
未来の社会像をいかに描くか
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２
０
０
５
年
、
ロ
イ
ヤ
ル
・
ダ
ッ
チ
・
シ
ェ
ル
グ
ル
ー
プ
は
〝Shell Global Scenarios to 2025  T

he future 
business environm

ent : trends, trade-offs and choices

〞（
以
下
「
グ
ロ
ー
バ
ル
シ
ナ
リ
オ
２
０
２
５
」）
を

発
表
し
た
。
同
書
は
、
シ
ェ
ル
グ
ル
ー
プ
が
長
期
的
な
ビ
ジ
ネ
ス
戦
略
を
探
る
た
め
、
２
０
２
５
年
ま
で
の
世
界
で

起
こ
り
得
る
出
来
事
を
複
数
の
シ
ナ
リ
オ
に
ま
と
め
、
そ
れ
ら
を
比
較
・
展
望
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

シ
ナ
リ
オ
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
は
、
現
在
の
ト
レ
ン
ド
を
基
点
に
単
一
方
向
の
未
来
を
予
測
す
る
の
で
は
な
く
、
複
数

の
未
来
像
を
想
定
し
、
そ
れ
を
綿
密
な
ス
ト
ー
リ
ー
に
仕
上
げ
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
経
済
学
的
な
モ
デ
ル
で
は

描
け
な
い
人
び
と
の
意
識
や
価
値
観
、
非
連
続
の
変
化
に
も
対
応
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

１
９
７
０
年
代
に
起
こ
っ
た
石
油
危
機
に
際
し
て
、
シ
ェ
ル
グ
ル
ー
プ
が
す
ぐ
れ
た
危
機
対
応
に
よ
っ
て
躍
進
を

遂
げ
た
の
も
、
シ
ナ
リ
オ
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
に
よ
っ
て
石
油
危
機
の
可
能
性
を
把
握
し
て
い
た
故
で
あ
る
と
い
わ
れ
て

お
り
、
そ
の
後
も
グ
ル
ー
プ
全
体
の
中
長
期
的
戦
略
や
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
戦
略
に
活
用
し
て
い
る
。

 

「
グ
ロ
ー
バ
ル
シ
ナ
リ
オ
２
０
２
５
」
に
お
け
る
キ
ー
ワ
ー
ド
は
「
ト
リ
レ
ン
マ
（the T

rilem
m
a T
riangle

）」
と

「
信
用
（trust

）」
で
あ
り
、
そ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
、
社
会
や
世
界
の
あ
り
様
を
か
た
ち
づ
く
る
要
素
と
し
て
、「
信
用
」

シ
ナ
リ
オ
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
で
描
く
未
来
社
会
像

未
来
の
社
会
像
を
い
か
に
描
く
か
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あ
る
い
は
「
信
頼
感
」
が
な
に
よ
り
も
重
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

２
０
０
１
年
の
同
時
多
発
テ
ロ
と
エ
ン
ロ
ン
社
の
破
綻
を
契
機
に
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
定
義
再
考
が
要

請
さ
れ
る
な
か
、「
グ
ロ
ー
バ
ル
シ
ナ
リ
オ
２
０
２
５
」
で
は
、
人
び
と
の
安
全
や
安
心
を
確
保
す
る
た
め
に
社
会

は
改
め
て
国
家
の
役
割
の
重
要
性
を
認
識
し
、一
方
政
府
も
そ
う
し
た
期
待
に
応
え
る
た
め
、市
場
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

に
対
す
る
働
き
か
け
を
始
め
つ
つ
あ
る
と
い
う
変
化
が
シ
ナ
リ
オ
の
フ
レ
ー
ム
に
据
え
ら
れ
て
い
る
。

 

「
グ
ロ
ー
バ
ル
シ
ナ
リ
オ
２
０
２
５
」
に
お
い
て
、
人
び
と
が
重
視
す
る
の
は
、
主
に
市
場
が
担
う
「
効
率
性

（Effi ciency

）」、
国
家
に
よ
る
警
察
力
や
規
制
の
行
使
に
よ
る
「
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
（Security

）」、
そ
し
て
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
に
よ
る
「
社
会
の
ま
と
ま
り
（Social cohesion, justice

