
な
ぜ
ア
メ
リ
カ
文
化
が 

戦
後
日
本
に
持
ち
込
ま
れ
た
の
か

　

研
究
者
と
し
て
山
城
先
生
が
選
ん
だ
の

は
「
ア
メ
リ
カ
文
化
」。
中
で
も
、
第
二

次
世
界
大
戦
以
降
の
ア
メ
リ
カ
大
衆
文
化

を
中
心
に
据
え
て
い
る
そ
う
だ
。「
ア
メ
リ

カ
は
民
主
共
和
国
で
す
が
、
第
二
次
大
戦

以
降
は
、
も
と
も
と
内
包
し
て
い
た
反
民

主
主
義
や
帝
国
主
義
の
性
格
が
更
に
複
雑

に
な
っ
て
き
ま
す
。
建
国
以
来
、
独
立
の

精
神
な
ど
を
基
に
し
た
共
通
の
価
値
観
と

な
る
理
念
を
掲
げ
て
内
部
統
合
を
進
め
て

き
ま
し
た
が
、
戦
後
は
世
界
の
指
導
者
と

し
て
軍
事
・
社
会
面
で
他
国
へ
の
浸
透
を

図
っ
て
い
き
ま
し
た
。
で
す
か
ら
第
二
次

世
界
大
戦
以
降
の
ア
メ
リ
カ
文
化
に
は
特

に
、
さ
ま
ざ
ま
な
視
点
か
ら
考
察
す
る
面

白
さ
を
感
じ
ま
す
」

　

建
国
以
来
、
国
内
統
合
の
た
め
に
掲
げ

ら
れ
て
き
た
理
念
は
、
白
人
エ
リ
ー
ト
支

配
層
の
保
守
派
の
考
え
方
を
コ
ア
と
す

る
も
の
で
、
多
く
の
人
た
ち
が
「
こ
れ
ぞ

ア
メ
リ
カ
」
と
と
ら
え
る
価
値
観
に
な
っ

て
い
っ
た
。
そ
れ
が
ア
メ
リ
カ
ン
・
デ
モ

ク
ラ
シ
ー
や
自
由
主
義
で
あ
る
。「
特
徴

的
な
の
が
『
モ
ノ
の
民
主
主
義
』
と
も
い

わ
れ
る
ア
メ
リ
カ
ン
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー

で
す
。
一
般
的
に
民
主
主
義
と
言
え
ば
社

会
的
権
利
の
保
障
な
ど
が
イ
メ
ー
ジ
さ

れ
る
と
思
い
ま
す
が
、
ア
メ
リ
カ
の
場
合

は
ち
ょ
っ
と
違
う
。
権
力
者
も
一
般
人

も
、
お
金
持
ち
も
貧
し
い
者
も
コ
ー
ラ
を

飲
む
。
階
級
を
問
わ
ず
に
誰
も
が
同
じ
も

の
を
所
有
し
消
費
で
き
る
、
そ
れ
こ
そ
が

平
等
で
民
主
主
義
だ
と
い
う
考
え
方
が

あ
る
ん
で
す
ね
。」
確
か
に
自
由
の
国
ア

メ
リ
カ
ら
し
い
発
想
だ
が
、
客
観
的
に
見

る
と
そ
れ
ほ
ど
無
邪
気
に
受
け
入
れ
ら

れ
る
も
の
で
は
な
い
、
と
先
生
は
続
け

る
。「
そ
れ
が
覇
権
主
義
と
連
動
す
る
時

に
は
、
政
治
的
な
意
図
が
内
包
さ
れ
る
。

例
を
挙
げ
る
と
、
終
戦
後
の
日
本
に
そ
う

い
っ
た
価
値
観
を
持
ち
込
ん
だ
の
は
米

軍
で
す
。
当
初
は
立
川
を
始
め
国
内
各
地

に
基
地
が
あ
っ
た
の
で
、
占
領
者
と
し
て

の
ア
メ
リ
カ
を
意
識
し
や
す
か
っ
た
。
け

れ
ど
、
や
が
て
基
地
が
沖
縄
に
集
約
さ
れ

る
こ
と
で
そ
れ
が
見
え
づ
ら
く
な
り
、
米

軍
が
持
ち
込
ん
だ
価
値
観
と
そ
れ
に
基

づ
く
ア
メ
リ
カ
文
化
が
前
景
化
し
て
き

た
。
多
く
の
日
本
人
の
憧
れ
の
対
象
と
な

り
ま
し
た
が
、
そ
こ
に
は
確
か
な
政
治
的

判
断
が
存
在
す
る
の
で
す
」

　

