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（
六
一
） 

 
も
う
一
つ
の
『
進
化
論
講
話
』（
二
） 

―
―
一
九
〇
四
年
二
月
『
新
民
叢
報
』
掲
載
「
進
化
論
大
略
」
か
ら
―
― 

 

戸 

井 
 

久
＊  

 

は
じ
め
に 

小
論
は
前
号
に
お
い
て
『
新
民
叢
報
』
第
四
六
至
四
八
号
合
本
（
一
九
〇
四
年

二
月
一
四
日
）
に
掲
載
さ
れ
た
丘
浅
次
郎
の
講
演
「
進
化
論
大
略
」
に
つ
い
て
、

そ
の
記
述
を
追
い
な
が
ら
、
同
時
期
の
丘
に
よ
る
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
『
進
化
論
講
話
』

の
初
版
本
の
内
容
と
の
比
較
・
検
討
を
加
え
る
こ
と
で
、「
進
化
論
大
略
」
が
『
進

化
論
講
話
』
の
大
幅
な
要
約
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
今
号
は
そ
の
続
編
と
し

て
、
講
演
の
後
半
部
分
を
取
り
上
げ
る
。 

 

五
、
古
生
物
学 

 

解
剖
（
学
）
と
発
生
学
（
事
実
）
か
ら
生
物
各
種
の
特
殊
な
形
跡
に
つ
い
て

考
え
ま
す
と
、
決
し
て
古
代
か
ら
そ
う
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
れ
も
現
在
の
立
場
か
ら
申
し
上
げ
て
い
る
の
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
古
生

物
に
つ
い
て
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
と
致
し
ま
す
。 

 丘
浅
次
郎
は
「
進
化
論
大
略
」（
以
下
「
大
略
」）
の
中
で
、
ま
ず
ダ
ー
ウ
ィ
ン

の
進
化
論
に
つ
い
て
説
明
し
、
次
い
で
解
剖
学
と
発
生
学
に
示
さ
れ
る
事
実
を
取

り
上
げ
た
。
こ
こ
で
は
さ
ら
に
古
生
物
上
の
事
実
に
言
及
す
る
こ
と
で
生
物
進
化

の
事
跡
を
証
拠
づ
け
よ
う
と
す
る
。
こ
れ
よ
り
先
は
『
進
化
論
講
話
』（
以
下
『
講

話
』）「
第
十
三
章 

古
生
物
学
上
の
事
実
」
と
対
応
し
て
お
り
、
そ
の
冒
頭
に
も
解

剖
・
発
生
学
等
の
「
此
等
の
事
実
ば
か
り
を
以
て
生
物
の
進
化
を
論
ず
る
の
は
、

即
ち
現
在
の
有
様
を
基
と
し
て
、
過
去
の
変
遷
を
推
察
す
る
と
い
ふ
に
止
ま
る
が
、

本
章
に
説
く
所
は
大
い
に
之
と
違
ひ
、
古
代
に
生
存
し
て
い
た
生
物
の
遺
体
に
就

い
て
生
物
進
化
の
事
跡
を
述
べ
る
」（
１
）
と
の
記
述
が
あ
る
。 

 

古
代
の
生
物
に
つ
き
ま
し
て
は
、
化
石
を
研
究
す
る
こ
と
で
知
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
化
石
と
は
山
を
開
き
井
戸
を
掘
る
際
に
得
る
こ
と

が
で
き
る
も
の
で
、
古
代
の
動
植
物
の
遺
骸
が
変
化
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。

し
か
し
化
石
を
説
明
す
る
に
は
必
ず
ま
ず
地
球
の
表
面
の
変
化
が
如
何
な
る
も

の
で
あ
る
か
を
知
ら
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
地
殻
が
形
成
さ
れ
て
以
来
、
山

や
海
は
絶
え
ず
変
化
し
て
お
り
、
建
設
の
作
用
、
破
壊
の
作
用
、
運
搬
の
作
用

 

＊
と
い
・
ひ
さ
し 

 

埼
玉
大
学
非
常
勤
講
師 



 

（
六
二
） 

に
よ
っ
て
無
窮
の
変
状
を
演
出
し
て
お
り
ま
し
て
、
古
代
の
動
植
物
は
そ
の
地

層
の
中
で
葬
ら
れ
る
こ
と
で
遺
骸
が
化
石
と
な
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。 

 

『
講
話
』
に
も
「
古
生
物
学
上
で
研
究
す
る
も
の
は
所
謂
化
石
で
あ
つ
て
」
と

し
た
上
で
、
右
の
引
用
と
同
じ
く
「
此
化
石
と
い
ふ
も
の
は
一
体
何
時
頃
如
何
な

る
事
情
の
下
に
出
来
た
か
と
詳
し
く
論
ず
る
に
は
、
先
づ
一
通
り
地
殻
の
変
遷
の

こ
と
か
ら
考
え
て
か
か
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
」（
２
）
と
い
う
記
述
が
あ
る
。『
講
話
』

