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8

プ
ロ
ロ
ー
グ
　
建
築
か
ら
の
文
学
史
　
文
学
か
ら
の
建
築
史

自
分
は
、
ど
の
程
度
に
日
本
人
な
の
だ
ろ
う
。

時
々
、
考
え
る
。

Ｄ
Ｎ
Ａ
と
し
て
は
先
祖
代
々
日
本
人
な
の
だ
が
、
父
の
仕
事
の
関
係
で
台
湾
に
生
ま
れ
、
圧
倒
的
な

ア
メ
リ
カ
文
化
の
影
響
下
で
育
ち
、
地
中
海
に
萌
芽
し
西
欧
で
発
展
し
た
科
学
技
術
を
学
び
、
モ
ダ
ニ

ズ
ム
の
建
築
を
仕
事
と
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
も
、
ア
メ
リ
カ
に
も
、
ア
ジ
ア
に
も
、
ア
フ
リ
カ
に
も

よ
く
出
か
け
た
。
そ
し
て
外
に
出
れ
ば
出
る
ほ
ど
、
日
本
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
ら
れ
た
。
そ
し
て
い
つ

の
ま
に
か
、
建
築
を
つ
う
じ
て
日
本
文
化
を
論
じ
る
こ
と
が
仕
事
の
一
部
と
な
っ
た
。

し
か
し
そ
の
日
本
文
化
と
い
う
も
の
も
常
に
変
化
す
る
。

平
成
に
入
っ
て
す
で
に
長
く
、
昭
和
は
遠
く
な
り
つ
つ
あ
る
が
、
こ
の
時
点
で
振
り
返
っ
て
み
て
筆

者
は
、
明
治
維
新
か
ら
昭
和
天
皇
の
崩
御
ま
で
が
、
何
か
「
一
続
き
の
時
代
」
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
え
る

の
だ
。

そ
の
「
時
代
の
物
語
」
を
書
い
て
み
よ
う
と
考
え
た
。

大
陸
の
影
響
を
受
け
な
が
ら
も
独
自
の
文
化
を
培
っ
て
き
た
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
東
の
果
て
に
へ
ば
り
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9 プロローグ

つ
い
た
よ
う
な
列
島
が
、
新
大
陸
ア
メ
リ
カ
か
ら
や
っ
て
き
た
黒
い
船
の
艦
載
砲
に
よ
っ
て
太
平
の
眠

り
を
覚
ま
さ
れ
、
す
っ
た
も
ん
だ
の
あ
げ
く
、
世
界
文
明
の
メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー
ム
に
同
調
す
る
こ
と
を

選
択
し
、
驚
異
的
な
学
習
と
挑
戦
に
よ
っ
て
、
ア
ジ
ア
で
唯
一
の
先
進
国
と
な
り
、
軍
事
大
国
と
し
て

拡
大
し
破
綻
し
、
再
び
驚
異
的
な
復
興
と
成
長
を
遂
げ
、
経
済
大
国
と
し
て
拡
大
し
破
綻
し
よ
う
と
す

る
（
？
）
ま
で
の
、「
明
治
・
大
正
・
昭
和
」
と
い
う
驚
く
べ
き
一
続
き
の
時
代
の
物
語
で
あ
る
。

自
分
も
ま
た
、
そ
の
大
き
な
流
れ
の
一
滴
で
あ
っ
た
の
だ
。

筆
者
は
こ
の
物
語
の
主
人
公
に
、「
建
築
家
」
と
「
小
説
家
」
と
い
う
、
一
見
奇
妙
な
セ
ッ
ト
を
選
択

し
た
。

そ
れ
は
い
ず
れ
も
近
代
の
産
物
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
構
築
す
る
存
在
で
あ
る
。

そ
れ
ま
で
に
も
棟
梁
と
か
大
工
と
か
呼
ば
れ
る
技
術
者
は
い
た
し
、
歌
人
や
俳
人
や
戯
作
者
も
い
た

が
、
建
築
家
と
小
説
家
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
や
っ
て
き
た
新
し
い
概
念
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
一
方
は
物

質
に
よ
る
物
理
的
空
間
の
構
築
を
行
い
、
も
う
一
方
は
言
語
に
よ
る
意
識
的
空
間
の
構
築
を
行
っ
た
。

ま
た
そ
れ
は
、
そ
れ
ま
で
の
日
本
文
化
が
き
わ
め
て
非
構
築
的
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、

過
去
の
文
化
空
間
の
破
壊
で
も
あ
っ
た
の
だ
。

し
か
し
そ
の
現
れ
方
に
は
逆
の
方
向
性
も
見
ら
れ
る
。
建
築
家
は
伝
統
を
受
け
継
ぎ
な
が
ら
も
、
や
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10

