
（
一
）

第
二
次
大
戦
後
の
日
本
社
会
に
お
け
る
民
主
主
義
を
考
え
る
上
で
不
可
欠
な
思
想
家
、
鶴

見
俊
輔
の
思
想
的
視
点
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
い
く
ら
か
述
べ
て
き
た
。
そ
の
中
で
筆
者
は
、

鶴
見
の
拠
っ
て
立
つ
場
所
が
「
私
的
な
根
」
に
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
こ
の
視
点
か
ら
の
批
判
が

現
在
の
日
本
社
会
の
状
況
に
対
し
て
有
効
な
力
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。①

つ
ま

り
鶴
見
の
日
本
社
会
批
判
に
庶
民
の
生
活
世
界
の
感
覚
と
重
な
り
合
う
も
の
が
あ
る
こ
と

が
、
思
想
の
幅
を
与
え
て
い
る
。
こ
の
場
合
に
批
判
の
対
象
と
さ
れ
る
日
本
社
会
と
は
、
生

活
世
界
の
い
わ
ば
対
極
に
位
置
す
る
組
織
化
さ
れ
た
効
率
的
近
代
国
家
で
あ
り
、
そ
こ
で
は

民
衆
は
、
国
民
と
い
う
コ
ン
ク
リ
ー
ト
に
塗
り
固
め
ら
れ
た
「
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
」
と
し
て
扱

わ
れ
る
。
鶴
見
は
こ
れ
に
対
し
て
、
果
敢
に
も
「
私
的
な
根
」
か
ら
の
抵
抗
を
説
く
わ
け
で

あ
る
が
、
こ
れ
は
運
動
と
し
て
は
、
小
規
模
な
サ
ー
ク
ル
的
な
も
の
に
留
ま
っ
た
。
し
か
し

そ
の
範
囲
は
と
も
か
く
と
し
て
、
鶴
見
の
視
点
の
有
効
性
は
、
庶
民
の
視
点
か
ら
の
み
な
ら

ず
、
こ
れ
と
は
別
の
、
日
本
社
会
を
外
か
ら
見
る
視
点
と
し
て
も
機
能
す
る
面
を
有
し
て
い

る
こ
と
を
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
日
本
社
会
を
検
討
す
る
別
の
視
点
を
準
備

す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
視
座
が
幅
広
く
か
つ
奥
行
き
の
あ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
認
識

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
「
私
的
な
根
」
に
通
じ
る
視
点
│
│
近
代
社

会
へ
の
批
判
の
視
点
│
│
が
、
い
わ
ば
国
外
に
移
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
逆
に
日
本
を
映
し
出
す

こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
鶴
見
の
著
作
で
は
、
一
九
七
二
年
か
ら
七
三
年
の
メ
キ
シ
コ
滞
在
の

時
期
に
あ
ら
わ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
多
様
な
視
点
が
、
そ
の
後
の
日
本
社
会

へ
の
批
判
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。

こ
の
意
味
で
、
時
代
的
に
は
や
や
古
く
な
る
が
一
九
七
三
〜
七
五
年
に
雑
誌
『
展
望
』（
筑

摩
書
房
）
に
発
表
さ
れ
、
後
に
『
グ
ア
ダ
ル
ー
ペ
の
聖
母
│
│
メ
キ
シ
コ
・
ノ
ー
ト
』（
一
九

七
六
年
、
筑
摩
書
房
）
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
著
作
に
焦
点
を
当
て
て
右
の
視
点
を
考
察
す
る

こ
と
は
、
今
日
的
な
意
味
か
ら
言
っ
て
も
有
意
義
で
あ
る
と
考
え
る
。
け
だ
し
鶴
見
の
視
点

が
、
今
日
に
お
い
て
も
な
お
新
鮮
な
切
り
口
を
見
せ
て
く
れ
る
か
ら
で
あ
る
。②

小
論
に
お

い
て
は
、
こ
の
視
点
を
、
主
と
し
て
国
家
・
政
治
に
関
わ
る
視
点
、
近
代
文
明
に
関
わ
る
視

点
、
宗
教
に
関
わ
る
視
点
、
芸
術
・
生
活
に
関
わ
る
視
点
の
そ
れ
ぞ
れ
か
ら
検
討
す
る
。
そ

し
て
こ
れ
ら
す
べ
て
の
視
点
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
も
の
と
し
て
、
メ
キ
シ
コ
革
命

に
つ
い
て
の
視
点
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
忘
れ
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。③

鶴見俊輔と周辺からの視点170

－1－

鶴
見
俊
輔
と
周
辺
か
ら
の
視
点

木
　
村
　
倫
　
幸

Shunsuke TSURUMI, His Marginal Viewpoint

Tsuneyuki  KIMURA



（
二
）

さ
て
鶴
見
は
、
本
書
「
国
の
な
か
の
も
う
ひ
と
つ
の
国
」
の
章
に
お
い
て
、
メ
キ
シ
コ
の

先
住
民
で
あ
る
ヤ
キ
族
の
部
落
を
訪
ね
た
経
験
を
述
べ
る
。

ヤ
キ
族
は
メ
キ
シ
コ
政
府
の
圧
制
政
策
に
対
し
て
こ
れ
ま
で
し
ば
し
ば
反
乱
を
起
こ
し
、

政
府
を
悩
ま
せ
て
き
た
。
そ
し
て
ア
メ
リ
カ
と
の
戦
争
に
よ
る
メ
キ
シ
コ
の
領
土
喪
失
等
の

結
果
、
現
在
で
は
共
通
の
文
化
を
保
ち
つ
つ
も
、
ア
メ
リ
カ
国
内
と
メ
キ
シ
コ
国
内
に
分
か

れ
て
居
住
し
て
い
る
。
メ
キ
シ
コ
に
お
い
て
は
そ
の
後
、
大
統
領
カ
ル
デ
ナ
ス
の
時
代
（
一

九
三
〇
年
代
）
に
ヤ
キ
族
に
領
土
を
保
証
し
、
メ
キ
シ
コ
人
と
ヤ
キ
族
の
間
の
軋
轢
の
解
消

に
努
め
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
「
ヤ
キ
族
は
今
日
、
ひ
と
つ
の
国
家
の
中
に
入
り
こ
ん
だ
実

質
上
の
も
う
ひ
と
つ
の
国
家
と
し
て
存
在
し
て
お
り
、
そ
れ
は
、
国
境
を
こ
え
て
、
も
う
ひ

と
つ
の
国
家
内
の
自
分
た
ち
の
集
団
と
の
交
流
の
道
を
保
っ
て
い
る
」（
五
一
）。

そ
の
状
況
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

「
ヤ
キ
の
領
土
内
に
は
、
八
つ
の
部
落
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
部
落
に
、
部
落
長
、
副
部

落
長
、
書
記
が
い
る
。
昔
か
ら
の
長
老
支
配
が
、
の
こ
っ
て
い
る
の
で
、
長
老
が
部
落
長
に

な
っ
て
い
る
。
長
老
は
、
ス
ペ
イ
ン
語
を
話
さ
な
い
。
ヤ
キ
語
だ
け
を
知
っ
て
お
り
、
ヤ
キ

の
文
化
に
習
熟
し
て
い
る
。
副
部
落
長
も
ス
ペ
イ
ン
語
を
話
さ
な
い
。
書
記
に
は
、
ヤ
キ
語

と
ス
ペ
イ
ン
語
の
両
方
を
は
な
す
人
が
な
る
そ
う
だ
。
だ
か
ら
自
然
に
、
ス
ペ
イ
ン
語
を
通

し
て
の
、
メ
キ
シ
コ
国
家
の
中
央
政
府
の
影
響
は
、
こ
こ
に
住
ん
で
い
る
ヤ
キ
族
個
々
人
の

自
治
の
中
心
に
ま
で
達
す
る
こ
と
は
な
い
」（
三
二
〜
三
三
）。

換
言
す
れ
ば
、「
ヤ
キ
に
と
っ
て
は
、
ま
ず
ヤ
キ
の
社
会
が
あ
り
、
そ
れ
が
実
質
上
の
国

家
の
機
能
を
ほ
と
ん
ど
も
っ
て
お
り
、
そ
の
外
側
に
も
う
ひ
と
つ
の
国
家
が
あ
る
。
自
分
た

ち
を
と
り
ま
く
ヤ
キ
社
会
（
小
国
家
）
は
、
大
国
家
が
人
情
ぬ
き
で
権
力
を
も
っ
て
自
分
た

ち
に
お
そ
い
か
か
っ
て
く
る
の
を
ふ
せ
ぐ
役
割
を
果
た
し
て
い
る
」（
五
一
）
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。

