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第
五
章　

文
明
の
魂

　

第
一
節　

モ
ラ
ロ
ジ
ー
紹
介
│
東
洋
と
西
洋
を
つ
な
ぐ
も
の

　

第
二
節　

 
モ
ラ
ロ
ジ
ー
の
国
際
化
に
向
け
て
│
ラ
ワ
リ
ー
ズ
博
士
の

「
国
家
伝
統
」
に
対
す
る
ご
提
案
に
対
す
る
私
見

　

第
三
節　

 

文
明
の
魂
を
持
っ
た
二
人
の
日
本
の
巨
匠
│
広
池
千
九
郎
と

森
鴎
外

　

第
四
節　

 

西
洋
の
道
徳
科
学
の
歴
史
か
ら
見
た
モ
ラ
ロ
ジ
ー
の
無
比
性

注文
献
表

索
引

第
一
章　

文
明
の
比
較
研
究
の
見
通
し

　

本
書
執
筆
の
一
九
九
九
│
二
〇
〇
〇
年
と
い
う
年
は
、
先
輩
諸
学
者
の

比
較
文
明
に
つ
い
て
な
し
た
業
績
を
精
査
し
、
さ
ら
に
こ
の
分
野
の
未
来
の

発
展
に
つ
い
て
展
望
す
る
年
で
あ
る
。

私
自
身
は
ア
ー
ノ
ル
ド
・
Ｊ
・
ト
イ
ン
ビ
ー
の
研
究
か
ら
始
め
、
関
連
す

る
他
の
学
者
に
研
究
対
象
を
広
げ
て
い
っ
た
。

『
白
鯨
』
の
著
者
で
あ
る
ハ
ー
マ
ン
・
メ
ル
ヴ
ィ
ル
は
世
界
中
か
ら
の
移

民
に
よ
っ
て
出
来
た
自
分
の
国
ア
メ
リ
カ
の
世
界
性
を
述
べ
て
い
る
（『
レ

ッ
ド
バ
ー
ン
』
参
照
）。　

比
較
文
明
学
会
は
そ
の
名
前
の
示
す
様
に
、
世
界
中
の
学
者
が
参
加
す
る

も
の
で
あ
る
が
、
残
念
な
が
ら
従
来
、
西
洋
の
学
者
が
多
か
っ
た
。
し
か
し

だ
ん
だ
ん
東
洋
の
学
者
も
参
加
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
Ｉ
Ｓ
Ｃ
Ｓ
Ｃ
（
国
際

比
較
文
明
学
会
）
と
Ｊ
Ｓ
Ｃ
Ｓ
Ｃ
（
日
本
比
較
文
明
学
会
）
の
初
め
て
の
集

会
は
麗
澤
大
学
に
お
い
て
行
わ
れ
た
。

こ
こ
で
簡
単
に
書
い
て
い
る
が
、
西
洋
の
学
者
は
世
界
と
い
っ
て
も
西
洋

だ
け
を
指
す
と
往
々
に
し
て
考
え
が
ち
で
あ
っ
た
。
彼
ら
の
世
界
は
西
洋
中

心
で
あ
っ
た
。
世
界
の
中
心
は
西
洋
だ
け
で
あ
り
、
東
洋
は
殆
ど
入
っ
て
い

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
稀
に
東
洋
へ
行
っ
た
西
洋
人
の
旅
行
者
の
話
が

出
て
く
る
程
度
で
あ
り
、
彼
ら
の
世
界
観
の
中
に
東
洋
の
占
め
る
割
合
は
ご

く
小
さ
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
東
洋
人
の
世
界
観
で
も
そ
う
で
あ
り
、

お
互
い
あ
ま
り
知
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
現
在
の
我
々
が
持
っ
て
い
る

