
〈
特
集

「
大
正

・
昭
和
期
に

お
け
る
西
洋
思

想
の
受

容
と
反

応
」
１
〉

プ

ラ

グ

マ

テ

ィ

ズ

ム

田
　
中
　

王
　
堂

「
大
正
・
昭
和
期
に

お
け
る
西

洋
思
想

の
受
容

と
反
応
」

と
い

う
テ

ー
マ

の
も
と
に
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
を
、
ま
た
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
に
決
定
的
と

い
え
る
影
響
を
う
け
、
こ
の
哲
学

を
自
己

の
哲
学
的
思
索

の
視
座

と
し

た
田

中

王
堂
に
西
洋
思
想
の
受
容

と
反
応

の
プ
ロ
セ
ス
を
さ
ぐ

る
わ
け
で
あ

る
が
、

王

堂
の
活
躍
は
明

治
四
〇
年
前
後

の
『

哲
学
雑
誌
』

を
舞
台

と
し
た
桑
木

厳

翼

と
の

プ
ラ
グ

マ
テ

ィ
ズ
ム
論
争

を
発
端

に
し
、
当
時

の
文
学
雑

誌
と
し
て

一
方
の
雄
で
あ
っ
た
『
明
星
』
に

お
け
る
自
然
主
義
文
学
批
判

の
論
説

、
た

と
え

ば
、
「
夏

目
漱
石

氏

の
『
文
芸

の
哲
学

的
基
礎
』

を
評
す
」
「
我
国

に
於

け

る
自
然
主
義
を
論
ず
」（
明
治
四
一
年
）
等

に

よ

っ
て

論

壇

に

登
場

し
、

大
正

を
通
じ
昭
和
の
初
頭

に
い

た
る
ま
で
独
自

の
学
風

と
批
判

は
多
く

の
学

徒
を
魅
了
し
た
。
『
現
代
文
化
の
本
質
』
（
昭
和
四
年
、
東
洋
経
済
新
報
社
刊
）

を
以

っ
て
論
壇
の
活
躍
は
終
る
。
時
に
昭
和
四
年
で
あ
り
、
明

治
四
〇
年

、

早
稲
田
大
学
専
任
講
師
に
就
任
以
来
、
約
二
〇
年
た
っ
て
よ
う
や
く
文
学
部

中
　
里
　
良
　
男

教
授
に
な

っ
た
。
そ

の
後

は
自
己
の
哲
学
体
系
を
組
織
す
る
仕
事
を
開
始
し
、

そ
の
一
部
は
大
正
一
五
年
「
ラ
ス
ク
の
判
断
論
に
つ
い
て
」
と
題
す
る
論
文

と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

明
治
も
終
り
の
頃

か
ち
大
正
年
間
を
通
じ
王
堂

は
『
中
央
公
論
』
を
己
れ

の
批
評

の
場

と
し
て
健
筆

を
振
い
、
そ
の
特
色
あ

る
論
旨
の
展
開
は
世
人
に

新
鮮
な
印
象
を
与
え
た
。
し
か
し
、
大
正
も
一
〇
年
を
過
ぎ
た
頃
に
な
る
と

次
第
に
発
表

は
少

な
く
な
り
、
王

堂
調
と
い
え
る
表
現

は
時
代
に
即
応
せ
ず

世
人

の
関
心

か
ら
遠

ざ
か
っ
た
よ
う
に
み
え

る
。

「
明
治
四

十
一
年

、
僕
、
乃
ち
、
『
泡
鳴
氏

の
人
生
観
並
に
芸
術
観

を

論

ず
』
と
い
う
長
論
文
で
彼
（
田
中
王
堂
）
は

兎

に

角

一
種
の
批
評
家
と
し
て

の
位
置
を
確
保