）」
の
３
つ
で
あ
る
と
す
る
（
図
3
）。
し
か
し
、

環
境
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
食
糧
問
題
、
景
気
後
退
と
失
業
問
題
、
格
差
な
ど
、
現
在
私
た
ち
が
直
面
す
る
問
題
や
課
題

は
あ
ま
り
に
多
岐
に
渡
っ
て
お
り
、
こ
の
３
つ
を
同
時
に
達
成
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
３
つ
の
選

択
肢
の
う
ち
２
つ
し
か
選
択
で
き
な
い
と
い
う
「
ト
リ
レ
ン
マ
」
が
シ
ナ
リ
オ
の
前
提
条
件
と
な
っ
て
い
る
。

　

そ
れ
で
は
、
実
際
に
は
ど
の
よ
う
な
選
択
が
あ
り
得
る
の
だ
ろ
う
か
。「
グ
ロ
ー
バ
ル
シ
ナ
リ
オ
２
０
２
５
」
に

お
い
て
は
、「
効
率
性
×
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
＝Low

 T
rust Globalization

」、「
効
率
性
×
社
会
の
ま
と
ま
り
＝O

pen 
D
oors

」、「
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
×
社
会
の
ま
と
ま
り
＝Flags

」
と
い
う
３
つ
の
未
来
社
会
の
方
向
性
が
提
示
さ
れ
て
お

り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
の
イ
メ
ー
ジ
を
描
い
て
み
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

●
「
効
率
性
×
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
＝Low

 T
rust G

lobalization

」

 

「
効
率
性
×
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
」
を
選
ぶ
こ
と
は
、
安
全
・
安
心
に
つ
い
て
は
国
家
に
期
待
し
な
が
ら
、
経
済
成
長
を

「
グ
ロ
ー
バ
ル
シ
ナ
リ
オ
２
０
２
５
」
に
お
け
る
３
つ
の
社
会
像
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図3　「グローバルシナリオ 2025」における“トリレンマ”

「Shell Global Scenarios to 2025 The future business environment : trends, trade-offs and 
choices: Royal Dutch」より作成
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期
待
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
の
反
面
、
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
を
実
現
す
る
に
は
、
過
剰
な
ま
で
の
規
制

や
制
約
が
必
要
と
な
り
、
行
き
過
ぎ
れ
ば
、
ジ
ョ
ー
ジ
・
オ
ー
ウ
ェ
ル
的
な
監
視
社
会
が
現
出
す
る
か
も
し
れ
な
い
。

も
う
１
つ
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
、
効
率
を
重
視
し
社
会
の
ま
と
ま
り
を
軽
視
す
れ
ば
、
当
然
の
結
果
と
し
て
経

済
格
差
は
拡
大
せ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。

●
「
効
率
性
×
社
会
の
ま
と
ま
り
＝O

pen D
oors

」

 

「
効
率
性
×
社
会
の
ま
と
ま
り
」
を
選
択
す
る
と
、
社
会
の
ま
と
ま
り
を
ベ
ー
ス
に
ヒ
ト
、
モ
ノ
、
カ
ネ
の
自
由
な

流
通
に
よ
り
市
場
を
内
外
に
広
く
開
放
し
た
社
会
を
め
ざ
す
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
緩
や
か
な
規
制
下
で
高
度
な

発
展
が
期
待
さ
れ
る
が
、
安
全
保
障
面
で
は
大
き
な
不
安
が
残
る
こ
と
に
な
る
。

●
「
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
×
社
会
の
ま
と
ま
り
＝Flags
」

 

「
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
×
社
会
の
ま
と
ま
り
」
を
選
択
す
る
こ
と
は
、
経
済
成
長
よ
り
も
民
族
や
愛
国
心
を
優
先
さ
せ
、

同
胞
意
識
に
よ
っ
て
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
を
高
め
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。
３
つ
の
シ
ナ
リ
オ
の
中
で
は
も
っ
と
も
排
他
的

あ
る
い
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
で
、
伝
統
が
重
視
さ
れ
、
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が
阻
害
さ
れ
る
と
い
っ
た
効
率
の

悪
い
社
会
が
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
。

　

以
上
、「
グ
ロ
ー
バ
ル
シ
ナ
リ
オ
２
０
２
５
」
で
描
か
れ
た
３
つ
の
社
会
像
を
み
て
き
た
が
、
こ
こ
で
重
要
な
の