ソ
フ
ト
・
パ
ワ
ー
と
い
う
概
念
を
先
生

は
教
え
て
く
れ
た
。「
こ
れ
は
後
年
、
ア
メ

リ
カ
を
代
表
す
る
安
全
保
障
問
題
の
専
門

家
ジ
ョ
セ
フ
・
ナ
イ
が
提
唱
し
た
も
の

で
、
文
化
の
魅
力
で
他
国
を
動
か
そ
う
と

い
う
考
え
で
す
。
他
国
の
人
た
ち
が
ア
メ

き
っ
か
け
と
い
う
ほ
ど
大
き
な
出
来
事
は
な
か
っ
た
、と
山
城
先
生
は
言
う
。

「
ハ
リ
ウ
ッ
ド
映
画
は
な
ぜ
単
純
に
白
黒
を
つ
け
て
し
ま
う
ん
だ
ろ
う
、と

か
、ア
メ
リ
カ
の
ホ
ー
ム
ド
ラ
マ
に
白
人
し
か
出
て
こ
な
い
の
は
な
ぜ
だ

ろ
う
、と
か
、い
つ
の
頃
か
ら
か
引
っ
か
か
り
を
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
て
。

抱
い
た
疑
問
を
自
分
な
り
に
整
理
し
て
い
る
う
ち
、私
た
ち
を
取
り
巻

く
『
文
化
』が
複
雑
な
構
造
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
、関
心
を
持

つ
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
」

そ
し
て
文
化
研
究
の
道
へ
。自
ら
の
興
味
と
疑
問
に
、素
直
に
向
き
合
っ

て
き
た
先
生
に
お
話
を
伺
っ
た
。

「
魅
力
的
」
の
一
言
で
は
言
い
表
せ
な
い
。

文
化
が
持
つ
複
雑
な
構
造
を

意
識
し
な
が
ら
、
ア
メ
リ
カ
文
化
の

光
と
影
を
読
み
解
く
。

山 城 雅 江 准 教 授

総 合 政 策 学 部



リ
カ
の
理
想
に
憧
れ
、
ア
メ
リ
カ
が
望
む

も
の
と
同
じ
結
果
を
望
む
よ
う
に
す
る
こ

と
が
で
き
れ
ば
、
他
国
の
人
た
ち
を
ア
メ

リ
カ
が
望
む
方
向
に
動
か
す
た
め
に
ア
メ

と
鞭
を
使
う
必
要
が
少
な
く
な
る
、
と
も

ナ
イ
は
言
っ
て
い
ま
す
。」
日
本
も
含
め

た
世
界
の
諸
地
域
で
、
戦
略
的
な
ツ
ー
ル

と
し
て
ア
メ
リ
カ
文
化
が
使
わ
れ
て
い
る

と
い
う
側
面
も
あ
る
の
だ
。

「
と
ら
わ
れ
な
い
」
自
由
さ
に 

大
き
な
可
能
性
を
感
じ
て

　

こ
こ
ま
で
の
お
話
か
ら
も
わ
か
る
よ
う

に
、
先
生
は
た
だ
単
純
に
ア
メ
リ
カ
文
化

が
好
き
で
、
そ
の
魅
力
を
追
究
し
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
。
そ
こ
に
付
随
す
る
社
会