鶴
見
は
、
こ
の
伝
統
的
な
地
域
民
族
社
会
が
有
効
に
機
能
し
て
い
る
ヤ
キ
社
会
の
あ
り
方

を
、
世
界
の
大
勢
と
し
て
の
近
代
国
家
と
比
較
し
て
、「
こ
の
よ
う
な
二
重
の
国
家
体
験
が
、

今
後
の
世
界
に
た
い
し
て
、
一
つ
の
新
し
い
モ
デ
ル
を
示
唆
し
て
い
る
。
今
ま
で
の
よ
う
な

強
大
国
家
の
一
元
的
支
配
を
世
界
大
に
ひ
ろ
め
て
ゆ
く
こ
と
が
、
わ
れ
わ
れ
の
未
来
で
あ
っ

て
よ
い
も
の
か
」（
同
）
と
疑
問
を
投
げ
か
け
る
。
も
ち
ろ
ん
鶴
見
の
指
摘
の
後
も
現
在
に

至
る
ま
で
、
近
代
国
家
は
依
然
と
し
て
全
世
界
に
存
在
し
て
お
り
、
そ
の
管
理
支
配
機
能
は

強
力
で
あ
る
。
そ
し
て
ヤ
キ
社
会
の
中
に
も
国
家
（
メ
キ
シ
コ
政
府
）
の
影
響
は
着
実
に
浸

透
し
て
お
り
、「
た
し
か
に
、
近
代
化
を
よ
し
と
す
る
見
方
に
た
て
ば
、
こ
れ
ほ
ど
広
大
な

土
地
を
所
有
し
て
、
そ
れ
を
ヤ
キ
族
の
発
展
の
た
め
に
活
用
し
な
い
現
在
の
ヤ
キ
の
政
策
」

（
三
三
）、
ヤ
キ
族
の
長
老
の
支
配
に
対
す
る
不
満
も
出
て
き
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
近
代
国
家
の
政
策
に
対
す
る
、
伝
統
社
会
の
側
か
ら
の
抵
抗
に
意
義
を
認
め

ね
ば
な
ら
ぬ
と
、
鶴
見
は
主
張
す
る
。
と
い
う
の
も
ヤ
キ
族
の
場
合
、
そ
の
社
会
は
「
表
層

と
深
層
に
お
い
て
は
た
ら
き
つ
づ
け
る
活
力
あ
る
思
想
を
か
れ
ら
が
も
っ
て
い
た
こ
と
」

（
五
二
）
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
ヤ
キ
族
を
支
え
て
き
た
の
は
、「
意
識
の
か
く
れ
た
部
分
に
お
い
て
は
た
ら
き
つ

づ
け
る
思
想
の
力
」（
同
）
で
あ
り
、「
家
伝
の
歴
史
教
育
」（
同
）
│
│
軍
事
的
抵
抗
を
止
め

た
後
で
も
そ
の
歴
史
を
語
り
継
ぎ
、
今
日
の
非
暴
力
的
抵
抗
と
つ
な
げ
て
い
る
│
│
と
「
キ

リ
ス
ト
教
を
う
け
い
れ
て
か
ら
も
そ
れ
を
在
来
の
宗
教
に
よ
っ
て
う
ら
う
ち
し
て
つ
よ
い
合

板
を
つ
く
る
動
き
」（
同
）
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
か
れ
ら
は
土
地
を
、
利
潤
や
投
資
の
対
象
と

し
て
見
な
い
。
こ
の
林
、
こ
の
山
に
精
神
が
や
ど
る
こ
と
を
信
じ
、
鳥
や
け
も
の
に
自
分
の

心
を
託
す
道
を
習
練
し
て
い
る
」（
同
）
と
す
る
自
然
観
＝
「
土
地
の
哲
学
」（
同
）
│
│
そ

れ
は
ま
た
「
自
然
と
と
も
に
生
き
、
そ
の
中
で
自
分
が
老
い
や
が
て
も
う
ろ
く
し
死
ん
で
ゆ

く
計
画
を
全
体
と
し
て
も
っ
て
」（
同
）
い
る
こ
と
で
あ
る
が
│
│
を
根
本
思
想
に
持
つ
。

こ
の
視
点
か
ら
見
れ
ば
、
自
然
を
人
間
と
対
立
す
る
も
の
と
し
て
開
発
を
推
進
し
て
き
た

近
代
の
工
業
社
会
と
は
全
く
異
な
る
面
を
有
し
て
い
る
。
そ
し
て
鶴
見
は
、「
む
し
ろ
、
ヤ
キ

の
文
明
に
歩
み
よ
る
べ
き
も
の
は
、
メ
キ
シ
コ
を
ふ
く
め
て
の
近
代
工
業
文
明
の
側
で
は
な

い
の
か
。
そ
の
よ
う
な
新
し
い
転
換
を
考
え
な
く
て
は
、
近
代
の
工
業
文
明
は
、
こ
の
地
球

の
上
に
生
き
つ
づ
け
て
ゆ
く
こ
と
が
む
ず
か
し
く
な
る
だ
ろ
う
」（
五
三
）
と
結
ぶ
。
鶴
見
の

こ
の
指
摘
は
約
三
〇
年
前
の
も
の
で
あ
る
が
、
鋭
く
現
在
の
状
況
を
言
い
当
て
て
い
る
。

（
三
）

右
の
視
点
か
ら
鶴
見
は
、
近
代
文
明
に
対
す
る
伝
統
文
明
の
対
処
の
仕
方
に
関
し
て
メ
キ

シ
コ
と
日
本
の
比
較
文
明
論
的
考
察
を
展
開
す
る
。
そ
れ
は
、
ヤ
キ
文
明
に
あ
る
部
分
で
は

つ
な
が
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
次
の
二
つ
の
点
で
論
じ
ら
れ
る
。

そ
の
第
一
は
、
マ
リ
ン
チ
ズ
ム
の
問
題
で
あ
る
。
マ
リ
ン
チ
ズ
ム
と
は
、
メ
キ
シ
コ
に
お
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い
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
の
侵
略
者
の
側
に
立
ち
、
土
着
の
民
衆
の
利
益
を
裏
切
る
思
想
を
指

し
、
先
住
メ
キ
シ
コ
人
女
性
マ
リ
ン
チ
ェ
の
名
に
由
来
す
る
。
彼
女
は
ア
ス
テ
カ
系
貴
族
の

娘
で
あ
っ
た
が
、
奴
隷
商
人
に
よ
っ
て
タ
バ
ス
コ
族
に
、
そ
し
て
侵
略
者
コ
ル
テ
ス
が
来
た

後
に
は
ス
ペ
イ
ン
人
に
売
ら
れ
た
。
こ
の
経
歴
か
ら
彼
女
は
ア
ス
テ
カ
を
怨
み
、
進
ん
で
コ

ル
テ
ス
の
愛
人
兼
通
訳
と
な
っ
て
そ
の
子
供
を
産
ん
だ
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
メ
キ
シ
コ
の

そ
の
後
の
社
会
状
況
に
複
雑
で
大
き
な
影
響
を
与
え
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
日

本
の
状
況
に
つ
い
て
鶴
見
は
、「
日
本
の
思
想
史
に
お
き
か
え
て
考
え
て
み
る
と
、
明
治
以

後
、
マ
リ
ン
チ
ズ
ム
に
相
当
す
る
動
き
は
、
わ
ず
か
し
か
な
く
、
む
し
ろ
一
九
四
五
年
の
米

軍
に
よ
る
日
本
占
領
以
後
に
政
治
・
経
済
・
文
化
の
上
で
さ
ま
ざ
ま
の
形
で
あ
ら
わ
れ
て

い
る
も
の
と
言
え
る
」（
七
六
）
と
、
明
治
以
後
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
の
受
入
れ
方
と
、
第

