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〇
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イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
利
用
は
人
び
と
の
排
外
意
識
を
高
め
る
か

辻

大
介

―
―
操
作
変
数
法
を
用
い
た
因
果
効
果
の
推
定
―
―





イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
利
用
は
人
び
と
の
排
外
意
識
を
高
め
る
か

辻

大
介

―
―
操
作
変
数
法
を
用

い
た
因
果
効
果

の
推
定

―
―

【要
旨
】

日
本
で
は
、
二
〇
〇
〇
年
代
に
入
っ
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
排
外
主
義
的
な
言
説
が
急
速
な
広
が
り
を
み
せ
、
ネ
ッ
ト
右
翼
を
母
体
と

す
る

「在
特
会
」
の
よ
う
な
ヘ
イ
ト
団
体
の
活
動
が
深
刻
な
社
会
問
題
と
な
る
に
至
っ
た
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
排
外
主
義
者
を
結
び
つ
け
、

活
動
を
促
進
さ
せ
る
触
媒
の
役
割
を
は
た
す
こ
と
は
、
先
行
研
究
で
も
確
認
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
う
し
た

一
部
の
活
動
家
集

団
だ
け
で
な
く
、　
一
般
層
に
対
し
て
も
、
ネ
ッ
ト
利
用
は
排
外
意
識
を
高
め
る
よ
う
な
因
果
的
作
用
を
お
よ
ぼ
す
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と

を
計
量
的
な
社
会
調
査
デ
ー
タ
を
も
と
に
分
析
し
た
検
証
例
は
き
わ
め
て
少
な
い
う
え
に
、
そ
れ
ら
も
ネ
ッ
ト
利
用
と
排
外
意
識
が
正
の
相

関
を
も
つ
こ
と
を
見
い
だ
し
た
に
と
ど
ま
り
、
因
果
の
向
き
は
明
ら
か
で
な
い
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
二
〇

一
七
年

一
一
月
に
実
施
し
た
ウ
ェ
プ
調
査
デ
ー
タ
を
も
と
に
、
操
作
変
数
法
を
用
い
た
双
方
向
因
果
モ
デ
ル
に

よ
っ
て
、
国
ネ
ッ
ト
利
用
が
排
外
意
識
を
強
め
る
の
か
、
そ
れ
と
も
、
国
排
外
意
識
の
強
い
者
は
ど
ネ
ッ
ト
を
よ
く
利
用
す
る
の
か
、
因

果
の
向
き
を
分
析
し
た
。
そ
の
結
果
、
日

の
向
き
の
パ
ス
は
有
意
な
係
数
値
を
示
し
、
正
の
因
果
効
果
が
認
め
ら
れ
た
が
、
国
の
向
き
の

パ
ス
は
有
意
で
な
く
、
因
果
効
果
は
支
持
さ
れ
な
か
っ
た
。

ま
た
興
味
深
い
こ
と
に
、
ネ
ッ
ト
利
用
は
必
排
外
的
な
意
識
を
高
め
る
因
果
効
果
も
同
時
に
有
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
追
加
分

析
の
結
果
か
ら
、
こ
の
相
反
的
な
二
方
向
へ
の
同
時
効
果
は
、
情
報
や
他
者
へ
の
選
択
的
接
触
に
よ
っ
て
生
じ
て
い
る
可
能
性
―
―
す
な
わ

ち
、
排
外
意
識
を
先
有
傾
向
と
し
て
も
つ
者
は
、
ネ
ッ
ト
上
で
排
外
主
義
的
な
情
報
や
他
者
に
よ
り
多
く
接
触
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の

影
響
を
よ
り
強
く
受
け
、
反
排
外
意
識
を
も
つ
者
は
そ
の
逆
で
あ
る
こ
と
―
―
が
示
唆
さ
れ
た
。

【キ
ー
ワ
ー
ド
】
サ
イ
パ
ー
レ
イ
シ
ズ
ム
、
情
報
の
選
択
的
接
触
、
統
計
的
因
果
推
論
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「ネ
ッ
ト
右
翼
」
と
い
う
語
が
全
国
紙
上
で
初
め
て
用
い
ら
れ
た
の

は
、
二
〇
〇
六
年
五
月
五
日
付
の
朝
日
新
聞
朝
刊
で
あ
る
。
そ
の
記
事

は
、
あ
る
プ
ロ
グ
に
批
判
の
コ
メ
ン
ト
が
殺
到
し
、
開
鎖
に
追
い
込
ま

れ
た
事
例
を
取
り
あ
げ
な
が
ら
、
「数
年
前
か
ら
ネ
ッ
ト
上
で
使
わ
れ

出
し
た
言
葉
だ
。
自
分
と
相
い
れ
な
い
考
え
に
、
投
稿
や
書
き
込
み
を

繰
り
返
す
人
々
を
指
す
。
右
翼
的
な
考
え
に
基
づ
く
意
見
が
ほ
と
ん
ど

な
の
で
、
そ
う
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
」
と
説
明
を
く
わ
え
て
い
る
。

そ
れ
か
ら

一
〇
年
を
経
た
二
〇

一
六
年
五
月
二
四
日
。
衆
議
院
本
会

議
は

「本
邦
外
出
身
者
に
対
す
る
不
当
な
差
別
的
言
動
の
解
消
に
向
け

た
取
組
の
推
進
に
関
す
る
法
律
」
、
通
称

「
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
解
消
法
」

を
全
会

一
致
で
可
決
し
た
。
こ
こ
に
至
る
ま
で
に
、
「在
日
特
権
を
許

さ
な
い
市
民
の
会
」
（在
特
会
）
に
代
表
さ
れ
る
排
外
主
義
運
動
は
、

も
は
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
と
ど
ま
ら
ず
、
街
頭
等
で
も
ヘ
イ
ト
デ

モ
を
く
り
返
す
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
在
日
コ
リ
ア
ン
を
中
心
と
し
た

エ
ス
ニ
ッ
ク
ー
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ヘ
の
深
刻
な
被
害
が
広
が
っ
て
い
た
。

国
連
人
種
差
別
撤
廃
委
員
会
か
ら
の
度
重
な
る
勧
告
に
も
反
応
の
鈍
か

っ
た
日
本
の
政
府

。
国
会
が
、
い
よ
い
よ
法
的
措
置
を
講
じ
ざ
る
を
え

な
い
ま
で
に
、
事
態
が
立
ち
至
っ
た
の
で
あ
る
。

施
行
後
、
ヘ
イ
ト
デ
モ
は
減
少
の
兆
し
を
み
せ
て
い
る
も
の
の
、
未

だ
に

「ネ
ッ
ト
上
の
差
別
扇
動
は
野
放
し
状
態
」
だ
と
し
て
、
規
制
強

化
を
求
め
る
声
も
根
強
く
あ
る

（毎
日
新
聞
二
〇

一
七
年
五
月
二
五
日
付

朝
刊
）。
現
行
法
は
、
憲
法
の
保
障
す
る
表
現
の
自
由
と
の
か
ね
あ
い

か
ら
、
罰
則
規
定
等
を
と
も
な
わ
な
い
理
念
法
に
と
ど
め
ら
れ
て
い
る

か
ら
だ
。
日
本
の
憲
法
学
界
で
も
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
の
法
的
規
制
に
関

し
て
は
依
然
と
し
て
消
極
説
が
多
数
派
で
あ
る

（奈
須
二
〇
一
六
）。

消
極
説
は
、
危
害
が
今
ま
さ
に
お
よ
ぼ
さ
れ
か
ね
な
い
状
況
に
あ
る

こ
と
が
明
ら
か
な
、
い
わ
ゆ
る

「明
白
か
つ
現
在
の
危
険
」
が
あ
る
場

合
の
み
に
規
制
は
限
ら
れ
る
べ
き
だ
と
す
る
。
そ
れ
以
外
は
、
た
と
え

社
会
的
に
害
悪
を
も
た
ら
す
と
考
え
ら
れ
る
思
想
の
表
現

・
言
論
で
あ

っ
て
も
―
―
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
が
思
想
の

「表
現
」
や

「言
論
」
に
あ

た
る
か
は
ひ
と
ま
ず
措
く
と
し
て
―
―
、
自
由
に
議
論
が
戦
わ
さ
れ
、

あ
る
種
の
市
場
競
争
原
理
の
も
と
で
劣
悪
な
思
想
が
淘
汰
さ
れ
て
い
く

過
程
に
ゆ
だ
ね
る
べ
き
、
と
い
う
立
場
を
採
る
。
こ
こ
で
法
学
論
争
の

詳
細
に
立
ち
入
る
こ
と
は
し
な
い
が
、
ひ
と
つ
だ
け
注
目
し
て
お
き
た

い
の
は
、
そ
の
立
場
に
対
し
て
次
の
よ
う
な
批
判
が
あ
る
こ
と
だ
。

さ
ら
に
、
ナ
チ
ス
政
権
下
に
お
け
る
ユ
ダ
ヤ
人
虐
殺
を
は
じ
め
と
し

て
、
人
類
史
上
で
は
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
が
ご
く
短
期
間
の
う
ち
に
社

会
を
席
巻
し
て
タ
ー
ゲ
ッ
ト
集
団
の
虐
殺
や
甚
大
な
人
権
侵
害
を
も

た
ら
し
た
例
も
多
い
こ
と
を
ふ
ま
え
る
と
、
長
期
的
な
展
望
に
立
っ

た
‥

〈略
〉
‥

「思
想
の
自
由
市
場
」
論
に
依
拠
す
る
こ
と
は
重
大

な
危
険
も
伴
う
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
（小
谷

二
〇
一
四
¨
八
六
）



排
外
主
義
運
動
が
ネ
ッ
ト
を
介
し
て
こ
こ
一
〇
年
と
い
う

「短
期
間

の
う
ち
に
社
会
を
席
巻
」
し
た
事
実
を
鑑
み
る
な
ら
、
そ
の
危
険
は
多

分
に
現
実
味
を
帯
び
て
感
じ
ら
れ
よ
う
。
「在
特
会
」
の
成
員
を
中
心

に
三
〇
名
を
超
す
排
外
主
義
活
動
家
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査
を
行
な

っ
た
樋
口
直
人
（二
〇
一
四
¨
一
一
八
）
は
、
「日
本
の
排
外
主
義
運
動
は
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
っ
て
初
め
て
実
現
し
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は

な
い
」
と
断
じ
て
い
る
。
ま
た
、
「元
々
活
動
家
だ
っ
た
者
」
を
結
び

つ
け
る
だ
け
で
な
く
、
「イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
な
け
れ
ば
見
過
ご
し
て

