
海
外
日
本
研
究
と
私

マ
ー

ク
・

ウ
ィ

ン
チ

ェ
ス

タ
ー

私
は
、
な
ぜ
「
日
本
研
究
者
」
と
な
っ
た
の
か

。
私
が
こ
の
質
問

に
答
え
る
先
に
は
、
一
つ
の
疑
問
が
わ
い
て
き
ま
す
。
そ
れ
は
、
私
は
は
た

し
て
「
日
本
研
究
者
」
な
の
か
、
と
い
う
疑
問
で
す
。
確
か
に
、
私
は
本

学
の
日
本
研
究
所
に
所
属
し
、
Ｃ
Ｐ
Ｊ
Ｓ
（
C
ertifica

te
P
ro
g
ra
m

in
J
a
p
a
n
S
tu
d
ies）

科
目
と
し
て
英
語
で
日
本
文
学
（
「
T
h
e
L
ite-

ra
tu
res
o
f
J
a
p
a
n
」
）
や
、
現
代
日
本
語
論
、
あ
る
い
は
日
本
に
お

け
る
多
言
語
に
つ
い
て
の
授
業
（
「
T
h
e
L
a
n
g
u
a
g
es
o
f
J
a
p
a
n
」
）

を
担
当
し
て
い
ま
す
。
一
方
、
私
の
専
門
は
ア
イ
ヌ
研
究
で
す
。
論
文

や
翻
訳
を
出
版
す
る
と
き
に
、
と
き
ど
き
編
集
者
か
ら
自
分
の
プ
ロ
フ
ィ
ー

ル
を
書
く
よ
う
に
頼
ま
れ
ま
す
。
そ
の
と
き
は
、
「
研
究
の
関
心
」
と

し
て
「
ア
イ
ヌ
近
現
代
史
、
近
現
代
日
本
思
想
史
、
レ
イ
シ
ズ
ム
と
資

本
制
、
先
住
民
族
研
究
、
現
代
思
想
」
と
、
も
っ
と
も
ら
し
い
こ
と
を

最
近
書
く
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
の
ち
ほ
ど
私
が
実
際
に
や
っ
て
い
る

研
究
の
意
義
を
み
な
さ
ん
に
伝
え
て
み
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
が
、
こ

の
自
分
の
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
の
書
き
方
か
ら
言
い
ま
す
と
、
私
は
ア
イ
ヌ

の
近
現
代
史
（
要
す
る
に
、
明
治
維
新
の
前
後
に
行
な
わ
れ
た
蝦
夷
地

の
内
国
化
か
ら
現
在
ま
で
の
歴
史
）
に
関
心
が
あ
り
、
そ
の
歴
史
が
同

時
代
の
日
本
の
思
想
に
と
っ
て
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ

て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
も
た
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
こ
と

に
つ
い
て
も
関
心
が
あ
り
、
こ
れ
は
近
現
代
の
世
界
史
を
大
き
く
左
右

さ
せ
て
き
た
資
本
主
義
の
あ
り
方
と
レ
イ
シ
ズ
ム
や
差
別
と
の
関
係
に

も
実
は
関
連
し
て
お
り
、
ア
イ
ヌ
の
歴
史
と
ほ
か
の
先
住
民
族
の
歴
史

と
現
状
と
の
関
連
性
に
も
関
心
が
あ
り
、
こ
れ
ら
す
べ
て
が
、
実
は
、

私
た
ち
が
世
界
史
そ
の
も
の
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
欠
か
す
こ

と
の
で
き
な
い
重
要
な
課
題
を
示
唆
し
て
く
れ
る
テ
ー
マ
だ
と
ま
で
考

え
て
い
ま
す
。
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
で
書
い
て
い
る
こ
と
は
、
私
の
中
で
は

こ
の
よ
う
に

�が
っ
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
言
葉
や
キ
ー
ワ
ー
ド
を
並
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べ
る
だ
け
で
、
私
の
意
図
を
読
み
取
っ
て
く
れ
る
人
は
少
な
い
だ
ろ
う

と
思
い
ま
す
。

こ
の
た
め
に
、
一
方
で
私
は
自
分
の
専
門
分
野
を
「
ア
イ
ヌ
近
現
代

思
想
史
」
と
も
言
う
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
も
ま
た
、
難
し
い
で

す
。
「
ア
イ
ヌ
思
想
史
」
と
は
、
ほ
ぼ
新
語
だ
か
ら
で
す
。
黒
人
思
想

史
や
、
ユ
ダ
ヤ
思
想
史
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
に
さ
ら
さ
れ
た
人
々
が
自
分

た
ち
の
置
か
れ
た
状
況
を
思
想
の
課
題
と
し
て
深
く
考
え
る
伝
統
は
い

く
つ
か
あ
り
ま
す
。
日
本
で
は
、
沖
縄
思
想
史
は
た
ま
に
語
ら
れ
ま
す
。

沖
縄
は
、
戦
後
日
本
の
あ
り
方
の
縮
図
と
し
て
描
か
れ
、
戦
後
日
本
の

体
制
の
命
運
を
左
右
す
る
位
置
に
あ
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
き
ま