で
は
さ
ら
に
地
質
学
の
見
地
か
ら
、
地
表
の
土
砂
が
雨
等
に
よ
り
河
か
ら
海
に
運

搬
さ
れ
て
次
第
に
層
を
形
成
し
、
そ
れ
が
固
ま
る
こ
と
で
化
石
を
保
存
す
る
水
成

岩
に
な
る
と
い
う
説
明
が
続
い
て
い
る
。
し
か
し
「
大
略
」
で
は
し
ば
ら
く
水
成

岩
と
い
う
名
称
は
用
い
ら
れ
な
い
。 

 

地
層
の
中
で
、
高
く
突
起
し
て
い
る
の
が
山
と
な
り
、
低
く
陥
落
し
て
い
る

の
が
海
と
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。
高
い
山
は
風
雨
に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
、
化
石

は
常
に
そ
の
中
で
目
に
触
れ
る
の
に
対
し
、
海
底
は
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

故
に
山
頂
か
ら
魚
の
骨
や
貝
類
等
の
も
の
（
化
石
）
が
発
掘
さ
れ
ま
す
が
、
多

く
は
海
中
か
ら
の
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
吾
人
は
こ
の
こ
と
か
ら
古
代
の
生

物
の
現
状
を
研
究
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
故
に
地
質
学
者
が
地
層
の
新

旧
を
研
究
す
る
の
に
、
皆
化
石
に
証
拠
を
求
め
る
の
は
、
山
地
を
掘
っ
た
際
に
、

上
層
の
化
石
と
下
層
の
化
石
が
違
う
、
ま
た
は
こ
ち
ら
の
化
石
と
あ
そ
こ
の
化

石
が
違
う
と
す
る
こ
と
で
、
そ
の
地
層
の
新
旧
を
比
較
し
て
区
別
す
る
こ
と
が

で
き
る
か
ら
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。 

 

こ
れ
に
続
け
て
よ
う
や
く
水
成
岩
に
つ
い
て
言
及
す
る
。 

 

欧
州
各
国
の
地
質
学
者
は
世
界
の
地
層
を
研
究
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
水
成

岩
は
厚
さ
十
里
以
上
に
な
り
ま
す
が
、
十
里
以
上
の
厚
さ
に
な
る
の
は
幾
億
兆

年
を
経
て
の
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
今
の
地
質
学
者
に
は
そ
の
時
代
が
憶
測

し
が
た
い
の
で
あ
り
ま
す
。 

 

『
講
話
』
に
も
「
今
日
知
れ
て
あ
る
だ
け
の
水
成
岩
を
研
究
し
、
其
全
体
の
高

さ
を
測
つ
て
見
る
と
、
日
本
の
里
程
に
計
算
し
て
十
里
以
上
に
な
る
が
、
海
の
底

に
泥
砂
が
漸
々
に
積
り
、
そ
れ
が
凝
ま
つ
て
厚
さ
十
里
以
上
の
堅
牢
な
岩
石
が
出

来
る
の
は
、
凡
如
何
程
の
時
を
要
す
る
で
あ
ら
う
か
、
百
年
を
一
世
紀
と
名
づ
け

て
時
の
最
も
長
い
単
位
と
し
て
用
ゐ
て
居
る
我
々
で
は
、
到
底
想
像
し
て
見
る
こ

と
も
出
来
ぬ
」（
３
）
と
あ
り
、
や
は
り
水
成
岩
の
厚
さ
を
里
程
で
説
明
し
て
い
る
。 

 

地
層
を
分
割
す
る
と
四
期
に
分
か
れ
、
各
期
は
ま
た
数
紀
に
分
か
れ
る
の
で

あ
り
ま
す
。
四
期
に
お
い
て
は
分
割
し
て
も
（
長
さ
は
）
均
し
く
な
い
の
で
あ

り
ま
す
が
、
す
べ
て
化
石
の
異
同
に
準
じ
て
区
別
し
ま
す
と
、
原
始
代
が
最
も

厚
く
、
近
古
代
が
最
も
薄
い
の
で
あ
り
ま
す
。 

 
「
大
略
」
は
こ
こ
で
四
期
の
層
の
厚
さ
を
比
率
で
示
し
た
「
地
層
図
」（
図
Ｆ
）

を
挿
入
す
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
最
下
層
に
位
置
す
る
原
始
代
は
「
全
量
の
二
分
の