的
・
政
治
的
側
面
も
含
め
て
ト
ー
タ
ル
に

見
て
い
く
こ
と
が
先
生
の
基
本
的
な
研
究

姿
勢
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
文
化
は
権
力
と

の
結
び
つ
き
が
強
い
、
そ
の
点
に
は
常
に

注
意
を
払
っ
て
い
た
い
、
と
言
い
な
が
ら

も
、
そ
の
一
方
で
先
生
は
こ
う
続
け
る
。

「
そ
れ
で
も
ア
メ
リ
カ
文
化
に
は
素
晴
ら

し
い
面
も
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ

れ
を
き
ち
ん
と
評
価
し
た
い
気
持
ち
は
も

ち
ろ
ん
あ
り
ま
す
」

　

そ
の
例
と
し
て
、
先
ほ
ど
話
題
に
な
っ

た
ア
メ
リ
カ
ン
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
先
生

は
挙
げ
た
。「
あ
る
意
味
、
ア
メ
リ
カ
文
化

と
は
〝
大
衆
文
化
／
ポ
ッ
プ
・
カ
ル

チ
ャ
ー
〟
な
の
で
は
な
い
か
と
私
は
捉
え

て
い
る
の
で
す
が
、
そ
の
根
底
に
は
〝
特

別
な
知
識
や
技
能
、
資
産
は
必
要
な
く
、

誰
も
が
平
等
に
楽
し
め
る
〟 

デ
モ
ク
ラ

シ
ー
（
民
主
性
）
を
大
切
に
す
る
風
潮
が

あ
る
と
感
じ
ま
す
。
高
尚
な
文
学
や
ア
ー

ト
を
理
解
で
き
な
い
時
、
日
本
文
化
の
中
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先生の単著・共著。真ん中の単著は、1960 年代に活躍したア
メリカの芸術家、アンディ・ウォーホルが打ち立てた「Pop ／ポッ
プ」概念が、アメリカ内外でどのように確立されているのかを
考察する力作。



に
い
る
私
た
ち
は
〝
勉
強
が
足
り
な
い
か

ら
〟と
自
分
の
責
任
に
す
る
傾
向
が
あ
る
。

け
れ
ど
、
ア
メ
リ
カ
人
は
〝
自
分
に
も
わ

か
る
よ
う
に
説
明
し
ろ
〟
と
要
求
す
る
。

相
手
に
説
明
責
任
が
あ
る
と
考
え
る
ん
で

す
ね
。」
大
衆
も
楽
し
め
る
文
化
―
そ
れ

は
文
化
の
質
を
測
る
際
に
よ
く
使
わ
れ
る

物
差
し
の
「
深
い
／
浅
い
」
で
い
え
ば
浅

い
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
二

項
対
立
に
引
き
ず
ら
れ
ず
に
独
自
の
価
値

観
を
確
立
し
よ
う
と
す
る
力
を
感
じ
る
、

と
先
生
は
語
る
。「
そ
ん
な
ア
メ
リ
カ
文
化

か
ら
生
ま
れ
た
も
の
の
中
に
は
、
と
も
す

れ
ば
固
定
観
念
に
縛
ら
れ
が
ち
な
私
た
ち

に
新
た
な
視
点
を
提
示
し
て
く
れ
る
よ
う

な
、
大
き
な
力
と
可
能
性
を
持
っ
て
い
る

も
の
も
あ
り
ま
す
」

　