し
た
し
、
「
日
本
」
を
よ
り
深
く
考
え
る
た
め
に
も
注
目
さ
れ
て
き
ま

し
た
し
、
そ
の
中
で
沖
縄
出
身
者
の
発
し
て
き
た
言
葉
も
本
土
で
多
少

注
目
さ
れ
ま
し
た
し
、
沖
縄
の
中
で
も
沖
縄
の
現
状
を
考
え
る
た
め
に

沖
縄
の
思
想
家
の
系
譜
を
構
築
す
る
と
い
う
意
味
で
の
沖
縄
思
想
史
の

伝
統
が
あ
る
か
ら
で
す
。
ア
イ
ヌ
に
つ
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
伝
統
は

注
目
さ
れ
ま
せ
ん
。
こ
れ
ま
で
ア
イ
ヌ
の
個
人
史
や
、
人
物
伝
の
よ
う

な
も
の
を
書
い
て
き
た
人
た
ち
は
た
く
さ
ん
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
私

が
思
う
に
は
、
彼
・
彼
女
た
ち
は
私
が
言
お
う
と
し
て
い
る
「
ア
イ
ヌ

近
現
代
思
想
史
」
の
系
譜
を
す
で
に
敷
い
て
き
て
く
れ
た
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
し
か
し
、
残
念
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
の
ア
イ
ヌ
研
究
の
み
な
ら

ず
、
ア
イ
ヌ
を
取
り
上
げ
て
き
た
多
く
の
研
究
分
野
で
は
、
自
分
た
ち

の
名
を
記
し
て
文
章
を
発
表
し
て
き
た
ア
イ
ヌ
は
、
民
族
誌
的
な
情
報

の
供
給
源
、
ア
イ
ヌ
全
般
を
代
表
す
る
よ
う
な
扱
い
、
あ
る
い
は
、
せ

い
ぜ
い
時
代
背
景
を
読
み
解
く
た
め
の
手
が
か
り
な
ど
と
い
う
扱
い
を

な
ぜ
か
受
け
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
物
事
を
思
考
し
う
る
人
間
と
し
て

の
扱
い
方
で
は
な
い
の
で
す
。
ま
ず
、
こ
の
状
況
を
変
え
る
こ
と
が
私

の
研
究
の
大
き
な
目
的
で
す
。

し
か
し
、
私
の
研
究
の
意
義
は
、
こ
こ
だ
け
に
あ
る
わ
け
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
さ
き
ほ
ど
も
触
れ
ま
し
た
が
、
私
が
考
え
て
い
る
「
ア
イ
ヌ

近
現
代
思
想
史
」
は
、
日
本
に
つ
い
て
だ
け
で
は
な
く
、
実
は
世
界
規

模
の
思
想
課
題
を
提
示
し
て
く
れ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
思
い
ま
す
。

と
て
も
大
き
な
話
で
す
。
日
本
の
中
に
あ
り
な
が
ら
、
完
全
に
日
本
な

る
も
の
で
は
な
い
と
見
出
さ
れ
る
ア
イ
ヌ
の
さ
ま
ざ
ま
な
著
述
家
と
知

識
人
た
ち
は
、
世
界
規
模
で
考
え
る
べ
き
重
要
な
課
題
を
提
供
し
て
く

れ
て
い
る
、
と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。
ア
イ
ヌ
の
歴
史
は
、
世
界
規
模

で
す
。
地
球
規
模
に
重
要
な
の
で
す
。
私
が
な
ぜ
そ
う
思
う
か
に
つ
い

て
、
こ
れ
か
ら
少
し
話
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
こ
か
ら
は
、
少
し
難

し
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
私
が
考
え
て
い
る
こ
と
を
少
し
だ
け
で
も

感
じ
て
く
れ
れ
ば
、
う
れ
し
い
で
す
。

大
学
の
学
部
生
の
と
き
、
私
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
北
部
に
あ
る
シ
ェ
フ
ィ
ー

ル
ド
大
学
の
東
ア
ジ
ア
研
究
所
（
S
ch
o
o
l
o
f
E
a
st
A
sia
n
S
tu
d
ies）

に
所
属
し
て
い
ま
し
た
。
シ
ェ
フ
ィ
ー
ル
ド
大
学
に
入
学
し
た
の
は
、

第
一
志
望
の
ロ
ン
ド
ン
大
学
東
洋
ア
フ
リ
カ
研
究
学
院
（
S
ch
o
o
l
o
f

O
rien
ta
l
a
n
d
A
frica

n
S
tu
d
ies）

に
入
る
こ
と
が
で
き
る
ほ
ど
成
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績
が
優
れ
な
か
っ
た
か
ら
で
す
。
そ
も
そ
も
入
学
試
験
は
高
校
交
換
留

学
中
だ
っ
た
東
京
で
受
け
ま
し
た
し
、
そ
の
と
き
は
ま
っ
た
く
違
う
日

本
の
高
校
の
勉
強
を
し
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
シ
ェ
フ
ィ
ー
ル
ド
大