す

る
こ
と

が
で
き
た
。
当
時

、
和
辻
哲
郎
氏

が
ま
だ
大
学
の

学
生
と
し
て
彼
を
崇
拝
し
、
『
先
生
の
あ
の
大
論
文
に

は
と
て
も
泡
鳴

は

答

へ
得
な
い
で
し
ょ
う
』
と
云
っ
た
と
か
、
田
中
氏
自
身
が
そ
の
後
僕
に
語
っ



た
こ
と
が
あ
る
。
」
岩
野
泡
鳴
は
大
正
六
年
一
二
月
号
の
『
中
央
公
論
』
誌

上
で
批
評

家
と
し
て
の
王

堂
に
つ
い
て
こ
の
よ
う
に
語

っ
て
い
る

が
、
事
実
、

和
辻
哲
郎
は
『
帝
国
文
学
』
明
治
四
五
年
九
月
号
で
『
哲
人
主
義
―
―
田
中

王
堂
先
生
に
』
―
―
と
題
し
て
王
堂
の
『
哲
人
主
義
』
（
上
・
下
二
冊
、
広
文

堂
書
店
　
明
治
四
五
年
四
月
刊
）
の

書

評

と

と

も

に
王
堂
の
哲
学
に

つ
い

て

「
私
は
先
生
の
学
説
は
殆
ん
ど
凡
て
こ
れ
を
受
け
容
れ
た
。
…
…
」
　
「
さ
て

王

堂
先

生

が
日
本
現
代

の
文
明

に
加
へ
ら
れ
た
批
評
は
実
に
正

鵠
で
あ

っ
て

一

つ
も
反
対

す

べ
き
点
は
な
い
。
最
も
聡
明
な
観
察
と
批
評
で
あ
る

。」
と

、

賛
意

を
表

現
す
る
一
方

、「
私

は
先

生
の
論
文

を
読

ん
で
い
る
間

に

し

ば
し

ば
『
大

ざ
っ
ぱ
』
だ
と
い
う
感
じ
に
襲
は
れ
た
こ
と
を
秘
す
る
わ
け
に
は
行

か
な
い

」
と
い
う
批
評

も
ま
じ

え
て
述

べ
て
い
る

が
、
そ
の
論
調
は
主

堂
に

対

し
て
概

し
て
き
わ
め
て
好
意

に
満
ち
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
の
和
辻

の
い
う
「
大

ざ
っ
ぱ
」

な
調
子

が
王

堂
調
で
や

が
て
世

人
の
関

心
か
ら
遠
ざ

か

っ
た
理
由
で
あ
ろ
う
。

田
辺
元

、
河

上
肇
、
阿
部
次
郎
、
さ
ら
に
森
有
正
諸
氏

は
戦
前

は
も
と
よ

り

、
戦
後
も
、
と
く
に
森
氏
の
場
合

は
も

っ
ぱ
ら
戦
後
い
く
多
の
影
響

を
思

想
界

に
与
え

た
が
王

堂
は
む
し
ろ
明
治
・
大
正
の
人
と
い
え
る
。
こ
の
点
、

前
記

の
諸
氏
と
異
る
も
の

が
あ
る
。
し
た

が
っ
て
王
堂
の
思
想
形
成
の

プ
ロ

セ
ス
、
ま
た
西

洋
思
想

の
受
容
と
反
応
に
も
こ
れ
ら
の
ひ
と
び
と
と
違

っ
た

面

も
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

さ
て
、
王

堂
の
生
家

は
享
保
年
間
、
開
拓
農
民
と
し
て
殖
民
し
た
三
富
新

田
（
現
、
所
沢
市
中
富
）

の
開

拓
者
の
家
系
に
属
す
。
し
た

が
っ
て
旧

家
と
は

い
え
富
農

、
豪
農
と
は
い
え

ぬ
境

遇
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
