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第一次世界大戦中の文明論と科学（山田大生）

第
一
次
世
界
大
戦
中
の
文
明
論
と
科
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│
│
田
中
王
堂
の
検
討
を
通
じ
て
│
│

山
　
田
　
大
　
生

﹇
キ
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ー
ド
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田
中
王
堂
　
②
第
一
次
世
界
大
戦
　
③
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
批
判
　
④
科
学
﹈

は
じ
め
に

　
第
一
次
世
界
大
戦
中
は
科
学
に
注
目
が
及
ん
だ
時
期
で
あ
っ
た
。
交
戦
国
で
あ
っ
た
ド
イ
ツ
の
科
学
技
術
に
注
目
が
及
び
、
一

九
一
七
年
に
理
化
学
研
究
所
の
創
設
が
実
現
し
た
。
思
想
界
に
目
を
移
す
と
、
第
一
次
世
界
大
戦
の
勃
発
に
よ
っ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
文
明
へ
の
否
定
的
な
見
方
が
科
学
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
展
開
さ
れ
た
こ
と
が
先
行
研
究
で
は
言
及
さ
れ
て
い
る）

1
（

。

　
本
稿
で
は
こ
う
し
た
諸
研
究
を
ふ
ま
え
て
、
第
一
次
世
界
大
戦
が
長
期
に
及
ぶ
中
で
ど
の
よ
う
に
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
へ
の

内
在
的
な
理
解
を
深
め
て
い
っ
た
の
か
に
焦
点
を
あ
て
る
。
こ
の
こ
と
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
が
も
た
ら
し
た
思
想
的
影
響
を
明

ら
か
に
す
る
上
で
資
す
る
も
の
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
第
一
次
世
界
大
戦
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
へ
の
批
判
と
い

う
文
脈
で
捉
え
た
場
合
、
世
紀
末
思
想
に
影
響
を
受
け
た
近
代
文
明
批
判
の
延
長
と
し
て
位
置
付
け
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
し
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か
し
、
そ
れ
で
は
近
代
文
明
へ
の
単
な
る
反
動
に
と
ど
ま
り
、
第
一
次
世
界
大
戦
の
影
響
が
見
え
づ
ら
く
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
第
一
次
世
界
大
戦
後
に
盛
ん
に
な
っ
た
近
代
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
批
判
に
対
し
て
、
擁
護
の
立
場
に
回
り
つ

つ
も
、
問
題
点
の
考
察
に
も
及
ん
だ
田
中
王
堂
を
検
討
対
象
と
す
る
。

　
田
中
王
堂
（
一
八
六
七
〜
一
九
三
二
）
は
大
正
期
に
文
明
評
論
家
と
し
て
活
躍
し
た
人
物
で
あ
る
。
彼
は
本
稿
で
検
討
対
象
と

す
る
以
前
の
一
九
一
五
年
ま
で
現
在
の
東
京
工
業
大
学
で
英
語
教
授
を
勤
め
て
お
り
、
文
壇
で
は
産
業
論
や
科
学
論
も
展
開
し
た
。

特
に
科
学
に
つ
い
て
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
ル
ネ
サ
ン
ス
以
降
に
出
現
し
た
「
近
世
文
明
」
の
二
大
支
柱
の
一
つ
と
し
て
個
人
主
義

と
と
も
に
位
置
づ
け
た
。
ま
た
、
科
学
を
人
間
が
工
夫
し
た
手
段
の
中
で
魔
術
、
宗
教
、
芸
術
の
次
に
発
展
し
た
も
の
と
み
な
し

た
。
つ
ま
り
こ
れ
ら
の
手
段
の
中
で
最
後
に
発
展
し
た
も
の
と
科
学
を
位
置
づ
け
た
。
こ
の
点
で
宗
教
に
批
判
的
な
立
場
に
た
っ

た
人
物
と
し
て
も
知
ら
れ
る
。

　
本
稿
の
構
成
は
以
下
で
あ
る
。
第
一
節
で
は
タ
ゴ
ー
ル
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
批
判
へ
の
応
答
に
つ
い
て
扱
う
。
第
二
節
で
は
第
一
次

世
界
大
戦
の
勃
発
に
伴
う
文
明
の
転
機
を
求
め
る
主
張
へ
の
応
答
に
つ
い
て
扱
う
。
第
三
節
で
は
知
識
と
智
慧
の
考
察
か
ら
「
近

世
文
明
」
を
ど
の
よ
う
に
問
い
直
し
た
の
か
を
扱
う
。
こ
の
作
業
を
通
じ
て
田
中
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
批
判
に
対
し
て
擁
護
す
る

一
方
で
、
そ
の
内
在
的
な
問
題
の
克
服
を
模
策
し
た
点
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
な
お
、
本
稿
は
拙
稿
「
現
在
の
起
点
と
し
て
の
ル

ネ
サ
ン
ス）

2
（

」
の
終
わ
り
で
触
れ
た
部
分
と
重
な
る
も
の
も
あ
る
が
、
加
筆
修
正
も
兼
ね
て
同
時
代
の
知
的
状
況
を
ふ
ま
え
て
詳
細

に
論
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。

第
一
節
　
タ
ゴ
ー
ル
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
批
判
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東
西
文
明
論
は
日
露
戦
前
後
に
本
格
的
に
生
じ
た
も
の
で
あ
る）

3
（

。
こ
の
点
を
指
摘
し
た
の
は
田
中
王
堂
自
身
で
あ
る
が
、
彼
自

身
の
東
西
文
明
論
は
文
明
が
多
元
的
に
発
展
す
る
点
を
前
提
と
し
て
、
主
体
的
な
文
明
受
容
を
求
め
た
意
味
で
、
日
本
文
化
の
志

向
を
示
す
も
の
と
し
て
主
張
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る）

4
（

。
本
節
で
扱
う
東
西
文
明
論
は
タ
ゴ
ー
ル
の
来
日
に
よ
る
も
の
で
、
近
代

文
明
批
判
を
含
む
も
の
で
あ
っ
た
。
筆
者
は
明
治
末
年
の
田
中
が
日
本
の
文
明
史
的
な
位
置
づ
け
を
ル
ネ
サ
ン
ス
以
前
の
「
演
繹

的
」
な
特
徴
を
含
む
も
の
の
、
過
渡
期
と
い
う
点
で
ル
ネ
サ
ン
ス
以
後
に
あ
た
る
と
み
な
し
た）

5
（

。
そ
の
上
で
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
後

の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
へ
の
移
行
を
求
め
た
点
を
指
摘
し
た
。
こ
の
点
を
ふ
ま
え
る
と
、
田
中
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
に
対
す
る
態
度

が
異
な
る
タ
ゴ
ー
ル
の
去
来
に
注
目
し
た
理
由
の
一
端
が
う
か
が
え
る
だ
ろ
う
。
な
お
、
タ
ゴ
ー
ル
は
田
中
が
岩
野
泡
鳴
と
発
起

人
を
務
め
た
文
学
者
・
芸
術
家
の
サ
ロ
ン
で
あ
る
火
曜
会
の
場
に
も
招
待
さ
れ
て
お
り
、
タ
ゴ
ー
ル
へ
の
関
心
の
高
さ
が
う
か
が

え
る）

6
（

。
本
節
で
は
田
中
が
タ
ゴ
ー
ル
の
東
西
文
明
論
に
ど
の
よ
う
に
対
応
し
た
の
か
を
検
討
す
る
。

　
一
九
一
五
年
に
イ
ン
ド
の
詩
人
ラ
ビ
ン
ド
ラ
ナ
ー
ト
・
タ
ゴ
ー
ル
来
日
の
噂
を
き
っ
か
け
に
タ
ゴ
ー
ル
の
流
行
が
起
こ
っ
た
が
、

来
日
が
実
現
せ
ず
に
数
か
月
で
ブ
ー
ム
は
冷
め
た）

7
（

。
ブ
ー
ム
の
中
、
田
中
は
来
日
に
先
立
っ
て
タ
ゴ
ー
ル
に
対
す
る
評
論
の
発
表

を
予
告
し
た）

8
（

。
そ
の
背
景
に
は
文
壇
で
の
ベ
ル
ク
ソ
ン
や
オ
イ
ケ
ン
の
流
行
が
あ
っ
た
。
田
中
か
ら
す
る
と
、
文
壇
が
先
を
争
っ

て
流
行
の
み
を
あ
さ
っ
て
い
る
た
め
に
、
現
在
の
日
本
に
求
め
ら
れ
て
い
る
も
の
が
何
か
を
提
示
す
る
必
要
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
翌
年
に
あ
た
る
一
九
一
六
年
五
月
に
タ
ゴ
ー
ル
の
来
日
は
実
現
す
る
。
タ
ゴ
ー
ル
は
ア
メ
リ
カ
へ
の
講
演
依
頼
を
受
け
た
た

め
、
そ
の
行
先
の
途
中
日
本
に
寄
る
運
び
と
な
っ
た
。
五
月
二
九
日
に
神
戸
港
に
到
着
し
、
九
月
二
日
に
ア
メ
リ
カ
行
き
の
船
に

乗
る
ま
で
の
約
三
ヶ
月
間
日
本
に
滞
在
し
た
。
来
日
の
時
、
タ
ゴ
ー
ル
自
身
が
「
人
間
サ
イ
ク
ロ
ー
ン
」
と
形
容
し
た
よ
う
に
彼

は
熱
狂
的
に
出
迎
え
ら
れ
た）

9
（

。
予
告
通
り
、
田
中
は
タ
ゴ
ー
ル
評
を
発
表
す
る
。
評
論
対
象
と
な
っ
た
講
演
は
六
月
一
日
に
大
阪

の
天
王
寺
公
園
公
会
堂
で
の
講
演
「India and Japan

」
と
六
月
一
一
日
に
東
京
帝
国
大
学
八
角
大
講
堂
で
の
講
演
「The M

as-
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sage of India to Japan

」
で
あ
り
、
新
聞
か
ら
講
演
内
容
を
知
っ
た）

10
（

。

　
田
中
は
「
タ
ゴ
オ
ル
氏
に
与
へ
て
氏
の
日
本
観
を
論
ず
」（
一
九
一
六
年
七
月
）
で
大
阪
と
東
京
で
行
わ
れ
た
二
つ
の
講
演
か

ら
タ
ゴ
ー
ル
の
忠
言
を
次
の
よ
う
に
要
約
す
る）

11
（

。
世
界
の
文
明
に
は
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
「
力
の
福
音
」
を
伝
え
る
「
外
的
、
物

質
的
な
る
西
洋
文
明
」、
も
う
一
つ
は
「
愛
の
福
音
」
を
奉
じ
る
「
内
的
、
心
霊
的
な
る
東
洋
文
明
」
で
あ
る
。
現
在
は
世
界
の

大
勢
か
ら
「
力
」
に
依
存
し
な
け
れ
ば
、
自
身
の
存
在
を
保
障
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、「
愛
の
福
音
」
に
頼
ら

な
け
れ
ば
、
幸
福
を
完
成
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
そ
れ
ら
二
つ
の
文
明
を
融
合
す
る
点
に
お
い
て
他
の
国
民
よ
り
も
、
便
利

な
境
遇
に
在
る
よ
う
に
見
え
る
日
本
は
「
古
き
愛
の
泉
を
、
擁
護
し
、
そ
し
て
、
愛
に
依
つ
て
力
を
醇
化
し
行
く
こ
と
を
怠
つ
て