学
に
入
っ
て
人
生
は
大
き
く
方
向
づ
け
ら
れ
ま
し
た
。
私
が
シ
ェ
フ
ィ
ー

ル
ド
大
学
に
い
た
こ
ろ
に
は
、
ア
イ
ヌ
も
含
め
て
、
日
本
の
マ
イ
ノ
リ

テ
ィ
に
関
心
を
持
つ
先
生
た
ち
が
何
人
か
集
ま
っ
て
い
ま
し
た
。
入
学

し
た
一
九
九
八
年
の
前
の
年
に
彼
ら
は

Japan・s
m
inorities:

the
illusion

of

hom
ogeneity

と
い
う
本
も
出
版
し
て
い
ま
し
た （１
）。
一
年
生
の
と
き
は
、

私
は
日
本
語
も
あ
る
程
度
で
き
て
日
本
語
の
授
業
を
と
ら
な
く
て
も
よ

か
っ
た
の
で
す
が
、
美
学
の
哲
学
か
ら
韓
国
現
代
文
学
ま
で
い
ろ
い
ろ

な
授
業
を
と
っ
て
い
ま
し
た
。
二
年
生
に
な
っ
た
ら
、
や
っ
と
日
本
関

係
の
授
業
を
と
る
こ
と
が
許
さ
れ
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
日
本
に
お
け
る
レ
イ
シ
ズ
ム
や
差
別
を
テ
ー
マ
と
し
た
授

業
に
も
出
席
し
ま
し
た
。
そ
の
授
業
で
、
レ
イ
シ
ズ
ム
に
関
す
る
社
会

理
論
を
い
ろ
い
ろ
勉
強
し
た
の
で
す
が
、
そ
の
中
で
、
私
が
授
業
の
発

表
の
た
め
に
勉
強
を
し
て
い
た
と
き
、
一
冊
の
本
に
出
会
い
ま
し
た
。

当
時
は
、
ロ
ン
ド
ン
大
学
の
研
究
機
関
で
あ
る
ゴ
ー
ル
ド
ス
ミ
ス
・
カ

レ
ッ
ジ
で
社
会
学
の
講
師
を
し
て
い
た
ポ
ー
ル
・
ギ
ル
ロ
イ
と
い
う
人

が
書
い
た

T
he

black
A
tlantic:

m
odernity

and
double

consciousness
と
い
う

本
で
す （２
）。
一
九
九
三
年
に
出
版
さ
れ
た
本
で
す
。
日
本
語
訳
は
、
二
〇

〇
六
年
に
出
ま
し
た （３
）（
残
念
で
す
が
、
Ｋ
Ｕ
Ｉ
Ｓ
の
図
書
館
に
は
入
っ

て
い
な
い
の
で
す
）
。
私
は
大
学
の
図
書
館
か
ら
一
回
借
り
て
読
ん
だ

ら
、
す
ぐ
に
中
古
で
四
・
九
九
ポ
ン
ド
（
当
時
一
〇
〇
〇
円
ぐ
ら
い
？
）

で
買
い
ま
し
た
。
こ
の
本
は
、
い
ろ
い
ろ
な
意
味
で
画
期
的
な
本
で
し

た
。
日
本
で
も
翻
訳
が
出
た
と
き
に
大
き
な
反
響
を
呼
び
ま
し
た
。
こ

の
本
に
お
い
て
著
者
の
ギ
ル
ロ
イ
は
、
近
代
に
お
い
て
黒
人
た
ち
が

（
と
き
に
は
強
制
的
に
）
行
き
交
い
続
け
て
き
た
時
空
間
と
し
て
の
大

西
洋
を
も
っ
て
、
従
来
の
私
た
ち
が
持
っ
て
い
る
歴
史
観
を
揺
る
が
し
、

黒
人
の
近
代
経
験
を
世
界
文
明
の
真
っ
直
中
に
据
え
変
え
よ
う
と
し
ま

し
た
。
考
え
て
み
れ
ば
、
当
た
り
前
の
こ
と
で
す
が
、
ア
フ
リ
カ
西
岸

と
西
イ
ン
ド
諸
島
と
を
結
ぶ
中
間
航
路
を
利
用
し
た
奴
隷
制
と
三
角
貿

易
以
降
、
否
応
な
く
黒
人
た
ち
の
近
代
経
験
は
世
界
を
つ
な
ぎ
ま
し
た
。

近
現
代
文
明
を
可
能
に
し
た
奴
隷
制
に
よ
っ
て
、
黒
人
た
ち
の
経
験
は

優
れ
て
近
代
的
な
も
の
で
あ
り
、
思
想
的
に
も
私
た
ち
に
さ
ま
ざ
ま
な

こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
は
ず
な
の
で
す
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
黒
人
音