二
次
大
戦
後
の
ア
メ
リ
カ
文
化
の
受
入
れ
方
に
つ
い
て
の
差
違
の
比
較
検
討
が
重
要
な
課

題
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。

も
ち
ろ
ん
メ
キ
シ
コ
思
想
史
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
よ
っ
て
日
本
の
思
想
史
を
探
る
こ
と
に

は
無
理
が
あ
る
。
し
か
し
鶴
見
の
言
う
よ
う
に
、「
こ
の
よ
う
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
啓
発
さ
れ

て
日
本
思
想
史
を
見
直
す
こ
と
は
有
益
だ
。
そ
の
欠
落
そ
の
も
の
が
日
本
に
つ
い
て
教
え

る
」（
同
）
と
の
指
摘
は
的
確
で
あ
る
。

第
二
は
、
右
の
問
題
と
は
逆
に
、
日
本
思
想
史
か
ら
出
発
し
て
メ
キ
シ
コ
思
想
史
を
見
る

項
目
と
し
て
、
在
村
知
識
人
の
問
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
明
治
時
代
に
入
っ
て

か
ら
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
の
受
入
れ
に
あ
た
っ
て
、
江
戸
時
代
中
期
か
ら
日
本
に
あ
っ
た
寺

子
屋
と
在
村
知
識
人
の
蓄
積
が
、
文
化
を
変
革
す
る
一
つ
の
推
進
力
と
し
て
働
い
た
と
い
う

経
過
と
、
こ
の
よ
う
な
歴
史
と
は
異
な
る
メ
キ
シ
コ
の
近
代
化
の
経
過
で
あ
る
。

メ
キ
シ
コ
の
場
合
に
は
在
村
知
識
人
は
コ
ル
テ
ス
に
よ
っ
て
滅
ぼ
さ
れ
て
し
ま
っ
て
、
反

抗
を
続
け
た
ヤ
キ
族
の
間
で
伝
承
が
文
化
の
中
心
に
お
か
れ
た
場
合
な
ど
に
在
村
知
識
人

の
活
動
を
見
る
の
み
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
日
本
の
在
村
知
識
人
と
し
て
の
小
学
校
教
師

は
、
メ
キ
シ
コ
に
お
け
る
教
師
と
は
か
な
り
違
う
側
面
を
持
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
日

本
の
場
合
で
も
、「
明
治
時
代
に
寺
子
屋
育
ち
の
人
び
と
の
も
っ
て
い
た
独
自
の
活
力
は
、

明
治
末
か
ら
、
大
正
、
昭
和
へ
と
急
速
に
薄
れ
て
ゆ
き
、
村
か
ら
は
な
れ
て
東
京
で
育
ち
大

学
ま
で
の
学
校
制
度
を
く
ぐ
っ
て
官
僚
そ
の
他
の
支
配
的
地
位
に
つ
く
人
び
と
が
、
日
本
文

化
の
主
流
を
な
し
て
ゆ
く
」（
七
七
）
と
い
う
経
緯
で
在
村
知
識
人
は
次
第
に
排
除
さ
れ
、

日
本
文
化
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
い
く
。
こ
の
問
題
は
、
外
来
的
知
識
の
受
入
れ
と
い
う
面
か

ら
の
興
味
深
い
テ
ー
マ
を
提
出
し
て
い
る
と
、
鶴
見
は
述
べ
る
。

ま
た
日
本
に
お
い
て
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
の
ユ
ニ
ー
ク
な
受
容
の
仕
方
と
し
て
紹
介
さ

れ
る
の
が
、
ワ
ス
テ
カ
地
方
の
先
住
メ
キ
シ
コ
人
・
セ
ン
タ
ー
所
長
の
話
で
あ
る
。
そ
れ
に

よ
れ
ば
、
彼
の
知
り
合
い
の
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
人
│
│
こ
の
人
は
日
本
が
嫌
い
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
に
い
る
時
に
は
、
そ
の
形
而
上
学
に
し
っ
か
り
と
根
を
お
ろ
し
た
学
問
と
芸
術
に
と
て
も

自
信
を
持
っ
て
い
た
そ
う
で
あ
る
│
│
の
日
本
で
の
経
験
が
語
ら
れ
る
。

「
と
こ
ろ
が
、
日
本
に
来
て
見
る
と
、
日
本
人
は
そ
れ
を
バ
ラ
バ
ラ
に
し
て
使
っ
て
い

る
。
こ
こ
に
は
、
こ
ま
ぎ
れ
に
な
っ
た
形
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
音
楽
、
絵
画
、
科
学
技
術

が
、
あ
る
。
そ
う
い
う
の
を
見
る
と
、
ほ
ん
と
に
気
が
狂
い
そ
う
に
な
る
と
、
私
に
話
し
ま

し
た
。
そ
れ
か
ら
彼
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
か
え
っ
て
ゆ
き
ま
し
た
が
、
彼
は
も
う
自
信
を
な

く
し
て
い
ま
し
た
」（
六
〇
）。

こ
れ
を
語
っ
た
所
長
自
身
は
、「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
を
ば
ら
ば
ら
に
す
る
こ
と
の
中
に
、

近
代
日
本
文
化
の
独
特
の
力
を
認
め
て
い
る
よ
う
だ
っ
た
」（
同
）
と
鶴
見
は
肯
定
的
に
述

べ
る
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
を
全
面
的
に
受
入
れ
普
及
し
て
い
く
代
り
に
、
自
分
た
ち
に
と

っ
て
有
用
な
部
分
だ
け
を
、
い
わ
ば
摘
み
食
い
し
て
き
た
と
い
う
日
本
の
経
緯
に
は
、
現
在

か
ら
振
り
返
っ
て
み
て
、
有
効
に
働
い
て
き
た
側
面
と
、
そ
の
た
め
に
か
え
っ
て
い
び
つ
な

結
果
を
生
ん
だ
側
面
と
が
存
在
す
る
で
あ
ろ
う
。
前
者
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
を
自
分
た
ち

の
流
儀
で
デ
フ
ォ
ル
メ
し
採
用
し
て
い
く
こ
と
で
、
伝
統
と
の
調
整
を
図
る
庶
民
の
生
活
感

覚
の
確
か
さ
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
同
時
に
こ
れ
が
明
治
政
府
を
あ
げ
て
実
践
さ
れ
て
き

た
こ
と
で
、
近
代
国
家
の
急
速
な
成
立
と
そ
の
下
で
の
効
率
主
義
的
志
向
が
定
着
し
て
し
ま

っ
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
メ
キ
シ
コ
を
含
む
諸
国
が
、
こ
の
日
本
の
経
緯
か
ら
何
を
汲
み

取
る
か
。
そ
れ
は
日
本
社
会
自
身
の
反
省
と
絡
め
て
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
四
）

さ
て
鶴
見
が
述
べ
た
メ
キ
シ
コ
の
印
象
は
、
政
治
的
状
況
と
し
て
、
こ
と
ご
と
く
メ
キ
シ

コ
革
命
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
そ
の
概
略
は
、『
新
編
西
洋
史
辞
典
』④
に
拠
れ
ば
、
次
の
通

り
で
あ
る
。

「
一
五
二
一
年
コ
ル
テ
ス
に
征
服
さ
れ
、
ス
ペ
イ
ン
領
と
な
り
、（
後
略
）。
一
八
一
〇
年

イ
ダ
ル
ゴ
の
独
立
運
動
が
起
り
、
二
一
年
部
下
の
イ
ト
ゥ
ル
ビ
デ
が
独
立
を
宣
言
、
皇
帝
と

な
る
。
二
四
年
共
和
制
。
三
三
〜
五
五
年
サ
ン
タ
・
ア
ナ
の
独
裁
中
、
テ
キ
サ
ス
州
の
離
反

や
米
墨
戦
争
に
よ
り
国
土
の
大
半
を
失
う
。
五
四
年
か
ら
の
自
由
主
義
革
命
が
成
功
し
て
の
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ち
フ
ア
レ
ス
が
大
統
領
に
就
任
。
六
四
〜
六
七
年
ナ
ポ
レ
オ
ン
３
世
の
干
渉
後
、
デ
ィ
ア
ス