い
た

『問
題
』
を
発
見
し
、
参
加
意
欲
を
引
き
出
」
さ
れ
た
層
が

一
定

数
存
在
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る

（同
上
書

¨
一
二
五
）。

で
は
、
活
動
家
集
団
だ
け
で
な
く
、
よ
り

一
般
的
に
も
、
こ
の
よ
う

に
ネ
ッ
ト
利
用
が
排
外
意
識
を
惹
起
す
る
と
い
う
作
用
は
認
め
ら
れ
る

の
だ
ろ
う
か
。
理
路
と
し
て
は
、
逆
向
き
の
作
用
、
す
な
わ
ち

「イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
が
な
け
れ
ば
見
過
ご
し
て
い
た
」
ヘ
イ
ト
の
深
刻
さ
や
カ

ウ
ン
タ
ー
活
動
の
主
張
を
知
り
、
反
排
外
的
な
意
識
を
う
な
が
さ
れ
る

こ
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
実
際
に
い
ず
れ
の
向
き
に
作
用
す
る
可
能
性

が
高
い
か
は
、　
一
般
層
を
含
む
よ
り
大
規
模
な
調
査
デ
ー
タ
に
よ
っ
て

検
証
す
る
必
要
が
あ
る
。
本
稿
が
照
準
す
る
の
は
、
こ
の
問
題
で
あ
る
。

ニ
　
イ
ン
タ
ー
ネ
ツ
ト
と
排
外
主
義
―
―
蘭
連
先
行
研
究

だ
が
、
社
会
調
査
デ
ー
タ
に
よ
っ
て
、
ネ
ッ
ト
利
用
の
排
外
意
識
ヘ

の
影
響
を
計
量
的
に
分
析
し
た
先
行
研
究
は
、
国
内
外
と
も
に
き
わ
め

て
少
な
い
。
オ
ン
ラ
イ
ン
に
現
出
し
た
排
外
主
義
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

あ
る
い
は

「サ
イ
パ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
「サ
イ
パ
ー
レ
イ
シ
ズ
ム
」

に
関
す
る
研
究
は
、
海
外
で
は
ネ
ッ
ト
普
及
初
期
か
ら
取
り
組
ま
れ
て

お
り

（”
，
０”
０
”
』
●
８
∞
¨
”
日
ュ
ω
Ｏ
一
巴
ｔ
８

，
”
Ｂ
”
Ｎ８
Ｎ
¨
ｒ
●

Ｎ０
０
０
日
”Ｆ
●ｏ
●
Ｎ８
Ｎ
¨
∪
”
り
き
ｒ
ＮＯ
Ｐω
等
）、
二
〇

一
六
年
の
ア
メ
リ

カ
大
統
領
選
挙
時
に
話
題
と
な

っ
た

「オ
ル
タ
ナ
右
翼
＞
】，
”
い”
げ
こ

―
―
い
わ
ば
ア
メ
リ
カ
版
の
ネ
ッ
ト
右
翼
で
あ
る
―
―
に
つ
い
て
も
い

ち
早
く
研
究
が
進
め
ら
れ
て
は
い
る
の
だ
が

（国
”
ュ
ｏ
ヽ
Ｎ
ｏ
Ｈ一
等
）、

や
は
り
活
動
家

・
団
体
を
対
象
と
し
た
事
例
研
究
や
理
論
的
観
点
か
ら

の
考
察
、
ネ
ッ
ト
上
の
言
説
の
分
析
が
も

っ
ぱ
ら
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
研
究
の
系
譜
に
お
い
て
は
、
「伝
統
的

に
歴
史
あ
る
い
は
理
論
的
ア
プ

ロ
ー
チ
が
主
流
で
あ
り
、
二
〇
〇
〇
年

代
に
入
る
ま
で
は
計
量
的
な
手
法
を
用
い
た
研
究
は
世
界
的
に
も
ま
だ

稀
で
あ

っ
た
」
（金

二
〇

一
七

一
七
七
）。
近
年
は
、
国
際
社
会
調
査
プ

ロ
グ
ラ
ム

（
Ｉ
Ｓ
Ｓ
Ｐ
）
の

「ナ
シ
ョ
ナ
ル

・
ア
イ
デ
ン
テ
イ
テ
ィ
」

調
査
に
代
表
さ
れ
る
計
量
研
究
も
盛
ん
に
な
り
つ
つ
あ
る
も
の
の
、
し

か
し
―

ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
研
究
の
主
流
的
関
心
か
ら
す
れ
ば
無
理
か

ら
ぬ
こ
と
で
は
あ
る
の
だ
が
―
―
ネ
ッ
ト
利
用
が
排
外
意
識

へ
の
影
響

因
た
り
う
る
こ
と
は
等
閑
視
さ
れ
て
い
る
。
Ｉ
Ｓ
Ｓ
Ｐ
の
上
記
調
査
で

は
、
直
近
の
二
〇

一
三
年
版
の
調
査
票
で
も
、
ネ
ッ
ト
利
用
に
関
す
る

０

設
間
は
な
い
。
移
民

・
難
民
へ
の
排
外
的
態
度
項
目
を
含
む
二
〇

一
四

年
の
欧
州
社
会
調
査

（Ｅ
Ｓ
Ｓ
）
で
も
、
ネ
ッ
ト
の
利
用
状
況
は
設
間

さ
れ
て
い
な
い

（
二
〇

一
六
年
調
査
で
は
ネ
ッ
ト
利
用
項
目
が
含
ま
れ

5 インターネット利用は人びとの排外意識を高めるか



る
が
、
逆
に
排
外
意
識
に
関
す
る
設
間
を
欠
く
）。
日
本
で
の
計
量
的

な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
研
究
で
も
事
情
は
同
様
で
あ
り
、
田
辺
俊
介
ら
（田

辺
編

二
〇

一
一
、
二
〇

一
六
）
や
金
明
秀

（
二
〇
一
五
）
の
調
査
で
も
、

ネ
ッ
ト
利
用
に
つ
い
て
設
間
さ
れ
た
形
跡
は
な
く
、
少
な
く
と
も
排
外

意
識
と
の
関
連
に
つ
い
て
の
分
析
結
果
は
報
告
さ
れ
て
い
な
い
。

こ
う
し
た
状
況
の
も
と
で
、
ネ
ッ
ト
利
用
と
排
外
意
識
と
の
関
連
を

分
析
し
た
計
量
研
究
と
し
て
は
、
管
見
の
限
り
、
海
外
で
は

一
例
し
か

な
い
。
国
い
日

ｇ

Ｌ
六
ＮＯ
〓
）
は
、
中
国
で
の
オ
ン
ラ
イ
ン
調
査
を

も
と
に
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
意
識
が
ネ
ッ
ト
上
で
の
日
中
関
係
に
つ
い

て
の
情
報
探
索
等
と
正
相
関
し
、
ひ
い
て
は
反
日
行
動
に
結
び
つ
き
や

す
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
日
本
で
も
、
筆
者
が
二
〇
〇
八
年

と

一
四
年
に
実
施
し
た
オ
ン
ラ
イ
ン
調
査
の
分
析
結
果
か
ら

（辻

・
藤

田

二
〇

一
〇
、
辻

二
〇

一
七
）、
ネ
ッ
ト
利
用
時
間
や
プ
ロ
グ

・
掲
示

板
等
の
利
用
頻
度
が
排
外
的
態
度
と
正
の
関
連
を
も
つ
こ
と
を
示
し
た

以
外
に
は
、
大
学
生
に
質
問
紙
調
査
を
行
な
い
、
ネ
ッ
ト
利
用
時
間
が

在
日
コ
リ
ア
ン
に
対
す
る
現
代
的
レ
イ
シ
ズ
ム
と
や
は
り
正
の
関
連
を

も
つ
こ
と
を
示
し
た
高
史
明

（二
〇
一
五
）
の
研
究
に
限
ら
れ
る
。

く
わ
え
て
、
こ
れ
ら
数
少
な
い
研
究
の
い
ず
れ
も
基
本
的
に
は
ネ
ッ

ト
利
用
と
排
外
意
識
が
単
に
連
関
す
る
こ
と
を
確
認
し
た
に
す
ぎ
ず
、

因
果
の
向
き
は
明
ら
か
で
な
い
。
ネ
ッ
ト
上
に
は

「嫌
韓
嫌
中
」
感
情

③

の
際
立
つ
言
説
が
大
量
に
流
通
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ネ
ッ
ト
を
よ

く
利
用
す
る
者
ほ
ど
、
そ
う
し
た
言
説
に
接
触
す
る
機
会
が
増
え
、
排

外
意
識
を
強
め
る
こ
と
は
、
確
か
に
可
能
性
と
し
て
十
分
に
あ
り
う
る

だ
ろ
う
。
し
か
し
他
方
で
は
、
も
と
も
と
排
外
意
識
が
強
い
者
ほ
ど
、

自
ら
の
選
好
に
あ
っ
た
排
外
主
義
的
言
説
へ
の
接
触
が
容
易
な
ネ
ッ
ト

を
よ
く
利
用
す
る
、
あ
る
い
は
、
匿
名
性

・
不
可
視
性
の
隠
れ
蓑
に
守

ら
れ
て
排
外
的
な
攻
撃
感
情
を
吐
き
だ
し
や
す
い
ネ
ッ
ト
を
よ
く
利
用

す
る
、
と
い
っ
た
逆
向
き
の
因
果
連
関
も
想
定
し
う
る
は
ず
だ
。

ネ
ッ
ト
利
用
が
排
外
意
識
を
強
め
る
の
か
、
そ
れ
と
も
、
排
外
意
識

が
ネ
ッ
ト
利
用
を
う
な
が
す
の
か
。
あ
る
い
は
ま
た
、
両
者
が
た
が
い

に
た
が
い
を
強
め
あ
う
関
係

（双
方
向
の
因
果
）
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
点
を
、
筆
者
が
新
た
に
実
施
し
た
調
査
デ
ー
タ
を
も
と
に
検
証
す