は
り
新
し
い
空
間
を
築
こ
う
と
し
、
小
説
家
は
新
し
い
表
現
を
求
め
な
が
ら
も
、
慣
れ
親
し
ん
だ
景
観

が
失
わ
れ
る
の
を
惜
し
ん
だ
。
筆
者
は
常
々
、
視
覚
を
支
配
す
る
「
建
築
の
出
現
性
」
と
、
過
去
の
経
験

に
基
づ
く
「
言
語
の
遡そ

行
性
」
に
つ
い
て
考
え
て
い
る
。

こ
の
選
択
に
は
、
経
緯
が
あ
る
。

長
い
あ
い
だ
「
文
学
の
中
の
建
築
」
を
研
究
し
て
き
た
。『
万
葉
集
』
か
ら
村
上
春
樹
ま
で
、
最
近
で

は
海
外
文
学
に
ま
で
及
ん
で
、何
冊
か
本
を
出
し
て
い
る
。『「
家
」と「
や
ど
」
―
建
築
か
ら
の
文
化
論
』

（
朝
日
新
聞
社
）、『
漱
石
ま
ち
を
ゆ
く
―
建
築
家
に
な
ろ
う
と
し
た
作
家
』（
彰
国
社
）
な
ど
。
前
者
は
、

万
葉
の
時
代
か
ら
西
鶴
の
時
代
ま
で
、
文
学
と
建
築
の
相
互
関
係
を
追
っ
た
も
の
で
、
後
者
は
、
夏
目

漱
石
の
、
作
品
の
中
の
建
築
と
実
際
に
体
験
し
た
建
築
を
論
じ
た
も
の
だ
。
本
書
は
、
相
互
関
係
の
歴

史
と
い
う
点
で
前
者
の
、
近
代
文
学
と
い
う
点
で
後
者
の
続
編
に
当
た
る
。
あ
わ
せ
て
読
ん
で
い
た
だ

け
れ
ば
こ
れ
に
越
し
た
こ
と
は
な
い
。

文
学
の
中
の
建
築
記
述
研
究
を
も
と
に
し
て
い
る
た
め
、
そ
の
引
用
文
が
随
所
に
配
さ
れ
て
い
る
が
、

い
ず
れ
も
名
文
で
あ
り
、
そ
れ
も
ま
た
本
書
の
血
肉
で
あ
る
。
文
章
を
味
わ
う
と
と
も
に
、
そ
こ
に
「
立

ち
現
れ
る
空
間
」
を
味
わ
っ
て
い
た
だ
き
た
い
。

建
築
家
と
小
説
家
を
同
時
進
行
的
に
追
う
こ
と
に
よ
っ
て
見
え
て
く
る
も
の
は
、「
建
築
か
ら
の
文
学

史
」
で
あ
り
、
ま
た
「
文
学
か
ら
の
建
築
史
」
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
別
々
の
も
の
と
し
て
語
ら
れ
て
き
た
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11 プロローグ

物
語
に
橋
を
架
け
、
新
し
い
視
野
を
開
き
た
い
。

し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
近
代
日
本
人
の
文
化
空
間
の
構
築
と
破
壊
と
い
う
、
こ
の
時

代
こ
の
国
に
特
有
の
物
語
が
姿
を
現
す
よ
う
な
気
も
す
る
の
だ
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分

と
日
本
と
世
界
と
の
関
係
も
見
え
て
く
る
の
で
は
な
い
か
。

建
築
家
と
小
説
家
は
、
何
を
構
築
し
、
何
を
破
壊
し
た
の
か
。

〔
注
〕　
　
章
立
て
は
時
代
を
追
っ
て
い
る
。
第
一
、二
章
は
明
治
期
、
第
三
、四
章
は
大
正
期
、
第
五
、六
章
は
昭

和
前
期
、
第
七
、八
章
は
昭
和
後
期
で
あ
る
が
、
厳
密
な
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
作
品
も
、
作
家
（
建
築
家
、
小
説
家
）

を
重
視
し
て
い
る
た
め
、
取
り
上
げ
る
順
が
前
後
す
る
場
合
が
あ
る
。

本
文
に
お
い
て
、
引
用
文
に
登
場
す
る
「
私
」
を
、
小
説
家
を
指
す
言
葉
と
し
て
使
う
場
合
が
多
い
の
で
、
若
山

を
指
す
言
葉
と
し
て
「
筆
者
」
を
使
う
。
引
用
文
に
、
現
代
で
は
不
適
切
と
さ
れ
る
用
語
が
含
ま
れ
る
が
、
文
学
性
を

損
な
わ
な
い
よ
う
そ
の
ま
ま
に
す
る
。

本
書
は
、
こ
れ
ま
で
に
読
み
、
考
え
て
き
た
多
く
の
も
の
が
積
み
重
な
っ
て
い
る
の
で
、
あ
え
て
参
考
文
献
は
記

さ
な
い
。
引
用
は
、
夏
目
漱
石
に
関
し
て
は
岩
波
書
店
「
漱
石
文
学
作
品
集
」、
そ
の
他
は
、
特
記
な
き
限
り
、「
新

潮
文
庫
」
に
よ
っ
て
い
る
。
近
代
建
築
史
に
関
し
て
、
筆
者
は
村
松
貞
次
郎
、
藤
森
照
信
の
師
弟
に
知
己
が
あ
り
、

そ
の
著
作
が
参
考
に
な
っ
て
い
る
。
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年号 社会 建築 文学