は
い
ず
れ
の
社
会
像
に
お
い
て
も
「
信
用
（trust

）」
が
キ
ー
で
あ
り
、
信
用
の
度
合
い
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会

の
実
現
性
が
異
な
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
か
つ
て
フ
ラ
ン
シ
ス
・
フ
ク
ヤ
マ
が
「『
信
』
な
く
ば
立
た
ず
」

で
指
摘
し
た
よ
う
に
、「
信
頼
は
重
要
な
経
済
的
価
値
を
持
つ
」
の
で
あ
る
。
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「
グ
ロ
ー
バ
ル
シ
ナ
リ
オ
２
０
２
５
」
で
描
か
れ
た
３
つ
の
社
会
像
に
つ
い
て
、
電
通
総
研
の
「
世
界
価
値
観
調
査
」

の
デ
ー
タ
を
も
と
に
、
シ
ナ
リ
オ
の
ベ
ー
ス
と
な
っ
た
３
つ
の
ド
ラ
イ
ビ
ン
グ
フ
ォ
ー
ス
に
人
び
と
の
意
識
や
価
値

観
を
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
像
を
表
し
て
み
た
い
。

　

１
９
９
５
年
か
ら
２
０
０
５
年
に
か
け
て
実
施
さ
れ
た
「
世
界
価
値
観
調
査
」
の
デ
ー
タ
の
う
ち
、「
理
想
の
社
会

シ
ス
テ
ム
」
に
関
す
る
設
問
に
対
す
る
日
本
と
ア
メ
リ
カ
、
そ
し
て
中
国
の
回
答
を
と
り
あ
げ
て
み
る
と
興
味
深
い
。

　

ま
ず
、
３
つ
の
ド
ラ
イ
ビ
ン
グ
フ
ォ
ー
ス
の
う
ち
、「
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
」
に
重
な
る
設
問
、「
国
民
の
安
心
な
暮
ら

し
の
た
め
に
、
国
が
も
っ
と
責
任
を
持
つ
べ
き
か
、
個
人
が
も
っ
と
責
任
を
持
つ
べ
き
か
」
を
尋
ね
た
２
０
０
５
年

の
デ
ー
タ
で
は
、日
本
で
は
「
国
が
持
つ
べ
き
」
が
７
割
を
超
え
た
が
、「
個
人
が
持
つ
べ
き
」
は
３
割
に
満
た
な
か
っ

た
。
一
方
ア
メ
リ
カ
で
は
、「
国
」の
４
割
強
に
対
し
て「
個
人
」が
５
割
を
超
え
て
お
り
、中
国
で
は「
国
」も「
個
人
」

も
と
も
に
４
割
超
だ
っ
た
（
図
4
）。
国
家
に
期
待
す
る
日
本
、
個
人
の
責
任
を
強
調
す
る
ア
メ
リ
カ
、
国
家
と
個

人
が
拮
抗
す
る
中
国
と
、
３
か
国
の
違
い
が
よ
く
表
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　

次
に
、「
効
率
性
」
に
重
な
る
設
問
、「
企
業
や
産
業
の
所
有
に
つ
い
て
、
私
的
所
有
を
増
や
す
べ
き
か
、
国
家
所

有
を
増
や
す
べ
き
か
」
で
は
、
日
本
は
「
私
的
所
有
」
が
６
割
弱
、
国
家
所
有
が
２
割
、
ア
メ
リ
カ
で
は
「
私
的
所
有
」

が
８
割
を
超
え
、「
国
家
所
有
」
は
１
割
強
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
一
方
、中
国
で
は
「
国
家
所
有
」
が
４
割
を
超
え
、「
私

的
所
有
」
は
２
割
強
、
ま
た
、「
分
か
ら
な
い
」
が
３
割
を
超
え
た
（
図
5
）。
市
場
開
放
が
進
む
中
国
で
は
あ
る
が
、

企
業
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
考
え
方
に
つ
い
て
は
日
本
や
ア
メ
リ
カ
と
は
ま
だ
ま
だ
隔
た
り
が
あ
る
よ
う
だ
。

　

そ
し
て
、「
社
会
の
ま
と
ま
り
」
に
重
な
る
設
問
、「
収
入
は
も
っ
と
平
等
に
す
べ
き
か
、
個
々
人
の
努
力
を
刺
激

