん
で
も
ら
っ
て
い
る
。

①
と
②
を
合
わ
せ
て
「
親
し
み
を
感
じ
る
」、
③
と
④
を
合
わ
せ
て

「
親
し
み
を
感
じ
な
い
」
と
し
た
う
え
で
、
経
年
変
化
を
示
し
た
も

の
が
図
１
で
あ
る
。
後
述
す
る
中
国
に
お
け
る
同
種
の
調
査
と
異
な

り
、
質
問
文
が
一
貫
し
て
同
じ
で
あ
る
こ
と
、
何
よ
り
日
本
全
国
か

ら
三
〇
〇
〇
名
を
対
象
に
層
化
二
段
無
作
為
抽
出
法
に
よ
る
サ
ン
プ

リ
ン
グ
を
行
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
か
な
り
正
確
に
日
本
人
の
対
中

イ
メ
ー
ジ
の
変
化
を
ト
レ
ー
ス
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

一
九
七
二
年
の
日
中
国
交
回
復
か
ら
現
在
に
至
る
四
〇
年
を
、
日

本
人
の
中
国
に
対
す
る
親
近
感
を
軸
に
考
え
る
と
、
お
お
よ
そ
三
つ

の
時
期
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

第
一
に
、
一
九
七
二
年
か
ら
八
八
年
ま
で
。
グ
ラ
フ
で
は
七
二
年

か
ら
七
八
年
ま
で
の
七
年
間
の
デ
ー
タ
が
欠
如
し
て
い
る
も
の
の
、

こ
の
時
期
は
お
お
む
ね
「
親
し
み
を
感
じ
る
」
と
す
る
回
答
が
「
親

し
み
を
感
じ
な
い
」
と
す
る
回
答
を
四
〇
〜
六
〇
ポ
イ
ン
ト
近
く
上

回
っ
て
い
る
。
特
に
、
七
八
年
か
ら
八
〇
年
に
か
け
て
は
、「
親
し

み
を
感
じ
る
」
と
す
る
回
答
が
右
肩
上
が
り
で
増
え
る
な
ど
、
日
本

人
の
中
国
に
対
す
る
親
近
感
は
高
か
っ
た
。

　

第
二
に
、
一
九
八
九
年
か
ら
二
〇
〇
三
年
ま
で
。
こ
の
時
期
は
、

東
京
大
学
教
授

園
田
茂
人

そ
の
だ　

し
げ
と　

一
九
八
八
年
東
京
大
学
大
学
院
社
会
学
研
究
科
博

士
課
程
中
途
退
学
。
中
央
大
学
教
授
、
早
稲
田

大
学
教
授
な
ど
を
経
て
、二
〇
〇
九
年
よ
り
現
職
。

著
書
に
『
不
平
等
国
家 

中
国
』、
共
著
に
『
教
育

は
不
平
等
を
克
服
で
き
る
か
（
叢
書
中
国
的
問
題

群
８
）』
な
ど
多
数
。

世
論
調
査
に
み
る

日
中
相
互
イ
メ
ー
ジ

時
々
の
政
治
的
言
動
に
よ
る
瞬
間
風
速
だ
け
で
な
く
、

長
い
ス
パ
ン
か
ら
み
た
日
中
両
国
の

国
民
意
識
の
変
化
と
そ
の
継
続
を
読
み
解
く
。
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「
親
し
み
を
感
じ
る
」
と
す
る
回
答
と
「
親
し
み
を
感
じ
な
い
」
と

す
る
回
答
が
約
半
数
と
拮
抗
し
て
い
る
。
以
前
の
よ
う
に
「
親
し

み
を
感
じ
る
」
と
回
答
す
る
者
は
圧
倒
的
に
多
く
は
な
い
も
の
の
、

「
親
し
み
を
感
じ
な
い
」
と
否
定
的
な
回
答
を
す
る
者
が
多
い
わ
け

で
も
な
く
、
毎
年
ほ
ぼ
似
た
回
答
の
分
布
を
示
し
て
い
る
。

　