社会建築文学年表　明治 ・ 大正 ・ 昭和

建築は竣工年、文学は発表年を表す。設計、執筆、完成、刊行はずれる場合がある。

和暦 社会 建築 文学

1868
（明元）
1870
（明3）

1880
（明13）

1890
（明23）

1900
（明33）

1910
（明43）
1912

（大元）

1920
（大9）

1926
（昭元）

1930
（昭5）

1940
（昭15）

1950
（昭25）

1960
（昭35）

1970
（昭45）

1980
（昭55）

1989
（平元）
1990
（平2）

明治維新 1868

西南戦争 1877

大日本帝国憲法1889
議会開設 1890

日清戦争 1894

日露戦争 1904

韓国併合 1910

国際連盟加入 1920

関東大震災 1923

世界恐慌 1929

5・15事件 1932

2・26事件 1936
盧溝橋事件 1937

真珠湾攻撃 1941

戦争終結 1945
日本国憲法 1946

朝鮮特需 1950
サンフランシスコ講和 
1951

安保闘争 1960

東京オリンピック 1964

安保延長、大阪万博、三島
由紀夫事件 1970
日中国交正常化、列島
改造論 1972
オイルショック 1973
ロッキード事件 1976

東京サミット 1986
国鉄分割 1987

昭和天皇崩御  1989

築地ホテル館 1868

富岡製糸場 1871

銀座煉瓦街 1873

開智学校 1876
コンドル来日 1877

博物館 1881

鹿鳴館 1883

ニコライ堂 1891

三菱一号館 1894

日本銀行本店、岩崎久彌邸洋
館 1896

両国国技館 1909
赤坂離宮 1910

東京駅 1914
豊多摩監獄 1915

分離派宣言 1920

帝国ホテル 1923

東京中央電信局 1925
紫烟荘 1926

ブルーノ・タウト来日1933
軍人会館 1934

パリ万博日本館、宇部市民会
館 1937
愛知県庁舎 1938
若狭邸1939

神奈川県立近代美術館 1951

広島平和記念公園、世界平和
記念聖堂 1954
秩父セメント第二工場 1956
東京都庁舎（旧） 1957
香川県庁舎、スカイハウス 1958

東京文化会館 1961　

日生劇場 1963
国立代々木屋内総合競技場、
東京カテドラル聖マリア大聖
堂 1964
白の家、帝国劇場 1966

中銀カプセルタワー 1972

住吉の長屋 1976

つくばセンタービル 1983
シルバーハット 1984

東京工業大学百年記念館 1987

光の教会 1989

東京都庁舎（新） 1991

小説神髄、当世書生気質 1885

浮雲、第一編 1887

第二編 1889
舞姫 1890
五重塔 1891

たけくらべ 1895

武蔵野 1898
不如帰 1899

吾輩は猫である 1905　

蒲団 1907
三四郎 1908
田舎教師、フランス物語 1909
白樺派、一握の砂、家 1910
雁、刺青、少年 1911

こころ 1914

田園の憂鬱 1917

痴人の愛、注文の多い料理店 
1924
屋根裏の散歩者 1925
伊豆の踊子 1926　
歯車 1927

蟹工船、様々なる意匠 1929

夜明け前 1935

墨東綺譚、雪国、暗夜行路 1937

風立ちぬ 1939　
夫婦善哉 1940

日本文化私観（安吾） 1942

津軽 1944

斜陽 1947
細雪（完結） 1948

蘇我馬子の墓 1950

潮騒 1954
太陽の季節 1955
金閣寺 1956

砂の女、古都 1962
午後の曳航 1963　
個人的な体験 1964
豊饒の海・春の雪、抱擁家族 
1965
竜馬がゆく、万延元年のフッ
トボール 1967

箱男 1973
岬 1975　
限りなく透明に近いブルー 1976

風の歌を聴け 1979

世界の終りとハードボイルドワン
ダーランド 1985

ノルウェイの森、サラダ記念日、
キッチン 1987
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辰野金吾と夏目漱石の時代 14

コ
ン
ド
ル
来
日
　
東
洋
風
の
西
洋

維
新
か
ら
十
年
目
の
一
月
末
。

横
浜
港
へ
と
向
か
う
大
き
な
船
の
デ
ッ
キ
の
上
、
身
な
り
の
い
い
長
身
の
青
年
が
、
青
い
眼
を
大
き

く
見
開
き
、
近
づ
く
山
並
を
凝
視
し
て
い
た
。
や
や
緊
張
し
た
表
情
の
頰
を
風
が
撫
で
る
。

見
て
き
た
よ
う
に
書
い
た
が
、
こ
の
物
語
の
最
初
の
主
人
公
は
イ
ギ
リ
ス
人
だ
。

ジ
ョ
サ
イ
ア
・
コ
ン
ド
ル
（
一
八
五
二‒

一
九
二
〇
）、
弱
冠
二
五
歳
。
ロ
ン
ド
ン
で
生
ま
れ
、
サ
ウ
ス

ケ
ン
ジ
ン
ト
ン
美
術
学
校
と
ロ
ン
ド
ン
大
学
で
建
築
を
学
び
、
一
流
建
築
家
へ
の
登
竜
門
と
い
わ
れ
る

ソ
ー
ン
賞
を
受
賞
し
た
エ
リ
ー
ト
で
、
こ
の
国
に
本
格
的
な
西
洋
建
築
を
も
た
ら
そ
う
と
し
て
い
た
。

は
る
か
西
の
島
国
か
ら
の
長
旅
で
あ
る
。
彼
の
胸
は
新
天
地
へ
の
期
待
と
不
安
で
い
っ
ぱ
い
で
あ
っ
た

ろ
う
。
コ
ン
ド
ル
は
結
局
、
こ
の
東
の
島
国
で
妻
を
め
と
り
、
骨
を
埋
め
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
年
、
列
島
を
揺
る
が
す
大
事
件
が
起
き
て
い
る
。