一
時
浮
田
和

民

の
著
書

に
傾
倒
し
政
治
家

を
志
し
た
と
い
う
こ
と
だ
が
十
代
後
半
、
上
京

し
て
同
人
社
、
東
京
専
門
学
校
等

に
学
ぶ
な
か
で
哲
学
者

に
な
ろ
う

と
志
し
、

王
堂
二
三
歳
、
明
治
二
二
年
に
ア
メ
リ
カ
に
渡
り
、
明
治
二
六
年
、
二
七
歳

の
と
き

に
は
シ
カ
ゴ
大
学

で
デ
ュ
ー
イ
の
教
え
を
う
け
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
、
サ

ン
タ
ヤ
ナ
の
影
響
下
に
哲
学

を
学

び
、
明
治
三
〇
年
、
シ
カ
ゴ
大
学
大
学
院

を
卒
業

し
て
帰
国
、
そ

の
間

お
よ
そ
七
年
間
、
生
活
の
資

を
捻
出
し

な
が
ら

刻
苦
勉
励

、
悪
戦
苦
闘

の
日

々
で
あ
っ
た
こ
と

は
在
米
時
代

の
家

へ
の
便
り

に
あ
き
ら

か
で
あ

る
。

王
堂

を
も

っ
て
日
本
に
お
け
る

プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
紹
介
者
、
祖
述
者

と
比
定
す

る
の

が
近
代
日
本
思
想
史
の
通
説
で
あ
る
。
事
実
、
桑
木
厳
翼
と

王
堂
と
の
間
の
、
い
わ
ゆ
る
プ
ラ

グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
論
争
に
際
し
て
、
自
己
の

立
場

を
は
っ
き
り
表
明
し
て
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
「
今
日
の

プ

ラ

グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
は
勿
論
最
後
の
哲
学
で
は
な
い
。
し
か
し
将
来
如
何
な
る
哲

学
が
代
謝
す
る
も
、
必
ら
ず
一
度
は
今
日
の
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
経
路
に

由
ら
な
け
れ
ぱ
な
ら

ぬ
こ

と
だ
け
は
、
僕
の
断
言
す
る
に
躊
躇
せ
ざ

る
と
こ

ろ
で
あ
る
。」
（
『
哲
学
雑
誌
』
明
治
三
九
年
一
〇
月
号
）
さ

ら

に
、
三
〇
〇
号
記

念
同
誌

、
明
治
四
五
年
二
月
号

に
西
田
幾
多
郎
、
桑
木
厳
翼
、
加
藤
弘
之
ら

の
論
文

と
と
も
に
王
堂

は
「

プ
ラ

グ
マ
チ

ズ
ム
の
後
」

と
題
し
て
寄
稿
し
て

い
る
。
　
　

こ
の
論
文
の
な
か
で
自
然
主
義
と
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
が
時
代
思
想
と
し

て
ほ
ぼ
同
時
期
に
明
治
の
思
想
界
に
大
き
な
イ
ム
パ
ク
ト
を
与
え
た
こ
と
を
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述
べ
、
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
に
関
す
る
研
究
書
、
著
書
が
多
数
刊
行
さ
れ
、