そ
し
て
第
三
に
、
二
〇
〇
四
年
か
ら
現
在
ま
で
。
第
一
の
時
期

と
は
反
対
に
、「
親
し
み
を
感
じ
な
い
」
と
す
る
回
答
が
六
割
近
く

を
占
め
、「
親
し
み
を
感
じ
る
」
と
す
る
回
答
よ
り
二
〇
ポ
イ
ン
ト
以
上
、

二
〇
一
〇
年
に
限
っ
て
い
え
ば
、
五
八
ポ
イ
ン
ト
弱
も
多
く
な
っ
て
い
る
。

　

こ
う
し
て
み
る
と
、
各
時
期
で
比
較
的
安
定
し
た
回
答
パ
タ
ー

ン
を
示
し
て
い
る
と
は
い
え
、
こ
の
二
〇
年
ほ
ど
の
間
、
日
本
人

の
中
国
に
対
す
る
親
密
感
が
徐
々
に
、
時
に
急
激
に
悪
化
し
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
中
国
の
対
日
イ
メ
ー
ジ
が
本
格
的
に
調
査
研
究

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
こ
こ
一
〇
年
ほ
ど
の
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
た
め
時
系
列
的
に
、
し
か
も
比
較
的
長
期
に
わ
た
っ
て
測
定
す

る
デ
ー
タ
は
存
在
し
て
お
ら
ず
、
し
か
も
サ
ン
プ
リ
ン
グ
や
ワ
ー

デ
ィ
ン
グ
の
方
法
な
ど
が
調
査
時
点
や
調
査
の
設
計
主
体
に
よ
っ
て

異
な
っ
て
い
る
た
め
、
変
化
を
捉
え
る
の
は
困
難
で
あ
る
。

　

中
国
に
お
け
る
対
日
イ
メ
ー
ジ
関
連
の
サ
ー
ベ
イ
結
果
を
精
力

的
に
集
め
て
分
析
し
た
小
林
良
樹
に
よ
る
と
、
一
九
九
〇
年
代
の

中
ご
ろ
を
境
に
、
中
国
の
対
日
イ
メ
ー
ジ
が
悪
化
す
る
傾
向
に
あ

り
、
こ
れ
は
韓
国
や
台
湾
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
な
ど
他
の
ア
ジ
ア
地
域

と
は
異
な
る
、
中
国
独
自
の
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
可
能
性
が
高
い

図２　中国の対日イメージ 1988―2011年（単位 :％）

（出典）小林良樹「中国における『対日感情』に関する考察」『アジア研究』第54巻第4号、2008年、89ページ、および
http://www.genron-npo.net/world/genre/cat119/2011.html などから筆者作成 

図１　日本の対中イメージ 1978―2010年（単位 :％）
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と
い
う
（「
中
国
に
お
け
る
『
対
日
感
情
』
に
関
す
る
考
察
」『
ア

ジ
ア
研
究
』
第
五
四
巻
第
四
号
、
二
〇
〇
八
年
）。
と
こ
ろ
が
、

二
〇
〇
五
年
以
降
、
言
論
Ｎ
Ｐ
Ｏ
が
実
施
し
て
い
る
世
論
調
査
の
結

果
を
加
え
て
、
小
林
が
集
め
た
デ
ー
タ
を
時
系
列
的
に
並
べ
て
み
る

と
、
日
本
の
デ
ー
タ
の
よ
う
に
き
れ
い
な
パ
タ
ー
ン
を
見
出
す
こ
と

は
で
き
な
い
（
図
２
参
照
）。
一
九
九
九
年
の
読
売
新
聞
に
よ
る
調
査

や
、
二
〇
〇
八
年
の
言
論
Ｎ
Ｐ
Ｏ
に
よ
る
調
査
で
は
、
肯
定
的
反
応

と
否
定
的
反
応
が
拮
抗
す
る
な
ど
、「
な
ぜ
、こ
の
時
期
に
対
日
イ
メ
ー

ジ
が
よ
い
の
か
」
を
首
尾
よ
く
説
明
す
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
。

イ
メ
ー
ジ
が
改
善
し
な
い
理
由
　

　

し
か
し
、
日
中
に
共
通
し
て
い
え
る
こ
と
が
あ
る
。
経
済
的
な
交

流
が
活
発
化
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
接
触
が
増
え
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
相
手
国
へ
の
イ
メ
ー
ジ
は
改
善
す
る
こ
と
な
く
現
在
に
至
っ
て

い
る
と
い
う
こ
と
が
、
そ
れ
で
あ
る
。
な
ぜ
、
日
中
の
相
互
イ
メ
ー

ジ
が
改
善
し
な
い
の
か
。

　