る
こ
と
が
、
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。

あ
わ
せ
て
、
ネ
ッ
ト
利
用
が

″反
″
排
外
主
義
的
な
意
識
を
強
め
る

か
否
か
に
つ
い
て
も
、
同
様
の
検
証
を
行
な
う
。　
一
見
、
奇
妙
に
思
え

る
か
も
し
れ
な
い
が
、
現
在
の
ネ
ッ
ト
研
究
に
お
け
る
有
力
な
見
方
に

し
た
が
え
ば
、

ネ

ッ
ト
利

用
が
―

少

な
く

と
も
集
合
体

（，
”
“「
ｏ
¨

，
８
）
レ
ベ
ル
に
お
い
て
は
―
―
排
外
的
な
態
度
と
反
排
外

的
な
態
度
を
同
時
に
強
め
る
よ
う
な
効
果
が
考
え
う
る
か
ら
だ
。

メ
デ
ィ
ア
効
果
研
究
で
は
、
た
と
え
ば
共
和
党
支
持
者
は
共
和
党
寄

り
の
ニ
ュ
ー
ス
に
、
民
主
党
支
持
者
は
民
主
党
寄
り
の
ニ
ュ
ー
ス
に
好

ん
で
接
触
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る

（い
，
Ｎ”
ヨ
♂
〓
ｏ
一
Ｌ
Ｌ
Ｒ
ｅ
。

こ
れ
を
先
有
傾
向
に
よ
る
情
報

の

「
選
択
的
接
触

ｏ２
ｏ
３
く
ｏ

ｏ
ｘ
●
ｏ
日
８
」
と
い
う
。
ネ
ッ
ト
で
自
ら
の
選
好
に
も
と
づ
く
情
報
接

触
を
行
な
う
こ
と
は
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
よ
り
は
る
か
に
容
易
で
あ
り
、

ま
た
、
情
報
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
技
術
の
発
達
に
よ
り
、
ユ
ー
ザ
の
選
好



に
応
じ
た
情
報
が
自
動
提

示
さ
れ
る
可
能
性
も
高
ま

っ
て
い
る

（”
Ｌ
け
ｏ
”
Ｎ
Ｏ
〓
）。
そ
れ
を
媒
介
に
し
て
選
好
を
同
じ
く
す
る
ユ
ー
ザ

同
士
が
結
び
つ
く
こ
と
も
増
え
る
。
こ
う
し
て
、
個
々
人
の
選
好
に
合

致
し
た
ニ
ュ
ー
ス
や
意
見
、
他
者
に
は
接
し
や
す
く
、
合
致
し
な
い
も

の
に
は
接
し
に
く
い
、
同
質
的
な
情
報
環
境
と
対
人
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が

形
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

Ｏ
ｏ
【
≦
８
Ｈけ
ｏ
一
Ｌ
ｔ
８
ｐ
∽
目

ｏ●

●

Ｎ●
Ｈ一）。

つ
ま
り
、
排
外
的
な
先
有
傾
向
を
も
つ
ユ
ー
ザ
は
、
ネ
ッ
ト
を
よ
く

利
用
す
る
ほ
ど
、
自
ら
の
排
外
的
態
度
を
さ
ら
に
強
め
る
よ
う
な
言
説

や
他
者
に
接
す
る
こ
と
が
増
え
、　
一
方
、
反
排
外
的
な
ユ
ー
ザ
も
同
様

に
し
て
自
ら
の
先
有
傾
向
を
強
め
て
い
く
―
―
ネ
ッ
ト
が

一
様
に
で
は

な
く
、
先
有
傾
向
に
応
じ
て
二
様
的

（
二
方
向
的

匡
嵐
”８
ｏ
Ｌ
ｏ
●
』
）

に
作
用
す
る
―
―
可
能
性
が
想
定
し
う
る
の
で
あ
る
。

前
述
の
筆
者
の
分
析

（辻

二
〇

一
七
）
で
は
、
排
外
的
態
度
と
反
排

外
的
態
度
を

一
元
的
な
軸
の
両
極
に
位
置
づ
け
る
よ
う
な
尺
度
構
成
を

採

っ
て
い
た
た
め
、
こ
う
し
た
二
様
的
な
効
果
の
可
能
性
を
検
討
で
き

な
か
っ
た
。
そ
こ
で
今
回
は
、
排
外
意
識
と
反
排
外
意
識
を
そ
れ
ぞ
れ

独
立
し
た
軸
に
切
り
分
け
る
よ
う
な
尺
度
構
成
を
試
み
る
。
そ
れ
ら
を

用
い
た
分
析
に
よ
っ
て
、
ネ
ッ
ト
利
用
が
排
外
意
識
を
高
め
、
同
時
に

反
排
外
意
識
も
高
め
る
よ
う
な
因
果
効
果
が
認
め
ら
れ
れ
ば
、
そ
れ
は

二
様
的
な
効
果
を
示
唆
す
る
結
果
と
み
な
せ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
対
し

て
、
前
者
を
高
め
、
後
者
を
低
め
る
の
で
あ
れ
ば
、
ネ
ッ
ト
利
用
は
ユ

ー
ザ
の
先
有
傾
向
に
か
か
わ
ら
ず
、　
一
様
に
排
外
主
義
を
支
持
す
る
方

向
へ
と
態
度
変
容
を
う
な
が
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
次
節
で

は
、
今
回
行
な
っ
た
調
査
の
概
要
を
紹
介
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
尺
度

構
成
に
つ
い
て
説
明
す
る
。

三
　
調
査
の
概
要
と
排
外
／
反
排
外
意
識
に
関
す
る
尺
度
構
成

調
査
は
Ｎ
Ｔ
Ｔ
コ
ム
ー
リ
サ
ー
チ
に
委
託
し
、
同
事
業
者
お
よ
び
提

携
事
業
者
の
登
録
モ
ニ
タ
ー
会
員
の

一
六
～
六
四
歳
を
対
象
と
し
て
、

二
〇

一
七
年

一
一
月

一
五
～

一
八
日
に
ウ
ェ
プ
質
問
紙
調
査
シ
ス
テ
ム

に
よ
っ
て
実
施
し
た
。
計
画
標
本
数
は
、
五
歳
区
分
ｘ
男
女
の
計
二
〇

セ
ル
に
各
二
〇
〇
ケ
ー
ス
を
割
り
当
て
た
総
計
四
〇
〇
〇
ケ
ー
ス
で
あ

る
。
回
答
に
信
頼
性
の
低
い
ケ
ー
ス
を
削
除
し
、
最
終
的
に
四
〇
〇
七

ケ
ー
ス
の
有
効
回
収
票
を
得
た
。

今
回
の
調
査
票
に
は
、
排
外
的

・
反
排
外
的
な
態
度
を
測
る
設
間
と

し
て
、
Ｉ
Ｓ
Ｓ
Ｐ
の
二
〇

一
三
年
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

調
査
を
参
照
し
、
八
項
目
を
採
り
い
れ
て
い
る
。
表
１
が
、
そ
の
設
間

文
と
回
答
の
記
述
統
計

（一そ
う
思
う
」
～

「そ
う
思
わ
な
い
」
の
五

件
法
回
答
に
五
～

一
点
を
付
与
）、
お
よ
び
探
索
的
因
子
分
析
の
結
果

Э

（最
尤
法
、
プ
ロ
マ
ッ
ク
ス
斜
交
回
転
後
）
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

因
子
数
の
決
定
に
あ
た
っ
て
は
、
カ
イ
ザ
ー
ー
ガ
ツ
ト
マ
ン
基
準

・
ス

Э

ク
リ
ー
プ
ロ
ッ
ト
基
準
を
と
も
に
満
た
す
二
因
子
構
造
を
採
用
し
た
。

因
子
Ｉ
は
、
外
国
人
へ
の
肯
定
的
な
態
度
を
表
す
上
半
分
の
四
項
目

の
負
荷
量
が
高
い
こ
と
か
ら
、
〈
外
国
人
肯
定
評
価
〉
因
子
と
呼
べ
る

7 インターネット利用は人びとの排外意識を高めるか



ル
`ο

′″ ,D

3.10   0.84

3.28   0.97

3.66   0.92

3.38   0.85

3.47

2.96

3.00

3.83

0.97

0.92

0.94

0.95

.68  -.01

.64   -.08

74   -.07

.69     .08

表 1 排外的態度項目の記述統計量と因子分析の結果 (最尤法、プロマックス斜交回転後)

(″→,000 因子 I 因子 II

そうした外国人は、全体としては

日本の経済の役に立っている

そ うした外国人は新 しい考えや文化をもたらし、

日本の社会を良くしている

そうした外国人が日本に合法的に移住 した場合は、

日本人と同じ権利をもつべきだ

そ うした外国人が日本に合法的に移住 した場合は、

日本人と同じように、義務教育を受けられるほうがよい

そ うした外国人が増えれば、犯罪発生率が高くなる

そ うした外国人は日本人から仕事を奪っている

日本文化はこうした外国人によつて

徐々に損なわれてきている

こうした外国人が不法滞在 している場合は、国外撤去

させるために日本政府はもっと厳 しく取り締まるべきだ

因子間相関 (‐つく001の有意性)  一.16・
~

※「そうした外国人」とは「定住しようと思つて日本に来る外国人」のことを指す

表 2 外国人肯定評価/外国人排斥感情と各国への親近感との相関

Л
　
３
　
　
ｍ
　
　
説

―.03

-.04

-.09

.20

だ
ろ
う
。　
一
方
、
因
子
Ⅱ
は
、
否
定
的
な
態
度
を
表
す
下
半
分
の
四
項

目
の
負
荷
量
が
高
く
、
〈
外
国
人
排
斥
感
情
〉
因
子
と
解
釈
で
き
る
。

以
下
で
は
、
こ
れ
ら
の
因
子
ス
コ
ア
を
そ
れ
ぞ
れ
反
排
外
意
識
／
排
外

意
識
の
指
標
と
な
る
二
つ
の
独
立
し
た
尺
度
変
数
と
し
て
あ
つ
か
う
。

上
記
八
つ
の
肯
定
的

・
否
定
的
な
態
度
項
目
が
、
単

一
の
因
子
を
構

成
せ
ず
、
弱
い
負
の
因
子
間
相
関
を
示
し
つ

つ
も
、
ひ
と
ま
ず
独
立
し
た
二
つ
の
因
子
に

分
か
れ
る
の
は
意
外
に
思
え
る
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
、
同

一
の
個
人
が
あ
る
対
象
を

肯
定
的
に
評
価
し
つ
つ
否
定
的
な
感
情
も
お

ぼ
え
る
と
い
っ
た
ア
ン
ピ
バ
レ
ン
ス
は
、　
一

般
論
と
し
て
も
め
ず
ら
し
い
こ
と
で
は
あ
る

ま
い
。

そ
れ
以
上
に
重
要
な
の
は
、
こ
れ
ら
肯
定

的
な
態
度
項
目
と
否
定
的
な
態
度
項
目
と
で

は
、
回
答
す
る
際
に
想
定
さ
れ
て
い
る
外
国

人
が
異
な
っ
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る

こ
と
だ
。
表
２
は
、
こ
れ
ら
二
因
子
の
ス
コ

ア
と
五
ヵ
国
へ
の
親
近
感

（
「か
な
り
感
じ

る
」
～

「ま
っ
た
く
感
じ
な
い
」
の
五
件
法

で
回
答
）
と
の
相
関
係
数
を
示
し
た
も
の
で

あ
る
。
〈
肯
定
評
価
〉
因
子
は
い
ず
れ
の
国

と
も
正
相
関
を
示
し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て

アメリカ ロシア  台湾   中国   韓国(″=4,000

外国人肯定評価   .18・・・   .14~ .16… .23・・・    .24・・・

外国人排斥感情  .07‐・  ―.03・   .04・  ―.18…  ―.21~

(・
・つく.o01,′<.05の 有意性)