は
な
ら
」
な
い
。
そ
れ
こ
そ
が
、
日
本
が
世
界
に
負
う
「
天
職
の
最
神
聖
の
も
の
」
で
あ
る
。

　
タ
ゴ
ー
ル
の
提
言
を
要
約
し
た
上
で
田
中
が
論
点
と
し
た
こ
と
は
タ
ゴ
ー
ル
が
、
文
明
の
状
態
に
つ
い
て
物
質
的
で
は
な
く
、

精
神
的
な
も
の
を
必
要
と
し
た
こ
と
に
あ
る
。
タ
ゴ
ー
ル
の
提
言
に
は
田
中
が
「
重
大
な
、
否
、
多
分
、
唯
一
の
問
題
」
と
し
た

文
明
の
状
態
を
物
質
的
か
ら
精
神
的
な
も
の
に
転
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
命
題
が
含
ま
れ
て
い
た）

12
（

。
こ
こ
で
田
中
が
指

摘
す
る
精
神
的
と
は
、
生
活
を
営
む
中
で
生
じ
る
種
々
の
欲
望
か
ら
矛
盾
の
な
い
適
切
な
欲
望
選
択
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
意
味
し）

13
（

、

効
率
良
く
欲
望
が
実
現
さ
れ
る
状
態
を
さ
す
。
タ
ゴ
ー
ル
と
田
中
が
精
神
的
な
も
の
を
目
的
と
す
る
点
は
同
じ
で
あ
る
が
、
相
違

点
は
以
下
に
示
さ
れ
る
。

こ
こ
で
、
私
が
、
わ
が
国
の
文
明
は
物
質
的
で
あ
る
、
其
れ
を
精
神
的
に
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
云
つ
て
居
る
の
は
、
決
し
て
あ

な
た
が
考
へ
ら
れ
て
居
る
や
う
に
、
西
洋
の
文
明
に
対
抗
す
る
や
う
に
、
東
洋
の
其
れ
を
高
調
す
る
こ
と
で
も
な
く
、
又
、

近
世
の
文
明
を
凌
駕
す
る
や
う
に
、
古
代
の
其
れ
を
復
活
さ
せ
る
こ
と
で
も
な
い
の
で
す
。
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タ
ゴ
ー
ル
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
よ
り
も
東
洋
文
明
に
価
値
を
置
く
だ
け
で
な
く
、
文
明
史
上
の
区
分
に
お
け
る
「
近
世
」
よ
り
も

古
代
を
上
に
置
く
。
そ
の
上
で
両
者
の
調
和
を
目
指
す
こ
と
は
、
田
中
か
ら
す
る
と
「
空
想
で
融
合
す
る
や
う
な
手
順
を
説
い

て
」
い
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
現
在
以
上
に
「
一
層
も
二
層
も
、
物
質
的
」
な
状
態
を
引
き
起
こ
し
て
し
ま
う
懸
念
が
あ

っ
た
。

　
こ
の
原
因
を
田
中
は
タ
ゴ
ー
ル
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
を
誤
解
し
て
い
る
点
か
ら
見
出
す）

14
（

。
東
洋
文
明
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
の
差

異
に
つ
い
て
、
田
中
は
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ベ
ー
コ
ン
に
よ
る
智
識
と
智
慧
の
関
係
を
も
と
に
両
文
明
の
解
釈
を
行
っ
た
。
ベ
ー
コ
ン

の
言
説
と
は
「『
智
慧
は
お
の
れ
の
正
し
き
用
を
知
つ
て
居
ら
ぬ
。
其
れ
を
知
つ
て
居
る
の
は
、
智
識
の
外
に
あ
り
、
上
に
あ
る

智
慧
で
あ
る
』」
を
さ
す
。
田
中
に
よ
る
と
、
知
識
は
「
生
活
の
局
部
の
方
針
」
で
あ
り
「
境
遇
の
征
服
」
を
担
う
。
一
方
の
智

慧
は
生
活
「
全
体
の
方
針
」
で
あ
り
、「
品
性
の
陶
冶
」
を
担
う
。
つ
ま
り
、
知
識
は
生
活
の
う
ち
外
的
な
境
遇
の
改
善
を
担
う

も
の
で
あ
り
、
智
慧
は
生
活
の
う
ち
内
的
な
品
性
の
改
善
を
担
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
知
識
は
巨
視
的
に
み
る
と
、
生

活
レ
ベ
ル
の
発
達
に
よ
っ
て
智
慧
か
ら
分
化
す
る
も
の
な
の
で
、
健
全
な
智
慧
は
知
識
に
ま
で
進
展
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
と
し

た
。
そ
し
て
、
生
活
レ
ベ
ル
の
発
達
に
よ
っ
て
、
内
的
な
品
性
だ
け
で
な
く
外
的
な
境
遇
の
改
善
に
ま
で
生
活
の
対
象
が
広
ま
る

と
考
え
た
。
従
っ
て
、
智
慧
は
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
等
し
く
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
東
洋
に
お
い
て
は
以
下
の
よ
う

な
問
題
が
あ
っ
た
。

東
洋
人
の
生
活
に
於
て
は
、
其
れ
の
大
部
分
は
智
慧
で
止
つ
て
了
つ
て
居
り
ま
す
。
い
ひ
換
へ
れ
ば
、
幸
福
の
欲
望
は
品
性

の
陶
冶
と
境
遇
の
征
服
と
の
二
つ
の
方
角
に
発
展
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
の
に
、
東
洋
に
於
て
は
品
性
の
陶
冶
だ
け
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は
工
夫
さ
れ
た
が
、
境
遇
の
征
服
に
は
殆
ど
全
く
何
ん
の
努
力
も
用
ゐ
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

東
洋
に
お
い
て
知
識
は
智
慧
の
段
階
に
と
ど
ま
り
、
知
識
ま
で
ほ
と
ん
ど
進
ん
で
い
な
い
と
い
う
。
つ
ま
り
、
東
洋
に
お
い
て
は

心
を
豊
か
に
す
る
の
に
と
ど
ま
っ
て
、
外
部
の
環
境
を
改
善
す
る
ま
で
進
ま
な
い
こ
と
を
意
味
し
た
。
一
方
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で

は
智
慧
は
外
的
な
境
遇
の
改
善
を
担
う
知
識
ま
で
健
全
な
発
達
を
遂
げ
て
い
る
と
い
う）

15
（

。

　
以
上
、
田
中
の
文
明
観
に
よ
る
と
、
東
洋
文
明
を
「
愛
」、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
を
「
力
」
と
形
容
し
た
タ
ゴ
ー
ル
の
提
言
は

「
智
慧
は
愛
と
な
り
、
同
時
に
、
力
」
と
改
善
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
智
慧
は
「
愛
」
だ
け
で
は
内
面
の
陶
冶
に
留
ま

っ
て
し
ま
う
。
生
活
の
中
で
幸
福
を
達
成
す
る
た
め
に
は
内
的
な
品
性
だ
け
で
な
く
外
的
な
境
遇
の
改
造
も
必
要
と
な
る
。
そ
れ

に
は
智
慧
は
「
力
」
で
あ
る
知
識
に
ま
で
進
ま
せ
る
必
要
が
あ
る
。
従
っ
て
、「
力
の
伴
は
な
い
愛
は
生
活
の
改
善
に
効
果
の
極

め
て
微
弱
な
も
の
」
で
あ
る
。
タ
ゴ
ー
ル
の
よ
う
に
東
洋
文
明
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
と
対
立
的
な
関
係
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
ま

た
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
に
比
し
て
東
洋
文
明
を
優
位
に
置
く
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
さ
ら
に
、
田
中
は
タ
ゴ
ー
ル
が
科
学
を
「
人
性
に
は
非
ず
」
と
み
な
し
た
点
を
難
じ
た）

16
（

。
と
い
う
の
も
、
田
中
は
科
学
を
宗
教

や
芸
術
な
ど
を
含
む
修
養
機
関
の
一
つ
と
み
な
し
た
か
ら
だ
。
科
学
は
「
事
実
の
叙
述
」
を
行
う
も
の
で
は
な
く
て
、「hum

an-

izing force

」
と
し
て
社
会
の
中
で
働
い
て
き
た
も
の
で
、
も
と
も
と
は
「
志
向
の
評
価
」
を
担
う
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
さ
ら

に
科
学
は
修
養
機
関
と
し
て
魔
術
、
宗
教
、
芸
術
の
次
を
受
け
て
出
現
し
た
最
も
精
神
的
な
も
の
と
み
な
し
た
。
従
っ
て
、
田
中

か
ら
す
る
と
、
科
学
と
人
間
性
は
不
可
分
の
も
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
タ
ゴ
ー
ル
は
精
神
的
な
も
の
を
高
調
し
な
が
ら
も
、

人
間
性
に
密
接
に
結
び
つ
き
、
精
神
的
な
特
徴
を
有
す
る
科
学
の
性
質
を
誤
解
す
る
こ
と
で
物
質
的
に
陥
っ
て
し
ま
っ
た
と
批
判

し
た
の
で
あ
る
。
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タ
ゴ
ー
ル
の
流
行
は
タ
ゴ
ー
ル
が
ア
メ
リ
カ
で
の
講
演
の
た
め
に
日
本
か
ら
出
発
す
る
時
に
は
な
く
な
っ
た
と
さ
れ
る）

17
（

。
理
由

に
は
タ
ゴ
ー
ル
が
滞
在
日
数
を
重
ね
る
ご
と
に
日
本
の
西
洋
化
・
近
代
化
に
不
満
を
募
ら
せ
、
日
本
批
判
に
転
じ
た
か
ら
で
あ
る）

18
（

。

こ
う
し
た
状
況
下
に
お
い
て
、
田
中
は
「
タ
ゴ
オ
ル
は
来
た
、
さ
う
し
て
去
つ
た
」（
一
九
一
六
年
一
〇
月
）
で
、
タ
ゴ
ー
ル
の

世
間
へ
の
反
応
に
対
し
て
以
下
を
言
及
す
る）

19
（

。

結
局
は
、
私
が
さ
き
に
少
数
な
る
文
芸
家
の
行
動
と
し
て
指
摘
し
、
排
斥
し
た
「
空
騒
、
馬
鹿
騒
」
を
、
多
数
の
上
中
流
人

士
が
十
層
も
二
十
層
も
大
な
る
規
模
で
繰
り
返
し
た
と
云
ふ
に
止
ま
り
は
せ
ぬ
か）

20
（

。

「
さ
き
に
」
と
指
摘
す
る
の
は
、
田
中
が
昨
年
度
に
行
っ
た
タ
ゴ
ー
ル
評
を
さ
す
。
文
壇
が
何
ら
の
批
判
も
加
え
ず
に
流
行
だ
け

を
追
う
様
子
が
こ
の
論
考
で
は
「
多
数
の
上
中
流
人
士
」
ま
で
に
層
が
広
ま
っ
た
ど
こ
ろ
か
、
何
の
変
化
も
な
く
今
ま
で
を
繰
り

返
し
た
だ
け
に
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
タ
ゴ
ー
ル
に
忠
言
を
求
め
た
者
は
多
い
が
、
彼
か
ら
受
け
た
感
化
が