日
本
に
お
け
る
対
中
イ
メ
ー
ジ
に
関
し
て
は
、
そ
の
時
ど
き
に
生

じ
た
（
特
に
日
中
間
で
生
じ
た
）
具
体
的
な
事
件
が
原
因
と
さ
れ
る

こ
と
が
多
い
。

　

た
と
え
ば
、
一
九
八
九
年
に
中
国
で
起
こ
っ
た
天
安
門
事
件
は
、

こ
う
し
た
日
本
の
対
中
イ
メ
ー
ジ
悪
化
の
大
き
な
理
由
の
一
つ
と
さ

れ
る
。
ま
た
、二
〇
〇
四
〜
〇
五
年
に
か
け
て
生
じ
た
反
日
デ
モ
や
、

一
〇
年
に
発
生
し
た
尖
閣
列
島
で
の
衝
突
事
故
な
ど
、
そ
の
時
ど
き

の
新
聞
紙
面
を
賑
わ
す
政
治
的
事
件
が
日
本
の
対
中
イ
メ
ー
ジ
を
悪

化
さ
せ
る
と
説
明
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

　

確
か
に
、
そ
う
し
た
面
は
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
説

明
に
は
、
国
際
ニ
ュ
ー
ス
な
り
政
府
間
関
係
が
対
中
イ
メ
ー
ジ
形
成

に
影
響
を
与
え
る
点
を
強
調
し
す
ぎ
る
傾
向
が
あ
る
。

　

日
本
の
対
中
イ
メ
ー
ジ
は
、
旅
行
・
ビ
ジ
ネ
ス
な
ど
の
移
動
を
と

も
な
う
人
的
接
触
や
、
相
手
国
か
ら
や
っ
て
く
る
モ
ノ
や
情
報—

—

日
用
品
や
（
映
画
や
ア
ニ
メ
、
文
学
、
歌
な
ど
の
）
文
化
コ
ン
テ
ン

ツ
、
食
品
や
パ
ン
ダ
な
ど—

—

に
よ
っ
て
も
影
響
を
受
け
る
。
そ

れ
ば
か
り
か
、
中
国
を
眺
め
る
日
本
側
の
環
境
が
変
化
す
れ
ば
、
対

中
イ
メ
ー
ジ
も
変
化
す
る
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
。

　

他
方
で
、
日
本
で
中
国
に
お
け
る
対
日
イ
メ
ー
ジ
（
よ
り
多
く

は
、そ
の
「
反
日
」
的
性
格
を
扱
っ
て
い
る
）
が
語
ら
れ
る
際
に
は
、

一
九
九
〇
年
代
に
始
ま
る
愛
国
主
義
教
育
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
普

及
に
伴
う
世
論
の
台
頭
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
得
ら
れ
る
日

本
イ
メ
ー
ジ
へ
の
受
容
・
反
発
、
中
国
国
内
で
進
行
す
る
格
差
と
こ

れ
に
対
す
る
憤
り
の
醸
成
と
い
っ
た
、
中
国
側
の
体
制
や
国
内
変
化

が
強
調
さ
れ
や
す
い
。

　

日
本
で
の
反
中
デ
モ
や
、
二
〇
〇
八
年
の
北
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の



53

「和諧」後の中国

聖
火
リ
レ
ー
の
際
に
噴
出
し
た
反
中
感
情
が
、
中
国
人
の
感
情
を
刺

激
す
る
と
い
っ
た
形
で
、
日
本
人
の
政
治
的
な
行
為
が
中
国
の
対
日

イ
メ
ー
ジ
に
影
響
す
る
と
す
る
指
摘
も
な
く
は
な
い
が
、
日
本
国
内

で
の
議
論
で
は
、
こ
う
し
た
点
が
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
く
、
あ

く
ま
で
中
国
の
体
制
内
の
問
題
と
し
て
理
解
さ
れ
る
場
合
が
多
い
。

イ
メ
ー
ジ
の
多
様
性
と
デ
ー
タ
の
欠
落

　