の
独
裁
期
を
迎
え
、
大
土
地
所
有
制
の
強
化
と
外
国
資
本
の
搾
取
の
た
め
、
一
九
一
〇
〜
一

七
年
メ
キ
シ
コ
革
命
を
引
き
起
し
た
。
そ
の
結
果
、
一
七
年
に
現
行
の
民
主
憲
法
が
制
定
さ

れ
た
が
、
そ
の
実
現
は
三
〇
年
代
カ
ル
デ
ナ
ス
の
手
に
受
継
が
れ
た
」。

こ
の
目
ま
ぐ
る
し
く
変
わ
っ
て
い
く
政
治
情
勢
の
中
で
、
鶴
見
は
、
貧
農
の
利
益
を
代
表

し
て
闘
っ
た
革
命
家
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
ヴ
ィ
ヤ
（
一
八
七
七
〜
一
九
二
四
）
に
注
目
す
る
。

同
時
に
『
反
乱
す
る
メ
キ
シ
コ
』（
一
九
一
四
年
）
に
よ
っ
て
ヴ
ィ
ヤ
を
描
い
た
ジ
ャ
ー
ナ

リ
ス
ト
、
ジ
ョ
ン
・
リ
ー
ド
（
一
八
八
七
〜
一
九
二
〇
）
を
取
り
上
げ
る
。
そ
し
て
こ
の
両

者
の
関
係
に
よ
っ
て
メ
キ
シ
コ
革
命
の
特
徴
付
け
が
示
さ
れ
る
。

鶴
見
に
よ
れ
ば
、
ヴ
ィ
ヤ
自
身
は
無
学
な
農
民
の
子
で
あ
り
、
若
い
時
か
ら
二
二
年
間
お

尋
ね
者
と
し
て
暮
ら
し
た
か
ら
、「
生
涯
に
一
度
も
学
校
に
行
っ
た
こ
と
が
な
く
、
文
明
社

会
の
複
雑
さ
を
全
然
知
ら
な
か
っ
た
。
彼
は
、
ル
ソ
ー
の
説
い
た
未
開
人
の
よ
う
な
単
純
さ

で
、
二
十
世
紀
の
人
間
の
必
要
と
と
り
く
ん
だ
」（
一
二
〇
）。
こ
の
よ
う
な
ヴ
ィ
ヤ
が
革
命

軍
を
指
揮
し
て
、
メ
キ
シ
コ
軍
の
整
備
に
取
り
組
み
、
騎
兵
部
隊
に
よ
る
迅
速
な
攻
撃
や
夜

襲
、
効
果
的
な
野
戦
病
院
列
車
な
ど
を
考
え
出
し
た
。
そ
し
て
後
に
は
チ
ワ
ワ
州
の
軍
政
官

と
し
て
、
住
民
三
〇
万
の
暮
ら
し
を
建
て
直
す
仕
事
に
就
い
た
。

こ
の
時
期
、
知
事
と
し
て
仕
事
を
し
て
い
る
ヴ
ィ
ヤ
を
、
リ
ー
ド
は
こ
う
書
い
て
い
る
。

「
彼
（
ヴ
ィ
ヤ
）
は
絶
え
間
な
く
口
を
は
さ
み
、
新
指
示
を
与
え
た
。（
中
略
）
こ
れ
が

全
部
す
む
と
、
休
む
間
も
な
く
大
急
ぎ
で
、
立
法
、
財
政
、
司
法
さ
ら
に
は
教
育
に
ま
で
わ

た
る
チ
ワ
ワ
州
の
政
策
の
あ
ら
ま
し
を
検
討
し
は
じ
め
た
。
や
っ
か
い
な
と
こ
ろ
に
来
る

と
、『
こ
れ
は
ど
う
や
る
ん
だ
？
』
と
聞
い
た
。
綿
密
な
説
明
を
受
け
て
か
ら
、『
な
ぜ
だ
』

と
聞
い
た
。
政
府
の
法
令
や
慣
習
の
大
部
分
は
、
彼
に
と
っ
て
は
ま
っ
た
く
不
必
要
で
繁
雑

な
も
の
に
思
わ
れ
た
。（
中
略
）
文
明
社
会
の
複
雑
な
構
造
全
体
が
、
彼
に
は
経
験
し
た
こ

と
の
な
い
も
の
だ
っ
た
。
ヴ
ィ
ヤ
に
な
に
か
説
明
す
る
た
め
に
は
、
人
は
哲
学
者
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
。
だ
が
、
彼
の
助
言
者
た
ち
は
、
単
な
る
実
務
家
だ
っ
た
の
で
あ
る
」

（
リ
ー
ド
『
反
乱
す
る
メ
キ
シ
コ
』）。

す
な
わ
ち
「
ヴ
ィ
ヤ
は
実
務
家
の
わ
ず
ら
わ
し
い
規
則
を
、
そ
の
根
元
に
あ
る
に
ち
が
い

な
い
人
間
の
言
葉
に
も
ど
し
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
。
そ
れ
が
で
き
な
い
時
に
は
、
規
則
を

受
け
い
れ
な
い
し
、
規
則
そ
の
も
の
を
直
し
て
し
ま
お
う
と
し
た
」（
一
二
一
）
の
で
あ
る
。

こ
の
姿
勢
に
は
メ
キ
シ
コ
土
着
の
伝
統
へ
の
つ
な
が
り
が
感
じ
ら
れ
る
。
そ
れ
故
ヴ
ィ
ヤ
は

リ
ー
ド
に
、
軍
隊
に
つ
い
て
こ
う
も
語
る
。

「
新
し
い
共
和
国
が
樹
立
さ
れ
た
時
に
は
、
も
う
メ
キ
シ
コ
に
は
軍
隊
は
な
く
な
る
だ
ろ

う
。
軍
隊
は
独
裁
の
最
大
の
支
柱
だ
。
軍
隊
が
な
け
り
ゃ
、
独
裁
も
あ
り
え
ん
ね
」（
リ
ー
ド
）。

「
わ
れ
わ
れ
は
、
軍
隊
を
働
か
せ
る
つ
も
り
だ
。
共
和
国
全
土
に
、
革
命
軍
の
老
兵
を
集

め
た
軍
人
入
植
地
を
作
る
つ
も
り
だ
。
州
が
耕
地
を
与
え
、
大
き
な
工
場
を
つ
く
っ
て
老
兵

を
働
か
せ
る
。
週
の
う
ち
三
日
は
、
軍
人
は
徹
底
的
に
働
く
。
真
面
目
に
働
く
こ
と
は
、
戦

う
こ
と
よ
り
重
要
で
、
真
面
目
な
労
働
だ
け
が
、
立
派
な
市
民
を
つ
く
る
ん
だ
。
そ
し
て
残

り
の
三
日
間
は
、
軍
事
教
練
を
受
け
た
り
、
全
人
民
に
戦
争
の
仕
方
を
教
え
に
出
か
け
た
り

す
る
。
そ
し
て
祖
国
が
侵
略
を
受
け
た
時
に
は
、（
中
略
）
半
日
で
メ
キ
シ
コ
の
全
市
民
が

立
ち
上
が
る
│
│
畑
か
ら
、
工
場
か
ら
、
十
分
に
武
装
し
、
装
備
も
整
い
、
よ
く
組
織
さ
れ

た
人
民
が
、
子
供
や
家
庭
を
守
る
た
め
に
起
ち
上
が
る
の
だ
」（
リ
ー
ド
）。

リ
ー
ド
は
、
当
時
メ
キ
シ
コ
の
第
一
統
領
（
カ
ラ
ン
サ
）
と
の
会
見
で
こ
の
老
人
の
貴
族

的
性
格
と
壮
大
な
言
葉
で
の
抽
象
的
理
想
に
反
発
を
覚
え
て
い
た
だ
け
に
、
ヴ
ィ
ヤ
が
余
計

に
好
ま
し
い
も
の
に
思
え
た
の
で
あ
る
。
き
っ
ち
り
と
組
み
立
て
ら
れ
た
理
論
に
導
か
れ

て
、
一
部
の
隙
も
な
く
組
織
的
に
行
動
し
て
い
く
革
命
よ
り
も
、「
山
脈
と
砂
漠
の
流
動
的

な
た
た
か
い
の
中
で
、
日
々
刻
々
の
必
要
に
せ
ま
ら
れ
て
ヴ
ィ
ヤ
が
革
命
の
原
則
を
組
み
た

て
て
ゆ
く
、
そ
の
即
座
の
智
慧
の
も
つ
素
朴
な
原
則
性
を
、
リ
ー
ド
は
、
メ
キ
シ
コ
革
命
の

大
切
な
側
面
と
考
え
た
」（
一
二
四
）
と
鶴
見
は
指
摘
す
る
。

こ
の
後
リ
ー
ド
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
理
論
の
学
習
を
始
め
、
一
九
一
七
年
八
月
に
ロ
シ