倒
幕
戦
争
最
大
の
英
雄
で
あ
っ
た
は
ず
の
西
郷
隆
盛
が
、
反
政
府
軍
を
率
い
て
決
起
し
た
の
だ
。
熊

本
の
田た

原ば
る

坂ざ
か

で
激
戦
と
な
り
、
大
敗
を
喫
し
た
西
郷
は
、
逃
げ
帰
っ
た
故
郷
の
城
山
に
雨
あ
ら
れ
と
弾
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第一章　開化の時勢15

を
撃
ち
込
ま
れ
、
無
念
の
最
期
を
遂
げ
た
。

現
代
の
報
道
写
真
に
匹
敵
す
る
錦
絵
を
見
る
と
、
田
原
坂
の
戦
闘
は
、
く
っ
き
り
と
二
つ
の
グ
ル
ー

プ
に
分
か
れ
て
描
か
れ
て
い
る
。
一
方
は
洋
風
の
帽
子
に
制
服
、
手
に
は
銃
を
も
ち
、
も
う
一
方
は
鉢は

ち

巻ま
き

に
袴は

か
ま

、
手
に
は
刀
を
も
つ
。
つ
ま
り
こ
の
戦
争
は
、
軍
隊
と
サ
ム
ラ
イ
の
、
物
質
と
精
神
の
、
文
明

と
文
化
の
戦
争
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
前
者
は
勝
ち
、
後
者
は
敗
れ
た
。
し
か
し
西
郷
は
、
政
府
に
と
っ

て
の
賊
と
は
な
っ
て
も
、
国
民
に
と
っ
て
の
悪
と
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
維
新
の
志
士
た
ち

の
中
で
、
坂
本
龍
馬
と
と
も
に
も
っ
と
も
慕
わ
れ
る
英
雄
と
な
っ
た
。
こ
こ
に
、
近
代
日
本
ス
タ
ー
ト

の
矛
盾
が
象
徴
さ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
維
新
か
ら
十
年
目
の
、
コ
ン
ド
ル
来
日
と
西
郷
の
敗
北
は
、
建
築
と
軍
事
に
お
け
る
西
洋
追

随
と
い
う
点
で
同
側
の
事
象
だ
っ
た
の
だ
。 

コ
ン
ド
ル
は
、
そ
れ
ま
で
の
器
用
な
「
お
雇
い
外
国
人
」
と
い
う
立
場
を
超
え
る
、
本
格
的
な
洋
風
建

築
の
教
育
者
と
し
て
政
府
に
招
か
れ
た
。
し
か
し
彼
に
は
日
本
文
化
へ
の
強
い
好
奇
心
が
あ
り
、
ま
た

創
造
的
な
設
計
者
と
し
て
の
自
負
も
あ
っ
た
。
工
部
大
学
校
（
ま
も
な
く
帝
国
大
学
工
科
大
学
と
な
る
）
の

教
授
と
な
っ
て
何
人
か
の
弟
子
を
育
て
た
あ
と
、
大
学
を
辞
し
建
築
家
と
し
て
活
動
す
る
。
博
物
館
（
帝

室
博
物
館
）、
鹿
鳴
館
の
設
計
を
手
が
け
、
ロ
シ
ア
で
基
本
設
計
が
行
わ
れ
た
ニ
コ
ラ
イ
堂
の
実
施
設
計
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辰野金吾と夏目漱石の時代 16

も
担
当
し
、
そ
の
後
は
主
と
し
て
三
菱
の
岩
崎
家
や
宮
家
の
邸
宅
な
ど
を
設
計
し
て
い
る
。
舞
踊
家
前

波
ク
メ
子
と
結
婚
し
、
浮
世
絵
師
河か

わ
な
べ
き
ょ
う
さ
い

鍋
暁
斎
に
つ
い
て
絵
を
学
び
暁
英
と
い
う
名
を
授
か
る
ほ
ど
に

な
っ
て
い
る
。
日
本
文
化
に
深
く
傾
倒
し
て
、
つ
ま
り
日
本
人
に
な
っ
た
と
い
っ
て
い
い
。

こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
コ
ン
ド
ル
と
い
う
人
物
の
特
質
で
あ
る
が
、
底
流
と
し
て
当
時
の
英
国
知
識
人
に

そ
う
い
っ
た
東
洋
趣
味
が
存
在
し
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

一
方
、
日
本
政
府
に
お
け
る
都
市
や
建
築
の
西
洋
化
を
進
め
る
勢
力
の
中
心
は
、
外
務
卿
の
井
上
馨

で
あ
っ
た
。
幕
末
に
は
長
州
藩
の
熱
烈
な
攘
夷
主
義
者
で
あ
っ
た
が
、
維
新
以
後
は
「
西
洋
か
ぶ
れ
」
と

呼
ば
れ
る
ほ
ど
の
欧
化
主
義
に
転
じ
た
。
三
井
を
は
じ
め
と
す
る
財
界
と
の
癒
着
も
指
摘
さ
れ
て
い
る

が
、
官
よ
り
も
民
に
信
を
お
く
合
理
主
義
者
で
あ
っ
た
。
ウ
ォ
ー
ト
ル
ス
設
計
の
銀
座
煉
瓦
街
に
も
、

コ
ン
ド
ル
の
招
聘
に
も
関
わ
り
、
鹿
鳴
館
は
井
上
が
つ
く
っ
た
と
さ
え
い
わ
れ
て
い
る
。

井
上
ら
の
主
た
る
政
治
目
標
は
条
約
改
正
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
国
家
の
威
信
を
整
え
よ
う
と
い