一
を
占
め
る
」
と
あ
り
、
上
に
進
ん
で
太
古
代
（
四
分
の
一
）
、
中
古
代
（
八
分
の

一
）、
近
古
代
の
順
と
な
っ
て
い
る
。『
講
話
』「
第
十
三
章 

二 

地
層
毎
に
化
石
の



 

（
六
三
） 

種
類
の
異
な
る
こ
と
」
に
は
図
版
の
使
用
こ
そ
な
い
が
、
各
層
の
厚
さ
に
つ
い
て

「
始
原
代
は
殆
ど
全
体
の
六
割
程
を
占
め
る
に
反
し
、
太
古
代
は
三
割
弱
、
中
古

代
は
一
割
弱
、
近
古
代
は
僅
に
四
十
分
の
一
に
過
ぎ
ぬ
」（
４
）
と
あ
り
、「
地
層

図
」
の
比
率
と
若
干
の
違
い
が
み
ら
れ
る
。 

 

原
始
代
の
（
地
層
の
）
中
か
ら
発
掘
さ
れ
る
化
石
は
す
べ
て
虫
類
で
あ
る
の 

に
対
し
て
、
太
古
代
の
ほ
う
は
魚
類
貝
類
で
、
魚
類
が
多
く
を
占
め
ま
す
。
中 

古
代
は
と
申
し
ま
す
と
鰐
類
の
化
石
が
多
い
の
で
あ
り
ま
す
が
、
当
時
の
鰐
は

今
と
異
な
り
、
陸
上
を
歩
く
も
の
も
あ
れ
ば
、
空
中
を
飛
翔
す
る
も
の
、
海
を

泳
ぐ
も
の
も
あ
り
ま
す
。
近
古
代
に
至
る
と
獣
類
と
高
等
動
物
の
化
石
が
多
く

な
る
の
で
あ
り
ま
す
。 

 

ち
な
み
に
『
講
話
』「
第
十
三
章 

二 

地
層
毎
に
化
石
の
種
類
の
異
な
る
こ
と
」

で
は
、
始
原
代
（
「
大
略
」
の
原
始
代
）
に
つ
い
て
「
化
石
の
出
る
こ
と
が
極
め
て

少
い
」（
５
）
と
あ
る
の
み
で
、「
大
略
」
に
あ
る
「
虫
類
」
の
言
葉
は
な
い
。
太

古
代
は
「
魚
類
」
の
化
石
が
最
も
多
い
こ
と
、
ま
た
植
物
で
は
シ
ダ
類
の
化
石
の

存
在
を
指
摘
す
る
が
、「
大
略
」
に
あ
る
「
貝
類
」
に
つ
い
て
の
言
及
は
な
い
。
中

古
代
の
化
石
は
「
両
棲
類
、
爬
虫
類
で
あ
る
が
、
是
も
今
日
の
蛙
、
蜥
蜴
と
は
種

属
が
全
く
違
ひ
、（
中
略
）
鯨
の
如
く
海
中
を
泳
ぐ
類
も
あ
れ
ば
、
鳥
の
如
く
に
空

中
を
飛
ぶ
も
の
も
あ
り
、
四
足
で
陸
上
を
歩
く
も
の
も
あ
れ
ば
、
袋
鼠
の
如
く
に

後
足
だ
け
で
立
つ
も
の
も
あ
り
」（
６
）
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
要
す
る
に
恐
竜
の

こ
と
で
あ
る
。
右
の
引
用
で
は
こ
の
こ
と
を
「
鰐
（
類
）
」
と
い
う
名
称
に
よ
っ
て

説
明
し
て
い
る
。
そ
し
て
『
講
話
』
は
近
古
代
の
化
石
が
「
鳥
類
、
獣
類
」
の
も

の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、「
今
日
と
違
ひ
、
ま
だ
人
間
の
居
な
い
頃
故
、
陸
上
で

は
獣
類
に
敵
す
る
も
の
は
無
く
、
空
中
で
は
鳥
類
に
敵
す
る
も
の
は
な
い
か
ら
、

両
方
と
も
十
分
に
発
達
し
て
…
…
」（
７
）
と
記
し
て
い
る
が
、
右
の
引
用
に
は
鳥

類
と
い
う
名
称
が
な
く
「
獣
類
と
高
等
動
物
」（
８
）
と
な
っ
て
い
る
。 

 

人
体
の
骸
骨
に
つ
き
ま
し
て
は
、
近
古
代
の
最
上
層
に
お
い
て
発
見
す
る
こ

と
が
で
き
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
こ
に
お
い
て
原
始
代
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で

を
見
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
中
で
発
掘
さ
れ
る
化
石
は
千
変
万
化
、
比
較