世
界
観
な
ど
は
、
ご
く
最
近
の
事
で
あ
る
。
西
洋
人
だ
け
で
な
く
東
洋
の

人
々
も
そ
れ
ほ
ど
公
平
な
世
界
観
を
持
て
て
い
た
訳
で
は
な
い
。

こ
れ
は
お
互
い
様
で
、
西
洋
人
の
世
界
観
と
し
て
も
東
洋
人
の
世
界
観
と

し
て
も
公
平
で
あ
っ
た
と
は
言
い
難
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
近
世
に
お

い
て
西
洋
人
が
よ
り
進
歩
が
大
き
く
、
東
洋
観
も
彼
ら
が
作
り
上
げ
て
行
っ

た
の
で
、
そ
れ
に
遅
れ
て
東
洋
の
人
々
も
そ
れ
を
読
み
、
自
分
達
の
世
界
観

を
作
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
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第
二
章　

文
明
と
宗
教

　

第
一
節　

ト
イ
ン
ビ
ー
に
お
け
る
文
明
と
宗
教

　
　
１　

ト
イ
ン
ビ
ー
の
歴
史
観
の
概
略

ト
イ
ン
ビ
ー
の
歴
史
観
は
そ
の
長
い
研
究
生
活
に
お
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
形

で
変
化
し
て
き
た
。
第
一
段
階
は
彼
の
母
親
か
ら
幼
少
時
代
に
イ
ギ
リ
ス
史

の
話
を
聞
か
さ
れ
て
、
歴
史
に
深
い
興
味
を
育
ん
だ
こ
と
で
あ
る
。

第
二
段
階
は
文
明
史
の
研
究
（
彼
の
著
で
あ
る
『
歴
史
の
研
究
』
第
一
│

第
六
巻
）
こ
の
時
代
で
は
彼
の
歴
史
観
は
文
明
の
生
誕
、
成
長
、
挫
折
、
解

体
と
い
う
循
環
論
で
あ
っ
た
。
解
体
の
段
階
で
、
魂
の
分
裂
が
お
こ
る
。
そ

し
て
文
明
は
支
配
的
少
数
者
に
よ
る
世
界
国
家
、
お
よ
び
内
的
プ
ロ
レ
タ
リ

ア
ー
ト
に
よ
る
世
界
教
会
、
お
よ
び
外
的
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
（
野
蛮
）
が