〈
肯
定
評
価
〉
に
際
し
て
想
定
さ
れ
る
の
は
、
ひ
と
ま
ず
外
国
人

一
般

と
み
な
し
う
る
だ
ろ
う
。
し
か
し

〈排
斥
感
情
〉
因
子
に
つ
い
て
は
、

中
国
お
よ
び
韓
国
と
の
間
に
と
り
わ
け
高
い
負
の
相
関
値
が
認
め
ら
れ

る
。
こ
れ
は

〈排
斥
感
情
〉
の
向
け
ら
れ
る
先
が
も
っ
ぱ
ら
中
国

。
韓

国
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
あ
わ
せ
て
興
味
深
い
こ
と
に
、
ア

メ
リ
カ
や
台
湾
に
対
し
て
は
、
む
し
ろ

〈排
斥
感
情
〉
が
強
い
ほ
ど
親

近
感
が
高
い
と
い
う
正
の
相
関
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
関
連
傾
向
の
違
い
は
、
日
本
人
に
お
け
る
エ
ス
ニ
ッ
ク
な

内
集
団
／
外
集
団
の
境
界
づ
け
の
特
異
性
、
複
雑
さ
を
物
語
る
も
の
だ

ろ
う
。
た
だ
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
さ
し
あ
た
り
問
題
を
提
起
す
る
に

と
ど
め
て
お
く
と
し
て
、
次
に
、
こ
れ
ら

〈
外
国
人
肯
定
評
価
〉
〈外

国
人
排
斥
感
情
〉
と
ネ
ッ
ト
利
用
と
の
因
果
連
関
を
分
析
す
る
方
法
に

つ
い
て
説
明
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

図
中
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
変
数
に
あ
た
る
。
こ
こ
で
、
路
を
排
外
意
識
の
強

さ
、
ん
を
ネ
ッ
ト
利
用
頻
度
と
す
る
と
、
国
の
向
き
の
矢
印
は
、
ネ

ッ
ト
の
高
頻
度
利
用
に
よ
っ
て
↓
排
外
意
識
が
強
ま
る
と
い
う
因
果
連

関
を
、
国
は
、
排
外
意
識
が
強
い
ほ
ど
↓
ネ
ッ
ト
利
用
頻
度
が
増
す

と
い
う
因
果
連
関
を
表
す
。
こ
の
因
果

（の
向
き
）
の
推
定
に
必
要
と

な
る
の
が
操
作
変
数
で
あ
る
。

操
作
変
数
は
、
タ
ー
ゲ

ッ
ト
変

数
の

一
方
に
は
因
果
的
に
影
響
す

る

（
も
し
く
は
論
理
必
然
的
に
連

関
す
る
）
が
、
他
方
に
は
影
響
し

な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
と
え
ば
今
回
の
場
合
は
、
排
外

意
識
ん
に
対
す
る
操
作
変
数
ん
の

ひ
と
つ
と
し
て
、
後
述
の

〈
否
定

的
外
国
人
接
触
経
験
〉
尺
度
を
用

い
る
。
外
国
人
と
不
快
な
接
触
経

験
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
排
外
意

識
ん
が
強
ま
る
と
考
え
る
の
は
自

然
な
想
定
だ
ろ
う
が
、
不
快
な
接

触
経
験
を
し
た
こ
と
が
原
因
と
な

っ
て
ネ
ッ
ト
の
利
用
頻
度
協
が
増

え
る
と
は
考
え
に
く
い
。
小
さ
な

可
能
性
と
し
て
あ
り
う
る
の
は
、

¶

四
　
分
析
の
方
法
―
―
双
方
向
日
果
モ
デ
ル

こ
こ
で
分
析
枠
組
と
す
る
の
は
、
操
作
変
数

（け
ω
一目
日
ｏ
●
Ｆ
］

く
亀
け
匡
ｏ
）
を
用
い
た
双
方
向
因
果
モ
デ

ル

（りヽ

ｏギ
８
ｏ
日

０
識
８
８

８
０
“
ｏ
】）
で
あ
る
。
紙
幅
の
制
約
上
、
統
計
数
理
的
な
説
明

は
大
幅
に
割
愛
せ
ざ
る
を
え
な
い
が
、
図
１
を
も
と
に
、
直
感
的
理
解

に
訴
え
る
形
で
必
要
最
小
限
の
ポ
イ
ン
ト
を
お
さ
え
て
い
き
た
い
。

変
数
ん
が
変
数
ん
に
因
果
を
お
よ
ぼ
す
可
能
性
が
あ
り
、
同
時
に
ん

が
ん
に
因
果
を
お
よ
ぼ
す
可
能
性
も
あ
る
と
す
る
。
こ
れ
ら
ん
と
ん
が

ea

統制変数χ。

●o

図 1 1分析に用いる双方向因果モデルの概念図

操作変数 %o
ターケ ッ ト変数 陥

く排外意臓/反排外意臓)

ターゲット変数 ち

(ネ ット利用■)
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そ
の
接
触
経
験
に
よ
っ
て
外
国

（人
）
へ
の
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
関
心
が
高

ま
り
、
外
国
関
連
の
情
報
を
ネ
ッ
ト
で
検
索
す
る
頻
度
が
増
え
る
、
と

い
う
く
ら
い
で
は
な
い
か
。
こ
う
し
た
因
果
の
経
路
に
つ
い
て
は
、
た

と
え
ば
海
外
や
外
国
の
情
報
を
ネ
ッ
ト
で
検
索
す
る
頻
度
等
の
、ん
（外

国
人
接
触
経
験
）
と
ん

（ネ
ッ
ト
利
用
）
を
媒
介
す
る
と
考
え
ら
れ
る

変
数
を
、
統
制
変
数
と
し
て
投
入
す
れ
ば
よ
い
。
重
要
な
の
は
、
あ
く

ま
で
ん
が
協
に
直
接
の
因
果
を
お
よ
ぼ
す
経
路
・
理
路
が
考
え
ら
れ
な

い
こ
と
で
あ
る
。

さ
て
、
仮
に
図
１
の
国
の
向
き
で
ん
が
↓
協
に
因
果
を
お
よ
ぽ
す

と
す
れ
ば
、
ん
↓
ん
↓
ん
と
い
う
因
果
連
鎖
を
た
ど
っ
て
、
ん
と
ん
の

間
に
は
見
か
け
上
の
相
関
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
対
し
、
国

の
向
き
で
ん
が
↓
ん
に
因
果
を
お
よ
ぼ
す
場
合
は
、
ん
↓
協
↑
ん
と
な

っ
て
、
単
に
ん
に
お
い
て
因
果
合
流
す
る
だ
け
で
あ
り
、
ん
と
ん
の
見

か
け
上
の
相
関
は
生
じ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、操
作
変
数
を
用
い
る
と
、

い
ず
れ
の
向
き
の
因
果
が
存
す
る
か
に
よ
っ
て
予
測
さ
れ
る
相
関

（共

分
散
）行
列
が
異
な
っ
て
く
る
。
そ
の
こ
と
を
利
用
し
て
因
果
の
向
き
。

効
果
を
推
定
す
る
の
で
あ
る
。

パ
ラ
メ
ー
タ
の
推
定
に
は
、
大
き
く
分
け
て
完
全
情
報

（旨
］

邑

ｏ
日

，
き

口
）

を

用

い
る
方

法

と
限

定

情

報

（目
日
言
一

ビ

』
Ｏ
Ｈ
日

，
Ｌ

Ｏ
口

）

を

用

い

る

方

法

が

あ

る

（
”

”
凶
８

口

ｏ
一

Ｌ

ヽ

０
，

３

，

３
）。
前
者
は
後
者
よ
り
も
推
定
の
精
度
は
高
い
が
、
モ
デ
ル
の
誤
特

定
等
に
よ
る
バ
イ
ア
ス
に
は
よ
り
脆
弱
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い

る
。
他
方
、
二
段
階
最
小
二
乗
法

（以
下
、
２
Ｓ
Ｌ
Ｓ
）
に
代
表
さ
れ

る
後
者
は
、
ん
を
予
測
す
る
回
帰
式
国
に
お
け
る
誤
差
項

″
と
、
ん
を

　

ｌｏ

予
測
す
る
回
帰
式
国
に
お
け
る
誤
差
項

の
と
の
相
関
を
仮
定
せ
ず
計

算
に
入
れ
な
い
た
め
、
パ
ラ
メ
ー
タ
推
定
の
精
度
に
は
劣
る
。

国

が

＝
ミ
が

＋
ヽ
表
ヽ
＋
ヽ
卜

＋
、
ヽ
＋
゛

国
　
が
１
ミ
５
＋
ヽ
民
ｏ
＋
ヽ
独
６
＋
Ｓ
＋
Ｓ

（ん
は
統
制
変
数
、
み
・
ら
は
切

‐
片
）

し
か
し
、
国
と
国
の
パ
ラ
メ
ー
タ
推
定
を
独
立
に
行
な
う
の
で
、

バ
イ
ア
ス
の
影
響
は
各
式
内
に
と
ど
ま
り
、
頑
健
性
は
高
い
。
ま
た
、

２
Ｓ
Ｌ
Ｓ
を
用
い
た
場
合
に
は
、
操
作
変
数
が
求
め
ら
れ
る
条
件
を
満

た
し
て
い
る
か
を
観
測
デ
ー
タ
か
ら
評
価
す
る
手
法
も
い
く
つ
か
開
発

さ
れ
て
お
り
、
そ
の
利
点
も
大
き
い
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
ま
ず
２
Ｓ
Ｌ
Ｓ
に
よ
っ
て
操
作
変
数
の
妥
当
性

を
確
認

（
モ
デ
ル
を
特
定
）
し
た
後
、
完
全
情
報
最
尤
法

（
以
下
、

Ｆ
Ｉ
Ｍ
Ｌ
）
に
よ
る
推
定
を
行
な
い
、
２
Ｓ
Ｌ
Ｓ
で
の
推
定
結
果
と
あ

わ
せ
て
因
果
効
果
を
検
証
す
る
と
い
う
手
順
を
と
る
こ
と
に
し
た
い
。

五
　
分
析
に
用
い
る
変
数

タ
ー
ゲ
ツ
ト
変
数

（従
属
変
数
）
ん
に
は
、
三
節
で
取
り
あ
げ
た

〈外

国
人
肯
定
評
価
〉
因
子
と

〈外
国
人
排
斥
感
情
〉
因
子
を
用
い
る
。
も

う

一
方
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
変
数
ん
は
、　
一
日
あ
た
り
の
パ
ソ
コ
ン
で
の
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
利
用
時
間
と
ス
マ
ー
ト
フ
オ
ン
・
携
帯
電
話
で
の
利
用