日
本
の
思
想
や
文
明
に
ど
れ
だ
け
の
意
味
を
な
す
の
か
を
考
察
し
た
論
者
が
何
人
い
た
の
か
と
疑
問
を
呈
す
。
と
い
う
の
も
、
日

本
国
民
が
自
身
の
文
明
を
直
観
・
大
観
で
き
な
い
た
め
に
外
国
の
文
明
や
外
来
の
思
想
を
適
切
に
評
価
で
き
な
い
と
考
え
た
か
ら

だ
。
従
っ
て
、
田
中
か
ら
す
る
と
、
日
本
国
民
は
「
卓
越
性
に
対
し
て
、
極
め
て
鈍
感
で
あ
る
、
没
鑑
識
」
で
あ
り
な
が
ら
「
た

だ
他
人
の
評
価
に
盲
従
し
て
、
一
種
の
信
仰
を
養
成
し
て
」
い
る
状
態
に
陥
っ
て
い
た
。

　
以
上
で
示
し
た
よ
う
に
田
中
は
日
本
国
民
が
タ
ゴ
ー
ル
の
去
来
か
ら
利
益
を
享
受
で
き
な
か
っ
た
点
を
批
判
す
る
。
そ
れ
ば
か

り
で
な
く
、
日
本
国
民
が
自
身
の
標
準
を
持
た
な
い
こ
と
は
、
何
が
必
要
と
さ
れ
る
の
か
（「
卓
越
性
」）
を
判
断
で
き
な
い
こ
と

を
意
味
し
た
。
こ
の
状
態
は
田
中
に
と
っ
て
文
明
の
精
神
的
運
用
を
目
指
す
上
で
、
懸
念
材
料
と
な
る
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
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だ
ろ
う
。
田
中
か
ら
す
る
と
当
時
の
日
本
国
民
は
タ
ゴ
ー
ル
が
主
張
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
批
判
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
て
も
お

か
し
く
な
い
状
態
に
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
無
駄
が
生
じ
る
よ
う
な
欲
望
選
択
が
な
さ
れ
る
こ
と
で
、
物
質
的
な
状
態
に
陥
る
こ

と
を
意
味
し
た
。

第
二
節
　
第
一
次
世
界
大
戦
と
文
明
の
転
機

　
田
中
は
一
九
一
六
年
を
振
り
返
る
中
で
タ
ゴ
ー
ル
と
ス
ミ
ス
を
比
較
す
る
論
を
取
り
上
げ
、
両
者
の
評
価
が
逆
転
し
て
い
る
と

指
摘
す
る
。
同
年
の
一
二
月
初
旬
か
ら
来
日
の
報
道
が
流
れ
た
キ
ャ
サ
リ
ン
・
ス
テ
ィ
ン
ソ
ン
に
関
す
る
論
考
や
雑
誌
『
第
三
帝

国
』
を
発
刊
す
る
第
三
帝
国
社
に
宛
て
た
年
賀
状
の
中
で）

21
（

、
田
中
は
タ
ゴ
ー
ル
を
精
神
文
明
の
象
徴
と
し
、
ス
ミ
ス
を
物
質
文
明

の
象
徴
と
み
な
す
意
見
を
批
判
し
た）

22
（

。
ス
ミ
ス
は
日
本
で
初
め
て
曲
芸
飛
行
を
成
功
さ
せ
た
チ
ャ
ー
ル
ス
・
ナ
イ
ル
ス
よ
り
も
期

待
を
持
っ
て
朝
野
か
ら
歓
迎
を
受
け
た
人
物
で
あ
る）

23
（

。
ス
ミ
ス
は
タ
ゴ
ー
ル
と
来
日
が
重
な
っ
た
た
め
、
そ
れ
に
刺
激
を
受
け
て
、

東
西
文
明
の
調
和
・
比
較
に
関
す
る
言
及
が
な
さ
れ
た
経
緯
が
あ
る
。
雑
誌
『
洪
水
以
後
』
を
改
題
し
た
直
後
の
『
日
本
評
論
』

（
一
九
一
六
年
七
月
）
の
巻
頭
言
で
は
ス
ミ
ス
の
航
空
シ
ョ
ー
の
す
ぐ
後
に
タ
ゴ
ー
ル
が
来
日
し
た
点
を
指
摘
し
、
人
々
が
軽
々

し
く
「
東
西
文
明
の
調
和
同
流
」
と
み
な
し
た
点
を
否
定
的
に
捉
え
て
い
る）

24
（

。
同
誌
で
は
主
催
の
茅
原
華
山
も
両
者
を
調
和
で
き

な
い
も
の
と
非
難
し
た）

25
（

。
ま
た
、
浮
田
和
民
は
東
西
文
明
の
比
較
の
中
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
代
表
者
と
し
て
ス
ミ
ス
と
タ
ゴ
ー
ル
を

論
じ
て
い
る）

26
（

。
こ
う
し
た
言
説
に
対
し
て
第
一
節
を
ふ
ま
え
る
と
、
田
中
は
科
学
を
擁
護
す
る
立
場
か
ら
ス
ミ
ス
を
精
神
文
明
と

し
、
智
慧
に
と
ど
ま
る
タ
ゴ
ー
ル
を
物
質
文
明
と
み
な
し
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
東
西
文
明
の
調
和
・
融
合
論
は
一
九
一
六
年
当
時
に
お
い
て
は
稲
毛
詛
風
に
よ
る
と
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
に
生

人文科学31_t01本文.indb   8 2022/09/30   13:36



9

第一次世界大戦中の文明論と科学（山田大生）

じ
た
文
明
の
転
向
を
求
め
る
主
張
に
結
び
つ
く
も
の
と
み
な
さ
れ
た）

27
（

。
本
節
で
は
タ
ゴ
ー
ル
に
よ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
批
判
と
は

別
に
、
第
一
次
世
界
大
戦
の
勃
発
に
よ
っ
て
文
明
そ
の
も
の
を
転
換
さ
せ
よ
う
と
す
る
論
者
の
声
に
田
中
が
ど
の
よ
う
に
対
応
し

た
の
か
を
検
討
す
る
。

　
一
九
一
六
年
、
欧
米
に
赴
く
茅
原
華
山
に
対
し
て
田
中
が
送
っ
た
言
葉
に
、「
俗
人
の
俗
見
」
と
し
て
、
第
一
次
世
界
大
戦
を

「『
世
界
の
一
大
転
機
』
な
ど
と
観
て
、
無
暗
に
空
騒
ぎ
」
を
起
こ
す
論
者
の
存
在
を
指
摘
す
る）

28
（

。
田
中
の
言
葉
を
掲
載
し
た
雑
誌

『
日
本
評
論
』
は
第
一
次
世
界
大
戦
の
状
況
下
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
を
否
定
的
に
扱
う
場
で
あ
っ
た）

29
（

。
第
一
次
世
界
大
戦
を
転
機

と
み
な
す
論
者
を
広
義
に
取
れ
ば
そ
の
要
因
を
一
九
世
紀
以
降
の
科
学
・
機
械
文
明
の
延
長
線
上
に
生
じ
た
と
み
な
す
論
調
が
想

定
さ
れ
る
。
翌
年
に
第
一
次
世
界
大
戦
の
勃
発
を
振
り
返
っ
て
田
中
は
下
記
の
論
者
の
存
在
を
指
摘
す
る）

30
（

。

欧
州
戦
乱
の
勃
発
し
た
当
時
、
そ
れ
は
、
物
質
文
明
の
堆
積
の
当
然
の
収
穫
で
あ
る
。
あ
の
戦
争
に
よ
つ
て
、
物
質
文
明
は

破
産
し
て
し
ま
つ
た
。
こ
れ
よ
り
興
る
も
の
は
、
精
神
文
明
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
世
人
の
或
る
者
は
説
い
た
の
で
あ
つ
た
。

こ
こ
で
指
摘
さ
れ
る
物
質
文
明
と
は
、
人
間
が
科
学
や
工
芸
に
よ
っ
て
創
造
し
た
生
活
の
方
便
を
指
す
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
田

中
が
指
摘
す
る
論
者
は
科
学
や
工
芸
に
よ
っ
て
第
一
次
世
界
大
戦
が
勃
発
し
た
と
捉
え
る
ば
か
り
で
な
く
戦
乱
を
転
機
と
も
み
な

し
て
い
た
。

　
田
中
の
指
摘
の
一
端
は
木
下
杢
太
郎
の
言
説
か
ら
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
木
下
は
「
オ
イ
ツ
ケ
ン
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
、
タ
ゴ

ー
ル
の
流
行
以
来
文
壇
一
部
の
思
潮
に
変
化
が
見
え
て
来
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
」
と
し
、「
是
等
思
潮
を
以
て
文
明
転
換
の
期

を
予
言
す
る
も
の
で
あ
る
と
見
做
し
て
ゐ
る
ら
し
い
」
と
言
及
す
る）

31
（

。
木
下
の
論
考
は
三
井
甲
之
の
論
考
「
現
代
の
非
科
学
思
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想
」
を
ふ
ま
え
た
も
の
で
あ
る
が）

32
（

、
田
中
が
「
世
界
の
一
大
転
機
」
と
指
摘
す
る
論
者
が
一
九
一
五
年
に
お
い
て
、
オ
イ
ケ
ン
や

ベ
ル
ク
ソ
ン
ら
の
流
行
思
想
に
結
び
付
け
ら
れ
て
論
じ
ら
れ
た
。
さ
ら
に
、
木
下
が
文
明
転
換
を
予
期
す
る
論
者
に
対
し
て
「
科

学
的
文
明
の
大
建
築
」
を
破
壊
で
き
な
い
と
批
判
し
た
が
、
第
一
次
世
界
大
戦
の
勃
発
は
科
学
批
判
を
正
当
化
す
る
ロ
ジ
ッ
ク
と

し
て
も
用
い
ら
れ
た
。

　
雑
誌
『
中
央
公
論
』
で
思
潮
評
論
欄
を
担
当
し
た
中
澤
臨
川
は
「
思
想
・
芸
術
の
現
在
」（
一
九
一
五
年
一
月
）
で）

33
（

、「
今
回
の

欧
州
戦
争
は
過
古
一
世
紀
に
於
け
る
物
質
文
明
、
権
力
文
明
の
失
敗
と
罪
障
と
を
償
ふ
た
め
に
戦
は
れ
た
も
の
と
見
て
可
い
」
と

す
る）

34
（

。
慶
大
教
授
の
廣
井
犬
堂
も
「
思
潮
の
転
換
と
帰
結
」（
一
九
一
五
年
二
月
）
の
中
で
、「
こ
の
大
戦
は
科
学
と
発
明
の
上
に

建
て
ら
れ
た
る
物
質
的
文
明
の
行
詰
つ
た
結
果
で
あ
る
と
も
考
ふ
可
き
理
由
が
あ
る
」
と
し
、「
今
回
の
世
界
的
大
戦
乱
は
現
代

思
潮
及
び
、
生
活
の
反
映
で
あ
る
と
も
見
做
さ
れ
る
」
と
す
る）

35
（

。
雑
誌
『
新
人
』「
時
評
」
で
は
、
大
戦
は
「
一
九
世
紀
の
科
学

的
傾
向
を
打
破
し
て
一
新
生
面
を
開
く
に
急
に
し
て
凄
ま
じ
い
勢
を
以
て
新
し
き
も
の
を
産
み
出
さ
ん
と
の
努
力
に
止
み
難
き
渇