文
明
の
土
壌
の
中
に
生
ず
る
。

第
三
段
階
は
歴
史
研
究
の
理
解
可
能
な
概
念
と
し
て
の
文
明
の
概
念
が
成

立
し
な
く
な
る
。
歴
史
研
究
の
理
解
可
能
な
領
域
と
し
て
、
文
明
の
概
念
が

成
り
立
た
な
く
な
っ
て
、
彼
の
大
著
『
歴
史
の
研
究
』
第
一
│
第
七
巻
に
お

い
て
、
高
等
宗
教
と
い
う
文
明
よ
り
重
要
な
概
念
が
登
場
す
る
。
そ
れ
は
超

国
家
に
よ
る
概
念
で
あ
る
。
彼
は
歴
史
と
は
神
が
身
を
現
す
神
の
ヴ
ィ
ジ
ョ

ン
で
あ
る
と
い
う
。
歴
史
の
目
標
は
神
の
王
国
で
あ
る
。
ト
イ
ン
ビ
ー
の
歴

史
観
は
、
循
環
論
か
ら
絶
え
ず
進
歩
発
展
す
る
歴
史
観
へ
と
変
化
し
て
い
っ

た
。

こ
こ
で
ま
ず
今
ま
で
の
論
述
を
ま
と
め
る
と
、
母
親
か
ら
の
教
育
で
イ
ギ

リ
ス
の
国
民
史
の
歴
史
家
に
な
る
事
で
あ
っ
た
。
次
に
は
国
の
歴
史
よ
り
も

っ
と
大
き
い
文
明
の
研
究
へ
と
広
が
っ
て
い
こ
う
と
す
る
。

次
に
、
世
界
の
個
々
の
文
明
の
研
究
よ
り
さ
ら
に
大
き
な
文
明
を
超
え
て

世
界
の
宗
教
の
研
究
に
広
が
っ
て
い
っ
た
比
較
宗
教
の
世
界
で
あ
る
。
研
究

の
対
象
は
個
々
の
国
家
を
超
え
た
宗
教
の
世
界
へ
と
向
か
っ
て
い
っ
た
。
こ

の
段
階
で
は
個
々
の
時
間
軸
を
超
え
た
宗
教
の
世
界
へ
と
広
が
り
、
深
化
し

て
い
っ
た
。
歴
史
家
と
い
う
よ
り
宗
教
研
究
者
の
内
容
を
持
っ
た
人
間
に
な

っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

世
界
に
は
様
々
な
宗
教
が
あ
る
。
そ
の
信
者
が
自
分
の
宗
教
が
一
番
良
い

と
信
じ
て
い
る
。
そ
こ
で
と
ま
れ
ば
問
題
が
な
い
。
他
の
宗
教
よ
り
自
分
の

宗
教
が
良
い
と
言
っ
て
お
互
い
争
う
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
が
宗
教
戦
争
で
あ

る
。
平
和
を
目
的
と
し
て
い
る
宗
教
で
も
宗
教
戦
争
は
良
く
な
い
事
で
あ

る
。第

二
節
で
は
多
宗
教
の
存
在
す
る
世
界
に
お
け
る
宗
教
に
つ
い
て
の
ト
イ

ン
ビ
ー
の
見
解
を
述
べ
る
。
ト
イ
ン
ビ
ー
の
こ
れ
か
ら
の
文
明
に
お
け
る
宗

教
観
に
つ
い
て
述
べ
た
サ
ム
エ
ル
・
ハ
ン
テ
ィ
ン
ト
ン
の
『
文
明
の
衝
突
』

と
世
界
の
将
来
に
つ
い
て
述
べ
た
。
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第
三
節
は
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
、
ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
、
空
海
の
霊
的
伝

達
の
道
に
つ
い
て
略
説
し
た
。
彼
ら
の
偉
大
な
人
格
力
は
不
思
議
な
力
を
も

っ
て
他
の
多
く
の
人
々
に
感
化
を
与
え
て
い
っ
た
。
そ
れ
は
不
思
議
な
伝
道

力
を
も
っ
て
い
た
。
そ
れ
ら
の
事
跡
を
調
べ
て
み
る
と
わ
か
る
。

彼
ら
は
テ
レ
ビ
、
ラ
ジ
オ
、
電
話
な
ど
の
無
い
時
代
に
広
く
遠
く
、
そ
し

て
永
続
的
な
感
化
力
を
も
っ
て
多
く
の
人
に
伝
え
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

そ
の
伝
道
力
は
、
千
年
、
二
千
年
と
伝
わ
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は

ラ
ジ
オ
、
テ
レ
ビ
な
ど
の
近
代
的
伝
導
方
法
を
超
え
た
も
の
で
あ
る
と
言
わ

ざ
る
を
得
な
い
。

第
三
章　

文
明
と
道
徳

第
三
章　

文
明
と
道
徳
の
第
二
節
は
、
実
践
的
世
界
倫
理
と
題
し
て
い

る
。
生
命
は
死
よ
り
良
い
、
健
康
は
病
気
よ
り
良
い
と
か
い
う
大
多
数
の

人
々
が
首
肯
す
る
よ
う
な
命
題
も
、
あ
る
特
定
の
時
と
場
所
に
よ
っ
て
は
そ

う
簡
単
に
は
い
か
な
い
の
で
あ
る
。
地
球
的
倫
理
の
前
に
地
方
的
、
部
族

的
、
国
家
的
倫
理
が
現
存
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
倫
理
（ethics