楽
の
流
通
や
、
黒
人
思
想
家
た
ち
の
西
洋
哲
学
と
の
対
峙
の
軌
跡
な
ど

は
、
い
ま
で
も
、
た
と
え
ば
「
西
洋
思
想
史
」
や
「
ア
メ
リ
カ
思
想
史
」

な
ど
と
い
っ
た
大
学
の
授
業
で
は
真
摯
に
取
り
上
げ
る
こ
と
は
あ
り
ま

せ
ん
。
一
方
、
ギ
ル
ロ
イ
が
ア
メ
リ
カ
の
ノ
ー
ベ
ル
文
学

賞
受
賞
者
の

ト
ニ
・
モ
リ
ス
ン
の
小
説
『
ビ
ラ
ヴ
ド

』
か
ら
の
一
節
を
引
用
し
て
い

る
よ
う
に
、
そ
れ
が
「
伝
え
ら
れ
る
よ
う
な
話
で
は
な
か
っ
た
」
が
た

め
に
、
奴
隷
制
の

痛
ま
し
す
ぎ
る
記
憶
と
奴
隷
制
以
降
の
黒
人
た
ち
の

抵
抗
と
自
立
の
歴
史
は
し
ば
し
ば
一
国
単
位
で
語
ら
れ
て
し
ま
い
、
そ

の
世
界
史
的
な
意
味
と
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
た
思
想
の
営
み
は
薄
れ
て
し
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ま
い
ま
し
た
。

ギ
ル
ロ
イ
は
、
そ
の
意
義
を
も
う
一
度
す
く
い
上
げ
よ
う
と
し
ま
し

た
。
彼
は
、
西
洋
の
中
に
あ
り
な
が
ら
西
洋
そ
の
も
の
で
は
な
い
、
と

い
う
黒
人
た
ち
の
「
二
重
意
識
」
に
注
目
し
ま
し
た
。
排
除
さ
れ
て
き

た
人
々
が
、
実
は
そ
の
排
除
に
お
い
て
こ
そ
、
排
除
さ
れ
う
る
者
と
し

て
近
代
に
包
摂
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
多
く
の
黒
人
の
音
楽
家
、

文
化
人
、
知
識
人
な
ど
は
、
白
人
が
持
っ
た
知
的
関
心
か
ら
同
時
代
の

根
本
的
な
問
題
を
立
ち
聞
き
し
て
、
引
き
継
い
だ
の
で
す
。
彼
・
彼
女

ら
は
、
取
り
返
し
が
つ
か
な
い
形
で
近
現
代
社
会
の
構
成
員
に
な
っ
た

だ
け
で
は
な
く
、
と
き
に
同
じ
近
現
代
社
会
の
擁
護
者
と
し
て
、
そ
し

て
と
き
に
、
そ
の
も
っ
と
も
鋭
い
批
判
者
と
し
て
世
界
の
知
的
遺
産
に

貢
献
し
て
き
た
の
で
す
。
自
分
た
ち
自
身
が
近
現
代
世
界
に
組
み
込
ま

れ
て
い
る
の
だ
と
い
う
感
覚
に
つ
い
て
ど
う
発
言
し
て
き
た
か
、
そ
こ

か
ら
得
ら
れ
る
知
見
と
、
自
分
た
ち
の
社
会
的
・
政
治
的
生
存
に
と
っ

て
あ
り
う
る
最
良
の
形
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
を
探
究
し
て
き
た
彼
・

彼
女
ら
の
思
想
は
、
決
し
て
軽
視
す
べ
き
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
多
く
の

場
合
、
そ
れ
は
排
除
や
差
別
を
さ
れ
て
い
な
い
者
た
ち
が
彼
・
彼
女
ら

を
排
除
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
分
た
ち
自
身
の
可
能
性
を
制
限
し
て
、

自
分
た
ち
自
身
を
傷
つ
け
て
い
る
あ
り
よ
う
、
自
分
た
ち
自
身
を
も
非

人
間
化
し
て
し
ま
っ
て
い
る
事
実
へ
の
告
発
を
も
含
め
て
い
る
か
ら
で

す
。
こ
う
し
た
黒
人
た
ち
の
「
二
重
意
識
」
は
、
た
と
え
ば
、『
ブ
ラ
ッ

ク
・
ア
ト
ラ
ン
テ
ィ
ッ
ク
』
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
、
次
の
印
象
的
な
エ

ピ
ソ
ー
ド
に
現
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
少
し
長
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
、
読
み
上
げ
て
み
ま
す
。
ト
リ
ニ
ダ
ー
ド
の
作
家
の
Ｃ
・
Ｌ
・
Ｒ
・

ジ
ェ
ー
ム
ズ
（
一
九
〇
一
～
一
九
八
九
）
が
、
ア
メ
リ
カ
の
小
説
家
の

リ
チ
ャ
ー
ド
・
ラ
イ
ト
（
一
九
〇
八
～
一
九
六
〇
）
の
当
時
の
フ
ラ
ン

ス
の
自
宅
を
訪
問
し
た
と
き
の
話
で
す
。

ラ
イ
ト
一
家
の
所
で
週
末
を
過
ご
そ
う
と
フ
ラ
ン
ス
の
一
地
方
へ

赴
い
た
ジ
ェ
ー
ム
ズ
は
、
彼
ら
の
家
へ
と
案
内
さ
れ
、
書
棚
に
あ
っ

た
膨
大
な
数
の
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
本
を
見
せ
ら
れ
た
。
ラ
イ
ト
は