⑦

時
間
を
合
計
し
、
対
数
変
換
し
た

〈ネ
ッ
ト
利
用
量
〉
で
あ
る
。
多
様



な
ネ

ッ
ト
利
用
形
態
を

一
括
し
た
総
量
を
用
い
る
た
め
、
き
め
の
粗
い

分
析
に
な
る
き
ら
い
は
あ
る
が
、
し
か
し
、
排
外
意
識
に
影
響
し
う
る

種
々
の
ネ
ッ
ト
利
用
形
態

（
ニ
ュ
ー
ス
サ
イ
ト

・
Ｓ
Ｎ
Ｓ

・
掲
示
板

等
々
で
の
情
報
接
触
や
対
人
的
交
流
な
ど
）
が
、
仮
に
個
別
に
は
弱
い

効
果
し
か
も
た
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
累
加

・
相
乗
さ
れ
て
大
き
な
効

果
と
な
る
可
能
性
も
十
分
に
考
え
ら
れ
よ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
れ
ら
の

利
用
の
総
体
が
因
果
効
果
を
も
つ
か
の
検
証
が
、
ま
ず
も
っ
て
必
要
だ

ろ
う
。

〈
肯
定
評
価
〉
〈
排
斥
感
情
〉
の
操
作
変
数
に
は
二
つ
を
設
定
し
た
。

ひ
と
つ
は
、
「外
国
人
と
接
し
た
り
、
海
外
旅
行
を
し
た
と
き
に
、
ひ

ど
い
目
に
あ
っ
た
り
、
不
愉
快
な
思
い
を
し
た
経
験
」
が
、
自
分
自
身

に
あ
る
か
、
ま
た
、
家
族
や
親
し
い
人
か
ら
そ
う
し
た
経
験
談
を
聞
い

た
こ
と
が
あ
る
か
、
の
回
答

（「よ
く
あ
る
」
～

「ま
っ
た
く
な
い
」
の

四
件
法
）
を
単
純
加
算
し
た
〈
否
定
的
外
国
人
接
触
経
験
〉
尺
度
で
あ
る
。

も
う
ひ
と
つ
は
、
同
様
に

「親
切
に
し
て
も
ら
っ
た
り
、
気
持
ち
の
よ

い
思
い
を
し
た
経
験
」
に
つ
い
て
の

〈肯
定
的
外
国
人
接
触
経
験
〉
尺

度
で
あ
る
。
前
節
で
ふ
れ
た
よ
う
に
、
こ
う
し
た
経
験
に
よ
っ
て
外
国

（人
）
へ
の
関
心
が
高
ま
り
、
関
連
情
報
を
求
め
て
ネ
ッ
ト
利
用
が
増

え
る
と
い
う
因
果
が
考
え
ら
れ
な
く

は
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
〈外

Э

国
接
触
系
ネ
ッ
ト
利
用
度
Ｍ
を
統
制

変
数
に
投
入
す
る
こ
と
で
対
処
し

た
。〈

ネ

ッ
ト
利
用
量
〉
の
操
作
変
数

に
は
次
の
三
つ
を
用
い
る
。
ま
ず
、

一
日
あ
た
り
に

「自
分
の
自
由
に
使

え
る
時
間
」
で
あ
る
。
自
由
に
使
え

る

〈
可
処
分
時
間
〉
が
多
い
ほ
ど
↓

ネ
ッ
ト
の
利
用
時
間
も
増
え
る
だ
ろ

う
が
、
時
間
の
余
裕
が
増
え
る
と
↓

（反
）
排
外
意
識
が
強
く
な
る
と
い

う
直
接
的
な
因
果
は
お
よ
そ
考
え
ら

表 3 用いる変数の記述統計量

0,=4,000 nそ ,a′  ,2  2b′ じθ

外国人肯定評価

外国人排斥感情

0.00

0.00

0.89 -3.07～ 2.23

0.87 -2.78～ 2.30

ネット利用量 〔対数〕  3.03 0.75 0～ 4.95

ァレビ視聴量       4.78 1.99  1～ 8

",聞

講読量             3.89  2.80    1～ 8

外国接触系ネット利用度  5.14 2.4() 3-12
0.50

14.08

1.89

1.07

0.33

0.37

0.29

0～ 1

16～ 64

9～ 18

1～ 5

0～ 1

0～ 1

0～ 1

性別 (男性ダミー )

午齢

教育年数

主観的経済状況

学生ダミー

専業主婦・主夫ダミー

無職ダミー

0.49

40.53

14.70

2.83

0.13

0.16

0.09

一般的信頼

孤独感

8.70

7.73

2.51

2.64

3～ 15

0～ 15

政治不信

政治関心

政治的権威主義

自民党支持

公明党支持

5.34

3.20

2.58

0.25

0.03

1.92

1.07

1.02

0.48

0.17

2-10

1～ 6

1～ 5

0～ 1

0～ 1

3.39

4.23

1.62

1.92

2～ 8

2～ 8

可処分時間 〔対数〕

商取引系ネ ット利用度

ゲーム系ネット利用度

3.18

8.21

1.90

0.77  1.26～ 4.68

2.08   5～ 15

1.48   1～ 5

否定的外国人接触経験

肯定的外国人接触経験
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れ
ま
い
。
た
だ
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
接
触
時
間
が
増
え
、
そ
れ
を
介
し

た
間
接
的
な
影
響
は
考
え
う
る
の
で
、
〈
テ
レ
ビ
視
聴
量
〉
と

〈
新
聞

０

講
読
量
〉
を
統
制
変
数
に
投
入
す
る
。
次
に
、
「ネ
ッ
ト
シ
ョ
ツ
ピ
ン
グ
」

「オ
ー
ク
シ
ョ
ン
」
「チ
ケ
ッ
ト
予
約
」
「飲
食
店
予
約
」
「ネ
ッ
ト
バ
ン

キ
ン
グ
」
の
利
用
頻
度

（「よ
く
す
る
」
～

「
し
な
い
」
の
三
件
法
）

を
単
純
加
算
し
た

〈商
取
引
系
ネ
ッ
ト
利
用
度
〉
で
あ
る
。
ネ
ッ
ト
シ

ョ
ツ
ピ
ン
グ
を
す
れ
ば
↓
当
然
そ
の
分
ネ
ッ
ト
利
用
時
間
は
増
え
よ
う

が
、
ネ
ツ
ト
シ
ョ
ツ
ピ
ン
グ
が
↓

（反
）
排
外
意
識
を
強
め
る
と
は
思

え
な
い
。
ま
た
、
「オ
ン
ラ
イ
ン
ゲ
ー
ム
や
ソ
ー
シ
ャ
ル
ゲ
ー
ム
で
遊
ぶ
」

（「ほ
ぼ
毎
日
」
～

「ま
っ
た
く
な
い
」
の
五
件
法
）
こ
と
も
同
様
に
考

え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
こ
の

〈ゲ
ー
ム
系
ネ
ッ
ト
利
用
度
〉
も
操

作
変
数
に
く
わ
え
た
。

統
制
変
数
に
は
、
す
で
に
挙
げ
た
外
国
接
触
系
ネ
ッ
ト
利
用
度

・
テ

レ
ビ
視
聴
量

・
新
聞
講
読
量
に
く
わ
え
て
、
次
の
諸
変
数
を
用
い
る
。

属
性
変
数
と
し
て
は
、
性
別

（男
性
ダ
ミ
ー
）、
年
齢
、
教
育
年
数
、

主
観
的
経
済
状
況

（暮
ら
し
向
き
に

「余
裕
が
あ
る
」
～

「苦
し
い
」

の
五
件
法
で
回
答
）
、
学
生
ダ
ミ
ー

・
専
業
主
婦
ダ
ミ
ー

・
無
職
ダ
ミ

ー

（参
照
カ
テ
ゴ
リ
は
有
職
者
）
を
投
入
す
る
。
心
理
変
数
で
は
、
金

（二
〇
一
五
）
で
排
外
意
識
と
の
関
連
が
認
め
ら
れ
た

一
般
的
信
頼
、

（二
〇

一
七
）
で
関
連
の
認
め
ら
れ
た
孤
独
感
を
含
め
る
こ
と
と
し

礼⑩辻

ま
た
、
永
吉
希
久
子

（二
〇
一
一
）
や
濱
田
国
佑

（二
〇
一
六
）
な
ど
の

先
行
研
究
を
参
考
に
、
政
治
意
識
に
関
す
る
変
数
と
し
て
、
政
治
不
信
、

政
治
関
心
、
政
治
的
権
威
主
義
、
そ
し
て
政
権
与
党
で
あ
る
自
民
党
支

持
と
公
明
党
支
持
を
く
わ
え
た
。

分
析
に
は
、
以
上
の
二
五
変
数
を
用
い
る
。
各
変
数
の
記
述
統
計
量

は
、
表
３
の
と
お
り
で
あ
る
。

六
　
分
析
結
果

ま
ず
、
前
節
で
設
定
し
た
五
つ
の
操
作
変
数
の
妥
当
性
か
ら
検
証
し

て
い
こ
う
。
操
作
変
数
ん
に
求
め
ら
れ
る
も
つ
と
も
重
要
な
条
件
の
ひ

と
つ
に
、
四
節
で
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、
タ
ー
ゲ
ッ
ト
変
数
の
一
方
路
に

は
連
関
す
る
が
、
他
方
ん
に
は
連
関
し
な
い
こ
と
が
あ
っ
た
。
換
言
す

る
な
ら
、
ん
は
誤
差
項
の
と
連
関
し
て
は
な
ら
な
い
。
２
Ｓ
Ｌ
Ｓ
に
よ

る
分
析
で
は
、
こ
の
連
関
を
検
定
す
る
手
法
が
開
発
さ
れ
て
い
る
。
こ

こ
で
は
不
均

一
分
散
の
可
能
性
を
考
慮
し
て
ロ
バ
ス
ト
標
準
誤
差
を
用

い
た
２
Ｓ
Ｌ
Ｓ
を
行
な
う
た
め
、
■
●
２
暉^
〓
”
ｏ
（】３
ｕ
）
の
ロ
バ
ス

ト
ス
コ
ア
検
定
に
よ
っ
て
そ
の
連
関
の
有
意
性
を
評
価
す
る
。
こ
の
検

定
結
果
が
有
意
で
な
け
れ
ば
、
連
関
が
あ
る
と
は
い
え
ず
、
操
作
変
数

と
し
て
ひ
と
ま
ず
妥
当
と
考
え
ら
れ
る
。

国
外
国
人
肯
定
評
価
因
子
と
ネ
ッ
ト
利
用
量
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
変
数