ま
た
、「
自
由
さ
」
も
大
き
な
魅
力
、
と

先
生
は
言
う
。「
２
０
０
１
年
か
ら
の
約
４

年
に
及
ぶ
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
留
学
が
本
当
に

貴
重
な
経
験
と
な
り
ま
し
た
。
そ
こ
は
さ

ま
ざ
ま
な
人
種
や
生
活
様
式
、
価
値
観
が

せ
め
ぎ
合
う
世
界
で
は
あ
り
ま
し
た
が
、

日
本
文
化
に
つ
き
ま
と
う〝
普
通
で
あ
れ
〟

と
い
う
抑
圧
が
な
く
、
多
様
な
も
の
を
許

容
し
社
会
を
成
り
立
た
せ
て
い
く
成
熟
さ

が
あ
り
ま
し
た
。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
毎
日

に
感
じ
て
い
た
解
放
感
は
、
今
で
も
私
の

中
に
鮮
や
か
に
残
っ
て
い
ま
す
。」
そ
し

て
現
在
関
心
を
抱
い
て
い
る
テ
ー
マ
と
し

て
「
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
」
が
あ
る
と
教

え
て
く
れ
た
。「
こ
れ
は
ア
メ
リ
カ
文
化
の

中
で
生
ま
れ
発
展
し
た
哲
学
で
、
実
に
ア

メ
リ
カ
ら
し
い
も
の
で
す
。
古
典
的
な
哲

学
だ
と
、
例
え
ば
、〝
神
は
い
る
か
／
い
な

い
か
〟
と
い
う
こ
と
を
と
こ
と
ん
追
究
し

て
い
く
。
演
繹
法
を
採
っ
て
い
る
の
で
命

題
が
非
常
に
重
要
な
ん
で
す
。
と
こ
ろ
が

プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
は
、〝
神
は
い
る
か
／

い
な
い
か
〟
は
重
視
し
な
い
。〝
い
た
ら
ど

う
な
る
か
〟
を
考
え
て
い
く
わ
け
で
す
。

〝
浅
い
哲
学
〟
と
評
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り

ま
す
が
、
と
て
も
現
実
的
な
ん
で
す
ね
。

今
、
原
理
主
義
に
よ
っ
て
世
界
中
で
多
く

の
争
い
が
起
こ
っ
て
い
ま
す
が
、
原
理
に

と
ら
わ
れ
な
い
自
由
さ
の
あ
る
プ
ラ
グ
マ

テ
ィ
ズ
ム
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
と
交
渉

す
る
ヒ
ン
ト
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い

う
気
が
し
て
い
ま
す
。」
交
錯
す
る
ア
メ

リ
カ
文
化
の
光
と
影
を
語
り
な
が
ら
、
先

生
の
目
は
き
ら
き
ら
と
輝
い
て
い
た
。

「
整
理
で
き
な
い
」
も
の
は 

無
理
に
結
論
付
け
な
い

　

先
生
が
研
究
の
主
軸
と
し
て
い
る
領
域

は
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
ア
メ
リ
カ
の
「
内
」

を
見
る
も
の
で
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
主

流
文
化
と「
ア
メ
リ
カ
ニ
ズ
ム
」の
諸
関
係
。

ア
メ
リ
カ
ニ
ズ
ム
と
は
、
先
に
述
べ
た
よ

う
に
、
多
く
の
ア
メ
リ
カ
人
が
「
ア
メ
リ

カ
文
化
の
本
質
」
と
し
て
と
ら
え
て
い
る

価
値
観
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
領
域
に
つ

い
て
は
、
現
代
ア
メ
リ
カ
の
代
表
的
ア
ー

テ
ィ
ス
ト
、
ア
ン
デ
ィ
・
ウ
ォ
ー
ホ
ル
が

打
ち
立
て
た「Pop

」の
概
念
を
テ
ー
マ
に
、

建
国
以
来
の
ア
メ
リ
カ
の
歴
史
と
、ウ
ォ
ー

ホ
ル
が
才
能
を
発
揮
し
た
１
９
６
０
年
代

と
い
う
時
代
性
が
そ
こ
に
ど
の
よ
う
に
反

映
さ
れ
て
い
る
の
か
、
ま
た
そ
の
正
体
と

は
何
か
を
追
究
し
て
い
る
。

　

そ
し
て
も
う
一
つ
が
ア
メ
リ
カ
の「
外
」

を
見
る
「
ア
メ
リ
カ
ニ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
研

究
」。
外
の
地
域
と
ア
メ
リ
カ
と
の
諸
関

係
や
、「
ア
メ
リ
カ
化
」
を
経
験
し
た
地
域

の
大
衆
文
化
の
状
況
を
考
察
し
て
い
る
。

先
ほ
ど
の
「
ソ
フ
ト
・
パ
ワ
ー
」
に
も
つ

な
が
る
テ
ー
マ
で
、
先
生
は
沖
縄
に
お
け

る
音
楽
を
は
じ
め
と
す
る
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
・

カ
ル
チ
ャ
ー
「
沖
縄
ポ
ッ
プ
」
を
題
材
に

研
究
を
展
開
し
て
い
る
。

　