し
て
見
て
み
ま
す
と
、
生
物
進
化
の
階
級
が
一
目
瞭
然
な
の
で
あ
り
ま
す
。 

 

『
講
話
』
で
は
近
古
代
の
地
層
に
つ
い
て
「
而
し
て
石
器
の
砕
片
な
ど
が
あ
つ

て
、
人
間
の
居
た
と
い
ふ
証
拠
の
確
に
あ
る
の
は
、
近
古
代
の
中
で
も
最
近
の
極

め
て
薄
い
層
だ
け
で
あ
る
」
（
９
）
と
記
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
が
、
「
大
略
」
は
近

古
代
の
最
上
層
に
「
人
体
の
骸
骨
」
が
位
置
す
る
と
し
、
さ
ら
に
原
始
代
の
化
石

か
ら
遡
る
こ
と
で
「
生
物
進
化
の
階
級
が
一
目
瞭
然
」
に
な
る
と
述
べ
て
い
る
。

こ
こ
で
も
人
間
は
進
化
の
最
上
位
に
据
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。『
講

話
』
に
は
地
層
の
中
の
化
石
の
分
布
を
生
物
進
化
の
階
級
と
し
て
捉
え
る
と
す
る

記
述
は
な
く
、
む
し
ろ
今
日
ま
で
存
在
し
た
生
物
個
体
の
数
と
比
べ
て
、
発
掘
さ

れ
た
化
石
の
種
類
が
圧
倒
的
に
少
な
い
こ
と
か
ら
、「
化
石
に
よ
つ
て
生
物
進
化
の

系
図
を
完
全
に
知
る
こ
と
は
素
よ
り
望
ま
れ
ぬ
こ
と
で
あ
る
」
（
10
）
と
記
し
て

図F 



 

（
六
四
） 

い
る
。 

こ
れ
に
続
け
て
「
大
略
」
で
は
近
世
代
の
地
層
（
水
成
岩
）
か
ら
掘
り
出
さ
れ

た
馬
の
化
石
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。 

 

馬
は
動
物
の
中
で
一
つ
の
蹄
を
持
つ
類
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

し
か
し
昔
に
思
い
を
馳
せ
れ
ば
、
決
し
て
一
つ
の
蹄
に
止
ま
ら
な
か
っ
た
の
で

あ
り
ま
す
。
こ
こ
で
馬
の
化
石
に
拠
っ
て
研
究
し
ま
す
と
、
欧
米
諸
国
に
お
い

て
馬
類
の
化
石
が
最
も
完
全
に
備
わ
っ
て
い
る
の
は
ア
メ
リ
カ
で
あ
り
ま
す
。

そ
の
博
物
館
の
陳
列
品
を
調
査
し
ま
す
と
近
古
代
の
水
成
岩
は
四
期
に
分
け
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
ま
す
。 

 

 

丘
は
そ
の
「
四
期
」
に
つ
い
て
図
版
（
図
Ｇ
「
近
古
代
地
層
」）
を
用
い
て
「
四

層
に
分
け
て
上
か
ら
下
に
掘
り
ま
す
と
、
下
層
に
入
る
ほ
ど
そ
の
化
石
の
形
は
異

な
る
の
で
あ
り
ま
す
」
と
説
明
し
て
い
る
。『
講
話
』「
第
十
三
章 
四 

馬
の
系
図
」

に
も
「
奇
態
な
こ
と
に
は
、
斯
く
馬
類
の
進
化
の
道
筋
が
明
瞭
に
解
る
様
に
化
石

が
完
全
に
揃
う
て
出
た
の
は
ア
メ
リ
カ
で
あ
る
」
（
11
）
と
あ
る
が
、
右
の
引
用

に
見
ら
れ
る
「
博
物
館
の
陳
列
品
」
と
い
う
記
述
は
な
い
。
ま
た
同
書
で
は
「
近

古
代
地
層
」
に
相
当
す
る
図
版
が
用
い
ら
れ
な
い
が
、「
近
古
代
は
、
通
常
、
最
近

の
部
だ
け
を
除
き
、
残
り
を
、
上
、
中
、
下
の
三
段
に
分
ち
」
（
12
）
と
い
う
記

述
が
見
ら
れ
る
。 

さ
ら
に
「
大
略
」
で
は
「
近
古
代
地
層
」
の
四
層
に
あ
る
化
石
の
相
違
に
つ
い

て
、「
馬
蹄
化
石
図
」（
図
Ｈ
）
を
用
い
て
馬
の
前
足
の
変
化
の
過
程
が
説
明
さ
れ

る
。 

 