）
は
元

来
、
習
慣
や
風
習
で
あ
る
。（
ｐ
．五
六
）　

そ
れ
を
ど
う
い
う
風
に
普
遍
化

す
る
か
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
貴
方
の
父
が
い
つ
果
て
る
か
分
か
ら
な
い
。

苦
し
ん
で
い
る
時
、
癌
の
苦
し
み
に
あ
る
時
に
、
貴
方
は
そ
う
い
う
父
の
苦

し
み
を
見
る
の
が
良
い
か（
ｐ
．五
七
）　

堕
胎
は
全
て
罪
な
の
か（
ｐ
．六
〇
）

胎
児
（fetus

） 

は
人
間
と
し
て
扱
わ
れ
る
べ
き
か
、
と
い
う
よ
う
な
様
々

な
問
題
が
出
て
く
る
。

ト
イ
ン
ビ
ー
は
高
等
宗
教
も
様
々
あ
っ
て
、
自
分
の
信
ず
る
高
等
宗
教
が

神
の
光
を
独
占
し
て
い
る
と
い
う
の
は
、
倨
傲
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
ト

イ
ン
ビ
ー
はQ

uintus A
urelius Sym

m
achus

（
ｃ
．三
四
五
│
ｃ
．四

〇
五
）
を
出
し
て
、
神
の
光
を
独
占
し
て
い
る
と
主
張
す
る
事
は
出
来
な
い

と
述
べ
て
い
る
。

広
池
千
九
郎
は
五
人
の
聖
者
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
、
釈

迦
、
孔
子
、
神
道
の
祖
の
教
え
を
ま
と
め
て
最
高
道
徳
と
し
た
。
そ
し
て
そ

れ
を
人
類
に
最
高
道
徳
と
し
て
提
示
し
た
。

第
四
章　

二
つ
の
文
明
と
一
つ
の
都
市

「
二
つ
の
文
明
と
一
つ
の
都
市
」
と
し
、
ま
ず
私
の
日
本
文
明
の
精
髄
探

求
の
旅
と
し
、
広
池
千
九
郎
、『
日
本
書
紀
』『
古
事
記
』
の
精
神
を
伝
え
ん

と
し
た
。

人
類
の
巨
大
実
験
場
と
し
て
、
ア
メ
リ
カ
を
論
じ
た
。

　

第
一
節　
　

日
本
文
明
の
本
質
を
探
究
す
る
旅

ト
イ
ン
ビ
ー
は
、
伊
勢
神
宮
（
天
照
大
神
を
祀
る
）
を
全
て
の
宗
教
の
基

に
あ
る
聖
な
る
場
所
と
一
九
一
七
年
に
詩
で
述
べ
て
い
る
。（
ヴ
ェ
ロ
ニ
カ

夫
人
談
）　

こ
の
聖
な
る
場
所
に
全
て
の
宗
教
の
基
に
な
る
神
聖
を
感
ず
る
。
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こ
こ
で
は
日
本
文
明
と
ア
メ
リ
カ
文
明
を
と
り
あ
げ
る
。
ま
ず
最
初
は
日

本
文
明
を
考
察
す
る
。
伊
勢
神
宮
は
日
本
の
神
道
の
根
本
の
宮
で
あ
り
、
す

な
わ
ち
天
照
大
神
を
祀
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
自
ず
か
ら
神
聖
な
気
が
あ
り
、

初
め
て
訪
れ
た
ト
イ
ン
ビ
ー
も
こ
の
神
聖
な
場
所
に
つ
い
て
「
あ
ら
ゆ
る
宗

教
の
根
底
に
あ
る
統
一
性
を
感
じ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。（
一
九
一
七
年
十

一
月
二
十
四
日
）

祀
ら
れ
て
い
る
天
照
大
神
は
弟
の
ス
サ
ノ
オ
ノ
ミ
コ
ト
（
暴
れ
ん
坊
で
あ

っ
た
が
）
を
、
慈
悲
寛
大
自
己
反
省
を
実
行
さ
れ
て
、
日
本
の
皇
室
お
よ
び

日
本
国
民
の
精
神
的
中
心
の
神
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
女
神
の
精
神
が

