
中
華
、
イ
ス
ラ
ム
、
西
洋
と
い
っ
た
世
界
文
明
が
混
在
す
る

東
南
ア
ジ
ア
に
生
き
る
人
々
は
、
異
文
化
と
隣
り
合
わ
せ
の

日
常
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
描
く
の
か
。
異
な
る
規
範
や
文
化

の
挑
戦
に
日
々
晒
さ
れ
て
き
た
人
々
の
生
き
ざ
ま
に
学
ぶ
。

第
Ⅱ
部

混
成
の
う
ね
り

―
―
東
南
ア
ジ
ア
映
画
の
新
た
な
冒
険
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シ
ア
は
文
明
の
「
交
わ
り
の
地
」
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る

が
、
こ
の
こ
と
は
同
時
に
、
マ
レ
ー
シ
ア
を
各
文
明
世
界
の

「
周
縁
の
地
」
と
す
る
理
解
も
生
む
こ
と
に
な
る
。
そ
れ

は
、
世
界
文
明
に
は
文
明
の
中
心
地
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
外

に
向
け
て
文
明
が
広
が
っ
て
お
り
、
文
明
の
中
心
地
か
ら
離

れ
れ
ば
離
れ
る
ほ
ど
文
明
性
が
薄
れ
る
と
理
解
さ
れ
る
た
め

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
イ
ス
ラ
ム
世
界
に
お
い
て
は
中
東
の
ア

ラ
ブ
人
が
文
明
の
中
心
に
い
て
東
南
ア
ジ
ア
の
マ
レ
ー
人
や

他
の
イ
ス
ラ
ム
教
徒
は
周
縁
の
存
在
で
あ
り
、
中
華
世
界
に

お
い
て
は
中
国
の
中
国
人
が
文
明
の
中
心
で
あ
る
の
に
対
し

て
東
南
ア
ジ
ア
の
華
人
は
文
明
の
辺
境
に
あ
る
。
イ
ン
ド
人

に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
混
成
社
会
と
し

て
の
マ
レ
ー
シ
ア
の
特
徴
は
、
社
会
が
多
様
な
民
族
か
ら
構

成
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
民
族
が
自

分
た
ち
を
世
界
文
明
の
継
承
者
と
自
任
し
な
が
ら
も
、
自
分

た
ち
が
担
う
そ
れ
ぞ
れ
の
世
界
文
明
の
「
本
場
」
が
マ
レ
ー

シ
ア
の
外
に
あ
り
、
自
分
た
ち
は
「
本
場
」
に
比
べ
る
と
文

明
度
が
低
い
「
周
縁
」
で
あ
る
と
い
う
意
識
を
持
っ
て
い
る

点
に
あ
る＊

３

。

社
会
内
の
諸
要
素
の
背
景
に
社
会
外
部
の
地
域
や
人
々
と

の
結
び
つ
き
が
あ
る
と
い
う
混
成
社
会
の
特
徴
を
踏
ま
え
る

こ
と
は
、
今
日
の
世
界
で
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
進
展
に
伴
う
人

や
情
報
の
移
動
に
よ
っ
て
文
明
の
「
本
場
」
と
「
周
縁
」
に

社
会
の
混
成
性
を
捉
え
る
上
で
は
、
社
会
内
部
の
諸
要
素

間
の
関
係
と
、
各
要
素
の
社
会
外
部
と
の
関
係
の
二
つ
の
側

面
か
ら
見
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
マ
レ
ー

シ
ア
の
事
例
を
中
心
に
簡
単
に
整
理
し
て
お
き
た
い
。

議
論
を
簡
単
に
す
る
た
め
、「
社
会
」
を
マ
レ
ー
シ
ア
国

家
、「
諸
要
素
」
を
マ
レ
ー
シ
ア
の
主
要
民
族
で
あ
る
マ

レ
ー
人
、
華
人
、
イ
ン
ド
人
に
限
定
す
る
。「
社
会
内
部
の

諸
要
素
間
の
関
係
」
と
は
マ
レ
ー
人
と
華
人
と
イ
ン
ド
人
が

互
い
に
ど
の
程
度
混
じ
り
あ
っ
て
い
る
か
で
あ
り
、「
各
要

素
の
社
会
外
部
と
の
関
係
」
と
は
、
マ
レ
ー
人
は
中
東
と
、

華
人
は
中
国
（
中
国
大
陸
・
台
湾
・
香
港
）
と
、
イ
ン
ド
人

は
イ
ン
ド
（
お
よ
び
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
・
パ
キ
ス
タ
ン
）
と