と
し
た
分
析
モ
デ
ル
に
お
い
て
は
、
肯
定
評
価
因
子
に
対
す
る
二
操
作

変
数
は
こ
の
検
定
を
パ
ス
す
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た

（ヽ

＝
い
ヽ
い

ヽ
＝
ヽ
ω
）
。
し
か
し
、
ネ
ッ
ト
利
用
量
に
対
す
る
三
操
作
変
数
の
検
定

結
果
は
有
意
で
あ
っ
た
た
め

（ゝ

＝
ρ
Ｏ
∞
・
ヽ
＝
ｂ
じ
、
探
索
的
に
操
作

変
数
を
取
捨
選
択
し
た
と
こ
ろ
、
可
処
分
時
間
と
商
取
引
系
ネ
ッ
ト
利

12



用
の
二
変
数
で
検
定
を
パ
ス
す
る
こ
と
が
確
認
で
き
た

９
一＝
ｐ
ｏ
ｐ

ヽ
＝
も
卜
）
。
そ
こ
で
以
下
で
は
、
ゲ
ー
ム
系
ネ
ッ
ト
利
用
度
を
落
と
し

た
二
四
変
数
に
よ
る
モ
デ
ル
で
分
析
を
行
な
う
こ
と
と
す
る
。

国
外
国
人
排
斥
感
情
因
子
と
ネ
ッ
ト
利
用
量
を
タ
ー
ゲ
ツ
ト
変
数

と
し
た
分
析
モ
デ
ル
に
お
い
て
は
、
い
ず
れ
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
変
数
に
つ

い
て
も
操
作
変
数
の
検
定
結
果
は
有
意
で
は
な
か
っ
た
の
で

（排
斥
感

情
に
対
す
る
二
操
作
変
数
は
ヽ
＝
Ｐ
∞
♪
ヽ
＝
■
９
、
ネ
ッ
ト
利
用
量
に

対
す
る
三
操
作
変
数
は
ヽ
Ｎ＝
】
■
や
ヽ
＝
る
０
）
、
こ
の
ま
ま
二
五
変
数
に

よ
る
モ
デ
ル
を
採
用
す
る
。

ま
た
、
操
作
変
数
ん
は
、
タ
ー
ゲ
ッ
ト
変
数
ん
に
対
し
て
は
、
そ
れ

を
十
分
に
予
測
す
る
だ
け
の
連
関
の
強
さ
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
２
Ｓ
Ｌ
Ｓ
の
第

一
段
階
の
回
帰
に
お
け
る

操
作
変
数
の
寄
与
分
を
表
す
部
分
決
定
係
数

（り
，
ユ
ご
】
電
）
に
つ
い

て
の
Ｆ
統
計
量
が
、
十
分
な
連
関
の
強
さ
を
も
つ
か
の
指
標
と
な
る
。

国

の
修
正
後
の
モ
デ
ル
で
は
、
外
国
人
肯
定
評
価
の
操
作
変
数
に
つ

い
て
は
ヽ
ｒ
Ｎ
ω
■
８

／
ネ
ッ
ト
利
用
量
に
つ
い
て
は
「
＝
卜
Ｐ
∞
い
で
あ

り
、
国

の
モ
デ
ル
で
は
排
斥
感
情
ヽ
ｌｒ
ヽ
Ｐ
３

／
ネ
ッ
ト
利
用
量

「
お
０
■
日
で
あ
る
。
∽
一８
Ｆ

，
●
ヽ
く
０
”
０
（Ｎ
８
一
）
に
よ
れ
ば
、
操
作

変
数
が
二
つ
の
場
合
は
ヽ
ｖ」ｐ
一
∞
、
三
つ
の
場
合
は
ヽ
ｖ館
』
０
が
の

ぞ
ま
し
い
と
さ
れ
る
。
い
ず
れ
の
モ
デ
ル
に
お
け
る
Ｆ
値
も
こ
の
基
準

を
十
分
に
満
た
し
て
お
り
、
操
作
変
数
の
強
さ
に
問
題
は
な
い
。

つ
づ
い
て
、
以
上
で
特
定
さ
れ
た
モ
デ
ル
に
も
と
づ
く
２
Ｓ
Ｌ
Ｓ
で

の
パ
ラ
メ
ー
タ
推
定
結
果
の
記
述
に
移
ろ
う
。

国

の
モ
デ
ル
に
お
い
て
は
、
ネ
ッ
ト
利
用
量
か
ら
↓
外
国
人
肯
定

評
価
へ
の
パ
ス
に
は
、
標
準
化
係
数
値
Ｊ
の
有
意
な
正
の
連
関
が
認
め

ら
れ
た

ぐ
＝
８
じ
。
つ
ま
り
、
ネ
ッ
ト
利
用
は
反
排
外
的
な
態
度
を

高
め
る
因
果
効
果
を
も
つ
と
い
う
こ
と
だ
。　
一
方
、
逆
向
き
の
外
国
人

肯
定
評
価
↓
ネ
ッ
ト
利
用
量
の
パ
ス
に
つ
い
て
は
、
係
数
値
０
で
ほ
ぼ

無
連
関
で
あ
っ
た

（ヽ
＝
』
い
じ
。

国

の
モ
デ
ル
に
お
い
て
も
、
ネ
ッ
ト
利
用
量
↓
外
国
人
排
斥
感
情

の
パ
ス
は
、
　
・
０９
の
有
意
な
正
の
係
数
値
を
示
し
た

（ヽ
■
８
０
）
。
ネ
ッ

ト
利
用
は

（反
排
外
意
識
を
高
め
る
と
同
時
に
）
排
外
意
識
も
高
め
る

因
果
効
果
を
も
つ
と
い
え
る
。
逆
向
き
の
外
国
人
排
斥
感
情
↓
ネ
ッ
ト

利
用
量
の
パ
ス
に
つ
い
て
は
、
”
の
負
の
係
数
値
が
み
ら
れ
た
が
有
意

で
は
な
い

Ｃ
＝
ヽ
じ
。

統
制
変
数

（お
よ
び
操
作
変
数
）
に
関
す
る
係
数
値
と
そ
の
有
意
水

準
は
、
Ｆ
Ｉ
Ｍ
Ｌ
を
用
い
た
推
定
結
果
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
の
で
、

紙
幅
の
都
合
に
よ
り
割
愛
す
る
。

９

次
に
、
表
４
が
Ｆ
Ｉ
Ｍ
Ｌ
に
よ
る
推
定
の
結
果
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
、

国

に
お
い
て
は
、
ネ
ッ
ト
利
用
量
↓
外
国
人
肯
定
評
価
の
パ
ス
に
“

の
有
意
な
正
の
係
数
値
が
現
れ
て
お
り

ぐ
Ｊ
８
し
、
逆
向
き
の
パ
ス

は
有
意
で
な
い

ぐ
Ｊ
８
）
。
同
様
に
国
で
も
、
ネ
ッ
ト
利
用
量
↓
外

国
人
排
斥
感
情
の
パ
ス
は

”
の
有
意
な
正
の
連
関
を
示
す
が

Ｃ
Ｊ
０
８
）
、
逆
向
き
の
パ
ス
は
有
意
水
準
に
達
し
な
い

ぐ
＝
卜
じ
。

モ
デ
ル
全
体
の
適
合
度
は
、

ｒＡ‐
］
固

と
も
に
尤
度
比
検
定
の
結
果
は

非

有

意

で

、

Ｒ

Ｍ

Ｓ

Ｅ

Ａ

・

Ｃ

Ｆ

Ｉ

・

Ｔ

Ｌ

Ｉ

・

Ｓ

Ｒ

Ｍ

Ｒ

い

ず

れ

の
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表4 双方向因果モデルによる分析結果 (係数値は標準化後β)

.タ

ト国 l IA]

肯定評濡 
ネッI

_ 利用豊
外国人

排斥感情

ネット

利用量

IB]

(2=4,007)

外国人肯定評価

外国人排斥感情

―.02

―.05

ネット利用量 〔対数〕 14~ 19・・・

指
標
値
を
み
て
も
、
き
わ
め
て
良
好
で
あ
る
。
誤
差
項
間
の
相
関
も
非

有
意
で

（国

に
つ
い
て
は

一
〇
％
参
考
水
準
に
は
達
し
て
い
る
が
）
、

モ
デ
ル
と
し
て
は
概
ね
十
分
な
独
立
変
数
が
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
。

テレビ視聴量

新聞講読量

外国接触系ネット利用度

.09・・・

―.12‐・

.06…

―.01

-.01

.01

.09・・・

―.12・・・

.05・・・

.02

.05・・

.07・・・

性別 (男性ダミー )

年齢

教育年数

主観的経済状況

学生ダミー

専業主婦・主夫ダミー

無職ダミー

―.031

-.031

.02

.00

.09・・・

.01

.01

.08・・・

―.031

-.03+

―.10・・・

.03

.00

.09・・・

―.04・

.031

-.01

-.04・

―.09・ …

.05・・

―.05・・

.07・・・

―.01

-.02

-.10・・・

.02

-.01

.08~

一般的信頼

孤独感

.17・・・

―.08・・・

―.07・・・

.04・

―.05・・

.03'

―.07・“

.05・・

政治不信

政治関心

政治的権威主義

自民党支持

公明党支持

―.09・…

.11・ …

.13・・・

.10・・・

―.02

.00

.04・

.02

.031

-.01

―.03'

.12・・・

.09‐・

―.08~

.01

.00

.031

.01

.02

-.01

否定的外国人接触経験

肯定的外国人接触経験

―.17・・・

.19‐・

.27‐・・

―.21・・・

可処分時間 〔対数〕

商取引系ネット利用度

ゲーム系ネット利用度

.33・・・

.14~・

.33~

.14・・・

.10'"

統
制
変
数
の
効
果
に
つ
い
て
も
、
先
行
研
究
の
結
果
と

（逐

一
照
合

　

１４

す
る
だ
け
の
紙
幅
は
な
い
が
）
お
お
よ
そ
符
合
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ

い
。
こ
こ
で
、
内
外
国
人
肯
定
評
価
に
対
し
て
有
意
な
因
果
効
果
の

認
め
ら
れ
た
ネ
ッ
ト
利
用
の
係
数
値
解
と
、
統
制
変
数
群
の
係
数
値
を

14~・    .22・・・    .15・・・    .23・・・BenierRay kov 22

誤差項間の相関

χ20f liteLh∞d‐ratio test

RMSnA

CΠ

口I

SR■lR

―.17(′ =・00

1.34(′=.51)