望
要
求
を
現
は
し
た
の
で
あ
る
」
と
し
た）

36
（

。

　
以
上
で
示
し
た
よ
う
に
、
一
九
世
紀
以
降
の
文
明
の
弊
害
が
戦
乱
を
生
み
出
し
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
第
一
次
世
界
大
戦
を
文
明

の
転
機
と
み
な
す
論
者
が
お
り
、
一
九
一
六
年
に
な
る
と
声
を
強
め
て
広
く
文
壇
に
認
知
さ
れ
た
。
稲
毛
詛
風
は
一
九
一
六
年
を

振
り
返
っ
て
、「
戦
後
の
文
明
」
や
「
戦
後
経
営
」
が
「
思
想
界
の
全
野
に
亙
つ
」
て
喧
伝
さ
れ
た
と
い
う）

37
（

。
続
け
て
稲
毛
は
第

一
次
世
界
大
戦
勃
発
当
時
か
ら
あ
る
「
思
想
乃
至
文
明
の
独
立
の
必
要
」
が
一
歩
進
み
「
其
の
可
能
を
も
信
ず
る
」
よ
う
に
な
っ

た
。「『
新
文
明
の
創
造
』
と
い
ふ
積
極
的
建
設
的
方
面
に
向
か
つ
た
と
共
に
、
他
面
に
於
て
は
、
如
何
な
る
内
容
と
方
法
と
を
以

て
新
文
明
を
創
造
す
べ
き
か
、
と
い
ふ
実
質
的
方
面
に
向
か
つ
た
」
年
で
あ
っ
た
と
指
摘
す
る
。
こ
の
よ
う
に
文
明
の
転
機
と
み

な
す
声
は
一
九
一
六
年
に
な
る
と
、
思
想
や
文
明
の
独
立
か
ら
一
歩
進
ん
で
「
新
文
明
の
創
造
」
の
建
設
を
求
め
る
声
と
み
な
さ
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れ
た
。

　
ま
さ
に
こ
の
一
九
一
六
年
に
お
い
て
田
中
は
第
一
次
世
界
大
戦
に
つ
い
て
意
見
を
求
め
ら
れ
る）

38
（

。
雑
誌
『
日
本
評
論
』
で
は
一

九
一
六
年
九
月
か
ら
一
〇
月
に
か
け
て
特
集
「
戦
後
文
明
の
研
究
」
が
組
ま
れ
、
田
中
は
「
将
来
の
文
明
」
と
題
す
る
論
考
を
寄

せ
た
。
ま
ず
、
田
中
は
雑
誌
特
集
の
広
告
文
「
有
史
未
曽
有
の
大
戦
は
在
来
の
皮
相
な
る
物
質
文
明
根
柢
な
き
精
神
文
明
を
破
壊

し
尽
し
て
、
天
地
一
拭
新
文
明
を
齎
ら
さ
ん
と
す
」
に
対
し
て
、
そ
れ
を
断
言
す
る
根
拠
は
な
い
と
否
定
す
る）

39
（

。
そ
し
て
、
次
の

よ
う
に
結
論
づ
け
る
。

世
に
は
、
今
度
の
戦
乱
が
、
近
世
文
明
を
破
壊
し
て
居
る
や
う
に
考
へ
て
居
る
者
も
あ
る
や
う
で
す
が
、
私
は
さ
う
は
思
ひ

ま
せ
ん
。
今
度
の
戦
乱
は
、
近
世
文
明
を
破
壊
し
て
居
る
ど
こ
ろ
か
、
其
れ
の
方
向
さ
へ
も
大
し
て
変
更
し
て
は
居
り
ま
せ

ん
。
そ
の
実
、
今
度
の
戦
乱
は
、
近
世
文
明
と
は
其
れ
の
根
柢
と
主
張
と
を
異
に
す
る
、
そ
し
て
、
早
晩
、
近
世
文
明
に
依

つ
て
取
つ
て
代
は
ら
る
べ
き
運
命
の
中
に
在
る
中
世
文
明
の
残
火
の
纔
か
に
暫
ら
く
再
燃
し
た
に
過
ぎ
な
い
の
で
す
。

続
け
て
田
中
は
条
件
付
け
を
行
い
、「
近
世
文
明
」
の
志
向
を
賛
美
す
る
だ
け
で
無
条
件
に
そ
れ
を
謳
歌
し
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
と
す
る
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
田
中
が
第
一
次
世
界
大
戦
に
よ
っ
て
「
近
世
文
明
」
は
破
壊
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
し
、
文
明
の

方
向
性
も
変
わ
ら
な
い
と
し
た
理
由
に
あ
る
。
そ
れ
は
戦
乱
を
「
近
世
文
明
」
以
前
の
「
中
世
文
明
」
の
残
滓
に
よ
っ
て
引
き
起

こ
さ
れ
た
と
考
え
た
こ
と
に
あ
っ
た
。
現
在
の
「
近
世
文
明
」
は
当
初
の
志
向
を
裏
切
り
、「
智
慧
の
道
具
と
な
ら
な
い
で
、
知

識
の
器
械
」
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
生
活
に
お
け
る
全
体
の
方
針
に
顧
み
ず
、
生
活
の
中
で
生
じ
る
部
分
的
な
も
の
に
固
執

し
て
い
る
。「
近
世
文
明
」
は
智
慧
と
知
識
の
調
和
が
保
た
れ
て
い
た
が
、
そ
の
分
裂
が
戦
乱
に
結
び
つ
い
た
と
解
釈
し
た
。
そ
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し
て
、
こ
の
分
裂
状
態
は
「
中
世
文
明
」
の
状
態
な
の
で
、
田
中
は
戦
乱
の
原
因
を
「
中
世
文
明
」
の
再
燃
に
求
め
た
の
だ
。
な

お
、
田
中
は
「
近
世
文
明
」
は
科
学
と
個
人
主
義
を
二
大
支
柱
と
す
る
も
の
で
、
そ
れ
ら
は
自
己
の
才
能
の
強
い
力
を
自
覚
す
る

こ
と
で
成
立
し
た
実
験
主
義
と
自
己
の
欲
望
の
尊
さ
を
自
覚
す
る
こ
と
で
成
立
し
た
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た

と
み
な
し
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ベ
ー
コ
ン
は
経
験
論
の
祖
で
あ
る
。
ま
た
、
ジ
ャ
ッ
ク
・
テ
ュ
ル
ゴ
ー
や
コ
ン
ド
ル
セ
は
人
類
の

進
歩
が
科
学
や
技
術
の
発
達
に
結
び
つ
く
こ
と
を
自
明
と
し
た
人
物
で
あ
る）

40
（

。
田
中
は
彼
ら
の
「
近
世
文
明
」
に
お
け
る
位
置
付

け
に
つ
い
て
、
ベ
ー
コ
ン
を
建
設
者
と
し
、
テ
ュ
ル
ゴ
ー
や
コ
ン
ド
ル
セ
を
宣
伝
者
と
し
た）

41
（

。
そ
の
上
で
、
彼
ら
の
見
通
し
の
甘

さ
に
ふ
れ
る
。
彼
ら
は
科
学
と
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
関
係
性
を
理
解
で
き
て
い
た
。
そ
れ
は
「
近
世
文
明
」
の
象
徴
で
あ
る
ル
ネ

サ
ン
ス
と
フ
ラ
ン
ス
革
命
か
ら
読
み
取
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
彼
ら
が
予
想
し
た
通
り
に
「
近
世
文
明
」
は
実
現
さ
れ
な
い
ば
か
り

か
、
期
待
し
た
「
黄
金
世
界
」
も
出
現
し
そ
う
に
は
な
い
、
と
。
た
だ
し
、
田
中
は
現
在
の
「
近
世
文
明
」
を
全
く
否
定
的
に
見

て
い
な
か
っ
た
。
人
間
の
「
完
成
性
の
最
高
水
準
」
を
表
現
し
た
も
の
と
し
て
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
「『
自
由
、
平
等
、

博
愛
』
の
理
想
」
を
見
出
す
。
そ
れ
は
現
に
「
憫
む
べ
き
境
界
に
彷
徨
」
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
一
九
世
紀
以
降
の
生

活
方
針
と
し
て
生
み
出
さ
れ
た
諸
主
義
が
そ
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
分
身
で
あ
る
意
味
で）

42
（

、
誤
謬
や
不
徹
底
を
含
み
つ
つ
も
私
共
は

「
徐
々
と
、
然
し
、
一
層
聢
り
と
実
験
主
義
の
方
便
を
運
用
し
、
ヒ
ユ
マ
ニ
ズ
ム
の
志
向
を
実
現
し
て
」
い
る
と
み
な
し
た
か
ら

で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
田
中
は
第
一
次
世
界
大
戦
を
「
近
世
文
明
」
の
誤
用
に
あ
た
る
「
中
世
文
明
」
の
再
燃
と
み
な
し
た）

43
（

。
さ
ら
に
、

一
九
世
紀
以
降
の
現
在
も
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
継
承
す
る
生
活
方
針
が
立
て
ら
れ
て
い
る
点
で
「
近
世
文
明
」
の
志

向
は
失
わ
れ
て
い
な
い
と
し
た
の
で
あ
る
。
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第
三
節
　
科
学
と
文
明
論
の
展
開

　
雑
誌
『
ト
ル
ス
ト
イ
研
究
』
が
一
九
一
六
年
九
月
に
創
刊
さ
れ
た
よ
う
に
、
こ
の
年
は
宗
教
家
と
し
て
知
ら
れ
る
レ
フ
・
ト
ル

ス
ト
イ
が
文
壇
で
盛
ん
に
議
論
さ
れ
た
。
生
田
長
江
に
よ
る
と
再
流
行
と
し
て
の
現
象
で
あ
り
、
オ
イ
ケ
ン
や
ベ
ル
ク
ソ
ン
、
タ

ゴ
ー
ル
の
流
行
に
続
く
も
の
と
認
識
さ
れ
た）

44
（

。
こ
の
時
期
の
ト
ル
ス
ト
イ
は
白
樺
派
と
と
も
に
「
人
道
主
義
」
と
結
び
付
け
ら
れ

て
議
論
さ
れ
た
経
緯
が
あ
る）

45
（

。
第
二
節
で
田
中
は
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
実
験
主
義
か
ら
科
学
と
個
人
主
義
が
成
り
立
つ
と
み
な
し

た
。
加
え
て
、
か
つ
て
田
中
は
「
ト
ル
ス
ト
イ
の
絶
対
主
義
を
論
ず
」（
一
九
一
一
年
六
月
）
で
ト
ル
ス
ト
イ
が
宗
教
に
向
か
っ

た
要
因
と
し
て
科
学
に
失
望
し
た
点
に
言
及
し
て
い
た）

46
（

。
こ
れ
ら
を
ふ
ま
え
る
と
、
田
中
が
ト
ル
ス
ト
イ
の
再
流
行
に
注
意
を
払

い
つ
つ
科
学
論
を
展
開
し
て
い
く
こ
と
に
不
思
議
は
な
い
。
本
節
で
は
田
中
が
「
近
世
文
明
」
へ
の
考
察
を
深
め
て
い
く
中
で
、

