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マ
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ジ
ヤ
ー
』

　
ア
メ
リ
カ
社
会
が
大
々
的
な
自
己
刷
新
を
試
み

た
革
新
主
義
時
代
は
一
そ
の
成
果
に
関
し
て
は

措
く
と
し
て
も
一
、
改
革
を
目
的
と
し
て
考
案

さ
れ
た
多
く
の
新
奇
な
制
度
の
た
め
に
、
時
と
し

て
我
々
の
理
解
を
困
難
な
ら
し
め
て
い
る
。
市
支

配
人
（
シ
テ
ィ
・
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
）
制
と
呼
ば
れ

る
制
度
も
、
そ
の
代
表
的
な
も
の
の
一
つ
で
あ
る
。

本
書
は
、
そ
の
役
職
や
機
能
に
つ
い
て
総
括
的
に

論
じ
た
（
管
見
の
限
り
で
）
本
邦
初
の
研
究
書
で

あ
る
。
も
っ
と
も
、
歴
史
学
の
モ
ノ
グ
ラ
フ
で
は

な
く
、
　
「
は
し
が
き
」
に
示
さ
れ
て
い
る
如
く
、

赤
字
に
悩
む
わ
が
国
の
地
方
行
政
に
一
つ
の
手
懸

り
を
与
え
よ
う
と
す
る
、
行
政
学
的
な
啓
蒙
書
と

で
も
言
う
べ
き
も
の
だ
が
。

　
さ
て
、
市
支
配
人
制
と
は
何
か
。
今
世
紀
初
に

始
め
ら
れ
た
こ
の
シ
ス
テ
ム
は
、
必
ず
し
も
当
該

市
の
市
民
で
あ
る
必
要
は
な
い
が
、
　
「
市
政
に
つ

い
て
、
専
門
的
知
識
や
経
験
を
も
つ
有
能
な
行
政

家
」
　
（
；
責
）
に
よ
る
市
政
の
運
営
を
意
味
す

る
。
従
来
の
ア
メ
リ
カ
市
政
は
、
市
長
脆
市
会
制

に
よ
ろ
う
と
、
委
員
会
制
に
よ
ろ
う
と
、
責
任
の

不
在
や
非
能
率
な
機
構
と
い
っ
た
欠
陥
を
有
し
て

い
た
。
た
め
に
そ
れ
は
、
本
来
的
任
務
で
あ
る
市

民
生
活
の
福
祉
を
達
成
す
る
ど
こ
ろ
か
、
逆
に
腐

敗
政
治
の
横
行
・
業
務
重
複
に
よ
る
不
便
や
無
駄

な
ど
の
弊
害
を
も
た
ら
し
て
い
た
。
そ
う
い
う
事

態
へ
の
対
応
策
が
、
市
民
が
少
数
の
市
会
議
員
を

選
出
す
る
、
次
い
で
議
員
が
自
分
達
の
責
任
に
お

い
て
支
配
人
を
任
命
し
、
行
政
面
で
の
全
権
を
委

任
し
て
、
市
会
で
決
定
し
た
政
策
の
実
施
に
あ
た

ら
せ
る
と
い
う
支
配
人
制
だ
っ
た
。
そ
れ
は
雷
わ

ば
、
代
議
員
選
挙
に
お
け
る
民
主
主
義
の
保
持
と
、

行
政
に
お
け
る
能
率
・
倹
約
と
い
う
一
般
に
両
立

し
難
い
二
要
求
を
調
和
さ
せ
よ
う
と
す
る
、
　
「
遠

大
な
理
想
の
上
に
立
つ
」
（
二
五
頁
）
試
み
だ
っ
た
。

そ
し
て
実
際
に
、
市
民
の
生
活
向
上
や
地
域
共
同

体
の
発
展
に
大
き
な
成
功
を
重
め
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
が
市
支
配
人
制
の
概
要
で
あ
り
、
ま
た
そ

れ
に
対
す
る
著
者
の
評
価
で
あ
る
。
果
し
て
こ
の

制
度
が
日
本
の
地
方
行
政
を
救
い
得
る
か
否
か
に

つ
い
て
は
、
紹
介
者
は
云
々
す
る
資
格
を
持
た
な

い
。
し
か
し
ア
メ
リ
カ
政
治
史
を
学
ぶ
者
と
し
て
、

こ
の
制
度
が
、
少
く
と
も
そ
の
当
初
に
お
い
て
は
、

非
民
主
的
な
傾
向
を
内
包
し
て
い
た
と
い
う
こ
と

を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
つ
ま
り
、
市
政
腐
敗
の

原
因
を
移
民
の
資
質
に
帰
し
て
彼
ら
の
参
政
権
を

制
限
し
、
ま
た
ラ
デ
ィ
カ
ル
か
ら
市
政
参
加
の
機

会
を
奪
う
べ
く
実
業
家
グ
ル
ー
プ
が
行
な
っ
た
改

革
、
そ
れ
が
市
支
配
人
制
だ
っ
た
。
そ
の
こ
と
は

夙
に
駒
司
鉱
塁
富
営
が
畢
馬
G
o
愚
ミ
ミ
馬
ミ
馬
ミ

§
隷
馬
自
ぴ
ミ
ミ
し
Q
ミ
蛍
雪
8
点
ミ
。
。
（
お
O
Q
。
）

に
お
い
て
論
証
し
て
い
る
と
こ
ろ
だ
。
そ
う
い
う

起
源
は
、
そ
の
後
の
発
展
に
ど
の
よ
う
な
意
義
を

持
つ
の
か
、
説
明
が
欲
し
か
っ
た
よ
う
に
思
う
。

　
し
か
し
そ
れ
は
、
言
わ
ば
な
い
も
の
ね
だ
り
に

す
ぎ
ず
、
市
支
配
人
制
を
最
初
に
採
用
し
た
ス
タ

ン
ト
ン
市
を
は
じ
め
多
く
の
市
に
関
し
て
、
そ
の

理
念
と
共
に
運
営
の
実
際
が
具
体
的
に
述
べ
ら
れ

て
い
る
本
書
は
、
単
に
「
よ
り
良
い
市
政
を
望
む

人
々
」
の
み
な
ら
ず
、
ア
メ
リ
カ
史
研
究
者
に
と

っ
て
も
ま
た
必
読
の
書
で
あ
ろ
う
。
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