図
で
六
つ
の
形
に
並
べ
る
こ
と
に
し
ま
す
。
最
下
層
の
時
期
、
馬
は
犬
の
よ

う
な
（
体
の
）
大
き
さ
で
あ
り
ま
し
て
、
指
は
四
本
で
中
指
が
や
や
大
き
く
地

面
に
触
れ
ま
す
（
図
Ｈ
「
六
」）。
第
五
形
に
な
り
ま
す
と
、
中
指
は
次
第
に
発

達
し
、
蹄
が
一
つ
な
く
な
り
ま
す
（
同
「
五
」）。
第
四
形
で
は
中
指
は
太
く
て

大
き
く
な
り
、
小
指
は
ほ
と
ん
ど
無
く
な
り
ま
す
（
同
「
四
」）。
第
三
形
で
は

中
指
が
第
四
形
と
比
べ
て
も
太
く
大
き
く
な
り
、
第
四
形
の
小
指
は
見
え
な
く

な
る
ば
か
り
か
、
他
の
二
本
の
指
も
次
第
に
小
さ
く
な
り
ま
す
（
同
「
三
」）
。

第
二
形
で
は
中
指
は
ま
す
ま
す
大
き
く
な
り
、
他
の
指
は
ま
す
ま
す
小
さ
く
な

り
ま
す
（
同
「
二
」）。
第
一
形
に
至
っ
て
最
上
層
か
ら
発
見
さ
れ
、
中
指
の
大

き
さ
は
極
点
に
達
し
て
、
即
ち
今
日
存
在
す
る
馬
の
（
蹄
の
）
形
と
し
て
人
々

の
目
に
す
る
と
こ
ろ
と
な
る
の
で
あ
り
ま
す
（
同
「
一
」）。 図G 



 

（
六
五
） 

 

『
講
話
』
も
図
版
「
第
五
十
六
図 

馬
の
前
足
の
進
化
を
示
す
」（
図
ｈ
）
を
も

と
に
右
と
類
似
の
説
明
を
し
て
お
り
、
近
古
代
の
下
段
が
「
イ
」、
中
段
の
下
層
が

「
ロ
」、
そ
の
中
層
が
「
ハ
」、
上
段
の
下
層
が
「
ニ
」、
そ
の
中
層
が
「
ホ
」、
そ

し
て
「
現
今
の
馬
」
の
前
足
と
し
て
「
へ
」
の
順
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
し
か
し

「
大
略
」
で
は
図
Ｈ
「
六
」
と
「
一
」
を
除
い
て
化
石
の
あ
る
層
に
つ
い
て
の
説

明
が
な
い
。
ま
た
『
講
話
』
で
は
「
イ
」
か
ら
「
へ
」
の
六
種
の
身
体
の
大
き
さ

に
つ
い
て
も
触
れ
て
お
り
、
そ
の
上
で
「
其
他
頭
骨
、
腕
の
骨
、
脚
の
骨
な
ど
を

見
て
も
、
之
と
同
様
な
進
化
の
有
様
が
明
に
見
え
る
」
（
13
）
と
付
け
加
え
て
い

る
が
、
右
の
引
用
で
は
図
Ｈ
「
六
」
を
除
い
て
、
そ
の
他
の
五
種
に
つ
い
て
は
指

の
形
の
み
言
及
し
て
い
る
。 

続
け
て
丘
は
鳥
の
化
石
の
変
遷
に
つ
い
て
も
簡
潔
に
触
れ
て
い
る
。 

 

ま
た
鳥
が
動
物
の
中
で
最
も
見
分
け
が
つ
き
や
す
い
の
は
、
翼
が
あ
る
か
ら

で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
古
代
の
鳥
の
化
石
を
研
究
す
る
と
、
最
下
期
の
時
代
に

お
い
て
は
蜥
蜴
と
同
じ
形
を
し
て
お
り
ま
し
て
、
学
者
は
ほ
と
ん
ど
識
別
で
き

な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
当
時
に
思
い
を
馳
せ
れ
ば
、
鳥
と
蜥
蜴
の
区
別

の
境
目
が
分
か
ら
な
か
っ
た
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。 

 

こ
こ
で
は
「
古
代
の
鳥
の
化
石
」
つ
ま
り
始
祖
鳥
の
化
石
を
取
り
上
げ
て
い
る
。

『
講
話
』「
第
十
三
章 

三 

鳥
類
の
先
祖
」
で
も
、
こ
れ
が
「
丁
度
蜥
蜴
類
と
鳥
類

と
の
性
質
を
半
分
づ
ゝ
備
へ
て
居
る
」
あ
る
い
は
「
鳥
と
蜥
蜴
と
の
中
間
に
立
つ
」

（
14
）
こ
と
か
ら
、
か
つ
て
学
者
の
間
で
も
ど
ち
ら
の
種
類
に
属
す
る
か
議
論
が

あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
右
の
引
用
で
は
「
古
代
の
鳥
の
化
石
」
が