そ
の
内
在
的
な
問
題
点
の
発
見
・
克
服
を
試
み
る
経
緯
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

　「
現
代
生
活
に
於
け
る
科
学
の
意
義
を
論
ず
」（
一
九
一
七
年
一
月
）
で
田
中
が
エ
セ
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
と
し
て
取
り
上
げ
た
の

は
、
科
学
へ
の
反
対
が
「
近
世
文
明
」
へ
の
反
対
に
結
び
つ
い
た
と
み
な
し
た
ト
ー
マ
ス
・
カ
ー
ラ
イ
ル
と
ト
ル
ス
ト
イ
で
あ
っ

た
）
47
（

。
カ
ー
ラ
イ
ル
は
自
然
の
調
和
・
一
致
を
重
ん
じ
る
。
と
こ
ろ
が
、
社
会
で
生
じ
た
多
く
の
弊
害
を
調
和
さ
れ
て
い
た
も
の
が

分
割
さ
れ
た
結
果
に
よ
っ
て
引
き
お
こ
さ
れ
た
と
み
な
し
、
こ
れ
が
科
学
批
判
に
つ
な
が
っ
た
と
み
な
す
。
田
中
か
ら
す
る
と
、

分
割
と
い
っ
た
分
業
・
分
離
は
協
同
を
前
提
と
し
て
成
り
立
つ
と
い
う
立
場
を
と
っ
て
い
た）

48
（

。
そ
の
た
め
、
カ
ー
ラ
イ
ル
に
人
間

の
根
本
性
か
ら
生
じ
る
も
の
と
し
て
分
割
・
分
業
な
ど
も
受
け
入
れ
る
必
要
を
求
め
た
。

　
一
方
、
ト
ル
ス
ト
イ
は
幸
福
な
生
活
に
必
要
な
も
の
を
キ
リ
ス
ト
教
・
労
作
・
相
互
扶
助
の
三
つ
と
し
、
そ
の
他
の
科
学
や
芸

人文科学31_t01本文.indb   13 2022/09/30   13:36



14

学習院大学人文科学論集 XXXI（2022）

術
や
「
近
世
文
明
」
の
一
切
を
も
不
要
と
み
な
し
た
と
す
る
。
田
中
か
ら
す
る
と
、
幸
福
を
実
現
す
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
た
こ

と
は
品
性
の
陶
冶
や
境
遇
を
整
頓
す
る
こ
と
で
生
活
状
況
を
改
善
す
る
こ
と
に
あ
っ
た）

49
（

。
こ
の
意
味
で
ト
ル
ス
ト
イ
が
モ
デ
ル
と

し
た
ロ
シ
ア
農
民
も
生
活
の
改
善
を
求
め
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
ト
ル
ス
ト
イ
は
現
状
の
「
素
朴
な
衣
食
住

や
単
純
な
道
徳
」
を
賛
美
・
同
情
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
た
め
田
中
か
ら
す
る
と
、
ト
ル
ス
ト
イ
の
主
張
が
彼
ら
の
生
活
改
善
に

結
び
つ
か
な
い
と
批
判
し
た
。
こ
の
よ
う
に
田
中
は
カ
ー
ラ
イ
ル
に
対
し
て
科
学
の
特
徴
で
あ
る
分
割
・
分
業
に
対
す
る
誤
解
を

指
摘
し
、
ト
ル
ス
ト
イ
に
対
し
て
は
科
学
の
排
斥
が
生
活
改
善
に
つ
な
が
ら
な
い
と
の
批
判
を
展
開
し
た
の
で
あ
る
。

　
田
中
は
科
学
を
擁
護
す
る
一
方
で
、「
近
世
文
明
」
へ
の
考
察
を
深
め
る
こ
と
を
通
し
て
科
学
非
難
の
声
に
も
同
情
を
寄
せ
る

よ
う
に
な
る
。
と
い
う
の
も
、
田
中
は
「
近
世
文
明
」
に
つ
い
て
「
近
世
文
明
の
理
想
は
わ
た
く
し
共
に
依
つ
て
、
ま
だ
ま
だ
十

分
に
批
判
さ
れ
、
十
分
に
修
正
さ
れ
る
余
地
が
あ
る
」
と
み
な
す
に
至
っ
た
の
で
あ
る）

50
（

。
田
中
は
「
自
然
生
活
に
対
す
る
憧
憬
の

心
理
、
倫
理
」（
一
九
一
七
年
七
月
）
で
以
下
の
よ
う
に
智
慧
と
知
識
の
関
係
が
変
容
し
て
い
く
点
に
言
及
す
る）

51
（

。

不
幸
に
し
て
、
智
慧
の
浅
慮
と
併
せ
て
知
識
の
軽
卒
の
た
め
に
、
智
慧
が
だ
ん
だ
ん
に
知
識
に
変
形
し
行
く
に
随
つ
て
、
智

慧
は
知
識
に
対
し
て
嫉
妬
を
感
じ
、
知
識
は
智
慧
に
対
し
て
軽
蔑
を
懐
く
に
至
つ
た
。
今
日
に
於
て
、
互
に
信
頼
し
、
補
佐

し
合
つ
て
、
始
め
て
相
方
、
本
来
の
機
能
を
発
揮
し
得
べ
き
智
慧
と
知
識
と
は
、
互
に
乖
離
し
、
反
目
す
る
こ
と
に
な
つ
た
。

こ
の
結
果
は
、
空
疎
な
智
慧
と
粗
硬
な
知
識
と
は
、
各
、
生
活
の
一
隅
に
割
據
し
て
、
生
活
の
統
一
を
独
占
し
よ
う
と
し
て

居
る
。
公
平
に
観
て
、
今
日
、
社
会
の
疾
患
の
多
く
は
、
こ
の
悲
し
む
べ
き
状
態
よ
り
来
た
つ
て
居
る
の
で
あ
る
。（
中
略
）

其
れ
は
（
社
会
の
疾
患
を
治
す
方
法
は
│
註
・
筆
者
）、
た
だ
、
近
世
文
明
の
創
始
者
、
開
発
者
の
感
得
し
な
が
ら
、
彼
等

の
会
得
し
な
か
つ
た
と
こ
ろ
の
も
の
、
す
る
と
こ
ろ
の
出
来
な
か
つ
た
と
こ
ろ
の
も
の
を
実
現
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
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其
れ
は
い
ろ
い
ろ
の
事
情
や
事
故
に
依
つ
て
、
一
度
、
分
離
さ
れ
、
疎
隔
さ
れ
た
智
慧
と
知
識
と
の
合
一
と
協
同
と
を
図
る

こ
と
で
あ
る
、
大
成
す
る
こ
と
で
あ
る
。

智
慧
と
知
識
の
分
離
が
起
き
る
こ
と
で
、
社
会
の
疾
患
が
生
じ
る
と
み
な
し
た
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
「
近
世
文
明
」
の
創
始

者
・
開
発
者
た
ち
が
文
明
を
「
感
得
」
し
た
の
に
止
ま
り
「
会
得
」
し
な
か
っ
た
が
故
に
、
そ
の
創
始
者
の
一
人
で
あ
る
ベ
ー
コ

ン
へ
の
批
判
を
展
開
し
た
こ
と
に
あ
る
。
こ
れ
は
次
段
に
示
す
が
、
第
二
節
で
ふ
れ
た
ベ
ー
コ
ン
・
テ
ュ
ル
ゴ
ー
・
コ
ン
ド
ル
セ

ら
の
見
通
し
の
甘
さ
、
す
な
わ
ち
楽
天
的
な
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
や
抽
象
的
な
実
験
主
義
に
対
す
る
批
判
と
は
一
歩
進
ん
だ
も
の
で

あ
ろ
う）

52
（

。

　
田
中
の
批
判
は
「
近
世
文
明
」
の
創
始
者
の
一
人
で
あ
り
実
験
主
義
の
鼻
祖
と
評
価
し
た
ベ
ー
コ
ン
に
向
け
ら
れ
た
。「
近
世

生
活
に
於
け
る
知
識
と
智
慧
」（
一
九
一
七
年
一
〇
月
）
の
中
で
再
び
ベ
ー
コ
ン
の
言
説
「
学
問
は
夫
れ
自
身
の
用
を
知
ら
ぬ
。

夫
れ
を
知
る
も
の
は
学
問
の
上
に
在
り
、
外
に
在
る
智
慧
で
あ
る
」
を
取
り
上
げ
る）

53
（

。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
ベ
ー
コ
ン
が
「
知
識

と
智
慧
と
の
起
原
と
進
化
と
の
相
関
」
に
つ
い
て
の
言
及
が
な
い
た
め
、
両
者
の
本
質
に
つ
い
て
は
何
事
も
知
る
こ
と
が
で
き
な

い
、
と
批
判
的
な
見
方
を
示
し
た
。
そ
し
て
、
ベ
ー
コ
ン
の
事
業
に
対
し
て
「
ス
コ
ラ
哲
学
の
人
間
の
不
幸
を
救
ふ
に
足
ら
ざ
る

に
発
憤
し
た
ヒ
ユ
マ
ニ
ズ
ム
の
精
神
」
に
よ
っ
て
「
自
然
に
沈
澱
し
た
も
の
が
科
学
」
で
あ
る
と
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
は

「
古
来
、
実
際
に
社
会
に
効
果
を
顕
は
し
た
改
革
の
事
業
に
し
て
、
智
慧
を
其
れ
の
契
機
と
し
、
知
識
を
其
れ
の
運
出
と
し
な
か

つ
た
も
の
は
一
つ
も
な
い
」
と
み
な
し
た
。
釈
迦
や
キ
リ
ス
ト
を
例
に
と
り
、
田
中
は
ベ
ー
コ
ン
の
事
例
を
古
く
か
ら
の
あ
り
ふ

れ
た
事
業
と
み
な
し
た
の
で
あ
る）

54
（

。

　
右
に
示
す
通
り
、
田
中
は
ベ
ー
コ
ン
が
智
慧
と
知
識
を
正
し
く
扱
っ
て
い
た
が
、
そ
の
関
係
性
を
明
ら
か
に
し
な
か
っ
た
た
め
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に
、
後
世
そ
の
分
離
が
起
き
た
。
こ
の
分
離
こ
そ
「
近
世
文
明
」
の
欠
陥
と
し
て
現
れ
て
い
る
と
指
摘
す
る
。
こ
れ
は
啓
蒙
主
義

者
た
ち
へ
の
批
判
を
意
味
す
る
。
従
来
の
問
題
は
第
一
次
世
界
大
戦
の
要
因
は
中
世
期
の
「
残
火
」
と
み
な
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、

「
近
世
文
明
」
の
初
期
に
批
判
が
及
ん
だ
の
で
あ
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、「
近
世
文
明
」
は
偶
然
の
も
と
に
成
立
し
た
産
物
と
み
な

さ
れ
た
と
い
え
よ
う
。

　
で
は
、
田
中
は
「
近
世
文
明
」
の
内
在
的
な
問
題
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
た
の
か
。
智
慧
と
知
識
の
関
係
に
つ
い
て
み
よ
う
。
な

お
、
こ
こ
で
の
「
智
慧
は
生
活
全
体
の
方
針
を
決
定
す
る
も
の
、
知
識
は
夫
れ
に
必
要
な
る
方
便
を
工
夫
す
る
も
の
」
と
定
義
さ