ア
に
向
か
い
、
十
一
月
革
命
を
ペ
テ
ロ
グ
ラ
ー
ド
で
目
撃
し
て
『
世
界
を
ゆ
る
が
し
た
十
日

間
』
を
著
す
。
そ
し
て
ソ
連
の
社
会
主
義
に
接
近
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
そ
の
後
の
社

会
主
義
の
変
化
│
│
後
に
は
崩
壊
す
る
こ
と
に
な
る
が
│
│
を
見
据
え
て
鶴
見
は
、『
メ
キ

シ
コ
の
反
乱
』
で
示
さ
れ
た
リ
ー
ド
の
視
点
を
次
の
よ
う
に
評
価
す
る
。

「
リ
ー
ド
自
身
が
生
き
て
今
日
（
一
九
七
〇
年
代
│
│
引
用
者
）
の
世
界
に
対
す
る
と
し

た
ら
、
革
命
前
の
独
裁
者
ポ
ル
フ
ィ
リ
オ
・
デ
ィ
ア
ス
の
片
腕
と
な
っ
た
科
学
主
義
者
（
シ

エ
ン
テ
ィ
フ
ィ
コ
）
た
ち
が
今
日
の
メ
キ
シ
コ
で
も
形
を
か
え
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
こ
と
を

見
て
と
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
メ
キ
シ
コ
だ
け
で
な
く
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
・
ロ
シ
ア
に
お
い
て
も
同

じ
よ
う
な
科
学
主
義
者
た
ち
が
政
策
を
動
か
し
て
い
る
の
を
見
て
と
っ
た
だ
ろ
う
。
こ
の
よ

う
な
科
学
主
義
者
た
ち
に
よ
る
行
政
操
作
を
、
貧
農
の
単
純
な
欲
望
と
原
則
に
よ
っ
て
つ
く

り
か
え
る
と
い
う
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
ヴ
ィ
ヤ
の
意
図
が
な
お
も
生
命
を
も
つ
と
考
え
る
の

で
は
な
か
ろ
う
か
」（
一
三
二
）。

ま
さ
し
く
貧
農
の
持
つ
、
つ
つ
ま
し
く
控
え
目
な
欲
望
│
│
「
わ
ず
か
の
土
地
と
、
二
、
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三
匹
の
小
羊
が
ほ
し
い
。
貧
農
の
望
み
は
、
そ
こ
に
つ
き
る
」（
一
二
六
）
│
│
を
革
命
に

託
し
て
従
軍
す
る
こ
と
の
意
味
が
、
今
一
度
、
社
会
変
革
の
原
理
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
考
察

さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

（
五
）

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
メ
キ
シ
コ
に
お
け
る
土
着
・
伝
統
文
化
の
底
流
│
│
そ
れ
は
ヤ
キ
族

の
よ
う
に
近
代
化
を
拒
否
す
る
姿
勢
を
明
確
に
示
し
て
い
る
も
の
か
ら
、
伏
流
と
な
っ
て
近

代
化
の
陰
に
隠
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
も
の
ま
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
レ
ベ
ル
の
も
の
が
あ
る
│
│

が
宗
教
の
領
域
で
あ
ら
わ
れ
る
も
の
と
し
て
鶴
見
が
注
目
す
る
の
が
、
貧
し
い
メ
キ
シ
コ
人

た
ち
の
信
仰
を
集
め
て
い
る
「
グ
ア
ダ
ル
ー
ペ
の
聖
母
」
で
あ
る
。

グ
ア
ダ
ル
ー
ペ
の
聖
母
と
は
、
一
五
二
一
年
に
コ
ル
テ
ス
が
ア
ス
テ
カ
の
首
都
を
陥
落
さ

せ
て
後
の
一
五
三
一
年
、
キ
リ
ス
ト
教
に
改
宗
し
た
フ
ァ
ン
・
デ
ィ
エ
ゴ
と
い
う
中
年
の
ア

ス
テ
カ
人
が
首
都
へ
の
途
上
、
そ
の
入
り
口
あ
た
り
の
テ
ペ
イ
ヤ
カ
ク
と
い
う
丘
で
聖
母
を

見
た
と
い
う
話
か
ら
始
ま
る
。
も
と
も
と
こ
の
土
地
に
は
、
十
二
世
紀
以
来
ナ
ウ
ア
族
の
町

が
あ
り
、
一
四
六
九
年
に
ア
ス
テ
カ
人
に
征
服
さ
れ
、
そ
の
後
ト
ナ
ン
チ
ン
を
祭
る
寺
院
が

建
て
ら
れ
た
と
い
う
。
ト
ナ
ン
チ
ン
と
は
、
ナ
ウ
ア
語
で
「
わ
れ
ら
の
母
」
を
意
味
す
る
と

い
う
が
、
こ
の
土
地
の
母
へ
の
信
仰
が
よ
み
が
え
っ
た
と
さ
れ
る
。
グ
ア
ダ
ル
ー
ペ
の
聖
母

へ
の
信
仰
は
、
い
わ
ば
土
着
・
伝
統
文
化
の
象
徴
と
し
て
続
け
ら
れ
て
き
た
と
言
え
よ
う
。

そ
し
て
こ
の
信
仰
が
き
っ
か
け
と
な
っ
た
、
一
八
一
〇
年
の
「
ド
ロ
レ
ス
の
叫
び
」
│
│

そ
れ
は
ド
ロ
レ
ス
市
の
イ
ダ
ル
ゴ
神
父
に
よ
る
、
ス
ペ
イ
ン
か
ら
の
メ
キ
シ
コ
独
立
へ
の
呼

び
か
け
で
、「
グ
ア
ダ
ル
ー
ペ
の
聖
母
万
歳
、
独
立
万
歳
」
と
叫
ん
だ
と
言
わ
れ
る
│
│
が

独
立
運
動
の
糸
口
と
し
て
メ
キ
シ
コ
全
土
を
揺
る
が
す
力
と
な
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
鶴
見

は
、「
グ
ア
ダ
ル
ー
ペ
の
聖
母
と
い
う
象
徴
は
、
こ
の
反
乱
が
単
な
る
政
治
運
動
で
は
な
く
、

宗
教
に
基
礎
を
も
つ
運
動
で
あ
る
こ
と
を
示
す
と
と
も
に
、
古
来
メ
キ
シ
コ
に
住
む
原
住
メ

キ
シ
コ
人
が
参
加
す
る
運
動
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
た
」（
一
五
二
）
と
述
べ
る
。

つ
ま
り
鶴
見
に
よ
れ
ば
、
事
情
は
こ
う
で
あ
る
。
南
米
の
他
の
諸
国
で
の
ス
ペ
イ
ン
人
支

配
に
対
す
る
独
立
運
動
が
、
現
地
育
ち
の
白
人
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
独
立
で
あ
っ
た
の
に
対
し