発
見
さ
れ
た
地
層
に
つ
い
て
は
触
れ
て
い
な
い
が
、『
講
話
』
で
は
「
中
古
代
の
半

過
ぎ
頃
の
地
層
」（
15
）
と
し
て
い
る
。 

以
上
近
世
代
の
馬
と
鳥
の
化
石
に
つ
い
て
言
及
し
た
上
で
、
こ
こ
ま
で
を
次
の

図H 図ｈ 



 

（
六
六
） 

よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。 

 
そ
の
他
の
例
も
た
い
へ
ん
多
く
、
こ
こ
で
は
触
れ
ま
せ
ん
。
要
約
し
ま
す
と

化
石
と
言
う
の
は
、
当
時
繁
殖
し
た
生
物
が
の
ち
の
時
代
に
な
っ
て
絶
滅
し
た

記
念
物
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
絶
種
と
な
っ
た
時
代
に
は
、
太
古
代
も
あ
れ
ば

中
古
代
も
あ
れ
ば
近
古
代
も
あ
り
ま
し
て
、
先
と
後
が
一
様
で
は
な
い
の
で
あ

り
ま
す
が
、
皆
競
争
の
劇
烈
な
る
中
で
、
競
争
の
能
力
の
無
い
者
は
、
つ
い
に

生
存
す
る
資
格
な
く
、
日
に
日
に
滅
亡
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
日
本
に

は
現
在
象
は
お
り
ま
せ
ん
が
、
地
質
学
者
が
象
の
化
石
を
研
究
し
た
と
こ
ろ
、

東
京
府
京
橋
区
と
横
須
賀
等
の
場
所
で
発
見
さ
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
日
本
で

実
際
に
象
が
い
た
こ
と
が
分
か
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
生
存
に
適
さ
ず
、
つ
い

に
滅
亡
す
る
の
み
と
な
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。 

 

丘
は
こ
こ
で
「
絶
種
」「
競
争
」「
滅
亡
」
と
い
う
語
を
用
い
て
、
化
石
の
分
布

が
生
存
競
争
に
よ
る
淘
汰
の
結
果
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
確
か
に
『
講

話
』「
第
十
三
章 

二 

地
層
毎
に
化
石
の
種
類
の
異
な
る
こ
と
」
で
も
地
層
間
の
化

石
の
分
布
を
概
観
し
て
「
恰
も
甲
の
種
類
の
消
え
る
頃
に
は
乙
の
種
類
が
現
れ
、

丙
が
衰
へ
れ
ば
丁
が
栄
え
る
と
い
う
様
に
、
常
に
新
陳
代
謝
し
て
今
日
に
至
つ
た

如
く
に
感
ず
る
」（
16
）、
あ
る
い
は
「
恰
も
我
国
の
歴
史
中
に
平
家
、
源
氏
、
北

条
、
足
利
な
ど
が
起
つ
て
は
倒
れ
た
如
く
に
、
動
物
界
に
於
て
も
新
し
い
類
が
出

来
れ
ば
古
い
方
が
衰
へ
、
常
に
変
遷
し
て
止
む
時
は
無
い
」
（
17
）
と
い
っ
た
記

述
は
見
ら
れ
る
が
、
化
石
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
「
化
石
は
古
代
の
生
物
の
遺
体
」

（
18
）
あ
る
い
は
「
化
石
は
生
物
の
歴
史
の
天
然
の
記
録
」
（
19
）
と
あ
る
だ
け

で
あ
る
。
ま
た
右
の
引
用
に
あ
る
象
に
つ
い
て
も
同
様
で
、『
講
話
』
で
は
「
我
国

な
ど
で
も
、
東
京
や
横
須
賀
辺
か
ら
大
き
な
象
の
骨
が
掘
り
出
さ
れ
た
り
」（
20
）

と
あ
る
の
み
で
、
あ
く
ま
で
も
発
見
さ
れ
た
事
実
を
記
す
に
と
ど
め
て
い
る
。 

 

六
、
進
化
論
と
人
間 

  

講
演
は
終
盤
を
迎
え
、
丘
は
進
化
論
と
人
間
の
関
係
に
言
及
す
る
。 

 

十
九
世
紀
に
進
化
論
が
出
て
か
ら
、
思
想
界
、
学
術
界
は
皆
旧
を
去
っ
て
新

を
広
げ
る
と
い
う
勢
い
で
あ
り
ま
す
。
凡
て
の
教
育
学
、
社
会
学
、
政
治
学
を

研
究
す
る
者
で
、
進
化
論
に
基
礎
を
置
か
な
い
こ
と
は
な
く
、
人
類
の
位
置
は

こ
れ
が
為
に
一
変
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。 

 