れ
る）

55
（

。
知
識
は
智
慧
よ
り
進
化
す
る
こ
と
で
「
幸
福
一
般
の
保
障
た
る
に
止
ま
ら
ず
し
て
進
ん
で
幸
福
を
組
織
す
る
個
々
の
方

便
」
と
な
っ
た）

56
（

。
こ
う
し
て
「
近
世
」
に
お
い
て
分
析
・
実
験
が
最
も
有
力
な
方
針
に
な
っ
た
。
次
に
続
く
。

近
世
文
明
に
於
て
、
知
識
が
個
々
の
欲
望
に
満
足
を
齎
す
方
便
に
対
し
て
貢
献
し
た
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
実
に
偉
大
で
あ
つ

た
。
然
し
、
特
殊
の
方
便
の
工
夫
、
又
は
、
改
良
が
、
直
ち
に
、
生
活
全
体
に
取
つ
て
幸
福
の
増
進
、
若
し
く
は
、
其
れ
の

精
神
と
な
る
と
は
云
は
れ
な
い
。
知
識
の
発
達
に
依
つ
て
、
生
活
に
便
利
と
快
楽
と
が
増
加
し
た
こ
と
は
争
は
れ
な
い
事
実

で
あ
る
が
、
其
れ
に
拘
は
ら
ず
、
或
は
そ
れ
が
た
め
に
、
生
活
に
不
満
と
不
調
和
と
が
顕
著
に
な
つ
て
来
た
こ
と
も
争
は
れ

な
い
事
実
で
あ
る
。

田
中
は
知
識
に
よ
る
境
遇
の
改
善
が
生
活
全
体
の
幸
福
に
負
の
側
面
も
も
た
ら
す
と
い
う
。
こ
れ
は
知
識
を
も
た
ら
す
科
学
や
産

業
に
よ
っ
て
、
際
限
な
く
「
物
質
上
の
欲
望
の
刺
激
と
充
足
」
を
追
い
求
め
る
だ
け
で
は
「
断
じ
て
真
に
幸
福
」
を
実
現
で
き
な

い
か
ら
で
あ
る
。
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そ
こ
で
、
田
中
は
「
智
慧
の
作
用
を
吸
収
し
、
同
化
」
す
る
知
識
を
求
め
る）

57
（

。
そ
れ
は
「
全
体
と
の
関
係
を
反
省
」
し
な
が
ら
、

「
特
殊
を
取
り
扱
ふ
」
知
識
で
あ
り
、「
最
上
の
理
想
を
想
像
し
な
が
ら
、
現
実
を
尊
重
す
る
知
識
」
と
す
る
。
つ
ま
り
、
田
中
は

知
識
に
は
生
活
全
体
の
中
で
ど
の
よ
う
な
価
値
や
意
義
を
も
つ
の
か
を
考
察
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
と
し
た
。
例
と
し
て
第
一

次
世
界
大
戦
に
言
及
す
る
。
戦
争
で
扱
う
武
器
を
改
良
す
る
こ
と
に
は
極
め
て
熱
心
で
あ
る
が
、
そ
う
す
る
前
に
「
永
遠
の
人
生

に
照
ら
し
て
、
戦
争
其
の
も
の
の
意
義
を
考
へ
て
見
る
こ
と
が
、
一
層
大
切
で
は
な
か
ろ
う
か
」。
欲
望
を
満
た
す
た
め
の
「
方

便
の
増
加
に
焦
慮
」
し
て
い
る
が
、
そ
の
前
に
「
欲
望
の
品
質
を
吟
味
」
す
る
こ
と
が
大
切
で
は
な
い
か
、
と
。
こ
こ
で
、
田
中

は
目
的
を
達
成
す
る
た
め
の
手
段
に
目
が
向
か
い
が
ち
に
な
り
、
目
的
そ
の
も
の
を
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
と
訴
え
て
い
る
こ
と

が
わ
か
る
。
こ
の
こ
と
は
次
の
一
文
に
集
約
さ
れ
る
。「
生
活
の
方
便
に
就
い
て
賢
く
な
る
に
つ
れ
て
、
其
れ
の
目
的
に
対
し
て
、

ま
す
ま
す
愚
に
な
つ
て
は
居
ら
ぬ
か
」
と
。
知
識
が
改
良
や
工
夫
を
重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
欲
望
を
満
足
さ
せ
る
方
便
は
発
達
す

る
。
し
か
し
、
そ
の
知
識
が
当
初
か
ら
持
つ
目
的
か
ら
ま
す
ま
す
離
れ
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
方
便
の
発
達
が
目
的
と
方
便
の

矛
盾
を
も
た
ら
す
。
こ
れ
こ
そ
が
「
近
世
文
明
」
が
孕
む
内
在
的
な
欠
陥
で
あ
っ
た
。

　
以
上
か
ら
、
田
中
が
「
近
世
文
明
」
に
対
し
て
内
在
的
な
批
判
を
行
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
か
つ
て
の
タ
ゴ

ー
ル
批
判
と
も
比
較
で
き
る
。
田
中
は
そ
の
際
、
本
文
で
示
し
た
ベ
ー
コ
ン
の
言
説
を
引
用
す
る
こ
と
で
、
東
洋
文
明
を
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
文
明
よ
り
も
優
位
に
置
く
論
を
非
難
し
た）

58
（

。
そ
の
中
で
知
識
は
智
慧
か
ら
進
ん
だ
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
科
学
の
意
義
を
求

め
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
に
価
値
を
置
い
た
。
つ
ま
り
、
科
学
を
評
価
し
た
理
由
は
欲
望
を
満
た
す
観
点
か
ら
心
を
豊
か
に
す
る
だ

け
で
な
く
、
環
境
の
改
善
に
及
ん
だ
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
本
文
で
示
し
た
よ
う
に
知
識
が
智
慧
か
ら
離
れ
た

こ
と
に
よ
っ
て
「
近
世
文
明
」
の
欠
陥
が
起
き
た
と
指
摘
す
る
。
こ
れ
は
科
学
自
体
に
問
題
が
孕
ん
で
い
た
こ
と
を
田
中
が
自
覚

し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
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加
え
て
、
科
学
の
批
判
者
と
し
て
田
中
が
全
く
否
定
的
に
扱
っ
て
い
た
ト
ル
ス
ト
イ
や
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ニ
ー
チ
ェ
へ
の
評
価

に
も
影
響
し
た
。
か
つ
て
は
、
ト
ル
ス
ト
イ
が
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
標
榜
し
な
が
ら
も
科
学
に
反
対
す
る
こ
と
か
ら
、「
近
世
文

明
」
に
背
い
た
エ
セ
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
と
み
な
し
た）

59
（

。
同
様
に
、
ニ
ー
チ
ェ
が
「
哲
人
主
義
」（
田
中
か
ら
す
る
と
ニ
ー
チ
ェ
の

見
解
は
誤
解
を
含
む
）
を
唱
え
な
が
ら
も
、
科
学
に
反
対
し
た
こ
と
に
対
し
て
「
不
思
議
に
禁
へ
な
い
」
と
し
た
過
去
も
あ
っ
た）

60
（

。

と
こ
ろ
が
、
ト
ル
ス
ト
イ
や
ニ
ー
チ
ェ
の
「
人
生
観
の
仮
定
に
も
結
論
に
も
、
少
し
も
感
心
」
し
な
い
が
、「
近
世
文
明
を
批
判

し
、
現
代
人
の
価
値
の
標
準
を
転
価
し
よ
う
と
し
た
意
気
に
は
、
多
大
の
尊
敬
を
捧
げ
な
い
わ
け
に
行
か
ぬ
」
と
評
価
す
る
に
至

る
）
61
（

。
た
だ
し
、
注
意
し
た
い
の
は
内
在
的
な
欠
陥
を
克
服
す
る
た
め
に
田
中
が
求
め
た
の
は
知
識
と
智
慧
の
調
和
が
保
た
れ
た
状

態
で
あ
る
。「
近
世
文
明
」
の
志
向
は
両
者
の
調
和
が
保
た
れ
て
い
る
状
態
を
さ
す
た
め
、「
近
世
文
明
」
そ
の
も
の
を
否
定
し
て

い
な
い
。

終
わ
り
に

　
田
中
は
第
一
次
世
界
大
戦
終
結
後
に
「
ヒ
ユ
マ
ニ
ス
ト
の
科
学
観
」（
一
九
一
九
年
六
月
）
で
科
学
と
「
民
主
々
義
」
の
関
係

性
に
触
れ
る）

62
（

。
日
本
に
お
い
て
「
民
主
々
義
」
が
発
達
し
な
い
理
由
に
あ
る
も
の
が
科
学
を
所
有
せ
ず
、
科
学
思
想
を
持
た
な
か

っ
た
こ
と
に
求
め
た
。
こ
の
一
端
に
あ
る
の
が
、
科
学
が
人
間
の
欲
求
と
関
係
の
な
い
も
の
で
は
な
く
、
生
活
か
ら
独
立
し
た
も

の
で
は
な
い
こ
と
に
あ
る）

63
（

。
田
中
は
あ
る
人
が
家
を
建
築
す
る
例
を
出
し
た
。
彼
は
満
足
を
得
る
た
め
に
住
宅
と
い
う
生
活
の
一

部
を
改
造
す
る
た
め
、
こ
の
企
て
は
人
格
的
で
あ
る
。
次
に
必
要
な
の
は
そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
に
地
面
の
測
量
、
材
料
の
収
集
、

構
造
の
工
夫
な
ど
の
「
理
智
、
即
ち
、
方
法
」
が
必
要
と
な
る
。
こ
れ
が
非
人
格
的
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
最
後
に
建
築
が
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終
わ
る
と
欲
望
が
実
現
で
き
た
の
か
を
検
討
す
る
。
こ
こ
に
再
び
人
格
的
な
特
徴
が
生
じ
る
。

　
田
中
は
科
学
を
欲
望
が
実
現
さ
れ
る
過
程
の
中
で
生
じ
る
一
つ
の
過
程
も
の
と
み
な
し
た
が
故
に
、
人
間
の
欲
望
と
深
く
結
び

つ
く
も
の
と
み
な
し
た
。
こ
の
点
を
ふ
ま
え
る
と
、
田
中
が
「
科
学
が
、
科
学
思
想
が
民
主
々
義
の
保
障
と
発
達
と
に
重
大
な
関

係
が
あ
る
」
と
み
な
し
た
理
由
が
わ
か
る
だ
ろ
う）

64
（

。
と
い
う
の
も
、
田
中
は
「
民
主
々
義
」
を
「
生
活
の
方
針
に
対
す
る
人
間
の

覚
悟
、
若
し
く
は
態
度
の
一
種
に
与
へ
ら
れ
た
名
称
」
と
み
な
し
た
か
ら
だ
。
つ
ま
り
、「
民
主
々
義
」
は
生
活
と
密
接
に
結
び

つ
く
が
ゆ
え
に
、
科
学
を
適
切
に
捉
え
る
こ
と
は
生
活
の
中
で
よ
り
よ
く
欲
望
を
実
現
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
田
中

は
科
学
を
常
に
人
間
と
の
活
動
に
結
び
つ
く
も
の
と
し
て
議
論
を
展
開
し
た
。

　
本
稿
を
ま
と
め
よ
う
。
第
一
節
で
は
タ
ゴ
ー
ル
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
批
判
に
対
し
て
、
東
洋
文
明
の
問
題
点
を
指
摘
す
る
形
で