も
と
も
と
イ
メ
ー
ジ
は
複
雑
か
つ
多
面
的
で
、
客
観
的
に
把
握
す

る
の
が
む
ず
か
し
い
。
先
ほ
ど
「
日
中
の
相
互
イ
メ
ー
ジ
は
向
上
し

て
い
な
い
」
と
書
い
た
が
、
こ
れ
も
、
中
国
と
い
う
国
に
対
す
る
親

近
感
と
い
う
軸
か
ら
測
定
し
た
結
果
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
も
っ
て
日

本
の
対
中
イ
メ
ー
ジ
全
体
が
悪
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

実
際
、
い
く
つ
か
の
調
査
結
果
は
、
以
上
の
議
論
と
部
分
的
に
異

な
る
傾
向
を
示
し
て
い
る
。

　

た
と
え
ば
、
筆
者
を
含
む
研
究
グ
ル
ー
プ
が
、
中
国
で
働
く
日
本

人
駐
在
員
を
対
象
に
、
二
〇
〇
一
年
と
一
〇
年
に
同
じ
質
問
票
を
用

い
て
行
っ
た
調
査
で
は
、
彼
ら
の
抱
く
中
国
人
イ
メ
ー
ジ
は
、
一
部

で
改
善
、
一
部
で
変
化
な
し
、
一
部
で
悪
化
と
い
う
、
複
雑
な
結
果

が
得
ら
れ
て
い
る
。
同
様
に
筆
者
を
含
む
研
究
グ
ル
ー
プ
が
実
施
し

た
調
査
結
果
に
よ
れ
ば
、
中
国
の
日
系
企
業
で
働
く
現
地
従
業
員
に

よ
る
日
本
人
イ
メ
ー
ジ
は
一
九
九
一
年
か
ら
二
〇
〇
五
年
に
か
け
て

若
干
向
上
し
て
い
る
。

　

猪
口
孝
・
新
潟
県
立
大
学
学
長
を
中
心
に
行
わ
れ
て
き
た
ア
ジ

ア
・
バ
ロ
メ
ー
タ
ー
の
デ
ー
タ
か
ら
は
、
二
〇
〇
三
年
か
ら
〇
八

年
に
か
け
て
、
日
中
の
相
互
イ
メ
ー
ジ
（
具
体
的
に
は
相
手
国
の

自
国
に
対
す
る
影
響
へ
の
評
価
）
が
一
貫
し
て
低
下
し
て
い
る
と

は
い
え
ず
、
一
方
の
評
価
が
低
く
な
れ
ば
他
方
の
評
価
も
悪
く
な

り
、
一
方
の
評
価
が
高
く
な
れ
ば
他
方
の
評
価
も
高
く
な
る
反
響
効

4

4

4

果4

が
み
ら
れ
る
。

　

日
本
や
中
国
で
実
施
さ
れ
る
イ
メ
ー
ジ
調
査
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
考

え
を
も
つ
人
を
対
象
と
し
て
い
る
も
の
の
、
多
く
の
場
合
、
こ
れ
ら

を
単
純
に
足
し
合
わ
せ
た
結
果
だ
け
が
私
た
ち
の
目
に
前
に
さ
ら
さ

れ
る
。
ど
の
よ
う
な
理
由
で
、
ど
の
よ
う
な
人
た
ち
が
、
ど
の
よ
う

な
イ
メ
ー
ジ
を
相
手
国
な
り
相
手
国
の
人
び
と
に
投
影
し
て
い
る
の

か
。
そ
し
て
そ
れ
が
、
ど
の
よ
う
な
経
緯
か
ら
変
化
し
た
り
、
継
続

し
た
り
し
て
い
る
の
か—

—

こ
う
し
た
問
い
に
答
え
る
に
は
、
体

系
的
で
大
規
模
に
実
施
さ
れ
た
時
系
列
デ
ー
タ
が
必
要
と
さ
れ
、
し

か
も
誰
で
も
ア
ク
セ
ス
で
き
る
状
態
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

残
念
な
が
ら
こ
う
し
た
デ
ー
タ
は
、
ア
ジ
ア
・
バ
ロ
メ
ー
タ
ー
く

ら
い
し
か
存
在
し
て
い
な
い
。
日
中
の
相
互
イ
メ
ー
ジ
に
関
す
る
時

系
列
的
分
析
は
、
デ
ー
タ
の
欠
落
ゆ
え
、
十
全
に
進
ん
で
い
る
と
は

い
い
が
た
い
の
で
あ
る
。
■