「
今
日
に
於
て
は
プ
ラ
グ
マ
チ
ズ
ム
の
名
称
は
世
間
の
ジ
ョ
ル
ナ
リ
ス
ト
た

ち
に
依
っ
て
彼
等
の
空
虚
な

る
思
想
、
又
は
文
章
を
飾

る
の
道
具
と

さ
る
ゝ

ま
で
に
到
っ
て
居
る

。」
の
で
あ
る

が
「

現
今
の
哲
学
界
の
思
潮

を
考

察

す

る
に
プ
ラ
グ
マ
チ

ズ
ム
の
真
骨
頂
は
未

だ
曾
て
我
が
研
究
者
に
依
っ
て
多
く

理
解
さ
れ
ず
」
、
「
も
一
度
聰
明
に
、
真
面
目

に
プ
ラ

グ
マ
チ

ズ
ム
の
意
義
を

吟
味
す
る
必
要

が
あ
る

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
」
と
王
堂

は
提
唱
し
て
い
る
。

そ
し
て

、「

プ
ラ
グ

マ
チ

ズ
ム
」
に
よ
っ
て
「

人
生
に
対
し
て
哲
学

が

有
す

る
関

係
を
最
も
明

瞭
に
見
せ
し
む
る
到
っ
た
」
。
と

プ
ラ

グ
マ

テ

ィ
ズ

ム
を

高

く
評
価

し
て

い
る
。

額
面

ど
お
り
王

堂
の
言
に
し
た
が
え

ば
、
王

堂
は
ま

さ
に
プ
ラ

グ
マ
テ
ィ

ズ
ム
の
紹
介
者

、
祖
述
者
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、
「

プ
ラ

グ

マ

チ

ズ
ム
の
目

的
」
が
「
経
験
を
個
体
化
す

る

こ

と

と
、
事
件

を
流
動
化
す

る
こ
と
に
あ
る

。」
と
規
定
し
、
さ
ら
に
「

ワ
イ

マ
ア
の
詩
聖

は
動
ら

く

こ

と
は
在
る
こ
と
で
あ
る

と
言

っ
た
が
、
是
れ

は
よ
く

プ
ラ

グ
マ
チ

ズ
ム
の
見

方
を
簡
単
に
言
ひ
表

は
し
た
言
葉
で
あ
る
。
」
と
言
明
す

る
に
い

た
っ
て

は
、

王

堂
の
生
活
か
ら
出
た
思
索
と
体
験
の
論
理
的
表
現
の
最
適
形
態
と
し
て
、

彼

は
プ
ラ
グ
マ
テ

ィ
ズ
ム
を
と
り
あ
げ
た
と
い

っ
て
も
よ
い

の
で

は
な

か
ろ

う
か
。
前
記
の
ワ
イ
マ
ア
の
詩
聖
と
は
も
ち
ろ

ん
、

ゲ
ー
テ

の
こ

と
で
あ
る
。

八

歳
年
長
の
Ｊ

・
デ
ュ

ー
イ

か
ら
王
堂
は
多
く
の
も
の

を
学

ん
だ
に
相
違
な

い
。
し
か
も
、
直
接
の
師
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
Ｊ

・
デ
ュ
ー
イ

に
つ
い

て
語
る
こ
と
余
り

に
も
少

な
い

の
は
如
何

な
る
理
由
で

あ
ろ
う
か
。
王

堂
が

デ
ュ
ー
イ

に
出
会

っ
た
頃
、
デ
ュ
ー
イ

は
教
育
哲
学
に
全
力
を
傾
倒
し
て
い

た
頃

と
重

な
る
。
そ
れ
故
、
王

堂
の
関

心
を
さ
ほ
ど
惹

か
な
か

っ
た
の
か
、

あ

る
い

は
、
年

齢
の
差

が
小
さ
い
の
で
王

堂
は
大

し
て
重
要
視
し
な
か
っ
た

の
か
、
種

々
の
推
測

が
念
頭
に
浮
ぶ
。
『
創
造
と
享
楽
』（
大
正
一
〇
年
、
天
祐

社
刊
）
な
る
著
書
の
な
か
に
「
ジ
ョ
ン
・
ヂ
ユ
ウ
ェ
イ
の
哲
学
」
と
名
づ
け

る
Ｊ

・
デ
ュ
ー
イ
の
思
想
紹
介

が
あ
る
が
わ
ず
か
1
1ペ
ー
ジ
の
小
論
に
す

ぎ

な
い
。

所
沢
近

在
の
上

富
の
多
福
寺
に
王

堂
の
大
理
石

で
で
き

た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
風

の
墓
碑

が
あ
る
。
そ
の
墓
碑
の
裏
面
に
次
の
よ
う
な
銘

が
彫
ら
れ
て
お
り

、

か
ろ
う
じ

て
判

読
で
き

る
ほ
ど
墨
跡
は
風
霜

に
さ
ら
さ
れ
変
色
し
て
い
る
。
’