『
講
話
』「
第
十
九
章 

他
の
学
科
と
の
関
係
」
の
冒
頭
に
「（
ダ
ー
ウ
ィ
ン
『
種

の
起
原
』
の
出
版
に
よ
っ
て
）
人
間
と
い
ふ
考
え
が
此
書
に
よ
つ
て
全
く
一
変
し
、

其
結
果
と
し
て
殆
ど
総
べ
て
の
学
科
に
著
し
い
影
響
を
及
ぼ
し
た
」
（
21
）
と
い

う
記
述
が
あ
り
、
そ
の
中
で
も
哲
学
・
倫
理
学
・
教
育
学
と
い
っ
た
「
進
化
論
以

前
の
旧
思
想
」
（
22
）
の
上
に
樹
立
さ
れ
た
学
科
の
根
本
的
の
改
良
の
必
要
性
を

訴
え
て
い
る
。
し
か
し
「
大
略
」
は
こ
う
し
た
点
に
は
触
れ
ず
、
右
の
引
用
に
続

け
て
「
今
進
化
論
を
基
本
と
し
、
人
類
の
位
置
と
将
来
の
向
う
所
の
大
勢
を
論
じ

る
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
」
と
述
べ
、
ま
ず
人
類
の
位
置
に
つ
い
て
言
及
す
る
。 

 

前
に
も
申
し
上
げ
た
よ
う
に
身
体
中
に
は
耳
筋
、
皮
筋
と
鰓
や
尾
等
の
不
用



 

（
六
七
） 

の
器
官
が
隠
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
人
間
の
進
化
は
も
と
も
と
他
の
動
物
と
比

べ
て
も
、
開
闢
以
来
特
別
に
造
ら
れ
た
の
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
こ

と
が
分
か
る
の
で
あ
り
ま
す
。 

 

丘
自
身
が
断
り
を
入
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
部
分
は
先
の
解
剖
学
と
発
生
学
の
事

実
を
取
り
上
げ
た
内
容
を
要
約
し
た
も
の
で
あ
る
。『
講
話
』「
第
十
八
章 

自
然
に

於
け
る
人
類
の
位
置 

一 
人
体
の
構
造
及
び
発
生
」
で
も
「
解
剖
を
調
べ
て
も
、

発
生
を
調
べ
て
も
、（
中
略
）
身
体
の
構
造
上
か
ら
い
へ
ば
、
人
間
だ
け
を
他
の
禽
、

獣
、
蟲
、
魚
か
ら
離
し
て
、
其
以
外
の
特
殊
の
も
の
と
見
做
す
べ
き
理
由
は
な
い
」

（
23
）
と
い
う
記
述
が
あ
る
。
な
お
同
章
で
は
、
自
然
界
に
お
け
る
人
間
の
位
置

付
け
と
し
て
、
猿
類
と
共
同
の
先
祖
か
ら
起
こ
っ
た
「
獣
類
の
一
種
で
あ
る
」（
24
）

こ
と
が
幾
度
と
な
く
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。「
大
略
」
は
こ
の
よ
う
な
直
截
的
表
現

を
取
ら
な
い
が
、
右
の
引
用
も
含
め
、
以
下
人
体
の
あ
ら
ゆ
る
構
造
が
他
の
動
物

と
何
ら
違
い
の
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
力
説
す
る
点
で
は
『
講
話
』
と
考
え
方

が
変
わ
ら
な
い
。 

 

人
間
の
身
体
、
筋
肉
、
内
臓
に
つ
き
ま
し
て
は
し
ば
ら
く
述
べ
ま
せ
ん
が
、

骨
格
に
つ
い
て
見
て
み
ま
す
と
、
猿
と
少
し
も
異
な
る
こ
と
は
な
く
、
猿
の
骨

と
人
間
の
骨
を
比
較
し
ま
す
と
一
目
瞭
然
な
の
で
あ
り
ま
す
。
異
な
る
所
に
つ

き
ま
し
て
も
大
小
、
長
短
の
み
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。 

『
講
話
』
で
は
、
人
間
の
身
体
を
犬
猫
等
の
骨
格
と
比
較
し
て
「
又
、
骨
格
も

其
通
り
で
、
頭
骨
、
脊
骨
、
肋
骨
等
を
初
め
、
四
肢
の
足
に
至
る
ま
で
、
全
く
同

一
の
型
に
随
う
て
出
来
て
居
て
、
単
に
少
し
づ
ゝ
長
短
、
大
小
の
相
違
が
あ
る
だ

け
に
過
ぎ
ぬ
」（
25
）
と
記
し
て
い
る
。 

 