0.00

1.00

1.01

0.00

_11(′ =■0
5.420=.10

0.01

1.00

0.98

0.00

(…
Ⅲ
′<.ool,"′く.01,・ ′く05,|′く.10の 有意 1生 )



比
較
す
る
と
、
ネ
ッ
ト
利
用
の
効
果
を
上
ま
わ
る
の
は

（操
作
変
数
を

除
け
ば
）

一
般
的
信
頼
の
”
の
み
で
あ
る
。
ま
た
、
岡
外
国
人
排
斥

感
情
に
つ
い
て
は
、
ネ
ッ
ト
利
用
の
係
数
値
”
を
上
ま
わ
る
効
果
を
示

し
て
い
る
統
制
変
数
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
排
外
主
義
に
関
す
る
先

行
計
量
研
究
で
あ
つ
か
わ
れ
て
き
た
諸
要
因
と
比
べ
て
も
、
ネ
ッ
ト
利

用
が
決
し
て
小
さ
く
な
い
効
果
を
も
つ
こ
と
を
示
唆
し
て
い
よ
う
。

七
　
結
輸
と
今
後
の
課
題

２
Ｓ
Ｌ
Ｓ
に
よ
る
分
析
結
果
か
ら
も
Ｆ
Ｉ
Ｍ
Ｌ
に
よ
る
分
析
結
果
か

ら
も
、
ネ
ッ
ト
利
用
が
外
国
人
肯
定
評
価
お
よ
び
外
国
人
排
斥
感
情
を

高
め
る
向
き
の
因
果
は
支
持
さ
れ
た
。　
一
方
、
い
ず
れ
も
逆
向
き
の
因

果
は
支
持
さ
れ
な
か
っ
た
。
ま
た
、
国

の
モ
デ
ル
に
お
い
て
、
外
国

人
肯
定
評
価
か
ら
↓
ネ
ッ
ト
利
用
量
へ
の
パ
ス
を
削
除
し
て
再
分
析
す

る
と
ヽ
い
＝
Ю
ピ
ω
∞
０
が
ヽ
目
ω
∞
一
に
、
い
」０
＝
ミ
ＨＯ
Ｓ

が
一Ｎ
目
８
卜
に

減
少
し
、
適
合
度
が
向
上
す
る
。
国

の
場
合
も
同
様
に
再
分
析
す
る

，
」
に，
（ゝＴ＝Ｎ
∞
０
一●
０
、か̈
Ｎ
∞
ｕ
Ｈ卜
Ｎ

，一に
、　
い
ヽ
（Ｙ＝●
∞
０
ヽ
ω
∞
ぶ̈
”
Ｎ
∞
い
卜
ω
い

，一に
，な

り
、
適
合
度
が
上
が
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
ネ
ッ
ト
利
用
は
排
外
意

識

・
反
排
外
意
識
を
と
も
に
高
め
る
よ
う
に
作
用
す
る
が
、
そ
の
逆
の

因
果
連
関
は
認
め
ら
れ
な
い
、
と
結
論
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

で
は
、
な
ぜ
ネ
ッ
ト
利
用
は
、
排
外
意
識
と
反
排
外
意
識
を
と
も
に

高
め
る
よ
う
な
、
二
様
的
な
因
果
効
果
を
も
つ
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に

対
す
る
有
力
な
仮
説
は
、
二
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
情
報
や
他
者
へ
の

選
択
的
接
触
に
由
来
す
る
効
果
だ
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
今
回
の
調
査

デ
ー
タ
か
ら
も
、
外
国
人
肯
定
評
価
の
高
い
者
と
外
国
人
排
斥
感
情
の

高
い
者
と
で
は
、
よ
く
利
用
す
る
ウ
ェ
プ
サ
イ
ト
が
異
な
る
こ
と
が
確

認
で
き
る
。
係
数
値
等
は
省
く
が
、
排
斥
感
情
の
高
さ
は
、
「
２
ち
ゃ

ん
ね
る
」
を
読
む
頻
度
や
そ
の

「ま
と
め
サ
イ
ト
」
を
読
む
頻
度
と
有

Ｃ

意
に
正
相
関
す
る
の
に
対
し
て
、
肯
定
評
価
の
高
さ
は
い
ず
れ
と
も
無

相
関
で
あ
る
。
ま
た
、
よ
く
読
む
ニ
ュ
ー
ス
サ
イ
ト

（複
数
回
答
）
と

の
関
連
を
分
析
す
る
と
、
排
斥
感
情
の
高
さ
は
、
大
手
紙
系
サ
イ
ト
で

は
読
売
や
産
経
と
は
正
の
、
朝
日
や
毎
日
と
は
負
の
相
関
を
示
し
、
新

興
系
サ
イ
ト
で
は
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｓ
Ｔ
や
ガ
ジ
ェ
ッ
ト
通
信
と
は
正
の
、
ハ

フ
ィ
ン
ト
ン
ポ
ス
ト
や
バ
ズ
フ
イ
ー
ド
と
は
負
の
相
関
を
示
す
。
一
方
、

肯
定
評
価
の
高
さ
は
、
大
手
紙
系
で
は
産
経
を
除
い
て
正
の
相
関
、
新

興
系
で
は
前
二
者
と
は
無
相
関
、後
二
者
と
は
正
の
相
関
が
み
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
情
報
や
他
者
へ
の
選
択
的
接
触
に
よ
る
二
様
的
効
果
の
追

究
を
含
め
、
今
後
の
課
題
と
し
て
残
さ
れ
る
の
は
、
ひ
と
つ
に
は
、
い

う
ま
で
も
な
く
、
無
作
為
抽
出
標
本
で
の
調
査
の
実
施
と
そ
の
デ
ー
タ

に
よ
る
今
回
の
分
析
結
果
の
追
試
で
あ
る
。
ま
た
、
本
来
で
あ
れ
ば
、

縦
断
的
パ
ネ
ル
調
査
に
よ
っ
て
、
ネ
ッ
ト
利
用
に
起
因
す
る
個
人
内
の

態
度
変
化
を
分
析
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
横
断
的
調
査
デ
ー
タ
を

も
と
に
し
た
本
稿
の
分
析
は
、
そ
の
個
人
内
変
化
を
、
ネ
ッ
ト
利
用
に

よ
る
個
人
間
の
態
度
の
変
動
と
等
置
で
き
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
お

り
、
こ
の
点
で
も
限
界
が
あ
る
。

最
後
に
、
本
稿
の
分
析
結
果
に
示
さ
れ
る
社
会
的
含
意
に
つ
い
て
述
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べ
て
お
き
た
い
。
ネ
ッ
ト
利
用
が
排
外
意
識
を
高
め
る
効
果
を
有
し
て

い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
今
後
、
情
報
環
境
の
中
心
が
マ
ス
メ
デ
ィ
ア

か
ら
さ
ら
に
ネ
ッ
ト
ヘ
移
行
す
る
に
つ
れ
て
、
排
外
意
識
を
よ
り
強
く

も
っ
た
人
び
と
が
増
え
る
可
能
性
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
他

方
で
、
ネ
ッ
ト
利
用
は
反
排
外
意
識
を
高
め
る
効
果
も
も
っ
て
お
り
、

そ
の
こ
と
が
い
わ
ば
中
和
剤
と
し
て
は
た
ら
き
、
社
会
全
体
が

一
様
に

排
外
主
義
化
し
て
い
く
結
果
に
は
な
り
に
く
い
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

む
し
ろ
予
想
さ
れ
る
の
は
、
両
極
端
な
意
見
を
も
つ
人
び
と
が
そ
れ
ぞ

れ
に
増
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
在
日
外
国
人
を
め
ぐ
る
ア
ジ
ェ
ン
ダ
や

近
隣
ア
ジ
ア
諸
国
と
の
外
交
関
係
等
に
つ
い
て
の
世
論
が
二
極
化
し
、

社
会
的
な
対
立

・
分
断
が
深
刻
化
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
溝
を

ど
う
す
れ
ば
架
橋
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
。
意
見
や
価
値
観
を
大
き
く

異
に
す
る
人
び
と

・
集
団
の
間
に
、
ど
う
す
れ
ば
対
話
と
相
互
尊
重
の

回
路
を
開
く
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
そ
の
方
策
を
考
え
、
探
り
だ
す
こ

と
は
、
ひ
い
て
は
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
排
斥
さ
れ
な
い
社
会
へ
の
途
に
も

つ
な
が
っ
て
い
く
だ
ろ
う
。
そ
れ
が
私
た
ち
の
取
り
組
む
べ
き
、
今
後

の
も
っ
と
も
大
き
な
課
題
で
あ
る
。

注
①
各
年
次
の
調
査
票
に
つ
い
て
は
Ｉ
Ｓ
Ｓ
Ｐ
の
ウ
ェ
プ
サ
イ
ト
Ｆ
ぼ
ヽ

１
１
´
げ
ｏ，
ｏ
出
ミ
”

，
こ
ｏ
ｌ
●
ざ
”
〓^
）■
ヽ
８
Ｈヽ
を
参
照

（二
〇

一
八

年

一
月
二
五
日
間
覧
）。

②
各
年
次
の
調
査
票
に
つ
い
て
は
Ｅ
Ｓ
Ｓ
の
ウ
ェ
プ
サ
イ
ト
Ｆ
ぼ
ヽ

１
，
，
ｏ
●
８
●
８
日
８
Ｆ
】ｏｌ
く
ｏ寧
９
ヽ
“
ヽ
Ｓ
ヽ
を
参
照

（
二
〇

一
八

年

一
月
二
五
日
間
覧
）。

③
ネ
ッ
ト
上
の

「政
治

・
社
会
系
ニ
ュ
ー
ス
ヘ
の
コ
メ
ン
ト
分
析
」
を
行

　

１６

な
っ
た
木
村
忠
正

（二
〇

一
七

¨
一
三
四
）
に
よ
れ
ば
、
嫌
韓
嫌
中
意

識
が

「過
激
な

一
部
の
言
説
だ
け
で
な
く
、
ご
く

一
般
的
な
投
稿
に
お

い
て
も
」
主
題
の
ひ
と
つ
と
し
て
頻
出
す
る
と
い
う
。
↓
■
〓
８
Ｈ
上
で

の
コ
リ
ア
ン
関
連
の
ツ
イ
ー
ト
を
内
容
分
析
し
た
高

（二
〇

一
五

一

四
五
―
四
六
）
も
ま
た
、
そ
の
七
〇
％
が
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
態
度
を
表
出