「
徹
底
せ
る
個
人

主
義
者
自
由
思
想
家

と
し
て
最

も
夙
く
最
も
強
く
正
し
き

意
味

に
於

て
日
本

主
義

を
高
唱
し
我
国
独
自

の
文
化
の
宣
揚
と
完
成
と
に
一

生

を
捧

げ
た
る
哲
学
者
王

堂
田
中
喜
一
此

処
に
眠
る
」
。
以
上

が
そ
の

碑

銘

で
あ
り

、
石

橋
湛
山
の
撰
択
に
よ
る
も
の
と
伝
え

ら
れ
て
い
る
。

い
う
ま
で
も
な
く
湛
山

は
杉
森
孝
次
郎
と
と
も
に
王

堂
の
学
風
下

に
育

ち
、

哲
学
の
研

究
か
ら
経
済
学

の
研

鑚
に
勉

学
の
方
向
を
変
更

さ
せ
た
の
も
王

堂

の
強
い
す
す
め

が
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
湛
山

を
し
て
王
堂
の
哲
学

に
「
正

し
き
意
味
に
於

て
日
本
主
義
を
高
唱
」

し
た
と
い
う
表
現
を
と
ら
せ

た
王

堂
の
哲
学
に
果
し
て
い
か
な
る
特
質

が
あ
っ
た
の
か
。
も
ち
ろ
ん
。
そ

こ
に
湛
山

の
王

堂
哲
学
理
解
の
特
性

が
あ

っ
た
こ
と
は
否

定
で
き

ぬ
。
だ
が

王

堂
の
哲
学
を
単
に
プ
ラ
グ
マ
テ

ィ
ズ
ム
の
紹
介
者
、
祖
述
者
に
限
定
せ
る

通
説
と
は
は
る
か
に
距
離

の
あ
る
表
現
で
あ
る
。
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ま
ず
王
堂
は
明
治
末
年
、
そ
れ
の
哲
学
に
「
哲
人
主
義
」
な
る
名
称
を
与

え
、
次

に
大
正
期

に
は
「
徹
底
個
人
主
義
」
昭
和
に
入

っ
て

か
ら

は
「
象
徴

主
義

」
と
い
う
表

現
を
使
用
し
て
い
る
。
こ
の
な
か
で
哲
人
主
義

は
徹
底
個

人
主

義
で
あ
る
こ
と
を
説
き
、
「
個
人
主
義
の
信
者
た

る
わ
た
く

し

が
、
其

れ

の
発
展

た
る
哲
人
主
義
の
信
者

た
る
こ
と
は
、
極

め
て
当
然
で
あ
り
、
自

然

で
あ
る
」
。（
『
国
民
哲
学
の
建
設
』
大
正
八
年
、
天
佑
社
刊
）
と

述

べ
自
己

の

在
来

の
主

張
と
の
論
理
的
整
合
化
に
努
力
し
て
い
る
。

「
祖
国

を
愛
し
、
真
理
を
求
む

る
者
へ
」
と
冒
頭
に
呼
び
か
け
、
王
堂

の
・

『
国

民
哲
学
の
建
設
』
は
兆
民
の
宣
言
「
わ

が
国
は
、
ま
だ
一

つ
の
哲
学

を

有

た
な
い
」

に
対

応
し
「
わ
た
く
し
は
こ
の
大
正

七
年
の
今
日
に
到
っ
て
も
、

な

ほ
『
わ
が
国
は
ま
だ
一
つ
も
哲
学
を
有
た
な
い
』
と
断
言
す
る
者
で
あ
る
、

断
言

せ
ざ
る
を
得

ぬ
こ
と
を
悲
し
む
者
で
あ
る
。
」
と
慨
嘆
す
る
。

さ
て
、
王

堂
の
い
う
哲
学
創
造
の
道
は
何
か
、
そ
れ
は
「
自
分
の
生
活

を

反
省
す

る
こ

と
」
で
あ
り
、
「
わ
た
く
し
共
、
日
本
人
は
特
殊
の
地

理

と
、

特
殊

の
歴

史
と
に
依
っ
て
限
ら
れ
、
醇
化

さ
れ
て
来
た
日
本
人
と
し
て
生
き

る
こ
と
は
出
来
る
が
、
人
間
一
般
と
し
て
生
き
る
こ
と
は
出
来
ぬ
」
の
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
王
堂
は
英
国
の
生
活
を
離
れ
て
口
ッ
ク
の
哲
学
は
理
解
で

き
ず
、
米
国
の
生
活
を
外
に
し
て
「
ジ
ェ
ム
ス
」
（
Ｗ
・
ジ
ェ
ー
ム
ズ
、
を
理

解
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
。
王
堂
の
前
提
に
た
て
ば
、
哲
学
の

創
造

は
自
己

の
生
活

の
反
省
よ
り
生
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
か

か
る
主
張

が
当
然
な
も
の
と
な
る
。
さ
ら
に
王
堂
の
論
旨
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
に