日
本
国
民
が
無
批
判
に
タ
ゴ
ー
ル
を
受
容
し
な
い
よ
う
に
啓
発
活
動
を
行
っ
た
。
第
二
節
で
は
文
明
の
転
機
を
求
め
る
声
に
対
し

て
田
中
が
反
発
し
、
む
し
ろ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
ル
ネ
サ
ン
ス
以
降
の
「
近
世
文
明
」
を
擁
護
し
、
第
一
次
世
界
大
戦
の
過
大

評
価
を
難
じ
た
。
第
三
節
で
は
智
慧
と
知
識
の
関
係
を
考
察
す
る
こ
と
で
「
近
世
文
明
」
そ
の
も
の
を
否
定
は
せ
ず
に
、
そ
の
内

在
的
な
問
題
点
を
見
出
し
た
結
果
、
か
つ
て
の
科
学
非
難
者
に
同
情
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

　
田
中
は
第
一
次
世
界
大
戦
に
応
じ
て
非
難
に
さ
ら
さ
れ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
や
科
学
に
対
し
て
、「
近
世
文
明
」
へ
の
考
察
を

深
め
、
そ
の
内
在
的
な
問
題
点
を
抉
出
し
、
克
服
を
求
め
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
批
判
に
対
し
て
は
「
近
世
文
明
」
そ
の
も
の
の

大
枠
を
擁
護
し
つ
つ
、
批
判
の
論
調
に
応
答
で
き
る
よ
う
に
「
近
世
文
明
」
の
問
題
点
を
模
索
し
た
。
こ
う
し
て
田
中
の
文
明
観

は
変
化
す
る
部
分
と
強
化
さ
れ
る
部
分
が
生
じ
た
。
変
化
と
は
東
洋
文
明
に
対
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
が
優
位
に
立
つ
根
拠
と
み

な
し
た
智
慧
と
知
識
の
関
係
を
、
偶
然
に
よ
る
も
の
と
み
な
し
た
こ
と
に
あ
る
。
こ
れ
は
東
洋
文
明
と
同
様
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明

に
も
根
本
的
な
問
題
点
を
見
出
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
一
方
で
、「
近
世
文
明
」
の
志
向
を
示
す
こ
と
で
、
そ
の
象
徴
と
み
な
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す
ル
ネ
サ
ン
ス
や
フ
ラ
ン
ス
革
命
を
正
当
に
継
承
さ
せ
る
こ
と
を
求
め
た
。
こ
の
意
味
で
第
一
次
世
界
大
戦
を
ル
ネ
サ
ン
ス
や
フ

ラ
ン
ス
革
命
と
同
列
に
扱
わ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

註
（
1
）　
バ
ー
ル
ィ
シ
ェ
フ
・
エ
ド
ワ
ル
ド
『
日
露
同
盟
の
時
代
1 

9 

1 

4
〜
1 

9 

1 

7
年
』
花
書
院
、
二
〇
〇
七
年
。
中
山
弘
明
『
第
一
次

大
戦
の
〈
影
〉
│
世
界
戦
争
と
日
本
文
学
│
』
新
曜
社
、
二
〇
一
二
年
。

（
2
）　
拙
稿
「
現
在
の
起
点
と
し
て
の
ル
ネ
サ
ン
ス
」（『
学
習
院
史
学
』
第
六
〇
号
、
二
〇
二
二
年
、
五
二
〜
五
三
頁
）。

（
3
）　
石
川
禎
浩
「
東
西
文
明
論
と
日
中
の
論
壇
」（
古
屋
哲
夫
編
『
近
代
日
本
の
ア
ジ
ア
認
識
』
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
、
一
九
九
四

年
、
三
九
八
頁
）。

（
4
）　
判
沢
弘
「
田
中
王
堂
│
多
元
的
文
明
論
の
主
張
│
」（『
新
版
　
日
本
の
思
想
家
』
中
、
朝
日
新
聞
社
、
一
九
七
五
年
、
二
六
六
〜
二
六

八
頁
）。
同
『
土
着
の
思
想
│
近
代
日
本
の
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
│
』
紀
伊
國
屋
書
店
、
一
九
六
七
年
、
五
二
〜
五
七
頁
。

（
5
）　
前
掲
「
現
在
の
起
点
と
し
て
の
ル
ネ
サ
ン
ス
」。

（
6
）　
中
村
武
羅
夫
編
『
明
治
大
正
文
豪
研
究
』
新
潮
社
、
一
九
三
六
年
、
一
七
三
頁
。

（
7
）　
丹
羽
京
子
「
タ
ゴ
ー
ル
と
日
本
」（『
タ
ゴ
ー
ル
著
作
集
』
別
巻
、
第
三
文
明
社
、
一
九
九
三
年
、
三
四
九
頁
）。

（
8
）　
田
中
王
堂
「
タ
ゴ
オ
ル
流
行
に
就
て
の
一
観
察
」（『
時
事
新
報
』
一
九
一
五
年
四
月
二
二
〜
二
五
日
付
）。

（
9
）　
丹
羽
京
子
「
百
年
前
の
日
本
へ
の
旅
」（『
総
合
文
化
研
究
』
一
九
号
、
二
〇
一
六
年
、
四
三
〜
四
五
頁
）。

（
10
）　
講
演
内
容
の
言
及
に
つ
い
て
は
田
中
の
言
及
「
大
阪
に
於
て
試
み
ら
れ
た
講
演
と
、
東
京
に
於
て
試
み
ら
れ
た
講
演
を
比
較
す
る
に
」

か
ら
確
定
し
た
（「
タ
ゴ
ー
ル
氏
に
与
へ
て
氏
の
日
本
観
を
論
ず
」『
中
央
公
論
』
一
九
一
六
年
七
月
、
二
四
頁
）。
な
お
、
大
阪
で
の
講

演
は
東
京
朝
日
新
聞
に
妙
録
が
掲
載
さ
れ
、
後
日
同
紙
に
講
演
全
体
の
邦
訳
も
掲
載
さ
れ
た
。
東
京
帝
国
大
学
で
の
講
演
に
つ
い
て
は
、

『
六
合
雑
誌
』
な
ど
に
講
演
の
全
訳
と
各
論
者
の
感
想
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
（
中
島
岳
志
「
タ
ゴ
ー
ル
、
現
る
」（『
大
倉
山
論
集
』
第
五

五
輯
、
二
〇
〇
九
年
、
二
四
三
〜
二
四
六
頁
）。

人文科学31_t01本文.indb   20 2022/09/30   13:36



21

第一次世界大戦中の文明論と科学（山田大生）

（
11
）　
田
中
王
堂
「
タ
ゴ
ー
ル
氏
に
与
へ
て
氏
の
日
本
観
を
論
ず
」（『
中
央
公
論
』
一
九
一
六
年
七
月
、
二
五
頁
）。

（
12
）　
同
右
、
二
九
〜
三
二
頁
。

（
13
）　
田
中
王
堂
「
物
質
的
と
精
神
的
」（『
科
学
と
文
芸
』
一
九
一
五
年
一
一
月
、
六
七
〜
六
八
頁
）。

（
14
）　
前
掲
「
タ
ゴ
ー
ル
氏
に
与
へ
て
氏
の
日
本
観
を
論
ず
」
三
二
〜
三
七
頁
。

（
15
）　
厳
密
に
い
う
と
、
智
識
に
ま
で
進
み
、
科
学
の
形
態
を
示
し
た
の
は
古
代
ギ
リ
シ
ャ
か
ら
で
は
あ
る
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
を
「
科
学

に
依
つ
て
代
表
さ
れ
て
居
る
」
と
み
る
た
め
、
そ
の
科
学
が
「
其
れ
に
特
有
の
理
想
と
方
法
と
を
以
て
永
久
に
確
立
さ
れ
た
の
は
」
ル
ネ

サ
ン
ス
以
後
と
み
る
。

（
16
）　
前
掲
「
タ
ゴ
ー
ル
氏
に
与
へ
て
氏
の
日
本
観
を
論
ず
」
三
四
〜
三
七
頁
。

（
17
）　
前
掲
中
島
岳
志
文
献
「
タ
ゴ
ー
ル
、
現
る
」
二
四
四
〜
二
五
四
頁
。

（
18
）　
タ
ゴ
ー
ル
へ
の
日
本
の
論
者
の
反
応
は
、
正
面
か
ら
議
論
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
く
、
否
定
的
な
意
見
が
目
立
っ
た
。
彼
へ
の
賛
辞
は
そ

の
風
貌
や
声
に
向
け
ら
れ
た
と
さ
れ
る
（
同
右
）。

（
19
）　
田
中
王
堂
「
タ
ゴ
オ
ル
は
来
た
、
さ
う
し
て
去
つ
た
」（『
新
公
論
』
一
九
一
六
年
一
〇
月
、
一
二
〜
二
一
頁
）。

（
20
）　
同
右
、
一
三
頁
。

（
21
）　
日
本
航
空
協
会
編
『
日
本
航
空
史
』
大
日
本
印
刷
株
式
会
社
、
一
九
五
六
年
、
二
八
四
〜
二
八
九
頁
。

（
22
）　
田
中
王
堂
「
米
国
の
女
流
飛
行
家
ス
チ
ン
ソ
ン
嬢
へ
│
日
本
の
哲
学
者
よ
り
│
」（『
時
事
新
報
』
一
九
一
七
年
一
月
一
日
付
）。
田
中

王
堂
「
年
賀
状
か
ら
」（『
第
三
帝
国
』
一
九
一
七
年
二
月
、
五
一
頁
）。

（
23
）　
前
掲
日
本
航
空
協
会
編
文
献
『
日
本
航
空
史
』
二
四
五
頁
。

（
24
）　「
批
判
な
き
陶
酔
」（『
日
本
評
論
』
一
九
一
六
年
七
月
、
一
頁
）。

（
25
）　
茅
原
廉
太
郎
「『
日
本
評
論
』
を
発
行
す
る
に
際
し
て
」（『
日
本
評
論
』
一
九
一
六
年
七
月
、
六
〜
七
頁
）。

（
26
）　
浮
田
和
民
「
東
西
文
明
の
代
表
者
│
飛
行
家
ス
ミ
ス
と
詩
聖
タ
ゴ
ー
ル
│
」（『
太
陽
』
一
九
一
六
年
七
月
）。

（
27
）　
稲
毛
詛
風
「
戦
後
の
文
明
と
我
が
国
の
使
命
」（『
日
本
評
論
』
一
九
一
六
年
九
月
、
九
頁
）。

（
28
）　
諸
家
「
華
山
氏
の
西
遊
に
対
す
る
希
望
」（『
日
本
評
論
』
一
九
一
六
年
八
月
、
八
〇
頁
）。

（
29
）　
前
掲
バ
ー
ル
ィ
シ
ェ
フ
・
エ
ド
ワ
ル
ド
文
献
『
日
露
同
盟
の
時
代
　

1 

9 

1 
4
〜
1 

9 

1 

7
年
』
三
二
八
〜
三
三
三
頁
。
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（
30
）　
田
中
王
堂
「
三
つ
の
妄
説
│
精
神
文
明
、
哲
人
政
治
、
帝
国
主
義
│
」（『
経
済
時
論
』
一
九
一
七
年
五
月
、
七
四
、
五
頁
。