て
、「
メ
キ
シ
コ
の
独
立
運
動
は
、
一
進
一
退
で
長
く
成
果
を
収
め
得
な
か
っ
た
と
い
う
点

で
き
わ
だ
っ
て
い
る
と
と
も
に
、
こ
の
運
動
が
そ
の
出
発
の
時
か
ら
、
現
地
白
人
グ
ル
ー
プ

に
よ
る
支
配
の
み
を
め
ざ
す
運
動
と
し
て
で
は
な
く
、
原
住
メ
キ
シ
コ
人
を
ふ
く
め
た
現
地

人
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
ス
ペ
イ
ン
植
民
官
僚
打
倒
の
運
動
だ
っ
た
と
い
う
点
で
も
き
わ
だ
っ

て
い
る
」（
同
）。
換
言
す
れ
ば
、「
メ
キ
シ
コ
に
お
い
て
は
独
立
戦
争
は
社
会
革
命
の
性
格

を
あ
わ
せ
も
つ
も
の
と
な
り
、
民
族
独
立
の
た
め
の
戦
争
が
同
時
に
階
級
闘
争
の
性
格
を
も

つ
も
の
と
な
っ
た
」（
同
）
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
メ
キ
シ
コ
で
は
、
現
地
白
人
グ
ル
ー
プ

の
分
裂
な
ど
が
起
こ
り
、
イ
ダ
ル
ゴ
た
ち
は
捕
ら
え
ら
れ
て
処
刑
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
政
治
に
ま
で
深
く
関
わ
る
こ
と
に
な
っ
た
グ
ア

ダ
ル
ー
ペ
の
聖
母
の
祭
り
の
性
格
と
起
源
の
分
析
で
あ
ろ
う
。
そ
の
出
現
に
つ
い
て
の
伝
聞

は
さ
て
置
く
と
し
て
、
現
在
も
な
お
、「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
よ
る
征
服
後
の
四
百
年
の
後
に
も
、

一
年
に
一
度
ず
つ
、
こ
の
近
代
都
市
で
お
お
ぴ
ら
に
な
さ
れ
る
、
征
服
以
前
の
文
化
と
の
連

続
性
の
確
認
。
一
夜
二
日
に
わ
た
り
力
を
ふ
り
し
ぼ
っ
て
く
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
る
踊
り
は
、
キ

リ
ス
ト
教
と
別
様
の
異
教
の
世
界
を
、
教
会
堂
の
前
に
あ
ら
わ
し
て
い
る
」（
一
三
七
）。

「
こ
う
い
う
こ
と
と
、
キ
リ
ス
ト
教
の
教
理
と
は
、
ど
う
い
う
ふ
う
に
結
び
つ
い
て
い
る
の

か
。
な
ぜ
、
四
百
年
以
上
も
の
間
、
こ
の
キ
リ
ス
ト
教
寺
院
の
前
で
、
キ
リ
ス
ト
教
伝
来
前

か
ら
の
異
教
の
儀
式
が
魔
術
師
の
治
療
を
ふ
く
め
て
、
こ
こ
で
完
全
に
保
存
さ
れ
、
そ
れ
を

求
め
て
来
る
人
々
の
前
に
公
開
さ
れ
る
の
か
」（
同
）
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
鶴
見
は
、
興
味
深
い
い
く
つ
か
の
点
を
あ
げ
て
い
る
。

そ
の
一
つ
は
、
前
述
の
フ
ァ
ン
・
デ
ィ
エ
ゴ
が
聖
母
の
命
に
よ
り
訪
ね
た
の
が
ス
マ
ラ
ガ

司
教
で
あ
り
、
こ
の
司
教
が
当
時
、
先
住
メ
キ
シ
コ
人
へ
の
苛
酷
な
扱
い
に
抗
議
し
て
い
た

と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
ア
ス
テ
カ
人
フ
ァ
ン
・
デ
ィ
エ
ゴ
が
キ
リ
ス
ト
教
に
改
宗
し
た
人
物
で

あ
る
の
に
対
応
し
て
、
ス
マ
ラ
ガ
司
教
は
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
側
か
ら
先
住
メ
キ
シ
コ
人
に
理

解
を
示
し
た
と
い
う
双
方
の
側
か
ら
の
接
近
と
し
て
の
見
方
で
あ
る
。
こ
う
し
て
キ
リ
ス
ト

教
信
仰
の
拡
大
と
土
俗
信
仰
の
存
続
が
生
じ
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
れ
を
補
強
す
る
も
の
と
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
ア
ス
テ
カ
信
仰
の
間
に
多
く

の
類
似
点
が
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
洗
礼
、
告
白
、
聖
体
拝
領
、

尼
僧
制
度
、
聖
地
巡
礼
、
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
の
十
字
架
、
聖
母
の
処
女
懐
胎
信
仰
な
ど
で
あ

る
。
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
ト
ナ
ン
チ
ン
女
神
が
ア
ン
ダ
ル
ー
ペ
の
聖
母
に
な
る
こ
と
は
十
分
考

え
得
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
両
者
の
宗
教
の
類
似
点
に
関
連
し
て
、
鶴
見
は
、「
こ
の
こ
と
が
、
わ
ず
か
四
百
人

の
ス
ペ
イ
ン
人
に
人
口
百
五
十
万
人
の
ア
ス
テ
カ
王
国
が
攻
め
ほ
ろ
ぼ
さ
れ
た
と
い
う
、
説

明
し
に
く
い
事
実
を
つ
く
り
だ
す
。
ス
ペ
イ
ン
人
は
、
馬
と
鉄
砲
を
も
っ
て
い
る
だ
け
で
、
戦

争
に
勝
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
」（
一
五
八
）
と
指
摘
す
る
。
こ
の
よ
う
な
事
情
が
あ
っ
た
か
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ら
こ
そ
、
そ
の
後
の
聖
母
信
仰
も
ま
た
存
続
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ

し
て
そ
の
中
で
本
当
に
征
服
さ
れ
た
の
が
ア
ス
テ
カ
文
化
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
文
化
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
も
ま
た
、
議
論
の
対
象
と
な
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

第
二
に
あ
げ
ら
れ
る
の
は
、
こ
れ
も
先
に
触
れ
た
マ
リ
ン
チ
ェ
に
関
連
し
て
の
こ
と
で
あ

る
。
マ
リ
ン
チ
ェ
は
コ
ル
テ
ス
の
手
引
き
を
し
た
メ
キ
シ
コ
生
ま
れ
の
女
性
で
あ
り
、「
こ

の
お
ど
ろ
く
べ
き
有
能
な
女
性
は
、
メ
キ
シ
コ
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
化
の
一
つ
の
象
徴
で
あ
り
、

近
代
化
、
能
率
化
の
象
徴
で
あ
り
、
メ
キ
シ
コ
人
の
自
治
へ
の
裏
切
り
の
象
徴
で
も
あ
る
。

彼
女
は
、
コ
ル
テ
ス
に
よ
っ
て
子
ど
も
を
生
ん
で
お
り
、
混
血
児
の
母
と
し
て
も
先
駆
者
と

な
る
」（
一
六
〇
）
と
さ
れ
る
。

鶴
見
は
グ
ア
ダ
ル
ー
ペ
の
聖
母
を
、
マ
リ
ン
チ
ェ
の
反
作
用
と
し
て
と
ら
え
る
。

「
マ
リ
ン
チ
ェ
は
、
グ
ア
ダ
ル
ー
ペ
の
聖
母
と
な
ら
ぶ
ほ
ど
に
重
要
な
役
割
を
メ
キ
シ
コ

の
内
面
史
で
果
た
し
て
い
る
象
徴
的
な
人
物
で
あ
ろ
う
。
彼
女
は
メ
キ
シ
コ
の
文
化
の
も
ろ

さ
を
見
抜
き
、
こ
れ
を
う
ち
こ
わ
す
方
向
に
か
け
た
。
そ
の
す
ぐ
れ
た
知
性
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
侵
略
者
の
目
的
に
奉
仕
す
る
こ
と
に
む
け
ら
れ
た
。
デ
ィ
ア
ス
（
コ
ル
テ
ス
軍
に
従
っ

た
ス
ペ
イ
ン
人
│
│
引
用
者
）
の
記
録
に
も
あ
る
よ
う
に
、
彼
女
は
し
ば
し
ば
メ
キ
シ
コ
人

虐
殺
へ
の
機
会
を
つ
く
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
つ
く
ら
れ
た
傷
を
い
や
す
力
へ
の
渇