日
本
皇
室
お
よ
び
日
本
国
民
に
伝
わ
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
古
事
記
お
よ
び
日

本
書
紀
に
記
録
さ
れ
て
お
り
、
日
本
国
民
の
精
神
的
拠
り
所
と
な
っ
て
い

る
。大

嘗
祭
は
、
新
し
く
収
穫
し
た
お
米
を
天
照
大
神
と
共
に
食
す
る
と
い
う

儀
式
で
、
新
し
く
即
位
し
た
天
皇
に
伝
わ
る
儀
式
で
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
文
明
は
、
一
六
〇
七
年
の
ピ
ル
グ
リ
ム
・
フ
ァ
ー
ザ
ー
ズ

（P
ilgrim

 F
athers

）
が
ジ
ェ
イ
ム
ス
・
タ
ウ
ン
に
足
跡
を
残
し
た
事
か
ら

始
ま
っ
た
。
ニ
ュ
ー
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
か
ら
新
大
陸
の
開
拓
が
始
ま
っ
た
。
ニ

ュ
ー
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
い
う
名
前
の
示
す
様
に
、
イ
ギ
リ
ス
人
の
開
拓
か
ら

始
ま
っ
た
。
現
在
の
ボ
ス
ト
ン
の
辺
り
（
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
）
の
開
拓

が
始
ま
り
、
そ
し
て
ニ
ュ
ー
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
云
う
様
に
な
っ
た
。
そ
れ
か

ら
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
や
南
部
の
開
拓
が
始
ま
り
、
ア
メ
リ
カ
大
陸
へ
と
広

が
っ
た
い
っ
た
。

私
は
、
二
年
間
の
留
学
中
（
一
九
六
四
│
一
九
六
六
）、
グ
レ
イ
ハ
ウ
ン

ド
バ
ス
、
乗
用
車
、
電
車
で
ア
メ
リ
カ
全
土
を
ほ
と
ん
ど
走
破
し
た
が
、
行

け
ど
も
行
け
ど
も
同
じ
景
色
が
続
い
て
い
く
の
に
は
驚
か
さ
れ
た
。

第
五
章　

文
明
の
魂

第
五
章
「
文
明
の
魂
」
で
は
、
広
池
千
九
郎
の
創
設
し
た
モ
ラ
ロ
ジ
│
研

究
所
の
紹
介
│
東
洋
と
西
洋
を
つ
な
ぐ
も
の
と
し
て
論
じ
た
。

全
て
の
文
明
に
は
隠
れ
た
核
心
が
あ
る
。
そ
れ
が
文
明
の
魂
と
云
う
。
表

現
は
様
々
で
あ
る
が
理
想
で
あ
る
。

第
一
節
で
は
東
洋
と
西
洋
を
繋
ぐ
も
の
と
し
て
モ
ラ
ロ
ジ
ー
を
紹
介
し
て

い
る
。
さ
ら
に
、
モ
ラ
ロ
ジ
ー
の
国
際
化
の
一
環
と
し
て
イ
ギ
リ
ス
の
碩
学

ラ
ワ
リ
ー
ズ
博
士
の
所
見
を
紹
介
し
た
。
ラ
ワ
リ
ー
ズ
博
士
の
国
家
伝
統
に

対
す
る
ご
意
見
に
対
す
る
私
見
を
述
べ
る
。

日
本
人
巨
匠
、
広
池
千
九
郎
博
士
、
森
鴎
外
の
二
人
を
紹
介
し
、
東
洋
の

M
oral Science

の
歴
史
か
ら
見
て
、
日
本
のM

oral Science

（
す
な
わ

ちM
oralogy

）
の
無
比
性
に
つ
い
て
論
じ
た
。