そ
れ
ぞ
れ
ど
の
程
度
の
繋
が
り
を
持
っ
て
い
る
か
で
あ
る
。

一
般
に
「
多
民
族
性
」
と
言
え
ば
前
者
の
よ
う
な
民
族
的
多

様
性
を
意
味
す
る
こ
と
が
多
い
が＊

１

、
今
日
の
世
界
に
お
け
る

混
成
性
を
考
え
る
上
で
は
、
国
内
に
複
数
の
民
族
が
存
在
す

る
こ
と
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
民
族
が
国
外
の
地
域
や

人
々
と
ど
の
よ
う
に
繋
が
っ
て
い
る
か
を
見
る
こ
と
も
重
要

で
あ
る＊

２

。

国
内
の
各
民
族
が
国
外
の
地
域
や
人
々
と
繋
が
っ
て
い
る

こ
と
に
つ
い
て
、
マ
レ
ー
シ
ア
で
は
「
文
明
」
と
の
関
わ
り

で
説
明
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
マ
レ
ー
人
、
華
人
、
イ
ン
ド

人
は
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
ス
ラ
ム
文
明
、
中
華
文
明
、
イ
ン
ド
文

明
の
継
承
者
を
自
任
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
が
集
ま
る
マ
レ
ー

第
Ⅱ
部 

混
成
の
う
ね
り

―
東
南
ア
ジ
ア
映
画
の
新
た
な
冒
険

﹇
第
Ⅱ
部
に
あ
た
っ
て
﹈

フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
の
混
成
社
会

―
―
東
南
ア
ジ
ア
映
画
の
舞
台
設
定

山
本
博
之

図1　社会内の諸要素間の関係
（凡例）実線：社会、破線：要素

図２　社会内の諸要素の社会外部との繋がり
（凡例）実線：社会、破線：文明世界、星：文明の中心
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場
の
ル
ー
ル
と
の
食
い
違
い
が
あ
る
。
現
在
い
る
社
会
の

ル
ー
ル
に
合
わ
せ
よ
う
と
す
れ
ば
「
本
場
」
の
ル
ー
ル
か
ら

逸
脱
し
た
存
在
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
状
況
は
、
特
に
家

族
形
成
や
弔
い
の
場
に
お
い
て
抜
き
差
し
な
ら
な
い
選
択
を

迫
る
こ
と
に
な
る
。
篠
崎
論
文
で
は
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
マ

レ
ー
シ
ア
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
映
画
を
素
材
に
、
そ
れ
ぞ
れ