す
る
よ
う
に
も
っ
と
収
入
の
開
き
を
大
き
く
す
べ
き
か
」
を
み
る
と
、
２
０
０
５
年
で
は
、
日
本
と
ア
メ
リ
カ
で

シ
ナ
リ
オ
に
描
か
れ
た
社
会
像
を
リ
ア
ラ
イ
ズ
す
る
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は
「
収
入
の
開
き
を
大
き
く
す
べ
き
」
が
６
割
を
超
え
て
い
る
の
に
対
し
、
中
国
は
５
割
に
達
し
て
お
ら
ず
、
こ
の

結
果
を
み
る
限
り
、
中
国
の
ほ
う
が
平
等
志
向
が
高
い
よ
う
に
も
み
え
る
（
図
6
）。
し
か
し
、
１
９
９
０
年
か
ら

２
０
０
５
年
ま
で
の
「
収
入
の
開
き
を
大
き
く
す
べ
き
」
の
割
合
の
推
移
を
み
る
と
、
年
度
ご
と
に
数
値
が
微
妙
に

増
減
を
繰
り
返
し
て
お
り
、
中
国
で
は
特
に
振
幅
が
激
し
く
な
っ
て
い
る
（
図
7
）。
格
差
問
題
と
も
関
連
す
る
設

問
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
調
査
が
実
施
さ
れ
た
時
期
の
各
国
の
経
済
状
況
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
い

ず
れ
に
し
て
も
「
社
会
の
ま
と
ま
り
」
に
対
す
る
合
意
形
成
の
困
難
さ
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
て
い
る
。

　

以
上
、「
グ
ロ
ー
バ
ル
シ
ナ
リ
オ
２
０
２
５
」
で
示
さ
れ
た
３
つ
の
社
会
像
に
、「
世
界
価
値
観
調
査
」
に
お
け
る

日
本
と
ア
メ
リ
カ
、
そ
し
て
中
国
の
そ
れ
ぞ
れ
の
デ
ー
タ
を
重
ね
合
わ
せ
て
み
る
と
、
日
本
は
「
効
率
性
×
セ
キ
ュ

リ
テ
ィ
＝Low

 T
rust Globalization

」
志
向
で
は
あ
る
も
の
の
よ
り
国
家
寄
り
で
、
ア
メ
リ
カ
も
同
じ
く
「L

ow
 

T
rust Globalization

」
志
向
で
は
あ
る
が
よ
り
市
場
寄
り
で
、
中
国
は
「
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
×
社
会
の
ま
と
ま
り
＝

Flags

」
志
向
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
（
図
8
）。

　

シ
ナ
リ
オ
や
仮
説
を
組
み
立
て
る
際
に
は
、
制
約
条
件
と
そ
れ
に
よ
る
影
響
を
シ
ン
プ
ル
に
整
理
す
る
と
と
も
に
、

そ
の
シ
ナ
リ
オ
や
仮
説
を
人
び
と
の
意
識
や
価
値
観
の
変
化
（
い
わ
ゆ
る
国
民
性
な
ど
）
な
ど
を
通
じ
て
分
析･

検

証
す
る
作
業
も
必
要
に
な
る
。
そ
う
し
た
プ
ロ
セ
ス
を
経
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
生
き
生
き
と
し
た
シ
ナ
リ
オ
や

仮
説
を
構
築
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
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（年）

（ ）

国が責任 個人が責任 わからない 無回答

日本

アメリカ

中国

（年）

（ ）

私的所有 国家所有 わからない 無回答

日本

アメリカ

中国

（年）

（ ）

収入はもっと平等に 収入の開きをもっと大きく わからない

日本

アメリカ

中国

図4　「国が責任を持つか／個人が責任を持つか」（電通総研「世界価値観調査2005」より作成）

図5　「私的所有を増やすべきか／国家所有を増やすべきか」（電通総研「世界価値観調査2005」より作成）

図6　「収入を平等にすべきか／開きを大きくすべきか」（電通総研「世界価値観調査2005」より作成）
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（年）

日本 アメリカ 中国

（％）

日本 アメリカ 中国

（％）

平等（社会のまとまり） 私的所有（有効性） 国が責任（セキュリティ）

図7　「『収入の開きを大きくすべき』の割合の推移」（電通総研「世界価値観調査2005」より作成）

図8　アメリカ、日本、中国の志向の違い（電通総研「世界価値観調査2005」より作成）
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