う
の
だ
か
ら
、
彼
ら
が
望
ん
だ
も
の
は
堂
々
た
る
ク
ラ
シ
ッ
ク
様
式
か
、
華
麗
な
バ
ロ
ッ
ク
様
式
か
で

あ
っ
た
ろ
う
。
し
か
し
コ
ン
ド
ル
の
設
計
は
、
博
物
館
に
し
て
も
鹿
鳴
館
に
し
て
も
、
や
や
イ
ス
ラ
ム

風
イ
ン
ド
風
で
あ
り
、
ニ
コ
ラ
イ
堂
は
も
ち
ろ
ん
ロ
シ
ア
風
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
東
方
の
風
で
あ
る
。

そ
こ
に
、
西
洋
を
熱
望
し
て
い
た
日
本
政
府
の
要
人
た
ち
と
の
「
ズ
レ
」
が
あ
っ
た
。

こ
の
ズ
レ
に
関
し
て
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
歴
史
的
な
文
化
構
造
に
触
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
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鹿鳴館（上）とニコライ堂（下）
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辰野金吾と夏目漱石の時代 18

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
建
築
の
歴
史
は
、
ギ
リ
シ
ア
神
殿
を
基
本
と
す
る
古
典
主
義
様
式
と
、
ロ
マ
ネ
ス
ク
か

ら
ゴ
シ
ッ
ク
へ
と
変
化
し
た
キ
リ
ス
ト
教
様
式
の
相
互
関
係
で
成
り
立
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
知
が
、「
ギ
リ
シ
ア
思
想
」
と
「
キ
リ
ス
ト
教
」
の
混
成
で
あ
る
こ
と
に
符
合
す
る
。
ま
た
絵
画
や

音
楽
や
文
学
な
ど
、
建
築
以
外
の
文
化
に
も
、「
古
典
主
義
」
対
「
ロ
マ
ン
主
義
」
と
い
う
か
た
ち
で
、

こ
の
関
係
が
反
映
さ
れ
て
い
る
。

古
典
主
義
は
、
ル
ネ
サ
ン
ス
期
、
一
七
世
紀
、
一
八
世
紀
の
末
か
ら
一
九
世
紀
と
、
そ
れ
ぞ
れ
隆
盛

を
見
た
が
、
そ
れ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
が
、
合
理
主
義
的
な
文
明
思
想
に
よ
っ
て
成
長
、
発
展
を
遂
げ

た
時
期
と
重
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
こ
の
時
代
の
古
典
主
義
は
、
植
民
地
主
義
と
資
本
主
義
に
よ
る
西

欧
文
明
の
世
界
拡
張
を
背
景
と
し
て
い
た
。
こ
れ
に
対
す
る
ロ
マ
ン
主
義
は
、
合
理
に
対
す
る
情
念
、

文
明
に
対
す
る
文
化
を
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
、
古
く
は
キ
リ
ス
ト
教
を
、
新
し
く
は
ヒ
ュ
ー
マ
ニ

ズ
ム
を
バ
ッ
ク
に
、
古
典
主
義
と
対
峙
し
た
。
つ
ま
り
古
典
主
義
に
は
、
合
理
主
義
と
進
歩
思
想
と
国

家
権
力
が
、
ロ
マ
ン
主
義
に
は
、
キ
リ
ス
ト
教
と
中
世
追
慕
と
反
権
力
が
隠
れ
て
い
る
と
考
え
て
い
い
。

コ
ン
ド
ル
が
育
っ
た
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
女
王
の
治
世
は
、
デ
ィ
ズ
レ
ー
リ
と
グ
ラ
ッ
ド
ス
ト
ー
ン
が
議

会
政
治
を
リ
ー
ド
し
た
大
英
帝
国
の
絶
頂
期
で
あ
っ
た
。
し
か
し
一
方
、
ロ
ン
ド
ン
の
空
気
は
煤
煙
に

汚
染
さ
れ
、
貧
困
な
労
働
者
が
街
に
あ
ふ
れ
、
繁
栄
が
生
み
出
す
矛
盾
も
小
さ
く
は
な
か
っ
た
。
や
が

て
ド
イ
ツ
と
ア
メ
リ
カ
に
追
い
上
げ
ら
れ
、
こ
の
世
界
帝
国
も
ピ
ー
ク
を
過
ぎ
よ
う
と
す
る
。
そ
ん
な
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時
代
の
英
国
知
識
人
に
は
、
古
典
主
義
的
な
合
理
思
想
に
対
す
る
反
発
と
、
ロ
マ
ン
主
義
的
な
東
洋
趣