の
国
の
華
人
が
こ
の
問
題
に
ど
う
対
応
し
よ
う
と
し
て
い
る

か
を
論
じ
て
い
る
。

外
部
社
会
に
「
本
場
」
を
持
つ
こ
と
で
、
自
分
た
ち
が
直

接
関
わ
ら
な
い
出
来
事
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
本
場
」

の
動
向
の
影
響
を
受
け
、
そ
の
名
声
や
悪
評
が
直
接
関
係
な

い
は
ず
の
自
分
た
ち
に
降
り
か
か
っ
て
く
る
こ
と
も
あ
る
。

西
論
文
は
、
九
・
一
一
米
国
同
時
多
発
テ
ロ
以
降
に
イ
ス
ラ

ム
世
界
に
向
け
ら
れ
た
信
仰
心
と
暴
力
を
結
び
付
け
よ
う
と

す
る
論
調
に
対
し
、
イ
ス
ラ
ム
世
界
の
周
縁
に
位
置
す
る
イ

ン
ド
ネ
シ
ア
の
イ
ス
ラ
ム
教
徒
が
「
周
縁
」
の
自
分
た
ち
こ

そ
「
本
場
」
以
上
に
本
場
で
あ
る
と
い
う
新
し
い
自
画
像
の

模
索
に
取
り
組
ん
で
き
た
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。

現
在
い
る
場
で
各
要
素
間
の
境
界
や
関
係
を
ど
の
よ
う
に

定
め
、
各
要
素
の
構
成
を
ど
の
よ
う
に
設
定
す
る
か
と
い
う

問
題
も
あ
る
。
マ
レ
ー
シ
ア
で
は
、
民
族
間
の
境
界
を
固
定

す
る
こ
と
で
混
成
性
の
維
持
と
社
会
全
体
の
秩
序
の
維
持
の

両
立
を
は
か
っ
て
き
た
が
、
そ
れ
は
民
族
や
宗
教
が
人
々
の

暮
ら
し
を
過
剰
に
縛
る
と
い
う
副
作
用
も
生
ん
で
き
た
。
山

本
論
文
は
、
マ
レ
ー
シ
ア
の
み
な
ら
ず
世
界
中
の
人
々
を
魅

了
し
た
ヤ
ス
ミ
ン
・
ア
フ
マ
ド
監
督
作
品
が
描
く
「
も
う
一

つ
の
マ
レ
ー
シ
ア
」
像
か
ら
混
成
性
そ
の
も
の
を
生
き
る
あ

り
方
を
探
る
。

◉
注

＊	

１	

マ
レ
ー
シ
ア
の
文
脈
で
は
マ
レ
ー
人
は
「
原
住
民
」
な

の
で
華
人
や
イ
ン
ド
人
の
よ
う
に
国
外
に
「
故
地
」
が
あ
る
わ

け
で
は
な
い
が
、
マ
レ
ー
人
は
観
念
上
す
べ
て
イ
ス
ラ
ム
教
徒

で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
中
東
と
い
う
精
神
的
な
拠
り
所
を
持
っ

て
い
る
。
な
お
、
か
つ
て
の
移
民
研
究
が
ホ
ス
ト
社
会
の
存
在

を
前
提
と
し
て
、
社
会
の
混
成
性
を
捉
え
る
と
き
に
移
民
だ
け

を
混
成
的
要
素
と
し
て
見
て
い
た
の
に
対
し
、
ホ
ス
ト
社
会
も

移
民
も
混
成
的
要
素
と
し
て
は
同
列
で
あ
る
と
早
く
か
ら
指
摘

し
て
い
た
研
究
と
し
て
（
平
野	

一
九
八
四
）
を
参
照
。

＊	

２	

土
屋
健
治
は
、
植
民
地
時
代
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
を
事
例

に
、
周
辺
各
地
の
人
々
が
教
育
や
行
政
な
ど
で
首
都
バ
タ
ビ
ア

に
集
ま
り
、
そ
こ
で
各
地
の
文
化
を
持
ち
寄
っ
て
混
交
文
化
を

産
み
だ
し
、
そ
れ
が
各
地
に
還
流
す
る
こ
と
で
イ
ン
ド
ネ
シ
ア

文
化
が
生
ま
れ
た
と
し
て
、
域
外
と
繋
が
り
を
持
っ
た
諸
要
素

が
混
じ
る
こ
と
で
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
空
間
に
お
い
て
混
成
的
な
文

化
が
生
み
出
さ
れ
る
と
論
じ
て
い
る
（
土
屋	

一
九
八
八
）。
た

だ
し
、
土
屋
が
言
う
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
空
間
と
は
、
各
要
素
の
周

縁
部
ま
で
含
め
て
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
と
い
う
領
域
に
す
っ
か
り
収

関
す
る
意
識
が
変
化
し
、
混
成
化
の
度
合
い
が
増
し
て
い
る

こ
と
を
考
え
る
上
で
重
要
で
あ
る
。

か
つ
て
の
移
民
が
出
身
地
の
様
子
を
知
る
と
し
た
ら
、
移

住
先
の
新
聞
な
ど
で
断
片
的
か
つ
時
間
差
の
あ
る
情
報
が
時

折
得
ら
れ
る
程
度
だ
っ
た
だ
ろ
う
が
、
現
在
で
は
移
住
者
が

出
身
地
の
動
静
に
関
す
る
情
報
を
ほ
ぼ
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
大