こ
う
言
い
な
が
ら
棚
を
指
さ
し
た
。
「
ほ
ら
、
ネ
ロ
（
ジ
ェ
ー
ム

ズ
の
こ
と
）
、
あ
の
辺
の
本
だ
よ
…
…
こ
う
い
っ
た
本
に
彼
が
書

い
て
い
る
こ
と
は
全
部
、
ぼ
く
は
本
を
手
に
入
れ
る
前
か
ら
わ
か
っ

て
い
た
こ
と
な
ん
だ
」
。
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
挙
げ
た
諸
論
点
に
つ

い
て
ラ
イ
ト
が
予
め
直
感
的
に
得
て
い
た
か
の
よ
う
な
知
識
は
、

ジ
ェ
ー
ム
ズ
の
言
お
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
直
感
的
な
も

の
で
は
ま
っ
た
く
な
い
。
そ
れ
は
両
大
戦
間
期
に
合
衆
国
で
育
っ

た
黒
人
と
し
て
の
彼
の

歴
史
的
諸
経
験
が
生
ん
だ
、
ご
く

基
本
的

な
産
物
で
あ
っ
た
。「

デ
ィ
ッ
ク
（
リ
チ
ャ
ー
ド
の
愛
称
）
が
語
っ

て
い
た
の
は
こ
う
い
う
こ
と
だ
。
つ
ま
り
、
彼
は
合
衆
国
の
黒
人

で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
彼
に
、

今
日
に
お
け
る
普
遍
的
見

解
や
近

代
的
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
の
態
度
に
つ
い
て
の

洞
察
を
も
た
ら
し
て

く
れ
た
の
だ
」
。
ジ
ェ
ー
ム
ズ
は
次
の
よ
う
に
彼
ら
し
い

仕
方
で
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話
を
結
ぶ
。
「
デ
ィ
ッ
ク
の
生
に
あ
っ
た
も
の
が
何
な
の
か
。
一

九
三
〇
年
代
に
合
衆
国
で
黒
人
で
あ
っ
た
と
い
う
経
験
の
内
の
何

が
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
書
い
た
こ
と
全
部
を
、
そ
れ
を
読
む
前
か

ら
彼
に
理
解
さ
せ
て
い
た
の
か
…
…
と
い
う
こ
と
が
考
究
さ
れ
な

く
て
は
な
ら
な
い
」
。
こ
う
し
た
所
見
に
お
い
て
ジ
ェ
ー
ム
ズ
が

提
起
し
て
い
る
の
は
、
ま
さ
に
『
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
』
が
フ
ィ
ク

シ
ョ
ン
の
形
式
に
よ
っ
て
要
請
し
着
手
し
た
こ
と
と
、
つ
ま
り
近

代
世
界
の
内
部
に
い
る
黒
人
の
位
置
と
経
験
に
つ
い
て
分
析
す
る

こ
と
で
あ
っ
た
。
よ
く
成
熟
し
た
ラ
イ
ト
の
見
地
か
ら
す
れ
ば
、

ニ
グ
ロ
は
も
は
や
た
ん
な
る
ア
メ
リ
カ
の
隠
喩
で
は
な
く
、
西
洋

全
体
の
心
理
的
、
文
化
的
、
政
治
的
諸
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
中
心

的
な
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
。
ニ
グ
ロ
の
イ
メ
ー
ジ
と
そ
れ
に
よ
っ
て

根
拠
づ
け
ら
れ
る
「
人
種
」
概
念
は
、
国
境
を
越
え
て
拡
が
っ
て

ア
メ
リ
カ
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
そ
の
諸
帝
国
に
結
び
つ
け
る
西
洋
の

感
受
性
の
、
生
き
た
構
成
要
素
を
な
す
。

（
『
ブ
ラ
ッ
ク
・
ア
ト
ラ
ン
テ
ィ
ッ
ク
』
三
一
一
～
三
一
二
頁
）

合
衆
国
に
お
け
る
黒
人
と
し
て
の
経
験
は
、
最
初
の
実
存
主
義
哲
学

者
と
も
言
わ
れ
る
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
指
摘
し
た
、
近
代
人
の
持
つ
特
殊

な
不
安
と
絶
望
、
ま
た
は
圧
倒
的
な
個
人
性
を
ラ
イ
ト
に
よ
く
教
え
て

く
れ
ま
し
た
。

当
然
な
が
ら
、
日
本
も
こ
う
し
た
西
洋
文
明
と
の
複
雑
な
関
係
性
を

持
っ
て
い
ま
す
。
言
っ
て
み
れ
ば
、
「
ア
イ
ヌ
」
や
「
琉
球
人
」
を
と

お
し
て
自
ら
の
先
進
性
を
確
認
し
て
き
た
「
日
本
人
」
と
い
う
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
は
、
同
時
に
西
洋
か
ら
の
眼
差
し
の
中
で
た
え
ず
客
体
化