味
へ
の
志
向
が
あ
っ
た
。
そ
の
動
き
が
、
世
紀
末
に
向
け
て
、
ア
ー
ル
・
ヌ
ー
ヴ
ォ
ー
と
い
う
潮
流
に

つ
な
が
っ
て
い
く
の
だ
。
青
年
建
築
家
ジ
ョ
サ
イ
ア
・
コ
ン
ド
ル
は
、
そ
う
い
っ
た
文
化
環
境
の
中
、

西
の
、
ま
さ
に
繁
栄
の
頂
点
に
あ
る
島
国
か
ら
、
東
の
、
ま
だ
海
の
も
の
と
も
山
の
も
の
と
も
知
れ
な

い
島
国
へ
と
や
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
彼
の
イ
ン
ド
、
イ
ス
ラ
ム
を
含
む
東
洋
風
へ
の
傾
倒
に
は
そ
う

い
っ
た
背
景
が
あ
る
。

こ
う
し
た
コ
ン
ド
ル
の
デ
ザ
イ
ン
傾
向
は
、
井
上
を
は
じ
め
と
す
る
政
府
の
面
々
の
意
に
そ
ぐ
う
も

の
で
は
な
く
、
彼
ら
は
、
帝
都
に
堂
々
た
る
官
庁
街
を
つ
く
る
と
い
う
一
大
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
企
画
し
、

コ
ン
ド
ル
に
見
切
り
を
つ
け
る
か
の
よ
う
に
、ド
イ
ツ
か
ら
ヘ
ル
マ
ン
・
エ
ン
デ
と
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
ベ
ッ

ク
マ
ン
の
事
務
所
を
招
来
す
る
。
盛
期
を
過
ぎ
よ
う
と
す
る
イ
ギ
リ
ス
よ
り
、
新
し
く
統
一
さ
れ
た
帝

国
の
発
展
期
に
あ
る
ド
イ
ツ
の
方
が
、
日
本
の
国
情
に
近
か
っ
た
の
だ
。
日
本
国
の
中
枢
を
、
す
べ
て

洋
風
建
築
で
構
成
す
る
と
い
う
こ
の
計
画
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
反
対
に
あ
っ
て
簡
単
に
は
実
現
し
な
か
っ

た
が
、
そ
の
遺
産
が
今
も
残
る
司
法
省
（
法
務
省
旧
本
館
）
の
建
築
で
あ
る
。

現
在
、
コ
ン
ド
ル
の
設
計
を
よ
く
体
験
で
き
る
の
は
、
重
要
文
化
財
と
な
っ
て
い
る
旧
岩
崎
久
彌
邸

で
あ
ろ
う
。
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辰野金吾と夏目漱石の時代 20

外
観
は
ま
っ
た
く
の
西
洋
風
で
あ
る
が
、
内
部
に
は
コ
ン
ド
ル
ら
し
く
イ
ス
ラ
ム
風
の
部
屋
も
あ
る
。

主
要
な
部
屋
の
壁
に
「
金き

ん

革か
わ

紙し

」
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
も
と
は
「
金き

ん

唐か
ら

革か
わ

」
と
い
っ

て
、
革
に
金
箔
を
貼
っ
て
型
で
模
様
を
浮
き
出
さ
せ
た
も
の
で
、
ル
ネ
サ
ン
ス
期
に
ボ
ッ
テ
ィ
チ
ェ
リ

が
初
め
て
使
っ
た
と
い
う
説
も
あ
る
。
オ
ラ
ン
ダ
を
つ
う
じ
て
江
戸
時
代
の
日
本
に
も
た
ら
さ
れ
た
が
、

田
中
優
子
は
『
江
戸
の
想
像
力
』
の
中
で
、
平
賀
源
内
が
こ
の
金
唐
革
の
偽
物
を
紙
で
つ
く
っ
て
一
般
化

さ
せ
た
こ
と
を
書
い
て
い
る
。

デ
ザ
イ
ン
的
に
は
西
洋
風
の
植
物
模
様
で
あ
る
が
、
日
本
で
い
え
ば
唐
草
模
様
で
あ
り
、
こ
れ
は
ギ

リ
シ
ア
、
ペ
ル
シ
ア
か
ら
、
中
国
、
日
本
へ
と
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
東
西
を
駆
け
抜
け
た
歴
史
的
な
デ
ザ

イ
ン
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
コ
ン
ド
ル
が
岩
崎
邸
の
壁
面
内
装
に
使
用
し
た
金
革
紙
は
、
単
な
る
西
洋
風

で
は
な
く
、
奈
良
時
代
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
唐
草
模
様
と
、
江
戸
時
代
オ
ラ
ン
ダ
渡
り
の
金
唐
革
と
そ
の

偽
物
の
、
技
法
と
デ
ザ
イ
ン
が
流
入
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
設
計
者
コ
ン
ド
ル
は
、
こ
の
金
革
紙
を
つ

く
る
職
人
た
ち
の
腕
に
お
ど
ろ
い
た
で
あ
ろ
う
。

必
ず
し
も
権
力
の
庇
護
を
受
け
栄
光
の
人
生
を
送
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
日
本
に
本
格
的
な
西
洋

建
築
を
も
た
ら
し
、
一
生
を
こ
の
島
国
に
捧
げ
た
コ
ン
ド
ル
が
、
心
あ
る
人
の
敬
愛
を
受
け
な
い
は
ず

は
な
い
。
東
京
大
学
の
構
内
に
は
、
北
海
道
大
学
の
ク
ラ
ー
ク
博
士
と
同
様
、
コ
ン
ド
ル
の
銅
像
が
立
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ち
つ
づ
け
て
い
る
。
左
手
を
ポ
ケ
ッ
ト
、
右
手
に
葉
巻
、
と
い
う
と
こ
ろ
が
い
い
。
台
座
は
伊
東
忠
太