先
生
の
研
究
の
特
徴
は
、
こ
の
よ
う
に

ア
メ
リ
カ
の
「
内
」
と
「
外
」
を
同
時
並

行
的
に
追
究
し
な
が
ら
、
時
に
比
較
検
証

す
る
こ
と
で
ア
メ
リ
カ
や
そ
の
文
化
の
姿

を
立
体
的
に
読
み
解
く
点
だ
。
例
え
ば
、

ア
ン
デ
ィ
・
ウ
ォ
ー
ホ
ル
が
確
立
し
た

「Pop

」
概
念
と
、
ア
メ
リ
カ
文
化
の
浸

透
を
背
景
に
沖
縄
で
発
展
し
た
「
沖
縄

ポ
ッ
プ
」
は
、
同
じ
「Pop

／
ポ
ッ
プ
」

と
い
う
響
き
の
言
葉
を
用
い
な
が
ら
も
異

な
る
面
を
持
っ
て
い
る
。
そ
の
違
い
は
ど

こ
か
ら
生
ま
れ
る
の
か
、
何
を
も
た
ら
す

の
か
、
と
い
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

　

見
え
て
く
る
も
の
は
と
て
も
複
雑
に
入

り
組
ん
で
お
り
、
整
理
し
切
れ
な
い
と
こ

ろ
も
あ
る
。
け
れ
ど
無
理
に
結
論
付
け
ず

に
そ
の
ま
ま
を
提
示
し
て
い
き
た
い
、
と
先

生
は
言
う
。「
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
に
は
〝
体
系

化
〟
や
〝
分
類
〟
と
い
っ
た
形
の
〝
成
果
〟

を
過
度
に
求
め
る
傾
向
が
あ
り
ま
す
。
し

か
し
無
理
矢
理
に
結
論
付
け
る
と
、
そ
れ

が
現
実
に
沿
っ
た
も
の
で
は
な
く
な
る
こ
と

も
あ
る
。
特
に
文
化
は
非
常
に
政
治
性
を



は
ら
み
や
す
い
の
で
、
何
ら
か
の
意
図
の
混

じ
っ
た
、
現
実
に
そ
ぐ
わ
な
い
単
純
化
か

ら
深
刻
な
影
響
が
生
じ
る
可
能
性
も
あ
り

ま
す
。
私
は
、〝
わ
か
ら
な
い
と
こ
ろ
は
そ
の

ま
ま
に
す
る
〟
こ
と
も
時
に
は
必
要
だ
と

考
え
て
い
ま
す
」
真
剣
な
口
調
に
、「
文
化

を
追
究
す
る
」
研
究
者
と
し
て
の
矜
持
と
、

真
摯
な
姿
勢
が
表
れ
て
い
た
。

現
代
社
会
の
中
で
、
共
犯
者
に
も 

犠
牲
者
に
も
な
ら
な
い
た
め
に

　