量
に
手
に
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
ま
た
実
際
に
出
身
地

を
訪
れ
る
こ
と
も
容
易
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
社
会

外
部
の
地
域
や
人
々
と
の
関
係
が
周
囲
の
動
向
に
左
右
さ
れ

や
す
く
、
世
界
的
な
出
来
事
を
契
機
に
外
部
社
会
と
の
関
係

に
つ
い
て
の
意
識
が
強
ま
っ
た
り
弱
ま
っ
た
り
す
る
こ
と
が

あ
る＊

４

。
ま
た
、
マ
レ
ー
シ
ア
の
例
で
は
国
内
の
民
族
と
外
部
の
世

界
文
明
が
一
対
一
の
関
係
に
あ
る
と
見
ら
れ
て
い
る
が
、
一

般
に
は
国
内
の
要
素
と
外
部
社
会
の
地
域
や
人
々
と
の
繋
が

り
は
一
対
一
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
。
あ
る
人
は
中
国
系
で

あ
る
と
と
も
に
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
し
、

イ
ン
ド
系
で
あ
る
と
と
も
に
英
語
を
母
語
と
す
る
か
も
し
れ

な
い＊

５

。
さ
ら
に
、
マ
レ
ー
シ
ア
で
は
社
会
の
混
成
性
は
も
っ

ぱ
ら
民
族
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
が
、
一
般
に
は
外
部
社
会
と

の
繋
が
り
は
民
族
以
外
の
要
素
で
も
あ
り
う
る
。
そ
の
意
味

で
は
、
現
在
は
単
一
民
族
社
会
で
あ
る
と
見
ら
れ
て
い
る
国

で
も
、
世
界
的
な
出
来
事
を
契
機
に
社
会
内
の
各
要
素
が
そ

れ
ぞ
れ
異
な
る
外
部
社
会
と
の
繋
が
り
を
意
識
す
る
よ
う
に

な
り
、
社
会
の
混
成
性
に
目
覚
め
る
と
い
っ
た
こ
と
も
十
分

に
考
え
ら
れ
る＊

６

。

社
会
内
の
多
様
性
と
外
部
社
会
と
の
繋
が
り
の
両
面
か
ら

社
会
の
混
成
性
を
捉
え
る
な
ら
ば
、
混
成
社
会
に
は
以
下
の

よ
う
な
特
徴
的
な
課
題
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
本
特
集

の
第
二
部
の
各
論
考
は
、
こ
れ
ら
の
諸
課
題
に
対
す
る
人
々

の
対
応
の
様
子
を
、
東
南
ア
ジ
ア
を
中
心
に
映
画
制
作
に
読

み
解
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

混
成
的
な
社
会
で
は
、
自
分
が
文
明
の
周
縁
に
い
る
「
混

じ
り
物
」
で
あ
る
と
い
う
意
識
を
抱
き
、
そ
の
こ
と
を
消
極

的
に
捉
え
て
、
そ
の
社
会
を
出
て
文
明
の
「
本
場
」
を
目
指

そ
う
と
す
る
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
、
い
く
ら
「
本
場
」
の

中
心
に
近
づ
い
て
も
、「
本
場
」
で
生
ま
れ
育
っ
た
真
正
の

「
本
場
」
と
比
べ
る
限
り
、
い
つ
に
な
っ
て
も
自
分
自
身
が

「
本
物
」
で
は
な
い
と
い
う
思
い
が
拭
え
な
い
と
い
う
苦
境

に
陥
る
こ
と
に
な
る
。
野
澤
論
文
で
は
、
中
華
文
明
の
「
本

場
」
を
目
指
し
て
マ
レ
ー
シ
ア
か
ら
台
湾
に
渡
っ
て
映
画
監

督
と
し
て
成
功
を
収
め
た
蔡
明
亮
（
ツ
ァ
イ
・
ミ
ン
リ
ャ

ン
）
の
事
例
か
ら
、「
本
物
探
し
」
の
旅
の
一
つ
の
あ
り
方

が
示
さ
れ
て
い
る
。

混
成
社
会
に
生
き
る
人
々
が
抱
え
る
問
題
に
、
外
部
社
会

に
起
源
を
持
つ
「
本
場
」
の
ル
ー
ル
と
い
ま
暮
ら
し
て
い
る
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ま
っ
て
お
り
、
社
会
外
部
と
の
繋
が
り
は
意
識
さ
れ
て
い
な

い
。

＊	

３	

こ
の
観
点
か
ら
マ
レ
ー
シ
ア
社
会
を
描
い
た
も
の
と
し

て
（
山
本	

二
〇
〇
六
）
を
参
照
。

＊	
４	
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
事
例
を
も
と
に
「
国
民
＝
想
像
の
共