し
た
も
の
と
い
う
結
果
を
得
て
い
る
。

④
こ
れ
以
降
の
分
析
に
は
す
べ
て
∽
Ｓ
Ｓ
〓
０
卜
を
用
い
た
。

⑤
Ｉ
Ｓ
Ｓ
Ｐ
調
査
の
日
本
デ
ー
タ
か
ら
も
概
ね
類
似
し
た
結
果
が
得
ら
れ

る
の
で
、
こ
れ
は
比
較
的
安
定
し
た
因
子
構
造
と
思
わ
れ
る
。

⑥
も
っ
と
も
、
こ
の
式
の
ま
ま
で
は
Ｏ
Ｌ
Ｓ

（に
準
ず
る
）
回
帰
分
析
は

適
用
で
き
な
い
。
日
式
の
右
辺
に
現
れ
る
誤
差
項

”
は
、
左
辺
の
‰
と

当
然
な
が
ら
相
関
し
、
同
式
の
右
辺
に
現
れ
る
玲
を
介
し
て
協
と
も
相

関
す
る
。
す
な
わ
ち
、
＝
式
の
右
辺
に
あ
る
独
立
変
数
路
と
誤
差
項

の

が
相
関
す
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
独
立
変
数
と
誤
差
項
の
独
立
性

（無

相
関
）
の
仮
定
に
反
し
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
実
際
に
は
、
各
式
を
独
立

変
数
と
誤
差
項
の
独
立
性
を
仮
定
し
う
る

「誘
導
型
〓
“
●
８
●
ま
”日
」

方
程
式
に
変
形
し
て
推
定
す
る
こ
と
に
な
る

（”
い実
８
●
ｏ
一
”
ｒ
Ю
Ｏ
〓
¨

】０
■
じ
。

⑦
い
ず
れ
に
つ
い
て
も

「仕
事

。
学
業
で
の
利
用
を
除
い
て
、
プ
ラ
イ
ベ

ー
ト

・
余
暇
で
の
利
用
時
間
」
の
回
答
を
求
め
て
い
る
。

③

「海
外
旅
行
や
海
外
留
学
に
つ
い
て
ネ
ッ
ト
で
情
報
を
調
べ
る
」
「関
心

の
あ
る
海
外
の
国
や
文
化
に
つ
い
て
ネ
ッ
ト
で
情
報
を
調
べ
る
」
「外
国

人
や
海
外
に
住
む
人
と
Ｓ
Ｎ
Ｓ
や
メ
ー
ル
で
や
り
と
り
を
す
る
」
と
い

う
三
項
目
の
回
答

（「よ
く
あ
る
」
～

「ほ
と
ん
ど
な
い
」
の
四
件
法
）

を
単
純
加
算
し
て
尺
度
化
し
た
。
ク
ロ
ン
バ
ッ
ク
の
α
係
数
値
は
ｍ
。



⑨

一
日
あ
た
り
の
テ
レ
ビ
視
聴
時
間

（「五
時
間
以
上
」
～

「ま
っ
た
く
見

な
い
」
の
八
件
法
）
と
ふ
だ
ん
の
新
聞
講
読
頻
度

（「ほ
ぼ
毎
日

（
一
日

に
平
均
二
〇
分
以
上
）」
～

「ま
っ
た
く
読
ま
な
い
」
の
八
件
法
）
の
回

答
値
を
用
い
る
。
な
お
、
新
間
に
関
し
て
は
、
「無
料
で
読
む
こ
と
の
で

き
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
新
聞
社
サ
イ
ト
や
ニ
ュ
ー
ス
サ
イ
ト
な

ど
」
は
除
外
し
て
回
答
を
求
め
た
。

⑩

一
般
的
信
頼
は
、
山
岸
俊
男

（
一
九
九
八
）
を
参
照
し
て
、
「世
の
中
の

多
く
の
人
は
基
本
的
に
正
直
で
あ
る
」
「世
の
中
の
多
く
の
人
は
信
頼
で

き
る
」
「世
の
中
の
多
く
の
人
は
他
人
を
信
頼
し
て
い
る
」
の
回
答

（一そ

う
思
う
」
～

「そ
う
思
わ
な
い
」
の
五
件
法
）
を
単
純
加
算
し
て
尺
度
化
。

孤
独
感
は
、
諸
丼
克
英

（
一
九
九

一
）
を
参
照
し
て
、
「私
は
ひ
と
り
ぱ

っ
ち
で
は
な
い

（反
転
項
目
）」
「私
に
は
頼
り
に
で
き
る
人
が
い
な
い
」

「私
は
自
分
の
ま
わ
り
の
人
た
ち
と
う
ま
く
い
っ
て
い
る

（反
転
項
目
）」

の
回
答
人
「あ
て
は
ま
る
」
～

「あ
て
は
ま
ら
な
い
」
の
五
件
法
）
を
単

純
加
算
し
て
尺
度
化
し
た
。
ク
ロ
ン
バ
ツ
ク
の
α
係
数
値
は
そ
れ
ぞ
れ

８４

と

６９

。

⑪
政
治
不
信
は
、
「国
民
が
選
挙
で
投
じ
る
一
票
は
、
国
の
政
治
に
影
響
し

て
い
る
」
「国
民
の
意
見
や
希
望
は
、
国
の
政
治
に
反
映
さ
れ
て
い
る
」

の
回
答

（「そ
う
思
う
」
～

「そ
う
思
わ
な
い
」
の
五
件
法
）
を
単
純
加

算
し
反
転
し
た
。
政
治
関
心
は

「ふ
だ
ん
か
ら
政
治
に
対
し
て
関
心
が

あ
る
」、
政
治
的
権
威
主
義
は

「政
治
の
こ
と
は
、
政
治
家
や
専
門
家
に

ま
か
せ
て
お
け
ば
よ
い
」
の
回
答
値
を
用
い
た

（い
ず
れ
も
同
上
の
五

件
法
）。
自
民
党

・
公
明
党
支
持
は
、
実
査
前
月
に
行
な
わ
れ
た
衆
議
院

選
挙
の
比
例
代
表
の
投
票
先
と
し
て
自
民
党

・
公
明
党
を
選
択
回
答
し

た
ケ
ー
ス
を
１
、
そ
れ
以
外
を
０
と
し
た
ダ
ミ
ー
変
数
。

⑫
図
１
の
よ
う
な
非
逐
次
的

（口
ｏ
甲
●８
●
〓
ぞ
ｏ
）
な
共
分
散
構
造
モ
デ

ル
の
場
合
、
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
ル
ー
プ
に
よ
る
変
数
間
の
関
係
が
安
定

的
に
収
束
し
て
い
る
か
が
問
題
と
な
り
う
る
が
、安
定
指
数

（ωＳ
ｇ
Ｆ
辱

ｒ
口ｏｘ）
が

・１～
「
で
あ
れ
ば
安
定
し
て
い
る
と
さ
れ
る
（”
Φ〓
】０呵

”
口
０
『
８
ｏ
日

，
●
８
８
）
。
四
］
固
そ
れ
ぞ
れ
の
モ
デ
ル
の
安
定
指
数
は

回
と
咄
で
、
特
に
問
題
は
認
め
ら
れ
な
い
。

⑬
こ
の
こ
と
は
辻

（二
〇

一
七
）、
高

（二
〇

一
五
）
の
先
行
研
究
で
も
指

摘
さ
れ
て
い
る
。

⑭
た
だ
し
、
轟
亮

・
婦
山
亜
紀

（二
〇

一
四
）
に
よ
れ
ば
、
本
稿
の
よ
う

な
公
募
モ
ニ
タ
ー
を
標
本
と
し
た
オ
ン
ラ
イ
ン
調
査
で
も
、
変
数
間
の

関
連
に
つ
い
て
は
、
無
作
為
抽
出
調
査
と
類
似
性
の
高
い
結
果
が
得
ら

れ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
筆
者
が
か
か
わ
っ
た
別
途
の

オ
ン
ラ
イ
ン
調
査

（二
〇

一
六
年
実
施
）
で
も
、
操
作
変
数
の
妥
当
性

等
に
限
界
を
含
む
も
の
の
、
本
稿
と
同
じ
向
き
の
因
果
効
果
を
示
唆
す

る
結
果
を
得
て
い
る

（北
村
ほ
か

二
〇

一
八
）。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、

本
稿
の
知
見
に
信
頼
性
を
付
与
す
る
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
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介
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Does Use of me lntemet M」 ke people More Racist?

一
A Causd Analysls Based On a ttchrOnous Effects Model

uslng the lnstrumental Va� able Method一

Dαお″ヒ11響r^3aka un℃
�tyGra¨ ate Sch甘

」III[1激:l"i∞m

In Japan xenophoblc tuscourse has spread on the lnternet widely and rapidly

since around 2000.Cyber raclsts have organized hate groups such as Zlα ι
`ο

ん
“

‐んoj,

and thei activities,held not o� y odine but also ol■ in。 (e=hate demOnStratiOnS

on the street),which seriOusly threaten Japanese‐ Koreans and other ethnic

ininonties,have been a great social proble]m.up to the present.So]me qualitative

studЮs found that the in“ rnet plays the Юle of a cattlyst whCh COnnects racists

tO each other,and acivates their xenophobic attitudes and behav■ ors.However,

setting aside such particular hate group activists,does the use of the lnternet

niake people in general nlore racist?There are no previous quantitative studies

based on survey research data to exalnine a causal rela■ on,not a mere correlation,

of lnternet use to racist attitudes.

TO an8Wer thiS reSearCh queStiOn I COnduCted a Web‐ baSed queStiOnnaire

survey in Novelllber 2017,alld a=lalyzed the data by a SynChrOnOuS efFects

nlodel incorporating the instruコnelltal variables.'rhe results showed that

the amount Of lnternet use has a signiicantly pOsitive causal effect on the

pro‐ attitude‐ toward‐raCiSm SCale(1.e.ゅ :ea"r uSe Of the lnternet leadS tO a mOre

racist atttude),whie the pI。 _atitude has no sigm■ cant causal emect on lnlに rnet

use.

Interestingly,I also found that the alilount of lnternet use has a signi■cantly

pOsitive causal e■ lect as well as on the contra‐ attitude‐ toward‐ raclsΠl scale.The

results OF sollle additiOnal allalyses suggested that this bi‐ directiorlal effiect of

lnternet use on pro/contra‐ attitudes can be interpreted as a bi‐ polarizatlon e■lect

brought by selectlve exp()sure to■ nlormatiOn on the lnternet.lt means that those

who have a pro‐ raclst prediSp08itiOn preFer tO aCCeSS l■ Ore inf10rlm_atiOn ib.VOrable tO

radsm,and therefore ae lll。 1。 11■ely to be amec“ d by such ir」 。rmatお n,whit the

OppOsite is true lllthe case ofthose who have a contra‐ raclst predisIPOSiti()n.

](eywords: cyber racis11,selective exposure of infornlation,statistical causal

�feEn∝
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