さ
れ
ま
し
た
。
さ
ら
に
二
重
し
た
関
係
性
が
あ
る
わ
け
で
す
。
私
の
研

究
で
い
う
「
ア
イ
ヌ
近
現
代
思
想
史
」
で
は
、
こ
う
し
た
さ
ら
に
二
重

し
た
関
係
性
の
中
で
、
ギ
ル
ロ
イ
が
指
摘
し
た
黒
人
思
想
史
の
可
能
性

は
、
実
は
ア
イ
ヌ
の
著
述
家
の
発
言
の
中
に
も
発
見
で
き
ま
す
。
た
と

え
ば
、
北
海
道
平
取
町
出
身
の
作
家
・
鳩
沢
左
美
夫
（
一
九
三
五
～
一

九
七
一
）
は
、
戦
後
日
本
の
高
度
成
長
期
の
真
っ
最
中
に
、
対
談
の
中

で
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
ま
す
。

ア
メ
リ
カ
の
黒
人

問
題
を
論
じ
よ
う
と
し
た
ら
、
ア
メ
リ
カ
の
歴

史
、
現
在
の
国
際
情
勢
、
ま
た
、
政
治
体
制
、
ね
、
こ
こ
ら
あ
た

り
ま
で
探
り
を
入
れ
な
け
れ
ば
無
責
任
批
判
に
な
っ
ち
ゃ
う
と
思

う
ん
だ
。
で
も
僕
は
僕
な
り
の
考
え
で
一
つ
だ
け
言
え
る
こ
と
は
、

白
人
支
配
の
現
在
の
姿
で
、
文
明
が
高
度
の
発
展
を
遂
げ
れ
ば
遂

げ
る
ほ
ど
、
い
っ
そ
う
そ
の
矛
盾
は
深
ま
る
だ
ろ
う
、
と
い
う
こ

と
。
つ
ま
り
、

コ
ロ
ン
ブ
ス
の
遠
征
に
始
ま
る
ア
メ
リ
カ
史
か
ら
、

す
で
に

�人間

�と
い
う
黒
人
た
ち
の
記
載
が
落
ち
て
い
る
よ
う

に
思
う
か
ら
だ
。
い
つ
の
時
代
も
、
世
界
文
明
の
パ
イ
オ
ニ
ア
は

白
人
た
ち
だ
っ
て
ね

。
黒
人
は
、
そ
れ
を
さ
さ
え
る
牛

馬
の

役
目
を
果
た
し
ゃ
い
い
ん
だ
。
ね
、
だ
か
ら
、
僕
は
、
人

間
！
と
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い
う
あ
た
り
か
ら
こ
の
黒
人
問
題
を
見
つ
め
た
い
ん
だ
。
す
な
わ