同
体
」
説
を
展
開
し
た
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
・
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
は
、

人
々
が
自
己
解
放
を
求
め
る
欲
求
の
表
現
形
態
で
あ
る
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム
が
し
ば
し
ば
互
い
に
戦
う
こ
と
に
つ
い
て
、
植
民
地

統
治
の
も
と
で
人
々
が
自
己
解
放
に
目
覚
め
る
前
に
領
域
国
家

内
で
の
権
力
と
の
関
係
を
意
識
さ
せ
ら
れ
る
た
め
と
い
う
過
去

に
原
因
を
求
め
る
説
明
に
加
え
、
世
界
的
な
出
来
事
を
契
機
に

「
本
国
」
と
の
関
係
に
お
い
て
排
他
的
な
我
々
意
識
が
生
じ
る

た
め
と
い
う
現
在
に
原
因
を
求
め
る
説
明
を
試
み
、
後
者
を

「
遠
距
離
（
遠
隔
地
）
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
と
呼
ん
だ
（
ア
ン

ダ
ー
ソ
ン	

二
〇
〇
五
）。

＊	

５	

本
文
で
挙
げ
た
例
で
は
、
前
者
は
中
華
世
界
と
キ
リ
ス

ト
教
世
界
の
二
つ
の
「
世
界
」
と
関
係
し
て
い
る
し
、
後
者
は

イ
ン
ド
世
界
と
英
語
世
界
の
二
つ
の
「
世
界
」
と
関
係
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

＊	

６	

ベ
ト
ナ
ム
国
民
の
人
口
の
九
割
近
く
を
占
め
る
多
数
派

の
キ
ン
族
は
、
か
つ
て
北
方
の
文
明
国
で
あ
る
中
国
に
対
し
て

自
ら
を
南
方
の
文
明
国
で
あ
る
「
南
国
」
と
位
置
づ
け
、
文
明

意
識
の
裏
返
し
と
し
て
周
辺
の
諸
民
族
を
蛮
族
と
見
る
こ
と
で

ベ
ト
ナ
ム
社
会
の
多
民
族
性
を
自
覚
し
て
い
な
か
っ
た
が
、
フ

ラ
ン
ス
に
よ
る
植
民
地
支
配
な
ど
の
経
験
を
経
て
、
自
ら
を
国

際
共
産
主
義
と
い
う
中
国
と
の
関
係
以
外
の
「
世
界
」
に
位
置

づ
け
る
考
え
方
が
生
ま
れ
、
自
ら
の
多
民
族
性
を
自
覚
す
る
よ

う
に
な
っ
た
（
古
田	

一
九
九
五
）。

◉
参
考
文
献

ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
、
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
著
、
糟
谷
啓
介
・
高
地
薫
ほ
か

訳
（
二
〇
〇
五
）『
比
較
の
亡
霊
―
―
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
・
東

南
ア
ジ
ア
・
世
界
』
作
品
社
。

土
屋
健
治
（
一
九
八
八
）「
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
社
会
統
合
―
―
フ

ロ
ン
テ
ィ
ア
空
間
に
つ
い
て
の
覚
え
書
き
」
平
野
健
一
郎
ほ
か

著
『
ア
ジ
ア
に
お
け
る
国
民
統
合
―
―
歴
史
・
文
化
・
国
際
関

係
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
四
三
―
一
八
八
頁
。

古
田
元
夫
（
一
九
九
五
）『
ベ
ト
ナ
ム
の
世
界
史
―
―
中
華
世
界

か
ら
東
南
ア
ジ
ア
世
界
へ
』
東
京
大
学
出
版
会
。

平
野
健
一
郎
（
一
九
八
四
）「
国
際
関
係
論
の
新
し
い
概
念
と
し

て
の
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
（
概
念
装
置
と
し
て
の
有
効
性
と
問
題

点
）」『
教
養
学
科
紀
要
』（
東
京
大
学
教
養
学
部
教
養
学
科
）

第
一
七
巻
、
一
二
―
一
八
頁
。

山
本
博
之
（
二
〇
〇
六
）『
脱
植
民
地
化
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
―
―

英
領
北
ボ
ル
ネ
オ
に
お
け
る
民
族
形
成
』
東
京
大
学
出
版
会
。

◉
著
者
紹
介

二
二
五
頁
に
掲
載
。
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