の
デ
ザ
イ
ン
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
面
白
い
。

様
式
史
的
に
は
評
価
さ
れ
な
い
と
こ
ろ
も
あ
る
よ
う
だ
が
、
筆
者
は
コ
ン
ド
ル
の
ロ
マ
ン
に
あ
ふ
れ

た
作
品
と
人
生
に
好
感
を
も
っ
て
い
る
。

今
の
建
築
家
は
多
く
、
ル
・
コ
ル
ビ
ュ
ジ
エ
の
子
供
で
あ
る
が
、
も
と
は
と
い
え
ば
、
こ
の
コ
ン
ド

ル
の
孫
な
の
だ
。

浮
遊
す
る
二
階
　『
浮
雲
』

明
治
二
〇
年
、
神
田
駿
河
台
で
コ
ン
ド
ル
が
ニ
コ
ラ
イ
堂
の
工
事
を
見
ま
わ
っ
て
い
る
こ
ろ
、
二
葉

亭
四
迷
（
一
八
六
四‒

一
九
〇
九
）
と
い
う
奇
妙
な
名
の
青
年
に
よ
っ
て
、
近
代
文
学
の
幕
が
切
っ
て
落
と

さ
れ
た
。

言
文
一
致
小
説
の
嚆こ

う

矢し
『
浮
雲
』
で
あ
る
。

静
岡
か
ら
出
て
き
た
主
人
公
の
内
海
文
三
が
、
東
京
の
小
川
町
に
あ
る
叔
父
の
家
に
や
っ
か
い
に
な

り
、
娘
お
勢
に
恋
心
を
抱
く
話
で
あ
る
が
、
こ
の
家
が
、
物
語
の
舞
台
と
し
て
重
要
な
意
味
を
も
つ
。
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文
三
は
、
こ
の
家
の
二
階
「
六
畳
の
小
座
敷
」
を
間
借
り
す
る
。
一
階
に
は
、
階
段
を
降
り
た
と
こ
ろ

に
「
お
勢
の
部
屋
」
が
あ
り
、
玄
関
に
近
い
と
こ
ろ
に
母
親
の
お
政
の
い
る
「
奥
座
敷
」
が
あ
る
。「
梯は

し

子ご

段だ
ん

」
と
呼
ば
れ
る
階
段
が
、
お
勢
の
一
階
と
文
三
の
二
階
を
結
ぶ
道
具
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
ろ
の

階
段
は
、
ほ
ぼ
一い

っ

間け
ん

の
あ
い
だ
に
つ
く
る
の
が
普
通
、
つ
ま
り
き
わ
め
て
急
勾
配
で
、
上
り
下
り
に
は

手
も
使
っ
た
。
梯
子
段
と
い
う
に
ふ
さ
わ
し
い
。

文
三
が
お
勢
の
部
屋
に
入
る
場
面
で
は
、「
障
子
」
が
二
人
の
心
理
的
葛
藤
を
表
現
す
る
小
道
具
で
あ

る
。

「
た
め
ら
い
な
が
ら
二
階
を
降
り
て
、
ふ
い
と
縁
を
回
ッ
て
見
れ
ば
、
部
屋
に
と
ば
か
り
思
ッ

て
い
た
お
勢
が
入
り
口
に
柱
に
も
た
れ
て
、
空
を
向み

上あ

げ
て
物
思
い
顔
…
…
は
ッ
と
思
ッ
て
、

文
三
立
ち
止
ま
ッ
た
。
お
勢
も
何
心
な
く
振
り
返
ッ
て
み
て
、
急
に
顔
を
曇
ら
せ
る
…
…
　
ツ
と

部
屋
へ
入は

い

ッ
て
あ
と
ぴ
ッ
し
ゃ
り
。
障
子
は
柱
と
額は

ち

合あ

わ
せ
を
し
て
、
二
、三
寸
跳は

ね
返
ッ
た
。

跳
ね
返
ッ
た
障
子
を
文
三
は
恨
め
し
そ
う
に
み
つ
め
て
い
た
が
、
や
が
て
思
い
切
り
わ
る
く
二

歩
三
歩
。
わ
な
な
く
手て

頭さ
き

を
引
き
手
へ
か
け
て
、
胸
と
共
に
障
子
を
お
ど
ら
し
な
が
ら
あ
け
て
み

れ
ば
、
お
勢
は
机
の
前
に
か
し
こ
ま
ッ
て
、
一
心
に
壁
と
に
ら
め
く
ら
。」（
岩
波
文
庫
）
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障
子
と
い
う
日
本
建
築
独
特
の
隔
て
が
、
一
つ
の
家
に
同
居
す
る
男
女
の
微
妙
な
心
理
を
演
出
す
る
。

勢
い
よ
く
閉
め
る
と
跳
ね
返
っ
て
少
し
開
い
て
し
ま
う
の
は
、
年
配
の
方
な
ら
誰
に
も
経
験
が
あ
る
だ

ろ
う
。
こ
の
文
章
の
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
感
覚
は
、
江
戸
期
の
戯
作
文
学
の
な
ご
り
と
、
障
子
と
い
う
道
具