生
活

の
差
違

の
面

に
立
脚

し
て
考
え
れ
ば
、
「
哲
学
の
問
題
は
古
今
東

西

を

通
じ
て
一
で
あ
る
と
す
る
の
は
、
浅
人
の
浅
慮
で
あ
る
」
こ
と
に
な
ろ
う
。

王
堂
に
と
っ
て
、
そ
し
て
ま
た
刻
下
の
急
務
は
「
如
何
な
る
程
度
に
、
新
来

の
文
明

を
受
け
取

り
、
如

何
な
る
風

に
、
固
有
の
特
性
に
依
っ
て

、
そ
れ
を

醇
化

す
れ
ば
よ
い
か
と
云

ふ
こ
と
で
あ
る
」
。

王

堂
の
論
旨
の
展
開
は
余
り
に
も
特
殊
に
固
執
し
た
文
明

論
的
色
彩
の
濃

い
哲
学
の
主
張
と
非

難
さ
れ
る
か
も
知
れ
ぬ

が
、
普
遍
よ
り
特
殊
を
、
理
想

よ
り

現
実
を
、
全
体
よ
り
個
を
重
視
す
る
の

は
王

堂
の
か
ね
て
の
主
張
で
あ

り

、
ま
た
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ

ズ
ム
の
路

線

に

応

ず
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の

『
国
民
哲
学

の
建

設
』
を
王

堂
が
提
唱
し
た
時
期
の
思
想
界
の
状
況

を
管
見

す

れ
ば
桑
木

厳
翼

が
文
化

主
義
の
前
身
、
新
理
想
主
義
を
唱
え
、
阿
部
次
郎

が
『
三
太
郎

の
日
記
』

を
、
西
田
幾
多
郎

が
『
現
代

に
於

け
る
理
想
主
義
の

哲
学
』

を
著

わ
し

、
土
田
杏
村

が
『
文
化
主
義
原

論
』

を
世

に
問
い
、
文
化

主
義
が
桑
木
、
土
田
、
金
子
筑
水
、
野
村
隈
畔
に
よ
っ
て
唱
え
ら
れ
て
い
た
。

維
新
以
来

、
富
国

強
兵

を
め
ざ
し

、「
文
明

開
化
」

の
推
進

に
努
力

し

て

き
た
若
き
近
代
日
本
が
こ
こ
で
一
息
つ
き
、
本
格
的
な
西
洋
思
想
研
究
の
た

め
の
官
学
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
体
制
も
一
応
完
備
し
、
い
わ
ば
「
文
明
」
か
ら

「
文
化
」

へ
と
研

究
受
容

の
姿
勢
が
と
と
の
い
、
そ
の
表

わ
れ
と
し
て
の
文

化

主
義
の
隆

盛
を
み
た
、
そ
の
時
期

に
当

る
と
い
え
な
く
は
な
い
か
。

王

堂
は
そ
こ
に
ひ
と
つ
の
危
機

を
感
じ
『
国
民
哲
学
の
建

設
』

を
訴
え

る

の
で

あ
る
。
即

ち
、
当
代

の
理
想

主
義
、
文
化
主
義
に
普
遍

と
し
て

の
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
を
重
用

し
て

特
殊
と
し
て

の
日
本
を
忘
却
し
た
思
想

の
あ
ら
わ
れ
を

感
じ

た
の
で
あ
る

。「
欧
米

ノ
文
明
固
ヨ
リ
吾
人
ヲ
益

ス
ル
ト
コ

ロ

多

シ
。

２－



然

レ
ド
モ
欧
米
ノ
文
明
ナ

ル
モ
ノ
モ
決

シ
テ
唯
一

ア
リ
得

ベ
ギ
文
明

二
ハ
ア

ラ
ズ
シ
テ
、
百
千
種
ア
リ
得
ベ
キ
文
明
ノ
一
ナ
リ
。
」
と
は
王
堂
が
明
治
二

七
年

、
二
八
歳
の
折
、

シ
カ

ゴ
大
学
在
学
中

、
天
長

節
祝
宴
に
際
し
て

シ
カ

ゴ
在
住

の
日
本
人

を
前
に
し
て
行

っ
た
ス
ピ
ー
チ

の
メ
モ
と
伝
え
ら

れ
る
。

以
上

は
家

へ
の
便
り

の
末
尾

に
王
堂

が
摘

録
し
た
も
の
ら
し
い
。
こ

の
彼

の

文
明
観
が
王
堂
の
一
生
を
貫
ぬ
い
て
彼
独
自
の
哲
学
を
展
開
さ
せ
た
と
い
え

よ
う
。
　
　
　

（
な
か
ざ
と
・
よ
し

お
、
近
代

イ
ギ
リ
ス
哲
学
、
亜

細
亜
大
学
教

授
）

ムズィテマグラプ
－
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