先
生
の
ゼ
ミ
に
は
、「
ア
メ
リ
カ
」
で
緩

や
か
に
つ
な
が
り
な
が
ら
も
、
エ
ン
タ
ー

テ
イ
ン
メ
ン
ト
や
食
文
化
、
ス
ポ
ー
ツ
、

貧
困
問
題
な
ど
、
多
種
多
様
な
テ
ー
マ
に

興
味
を
持
つ
学
生
が
集
ま
っ
て
い
る
。
ゼ

ミ
で
は
、
ま
ず
日
本
語
字
幕
の
な
い
ア
メ

リ
カ
の
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
作
品
を
研
究

事
例
と
し
て
ゼ
ミ
生
全
員
で
検
証
し
て
い

く
。「
作
品
の
中
に
描
か
れ
て
い
る
問
題
点

を
列
挙
し
て
、
理
解
を
深
め
考
察
す
る
た

め
に
ど
ん
な
文
献
を
読
め
ば
良
い
か
を
考

え
て
も
ら
い
ま
す
。
そ
し
て
選
定
し
た
文

献
を
読
み
、
論
考
を
ま
と
め
て
発
表
し
て

も
ら
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
〝
作
法
〟
を

学
ん
だ
後
、
各
自
興
味
を
持
つ
テ
ー
マ
の

研
究
に
取
り
組
み
ま
す
。」
こ
う
し
た
作

業
を
通
じ
て
ア
メ
リ
カ
社
会
や
文
化
に
つ

い
て
知
見
を
深
め
る
の
は
も
ち
ろ
ん
だ

が
、先
生
の
狙
い
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。

　
「
そ
こ
に
ど
の
よ
う
な
要
素
が
あ
り
、
作

用
し
合
っ
て
事
象
が
成
り
立
っ
て
い
る
か

を
洞
察
す
る
『
文
化
理
解
力
（cultural 

literacy

）』
や
、
的
確
か
つ
批
判
的
に
情

報
を
読
み
取
り
、
問
い
を
立
て
て
論
理
的

に
考
え
、
表
現
す
る
方
法
を
身
に
付
け
て

ほ
し
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。」
ア
メ
リ
カ
文

化
に
限
ら
ず
、
私
た
ち
が
日
常
の
中
で
接

す
る
エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン
メ
ン
ト
作
品
や

ア
ー
ト
、
ニ
ュ
ー
ス
に
も
、
何
ら
か
の
意
図

が
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
点
に
無
防
備
で

い
る
と
い
つ
の
間
に
か
利
用
さ
れ
、
気
が

つ
い
た
ら
共
犯
者
に
な
っ
た
り
犠
牲
者
に

な
っ
て
い
た
り
す
る
リ
ス
ク
が
あ
る
、
と

先
生
は
言
う
。「
け
れ
ど
こ
う
し
た
ス
キ
ル

を
体
得
す
れ
ば
、
こ
の
社
会
を
何
と
か
サ

バ
イ
ブ
し
て
い
け
る
と
思
う
の
で
す
。
目

指
し
て
い
る
の
は
、〝
タ
フ
で
俯
瞰
的
・
複

眼
的
な
視
点
を
持
つ
人
材
〟
の
育
成
で
す
」

高
校
生
の
皆
さ
ん
へ

　

こ
の
学
部
に
進
む
学
生
は
、「
よ
り
良
い

社
会
を
つ
く
り
た
い
」
と
い
う
素
直
な
思

い
を
抱
い
て
い
る
者
が
多
い
よ
う
で
す
。

そ
の
気
持
ち
は
い
つ
し
か
脇
へ
追
い
や
ら

れ
て
し
ま
う
こ
と
も
よ
く
あ
り
ま
す
が
、

さ
さ
や
か
で
も
い
い
か
ら
、
心
の
ど
こ
か

で
大
切
に
温
め
て
い
て
ほ
し
い
と
思
い
ま

す
。
私
た
ち
は
こ
の
社
会
の
中
を
、
交
渉

し
た
り
抵
抗
し
た
り
し
て
渡
り
合
っ
て
い

き
ま
す
。
そ
の
時
、「
自
分
が
何
を
大
切
に

し
た
い
か
」
が
方
向
を
定
め
る
手
掛
か
り

に
な
る
。
そ
れ
が
「
よ
り
良
い
社
会
」
を

実
現
す
る
た
め
の
行
動
に
結
び
付
く
の
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

先生が担当する『基礎演
習』の授業風景。資料の
選び方や論文の書き方な
どを初歩から学ぶことが
できる。

ゼミ風景。この時、皆で検証する題材として先生が選んだのが『The Return of Navajo Boy』。ウラン採
掘によって、アメリカ先住民の居住地が汚染された事件を取り扱ったドキュメンタリー作品。