の
「
軽
さ
」
か
ら
く
る
。「
梯
子
段
」
と
「
障
子
」
が
、
男
女
の
関
係
を
隔
て
た
り
つ
な
い
だ
り
す
る
道
具

と
な
る
の
は
、
こ
の
時
代
の
木
造
住
宅
の
構
造
を
よ
く
表
し
て
い
る
。

文
三
は
、
勤
め
先
で
あ
る
役
所
の
俗
物
的
な
課
長
と
う
ま
く
い
か
ず
、
職
を
失
う
。
母
親
の
お
政
は

急
に
よ
そ
よ
そ
し
い
態
度
を
と
る
よ
う
に
な
り
、
お
政
の
い
る
「
奥
座
敷
」
は
、
も
と
も
と
文
三
に
と
っ

て
や
や
気
後
れ
の
す
る
空
間
で
あ
っ
た
が
、
失
職
し
て
か
ら
は
な
お
さ
ら
縁
遠
い
も
の
と
な
る
。
一
方
、

同
じ
職
場
に
勤
め
て
い
る
文
三
の
友
人
昇
は
、
万
事
に
抜
け
目
が
な
く
、
出
世
コ
ー
ス
に
あ
る
。
と
き

お
り
こ
の
家
に
や
っ
て
き
て
、
文
三
の
友
人
と
し
て
二
階
に
上
が
る
の
だ
が
、
し
だ
い
に
お
政
や
お
勢

と
と
も
に
一
階
に
い
る
こ
と
が
多
く
な
る
。お
政
は
、文
三
に
代
わ
っ
て
昇
に
娘
を
嫁
が
せ
よ
う
と
考
え
、

初
め
の
う
ち
は
嫌
っ
て
い
た
お
勢
ま
で
も
、
昇
に
な
び
く
の
だ
。
文
三
の
住
む
二
階
は
、
空
に
浮
い
た

雲
の
よ
う
に
、
一
階
す
な
わ
ち
俗
世
間
と
切
り
離
さ
れ
て
漂
い
は
じ
め
る
。

こ
の
救
い
の
な
い
リ
ア
リ
ズ
ム
が
、
小
説
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
こ
で
、
昇
は
文
明
開
化
に
乗
る
者
で
あ
り
、
文
三
は
取
り
残
さ
れ
る
者
で
あ
る
。
登
場
人
物
の
名
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が
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
表
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
昇
は「
上
昇
」志
向
、お
政
は「
政
治
」的
、お
勢
は「
時

勢
」
に
流
さ
れ
、
文
三
の
精
神
は
そ
う
い
っ
た
世
間
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
「
文
学
三
昧
」
を
意
味
す
る
の

で
は
な
い
か
。
も
と
も
と
二
葉
亭
四
迷
と
い
う
名
前
は
、
父
親
に
「
く
た
ば
っ
て
し
ま
え
」
と
い
わ
れ
た

こ
と
か
ら
つ
け
ら
れ
た
と
い
う
か
ら
、
小
説
の
登
場
人
物
に
も
そ
う
い
う
名
前
を
当
て
た
と
は
十
分
考

え
ら
れ
る
。

官
制
改
革
の
行
わ
れ
た
明
治
一
九
年
の
東
京
を
舞
台
と
し
て
い
る
。
西
南
戦
争
以
後
、
日
本
人
は
「
文

明
開
化
＝
西
洋
化
」
と
い
う
風
潮
に
逆
ら
え
な
く
な
っ
て
い
た
。
開
化
に
乗
る
者
は
勝
者
で
あ
り
、
取

り
残
さ
れ
る
者
は
敗
者
で
あ
っ
た
。
こ
の
家
の
一
階
は
そ
の
時
勢
の
変
化
を
表
現
し
、
二
階
は
変
化
に

取
り
残
さ
れ
た
浮
き
雲
の
よ
う
な
孤
独
を
象
徴
し
て
い
る
。

伊
藤
博
文
や
井
上
馨
を
は
じ
め
、
政
府
の
要
人
た
ち
が
鹿
鳴
館
で
踊
っ
て
い
る
こ
ろ
の
こ
と
だ
。

二
葉
亭
は
、
江
戸
の
市
ヶ
谷
で
生
ま
れ
た
が
、
五
歳
の
と
き
に
名
古
屋
に
移
り
、
島
根
県
の
松
江
で

暮
ら
し
た
あ
と
上
京
、四
谷
の
伯
父（
祖
父
の
養
子
で
血
縁
は
な
い
）の
家
に
下
宿
し
た
。
自
伝
的
小
説『
平

凡
』
に
よ
れ
ば
、
こ
の
と
き
に
『
浮
雲
』
に
似
た
経
験
を
し
て
い
る
よ
う
だ
。
東
京
外
国
語
学
校
の
露
語

科
に
入
学
し
、
二
二
歳
の
と
き
坪
内
逍
遙
を
訪
ね
た
こ
と
が
文
学
者
へ
の
道
を
開
い
た
。

し
か
し
こ
の
人
物
に
は
、
文
士
と
い
う
よ
り
壮
士
の
気
質
が
濃
く
、『
浮
雲
』
を
執
筆
し
た
あ
と
ロ
シ
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二葉亭四迷
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