（
31
）　
木
下
杢
太
郎
「
最
近
時
事
」（『
太
陽
』
一
九
一
五
年
六
月
、
四
七
頁
）。

（
32
）　
三
井
甲
之
は
「
自
然
科
学
的
世
界
人
生
観
が
物
質
主
義
的
機
械
観
を
以
て
人
生
に
臨
ま
む
と
す
る
の
は
自
ら
な
る
勢
で
あ
る
」
と
し
、

そ
れ
に
反
抗
す
る
論
者
と
し
て
、
タ
ゴ
ー
ル
・
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
な
ど
を
あ
げ
た
（「
現
代
の
非
科
学
思
想
」『
日
本
及
日
本
人
』
一
九

一
五
年
五
月
、
八
〇
頁
）。

（
33
）　
中
澤
臨
川
「
思
想
・
芸
術
の
現
在
」
中
沢
臨
川
（『
中
央
公
論
』
一
九
一
五
年
一
月
、
五
三
頁
）。

（
34
）　
中
澤
臨
川
に
つ
い
て
の
同
様
の
指
摘
は
前
掲
中
山
弘
明
『
第
一
次
大
戦
の
〈
影
〉
│
世
界
戦
争
と
日
本
文
学
│
』（
七
二
〜
七
七
頁
）

に
詳
し
い
。

（
35
）　
廣
井
犬
堂
「
思
潮
の
転
換
と
帰
結
」（『
三
田
評
論
』
一
九
一
五
年
二
月
、
二
五
頁
）。

（
36
）　
快
堂
「
大
戦
乱
後
の
思
想
界
」（『
新
人
』
一
九
一
五
年
四
月
、
二
頁
）。

（
37
）　
稲
毛
詛
風
「
大
正
五
年
の
思
想
界
」（『
新
公
論
』
一
九
一
六
年
一
二
月
、
一
二
六
〜
一
二
七
頁
）。

（
38
）　
後
述
す
る
よ
う
に
文
明
の
転
機
が
起
こ
ら
な
い
と
断
じ
る
田
中
に
対
し
て
雑
誌
『
日
本
評
論
』
同
人
の
太
田
義
隆
は
痛
烈
に
批
判
す
る

（
太
田
義
隆
「
同
人
評
論
」（『
日
本
評
論
』
一
九
一
六
年
一
一
月
、
五
四
〜
五
五
頁
）。「
我
々
が
今
次
の
大
戦
を
以
て
『
世
界
の
大
転
機
』

と
目
せ
る
は
、
事
実
の
断
定
と
い
ふ
よ
り
も
、
寧
ろ
大
転
機
た
ら
し
め
度
い
心
情
の
巳
み
難
き
要
求
に
根
底
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
」
と
。

つ
ま
り
文
明
の
転
換
を
行
お
う
と
す
る
要
求
が
あ
っ
て
、
欧
州
大
戦
を
文
明
の
転
機
と
み
な
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
太
田
か
ら
す

る
と
田
中
の
論
及
は
求
め
て
い
た
も
の
と
は
異
な
っ
て
い
た
。
こ
の
応
答
に
つ
い
て
後
年
田
中
は
雑
誌
編
集
側
の
要
求
を
裏
切
っ
た
こ
と

に
な
っ
た
と
回
想
し
て
い
る
（
田
中
王
堂
「
ヒ
ユ
マ
ニ
ス
ト
の
科
学
観
」（『
雄
弁
』
一
九
一
九
年
六
月
、
三
頁
）。

（
39
）　
田
中
王
堂
「
将
来
の
文
明
」（『
日
本
評
論
』
一
九
一
六
年
一
〇
月
、
九
六
〜
九
九
頁
）。

（
40
）　
原
佑
編
『
西
洋
思
想
の
流
れ
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
四
年
、
一
六
三
〜
一
六
六
頁
。

（
41
）　
前
掲
「
将
来
の
文
明
」
九
八
頁
。

（
42
）　「
帝
国
主
義
」「
平
和
主
義
」「
個
人
主
義
」「
世
界
主
義
」「
理
想
主
義
」「
現
実
主
義
」「
奮
闘
主
義
」
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
43
）　
な
お
、「
帝
国
主
義
」
の
分
類
に
お
い
て
も
中
世
期
に
戦
争
の
主
な
要
因
を
求
め
て
い
る
。
田
中
は
「
帝
国
主
義
」
を
個
人
の
自
覚
に

生
じ
た
「
近
代
」
の
も
の
と
、「
一
身
上
の
野
心
に
包
ま
れ
た
歴
代
の
帝
王
か
外
交
家
」
が
継
承
し
て
き
た
中
世
以
来
の
も
の
が
あ
る
と
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す
る
。
そ
の
上
で
、「
民
衆
の
欲
求
に
依
つ
て
為
さ
る
る
よ
り
も
、
当
局
者
の
政
策
、
又
は
野
心
に
依
つ
て
為
さ
る
る
こ
と
が
多
い
」
と

み
な
し
た
（
田
中
王
堂
「
予
が
帝
国
主
義
の
主
張
」『
中
央
公
論
』
一
九
一
五
年
六
月
、
三
二
〜
三
五
頁
）。

（
44
）　
生
田
長
江
「
ト
ル
ス
ト
イ
と
日
本
の
思
想
界
」（『
新
小
説
』
一
九
一
六
年
一
二
月
、
九
頁
）。

（
45
）　
中
山
佳
奈
「
白
樺
派
に
対
す
る
『
人
道
主
義
』
評
価
の
起
点
」（『
語
文
論
叢
』
三
〇
号
、
二
〇
一
五
年
、
四
一
〜
四
四
頁
）。

（
46
）　
田
中
喜
一
「
ト
ル
ス
ト
イ
の
絶
対
主
義
を
論
ず
」（『
丁
酉
倫
理
会
倫
理
講
演
集
』
一
九
一
一
年
六
月
、
二
三
頁
）。

（
47
）　
田
中
王
堂
「
現
代
生
活
に
於
け
る
科
学
の
意
義
を
論
ず
」（『
新
公
論
』
一
九
一
七
年
一
月
、
五
三
〜
五
七
頁
）。

（
48
）　
こ
の
論
考
で
援
用
さ
れ
て
い
る
の
は
ド
イ
ツ
の
経
済
学
者
ビ
ュ
ッ
ヒ
ャ
ー
と
推
定
さ
れ
る
。

（
49
）　
前
掲
「
現
代
生
活
に
於
け
る
科
学
の
意
義
を
論
ず
」
五
七
〜
六
〇
頁
。

（
50
）　
田
中
王
堂
「
近
世
生
活
に
於
け
る
知
識
と
智
慧
」（『
新
日
本
』
一
九
一
七
年
七
月
、
六
頁
）。

（
51
）　
田
中
王
堂
「
自
然
生
活
に
対
す
る
憧
憬
の
心
理
、
倫
理
」（『
中
央
公
論
』
一
九
一
七
年
七
月
、
自
然
生
活
号
、
一
七
頁
）。

（
52
）　
前
掲
「
将
来
の
文
明
」
九
八
頁
。

（
53
）　
前
掲
「
近
世
生
活
に
於
け
る
知
識
と
智
慧
」
一
〜
三
頁
。

（
54
）　
古
代
か
ら
の
例
と
し
て
キ
リ
ス
ト
や
釈
迦
の
事
業
が
出
さ
れ
て
い
る
。「
月
並
に
陥
る
虞
」
が
あ
る
と
譲
歩
を
し
た
上
で
、
キ
リ
ス
ト

や
釈
迦
の
事
業
は
「
其
等
が
ど
ん
な
特
徴
に
依
つ
て
、
実
為
と
な
つ
て
空
想
に
止
ま
ら
な
か
つ
た
か
の
理
を
討
尋
し
て
見
る
な
ら
ば
、
其

れ
は
智
慧
で
あ
る
と
同
時
に
、
知
識
を
伴
つ
た
智
慧
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
こ
と
は
、
容
易
に
、
自
然
に
、
発
見
さ
れ
る
で
あ
ら
う
」。

（
55
）　
前
掲
「
近
世
生
活
に
於
け
る
知
識
と
智
慧
」
一
頁
。

（
56
）　
同
右
、
五
〜
六
頁
。

（
57
）　
同
右
、
八
〜
九
頁
。

（
58
）　
前
掲
「
タ
ゴ
オ
ル
氏
に
与
へ
氏
の
日
本
観
を
論
ず
」
三
二
〜
三
四
頁
。

（
59
）　
前
掲
「
現
代
生
活
に
於
け
る
科
学
の
意
義
を
論
ず
」
五
三
〜
五
四
頁
。

（
60
）　
田
中
王
堂
「
代
表
と
卓
越
」（『
新
公
論
』
一
九
一
七
年
五
月
、
六
一
〜
六
二
頁
）。

（
61
）　
前
掲
「
近
世
生
活
に
於
け
る
知
識
と
智
慧
」
八
頁
。

（
62
）　
前
掲
「
ヒ
ユ
マ
ニ
ス
ト
の
科
学
観
」
六
〜
九
頁
。
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（
63
）　
同
右
、
一
二
〜
一
五
頁
。

（
64
）　
同
右
、
六
〜
九
頁
。
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第一次世界大戦中の文明論と科学（山田大生）
C

ivilization and Science during W
orld W

ar I: Through an Exam
ination of Tanaka Ō

dō

YA
M

A
D

A
, H

iroki

Prior research has show
n that W

orld W
ar I brought about a negative view

 of European civilization in Japanese thought. 
This paper exam

ines w
hat the actual state of civilization theory and science discussed during W

orld W
ar I w

as, w
ith a 

focus on Tanaka Ō
dō .

In exam
ining scientific theory during the interw

ar period, clarifying scientific theory during W
orld W

ar I w
ill help clarify 

the ideological im
pact of W

orld W
ar I through com

parison.
This paper reveals the follow

ing. In the first section, w
e have conducted an educational cam

paign to prevent the Japanese 
public from

 uncritically accepting Tagore’ s criticism
 of European civilization by pointing out the problem

s of Eastern 
civilization. In the second section, Tanaka opposed calls for a turning point in civilization, defending rather the “ early 
m

odern civilization”  in Europe since the R
enaissance and refuting the overestim

ation of W
orld W

ar I. In the third section, 
he does not deny “ early m

odern civilization”  itself by exam
ining the relationship betw

een w
isdom

 and know
ledge, but 

finds its inherent problem
s, w

hich led him
 to sym

pathize w
ith form

er denouncers of science.
Tanaka Ō

dō  deepened his exam
ination of “ early m

odern civilization,”  found its inherent problem
s, and sought to 

overcom
e them

 in response to European civilization and science, w
hich had com

e under criticism
 in the w

ake of W
orld 

W
ar I. H

e thus becam
e sym

pathetic to the form
er detractors of science. In this w

ay, Tanaka sought to show
 the orientation 

of “ early m
odern civilization”  so that it could legitim

ately succeed the R
enaissance and the French R

evolution, w
hich he 

regarded as its sym
bols. In this sense, w

e can conclude that he did not equate W
orld W

ar I w
ith the R

enaissance or the 
French R

evolution.
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（
史
学
専
攻
　
博
士
後
期
課
程
三
年
）
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