望
の
中
か
ら
、
グ
ア
ダ
ル
ー
ペ
の
聖
母
が
生
ま
れ
た
」（
一
六
一
）。

原
住
メ
キ
シ
コ
人
に
対
す
る
圧
制
を
癒
す
力
と
し
て
の
グ
ア
ダ
ル
ー
ペ
の
聖
母
は
、
ま
だ

メ
キ
シ
コ
民
衆
の
思
想
の
中
に
脈
々
と
し
て
受
け
継
が
れ
て
い
る
、
と
い
う
の
が
鶴
見
の
確

信
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
が
年
に
一
度
の
祭
り
の
日
に
人
び
と
の
踊
り
と
い
う
形
で
あ
ら
わ

れ
る
。
そ
れ
は
い
わ
ば
、
近
代
社
会
を
支
え
る
基
礎
の
、
さ
ら
に
下
の
岩
床
を
流
れ
る
も
の

で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
鶴
見
は
、
自
分
の
持
っ
て
い
る
時
計
（
近
代
的
時
間
）
に
あ
わ
せ

て
行
動
す
る
人
び
と
の
系
列
と
、
そ
れ
か
ら
は
み
出
し
た
別
の
流
れ
に
生
き
る
人
び
と
の
系

列
に
区
別
す
る
が
、
こ
こ
に
は
既
に
、
後
に
明
確
に
な
っ
て
く
る
近
代
以
前
の
人
び
と
を
支

え
て
い
た
も
の
へ
の
関
心
が
示
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

（
六
）

メ
キ
シ
コ
社
会
に
流
れ
る
伝
統
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
鶴
見
は
次
に
、
右
に
見
た
時
間

の
系
列
か
ら
発
す
る
問
題
に
焦
点
を
合
わ
せ
、
メ
キ
シ
コ
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
つ
い
て
、

革
命
と
の
関
わ
り
、
特
に
壁
画
運
動
の
意
義
に
触
れ
る
。
こ
れ
ら
の
問
題
は
い
ず
れ
も
互
い
に

密
接
に
関
連
し
て
い
る
が
、
し
か
し
同
時
に
こ
れ
ら
に
は
、
伝
統
的
土
着
文
化
に
深
く
根
を
張

っ
て
い
て
、
人
間
と
し
て
抜
け
出
る
こ
と
の
で
き
な
い
素
朴
な
問
題
│
│
死
の
問
題
│
│
に
集

約
さ
れ
て
い
く
。
そ
し
て
そ
こ
で
の
意
味
が
、
逆
に
こ
れ
ら
の
問
題
の
本
質
を
照
ら
し
出
す
こ

と
に
な
る
。

壁
画
運
動
に
つ
い
て
言
え
ば
、
メ
キ
シ
コ
革
命
終
了
後
、
改
革
が
開
始
さ
れ
た
時
期
の
一

九
二
一
年
に
公
共
の
建
物
の
壁
面
に
誰
で
も
見
る
こ
と
の
で
き
る
絵
を
描
く
と
い
う
壁
画

運
動
が
始
ま
る
。
そ
れ
は
大
衆
に
絵
を
と
り
も
ど
す
試
み
の
一
つ
で
あ
り
、
オ
ロ
ス
コ
、
リ

ヴ
ィ
エ
ラ
、
シ
ケ
イ
ロ
ス
、
タ
マ
ヨ
ら
の
名
が
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
運
動
で
彼
ら

の
描
く
壁
画
は
、
一
九
一
一
年
以
来
革
命
の
指
導
者
た
ち
が
殺
さ
れ
、
裏
切
ら
れ
た
と
い
う

事
実
を
踏
ま
え
て
い
た
と
、
鶴
見
は
指
摘
す
る
。

「
オ
ロ
ス
コ
た
ち
の
え
が
く
メ
キ
シ
コ
史
は
、
ど
れ
も
、
た
だ
明
る
い
希
望
の
み
を
語
る

も
の
で
は
な
い
。
こ
の
点
が
、
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
・
ロ
シ
ア
の
壁
画
と
ち
が
う
と
こ
ろ
だ
。
こ
の

こ
と
が
メ
キ
シ
コ
の
壁
画
を
、
革
命
の
一
つ
の
制
度
と
し
て
採
用
し
た
政
府
の
宣
伝
用
具
と

な
る
こ
と
か
ら
救
っ
た
。
二
十
世
紀
に
な
っ
て
か
ら
の
革
命
が
直
面
し
た
裏
切
り
と
挫
折
を

ま
っ
す
ぐ
に
見
る
こ
と
の
中
に
、
彼
ら
は
、
四
百
年
間
の
メ
キ
シ
コ
諸
民
族
の
経
験
し
た
裏

切
り
と
挫
折
と
を
自
分
た
ち
の
間
に
呼
び
も
ど
し
た
。
こ
こ
に
は
、
近
代
の
日
本
に
は
見
出

し
得
な
い
、
自
分
の
傷
口
を
と
お
し
て
の
伝
統
と
の
結
合
、
伝
統
の
復
活
が
あ
る
」（
一
七
五

〜
六
）。

こ
の
こ
と
は
具
体
的
に
は
、
鶴
見
に
よ
っ
て
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
。

「
こ
の
土
地
に
育
っ
た
さ
ま
ざ
ま
の
文
化
は
突
然
に
た
ち
き
ら
れ
、
わ
け
も
わ
か
ら
ぬ
ま

ま
に
た
く
さ
ん
の
人
び
と
が
殺
さ
れ
は
ず
か
し
め
ら
れ
、
人
び
と
は
か
つ
て
の
文
明
の
廃
墟

の
中
に
く
ら
す
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
廃
墟
を
ほ
り
か
え
し
、
そ
れ
を
と
り
も
ど
す
と

し
て
も
、
お
な
じ
こ
の
場
所
に
す
む
人
び
と
は
、
も
は
や
か
っ
て
こ
れ
ら
の
土
地
に
住
ん
だ

人
び
と
の
血
す
じ
を
そ
の
ま
ま
う
け
つ
い
で
い
る
も
の
で
は
な
く
、
侵
略
者
で
あ
る
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
人
の
血
す
じ
と
文
化
を
わ
か
ち
も
っ
て
い
る
。
昔
の
文
化
を
復
元
し
て
そ
れ
と
と
も
に

住
む
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
同
時
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
明
を
模
倣
し
て
そ
れ
と
完
全
に

同
化
し
て
生
き
る
こ
と
も
、
内
心
の
声
に
そ
う
道
と
は
言
え
な
い
。
そ
う
い
う
も
ど
か
し
さ

の
中
に
メ
キ
シ
コ
人
は
あ
り
、
現
代
メ
キ
シ
コ
の
す
ぐ
れ
た
作
品
は
、
そ
こ
か
ら
う
ま
れ

た
」（
一
七
六
）。

同
時
に
鶴
見
は
、
メ
キ
シ
コ
の
昔
の
文
化
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
の
双
方
に
挟
ま
れ
た
「
も

ど
か
し
さ
」
は
、
前
節
の
近
代
的
時
間
の
流
れ
か
ら
は
み
出
し
た
流
れ
を
現
在
に
生
か
す
試
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み
を
生
み
出
し
た
と
、
述
べ
る
。
そ
し
て
そ
の
優
れ
た
例
と
し
て
、
ホ
セ
・
グ
ア
ダ
ル
ー

ペ
・
ポ
サ
ダ
（
一
八
五
二
〜
一
九
一
三
）
の
版
画
を
あ
げ
る
。
ポ
サ
ダ
自
身
は
壁
画
運
動
以

前
の
時
代
の
芸
術
家
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
着
想
は
運
動
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
そ
れ