ち
、
そ
う
い
う
視
点
が
ね
、
ア
イ
ヌ
問
題
に
も
当
て
嵌
ま
る
ん
じ
ゃ

な
い
か
、
と
い
う
こ
と

。
今
、
あ
ん
た
が
あ
あ
な
る
の
が
当

然
だ
と
い
っ
た
が
、
最
近
の
国
際
情
勢
一
つ
を
と
っ
て
も
僕
も
そ

ん
な
気
が
す
る
。
一
ア
メ
リ
カ
の
黒
人
問
題
じ
ゃ
な
く
世
界
の

�人
間
に
対
す
る
問
題

�だ
っ
て
ね

。
だ
か
ら
、
そ
う
い
う

も
の
に
呼
応
し
た
形
の
活
動
は
日
本
に
も
結
構
あ
る
わ
け
だ
。
で

も
ね
、
日
本
自
身
の
国
内
の
人
種
問
題
と
な
る
と
、
な
ん
か
少
し

悠
然
と
か
ま
え
す
ぎ
て
い
る
よ
う
に
思
う
ん
だ
。
そ
う
い
う
動
き

は
あ
る
に
は
あ
る
が
、
と
く
に
ア
イ
ヌ
問
題
と
な
る
と
ね
。

（
『
若
き
ア
イ
ヌ
の
魂
』
一
四
頁 （４
））

鳩
沢
が
こ
こ
で
言
っ
て
い
る
「
世
界
の

�人
間
に
対
す
る
問
題

�」

は
、
ま
さ
に
私
が
さ
き
ほ
ど
か
ら
強
調
し
て
い
る
、
ア
イ
ヌ
研
究
に
お

い
て
発
見
で
き
る
世
界
規
模
の
思
想
課
題
で
あ
り
、
浮
き
彫
り
に
し
て

考
え
る
べ
き
課
題
で
す
。
近
現
代
の
ア
イ
ヌ
の
著
述
に
こ
の
「
人
間
」

と
い
う
言
葉
は
と
て
も
重
要
で
す
。
よ
く
出
て
き
ま
す
。
こ
れ
は
「
ア

イ
ヌ
」
と
い
う
民
族
名
が
ア
イ
ヌ
語
で
「
人
間
」
と
い
う
意
味
で
あ
る

こ
と
に
も
関
係
し
ま
す
。
た
と
え
ば
、
私
が
博
士
論
文
に
お
い
て
主
に

論
じ
た
佐
々
木
昌
雄
（
一
九
四
三
～
）
と
い
う
ア
イ
ヌ
の
詩
人
・
思
想

家
は
、
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
ま
す
。

「
ア
イ
ヌ
」
と
い
う
こ
と
ば
は
、
本
来

�人
間

�と
い
う
意
味
な

ん
で
す
。
そ
れ
よ
り
古
く
は
、
普
通
の
人
間
と
い
う
よ
り
は
、
一

人
前
の
人
間
、
あ
る
い
は
大
人
で
あ
る
人
間
、
す
ぐ
れ
た
人
間
、

と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
て
い
た
ん
で
す
。
そ
れ
が
い
ま
、
全
く
違
っ

た
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
こ
と
ば
本
来
の
姿
に
戻
っ
た

時
が
と
り
も
な
お
さ
ず
、
「
ア
イ
ヌ
」
全
体
の
回
復
の
時
で
あ
る

し
、
ま
た
「
シ
ャ
モ
」
と
い
う

�称
も
回
復
さ
れ
る
と
思
っ
て
い

ま
す
。

（『
幻
視
す
る

�アイ
ヌ

�』二
四
〇
頁 （５
））

差
別
さ
れ
排
除
さ
れ
て
、
民
族
名
ま
で
差
別
用
語
の
よ
う
に
使
わ
れ

て
い
た
こ
の
言
葉
が
書
か
れ
た
当
時
の
一
九
七
〇
年
代
に
、
佐
々
木
も

鳩
沢
の
「
世
界
の

�人
間
に
対
す
る
問
題

�」
を
発
見
し
た
。
私
が
ア

イ
ヌ
研
究
に
惹
か
れ
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
で
す
。
近
代
的
権
力

の
連
接
の
決
定
的
な
地
点
に
お
い
て
生
産
さ
れ
て
き
た
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ

同
士
の
間
に
存
在
す
る
、
こ
う
し
た
、
あ
る
意
識
の
絡
み
合
い
で
す
。

差
別
や
排
除
に
よ
っ
て
近
代
世
界
に
組
み
込
ま
れ
て
き
た
人
た
ち
が
そ

の
近
代
世
界
の
あ
り
方
を
考
え
よ
う
と
し
た
と
き
に
発
見
さ
れ
る
、
同

じ
よ
う
な
「
世
界
の

�人間
に
対
す
る
問
題

�」。
ギ
ル
ロ
イ
が
試
み
た

よ
う
に
、
こ
う
し
た
ア
イ
ヌ
の
近
現
代
に
お
け
る
経
験
と
そ
れ
を
め
ぐ

る
知
見
が
、
た
と
え
ば
日
本
思
想
史
、
あ
る
い
は
世
界
の
思
想
遺
産
と

し
て
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
ら
、
私
た
ち
の
世
界
認
識
は
ど
う
変
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わ
っ
て
い
く
の
で
し
ょ
う
か
。
私
は
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
に
も
の
す
ご

く
関
心
が
あ
り
ま
す
。

で
は
、
私
の
最
初
の
疑
問
に
戻
り
ま
す
。
私
は
は
た
し
て
「
日
本
研

究
者
」
な
の
で
し
ょ
う
か
。
あ
る
種
の
「
日
本
研
究
者
」
で
あ
る
こ
と

は
確
か
で
す
。
研
究
の
フ
ィ
ー
ル
ド
も
基
本
的
に
日
本
で
す
。
し
か
し
、

こ
れ
ま
で
主
流
だ
っ
た
海
外
、
特
に
英
語
圏
の
日
本
研
究
と
は
少
し
違

う
気
も
し
ま
す
。
よ
く
指
摘
さ
れ
て
き
ま
し
た
が
、
ア
メ
リ
カ
や
イ
ギ

リ
ス
に
お
け
る
地
域
研
究
（
エ
リ
ア
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
）
一
般
と
そ
の

資
金
源
と
の
あ
い
だ
の
関
係
の
問
題
が
一
つ
あ
り
ま
し
た
。
つ
ま
り
、

研
究
の
対
象
国
政
府
や
関
係
組
織
の
基
金
に
予
算
的
に
依
存
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
研
究
の
方
向
性
や
あ
り
方
そ
の
も
の
に
偏
向
が
生
じ
る
危