は
、「
骸
骨
（
カ
ラ
ヴ
ェ
ラ
）
を
人
生
批
評
、
社
会
批
評
、
政
治
批
評
の
方
法
と
し
て
活
動

さ
せ
る
」（
一
八
四
）
こ
と
で
あ
っ
た
。
鶴
見
に
よ
れ
ば
、
ポ
サ
ダ
の
実
践
し
た
骸
骨
を
登

場
人
物
と
し
て
諸
事
件
を
描
く
こ
と
の
意
味
は
、
次
の
こ
と
に
あ
る
。

「
骸
骨
と
し
て
社
会
を
見
渡
し
た
時
、
こ
の
世
の
金
持
も
貧
乏
人
も
、
将
軍
も
兵
士
も
、

す
べ
て
平
等
に
見
え
る
。
／
骸
骨
の
動
き
と
し
て
政
治
を
見
る
時
、
そ
こ
に
は
個
々
人
特
有

の
肉
づ
き
に
か
く
れ
て
見
え
な
か
っ
た
物
質
と
し
て
の
法
則
性
が
見
え
て
来
る
。
こ
う
し
て
、

一
種
の
力
学
と
し
て
内
乱
を
見
る
眼
が
開
け
て
く
る
。
代
々
の
ふ
み
に
じ
ら
れ
て
死
ん
だ
人

び
と
の
う
ら
み
を
せ
お
っ
て
、
骸
骨
の
旗
を
せ
お
っ
て
か
け
て
く
る
革
命
運
動
の
指
導
者
が
、

巨
大
な
骸
骨
と
し
て
、
さ
け
が
た
い
力
を
も
っ
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
」（
一
八
六
〜
八
）。

し
か
も
そ
の
際
に
骸
骨
と
骸
骨
の
取
り
組
み
の
中
で
、「
自
分
た
ち
が
骸
骨
で
あ
る
こ
と

を
忘
れ
な
い
の
は
、
自
分
た
ち
も
ま
た
亡
び
る
も
の
で
あ
り
、
相
手
と
お
な
じ
く
ま
ち
が
い

を
お
か
し
や
す
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
思
い
出
さ
せ
る
た
め
か
」（
一
九
一
）
と
、
革
命
に

お
い
て
も
こ
の
視
点
の
重
要
性
を
指
摘
す
る
。

こ
の
よ
う
に
革
命
を
描
く
素
材
と
し
て
骸
骨
を
使
用
す
る
と
い
う
発
想
は
、「
人
は
死
ぬ

か
ら
、
だ
か
ら
許
せ
る
。
そ
こ
か
ら
笑
い
が
う
ま
れ
、
死
を
考
え
る
こ
と
を
ば
ね
と
し
て
陽

気
に
な
っ
て
ゆ
く
」（
二
〇
〇
）
と
い
う
死
に
つ
い
て
の
感
覚
を
持
っ
て
き
た
メ
キ
シ
コ
民

衆
の
伝
統
に
根
ざ
す
も
の
で
あ
り
、
現
代
に
な
お
生
き
続
け
て
い
る
よ
り
深
い
流
れ
を
示
唆

し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
が
メ
キ
シ
コ
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
特
徴
付
け
て
い
る
と
、

鶴
見
は
述
べ
る
。

「
メ
キ
シ
コ
の
現
代
の
文
化
は
、
い
や
お
う
な
し
に
廃
墟
と
接
続
し
、
廃
墟
の
意
味
を
新

し
く
今
日
の
中
に
く
り
こ
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
ろ
う
じ
て
自
律
性
を
と
り
か
え
す
。
み
ず

か
ら
の
文
化
の
中
に
あ
る
不
連
続
を
見
す
え
る
こ
と
を
と
お
し
て
、
自
分
の
道
を
見
出
す
」

（
二
〇
八
）。

「
廃
墟
は
、
古
代
の
メ
キ
シ
コ
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
く
ら
べ
る
こ
と
の
で
き
る
ほ
ど
に
普
遍

的
な
も
う
一
つ
の
文
化
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
だ
け
で
な
く
、
そ
の
文
明
の
に
な
い
手
で
あ
っ

た
人
び
と
が
ほ
ろ
び
て
し
ま
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
そ
の
文
明
を
見
る
こ
と
を
教
え
る
。
そ
れ
は
、

人
間
の
ほ
ろ
び
て
し
ま
っ
た
あ
と
か
ら
人
間
の
文
明
を
見
わ
た
す
見
方
に
通
じ
る
」（
同
）。

こ
れ
ら
の
言
葉
は
、
メ
キ
シ
コ
革
命
に
お
け
る
「
政
治
に
対
す
る
黒
い
ユ
ー
モ
ア
」（
同
）

と
「
黒
い
ユ
ー
モ
ア
を
自
分
た
ち
に
た
い
し
て
も
む
け
な
が
ら
も
時
間
的
な
期
限
な
ど
無
視

し
て
た
た
か
い
つ
づ
け
る
抵
抗
の
姿
勢
」（
同
）、「
メ
キ
シ
コ
人
の
絶
望
的
楽
天
性
の
根
源
」

（
同
）
と
い
う
側
面
と
同
時
に
、
そ
の
中
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
近
代
思
想
の
視
野
、
国
家
の
枠

を
超
え
る
射
程
を
見
出
そ
う
と
す
る
、
メ
キ
シ
コ
に
対
す
る
鶴
見
の
視
点
を
よ
く
示
し
て
い

る
。
そ
し
て
そ
れ
は
ま
た
、「
明
治
以
後
の
日
本
人
に
と
っ
て
う
け
い
れ
や
す
か
っ
た
文
明

の
直
線
的
進
歩
の
観
念
」（
一
七
六
）、「
時
間
の
直
線
的
な
進
行
」（
同
）
と
は
異
な
る
見
方

を
わ
れ
わ
れ
に
与
え
て
く
れ
る
、
日
本
の
近
代
社
会
を
見
返
す
点
で
も
あ
る
。
鶴
見
の
視
点

に
示
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
項
目
は
、
メ
キ
シ
コ
と
い
う
一
点
に
絞
ら
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
普

遍
的
な
問
題
提
起
へ
の
手
が
か
り
で
も
あ
る
。

註

①
　
拙
著
『
鶴
見
俊
輔
ノ
ス
ス
メ
』（
二
〇
〇
五
年
、
新
泉
社
）、
第
二
、
三
、
四
章
を
参
照

の
こ
と
。

②
　
小
論
で
は
鶴
見
の
著
作
は
、『
鶴
見
俊
輔
集
11

外
か
ら
の
ま
な
ざ
し
』（
一
九
九
一

年
、
筑
摩
書
房
）
所
収
の
も
の
に
よ
っ
て
い
る
。
な
お
本
書
か
ら
の
引
用
は
、
ペ
ー
ジ
数

の
み
を
記
す
。

③
　
メ
キ
シ
コ
革
命
に
つ
い
て
は
本
文
中
で
も
少
し
触
れ
た
が
、
関
係
す
る
諸
事
項
の
年
表

を
小
論
の
最
後
に
あ
げ
た
の
で
参
照
の
こ
と
。

④
『
新
編
西
洋
史
辞
典
』（
一
九
八
三
年
、
東
京
創
元
社
）、
七
九
二
ペ
ー
ジ
。
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（メキシコ史年表）

1521年 コルテス、メキシコ市を制す。スペイン領（ヌエバ・エスパーニャ・・・新スペイン）となる。

1810年 イダルゴの独立運動起こる。

1811年 イダルゴ処刑。

1821年 部下のイトゥルビデ、独立宣言。皇帝となる。

1824年 イトゥルビデ追放。共和制となる。

1833～55年 サンタ・アナの独裁。

1836年 テキサス戦争でテキサスがメキシコから独立。後に米の一州となる。

1846年 米墨戦争で国土の大半を失う。

1864～67年 仏ナポレオン3世の干渉で、オーストリアのマクシミリアン大公、メキシコ皇帝となる。

1867年 ファレス、仏軍を破り、メキシコの独立を回復。マクシミリアン刑死。

1877～80年、1884～1911年　ディアスの独裁。

1911年 マデーロ、ディアスの独裁を打ち破る。メキシコ革命の始まり（～1917年）

1913年 マデーロ射殺。反革命派が政権を取る。カランサ、ヴィヤ、サパタなど各地で反革命政権に抵抗。

1917年 カランサ政権、民主憲法制定。

1920年 オブレゴン大統領、改革に着手。

1927年 カイエス大統領、教会財産の国有化を命令。

1934年 カルデナス大統領、石油資産の国有化を実施。