険
性
が
あ
り
ま
す
。
日
本
研
究
も
含
め
た
地
域
研
究
の
主
導
者
た
ち
が

資
金
確
保
に
腐
心
す
る
ば
か
り
で
、
自
ら
の
知
の
生
産
の
構
造
や
学
問

的
知
識
へ
の
関
心
に
つ
い
て
は
決
し
て
問
題
に
し
な
い
と
い
う
状
況
も

あ
り
ま
す
。
な
お
、
特
に
日
本
研
究
に
は
、
対
象
と
し
て
の
「
日
本
」

に
つ
い
て
の
同
じ
よ
う
な
知
を
生
産
す
る
こ
と
の
み
が
関
心
事
と
な
っ

て
し
ま
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
第
二
次
世
界
大
戦
後
、
ア
メ
リ
カ
の
多

数
の
大
学
に
お
い
て
つ
く
ら
れ
た
エ
リ
ア
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
が
潜
在
的

に
も
っ
た
軍
事
的
志
向

た
と
え
ば
有
名
な
ル
ー
ス
・
ベ
ネ
デ
ィ
ク

ト
の
『
菊
と
力
』
が
戦
時
情
報
局
の
支
援
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
よ

う
に

、
ア
ジ
ア
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
の
植
民
地
主
義
的
な
ヘ
ゲ
モ

ニ
ー
を
支
え
る
情
報
収
集
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
性
格
の
よ
う
な
も
の
も
多
か
っ

た
の
で
す
。
こ
の
よ
う
な
態
度
は
、
実
は
、
い
ま
で
も
よ
く
見
か
け
ま

す
。
日
本
は
あ
く
ま
で
も
フ
ィ
ー
ル
ド
で
、
日
本
は
「
日
本
」
に
つ
い

て
の
知
識
の
供
給
源
に
過
ぎ
な
い
と
見
る
研
究
者
が
た
く
さ
ん
い
ま
す
。

ま
る
で
、
ア
イ
ヌ
研
究
者
が
ア
イ
ヌ
の
著
述
家
を
単
な
る
情
報
の
供
給

源
と
し
か
見
て
い
な
か
っ
た
の
と
同
じ
よ
う
な
状
況
で
す
。
一
方
で
、

そ
う
で
な
い
日
本
研
究
者
、
「
世
界
の
中
の
日
本
」
と
い
う
よ
り
「
日

本
の
中
の
世
界
」
を
見
て
取
ろ
う
と
す
る
日
本
研
究
者
の
日
本
研
究
が
、

日
本
の
日
本
研
究
（
と
い
う
言
い
方
が
不
思
議
で
す
が
）
や
文
化
研
究

と
思
想
研
究
に
大
き
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い

ま
す
。
日
本
研
究
は
、
ま
す
ま
す
海
外
研
究
者
と
の
共
同
研
究
と
し
て

遂
行
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
そ
の
中
で
、
海
外
の
日
本

研
究
の
強
み
と
日
本
の
日
本
研
究
の
強
み
と
を

�ぎ
う
る
、
次
世
代
の

日
本
お
よ
び
ア
ジ
ア
を
対
象
と
す
る
研
究
の
担
い
手
も
増
え
て
き
て
い

る
気
が
し
ま
す
。

シ
ェ
フ
ィ
ー
ル
ド
大
学
で
エ
リ
ア
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
を
学
ん
で
、
一

橋
大
学
で
社
会
学
と
思
想
史
に
移
っ
て
、
さ
ら
に
今
現
在
、
日
本
研
究

を
神
田
外
語
大
学
で
自
分
の
中
で
再
評
価
し
は
じ
め
な
が
ら
、
ア
イ
ヌ

近
現
代
思
想
史
の
可
能
性
を
模
索
し
よ
う
と
し
て
い
る
自
分
も
、
そ
の

次
世
代
と
し
て
何
ら
か
の
貢
献
が
で
き
れ
ば
、
と
考
え
て
い
ま
す
。
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�
（
１
）
M
ich
a
el
W
ein
er
ed
.,
Japan's

m
inorities:

the
illusion

of
hom

o-

geneity,
L
o
n
d
o
n
&
N
ew
Y
o
rk
:
R
o
u
tled
g
e,

1
9
9
7
.

（
２
）
P
a
u
l
G
ilro
y
,
T
he
black

A
tlantic:m

odernity
and

double
conscious-

ness,
L
o
n
d
o
n
:
V
erso
,
1
9
9
3
.

（
３
）
ポ
ー
ル
・
ギ
ル
ロ
イ
著
、
上
野
俊
哉
・
鈴
木
慎
一
郎
・
毛
利

嘉
孝
訳
『
ブ
ラ
ッ
ク
・
ア
ト
ラ
ン
テ
ィ
ッ
ク

近
代
性
と
二
重

意
識
』
東
京

：

月
曜
社
、
二
〇
〇
六
年

（
４
）
鳩
沢
左
美
夫
『
若
き
ア
イ
ヌ
の
魂

鳩
沢
左
美
夫
遺
稿
集
』

東
京

：

新
人
物
往
来
社
、
一
九
七
二
年

（
５
）
佐
々
木
昌
雄
『
幻
視
す
る

�

ア
イ
ヌ

�

』
東
京

：

草
風
館
、
二

〇
〇
八
年

海外日本研究と私
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