ま
た
動
物
と
人
間
の
脳
の
部
分
（
原
文
：
「
脳
部
」）
の
組
織
も
全
く
差
違
が

無
く
、
幅
が
広
い
狭
い
及
び
大
小
だ
け
で
あ
り
ま
す
。（
他
の
）
生
物
を
見
る
と

脳
の
部
分
は
魚
類
に
至
っ
て
最
も
小
さ
い
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
理
由
は
考
え

て
み
る
に
値
し
ま
す
。 

 こ
の
直
後
に
図
版
（
図
Ｉ
「
脳
之
比
較
」）
が
挿
入
さ
れ
る
。『
講
話
』
で
は
図

版
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
が
、「
犬
、
猫
と
の
人
間
と
の
脳
髄
の
相
違
は
主
と
し
て

大
脳
の
発
達
の
度
に
あ
る
」
（
26
）
と
し
た
上
で
、
そ
れ
で
も
脳
の
仕
組
み
自
体

は
他
の
獣
類
と
同
一
で
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
右
の
引
用
末
尾
で
「
そ
の

理
由
は
考
え
て
み
る
に
値
し
ま
す
」
と
含
み
を
持
た
せ
た
言
い
方
に
な
っ
て
い
る

の
は
、
お
そ
ら
く
人
間
の
胎
児
の
脳
の
形
状
が
「
脳
之
比
較
」
に
あ
る
魚
・
蛙
・

禽
・
獣
の
順
序
で
発
達
し
、
や
が
て
人
間
の
脳
の
形
に
な
る
と
い
う
こ
と
を
示
唆

し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
（
27
）
。 

 

図H 



 

（
六
八
） 

 

七
・
進
化
論
と
世
界
情
勢 

  

講
演
の
締
め
く
く
り
は
進
化
論
に
基
づ
く
人
類
の
「
将
来
の
向
う
所
の
大
勢
」

に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
丘
は
こ
こ
ま
で
述
べ
た
生
物
の
生
存
競
争
の
原

則
が
人
類
に
も
容
赦
な
く
貫
か
れ
て
い
る
こ
と
を
説
明
す
べ
く
、
ま
ず
こ
こ
百
年

間
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
と
世
界
各
地
の
原
住
民
の
抗
争
の
歴
史
を
述
べ
て
い
る
。 

 

百
年
来
の
生
存
競
争
の
風
潮
は
日
増
し
に
激
し
く
な
っ
て
お
り
、
仮
に
今
日

の
人
類
の
中
で
生
活
の
資
格
を
欠
く
者
は
、
必
ず
や
昔
の
多
数
の
劣
等
動
物
の

よ
う
に
惨
殺
さ
れ
る
こ
と
を
免
れ
ず
、
死
亡
す
る
こ
と
を
免
れ
ず
、
滅
種
と
な

る
こ
と
を
免
れ
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
従
っ
て
少
数
の
生
存
す
る
人
類
に
よ
っ

て
掌
握
さ
れ
、
世
界
が
支
配
さ
れ
る
は
ず
で
あ
り
ま
し
て
、
こ
れ
は
必
然
の
勢

い
な
の
で
あ
り
ま
す
。 

今
試
し
に
世
界
各
地
の
人
種
の
現
状
を
見
ま
す
と
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
南

に
タ
ス
マ
ニ
ア
が
あ
り
ま
す
。
昔
は
土
人
が
非
常
に
多
か
っ
た
の
で
あ
り
ま
す

が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
が
植
民
に
赴
く
と
、
十
年
を
経
ず
し
て
土
民
種
族
は
殲
滅

に
帰
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
も
ま
た
然
り
、
今
日
土
民
が

存
在
す
る
の
は
千
分
の
一
に
も
及
び
ま
せ
ん
。（
中
略
）
ア
メ
リ
カ
は
コ
ロ
ン
ブ

ス
が
発
見
す
る
前
ま
で
は
紅
色
土
民
が
数
多
く
お
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
が
移
住

し
て
国
家
を
建
設
し
今
日
に
至
っ
て
お
り
ま
す
が
、
そ
の
種
族
（
紅
色
土
民
）

で
存
在
し
て
い
る
の
は
ご
く
僅
か
で
あ
り
ま
す
。（
中
略
）
他
に
も
ア
フ
リ
カ
と

フ
ィ
リ
ピ
ン
諸
島
等
の
（
土
着
民
）
の
よ
う
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
に
よ
っ
て
蹂

躙
さ
れ
た
後
、
新
種
は
日
に
日
に
増
え
、
旧
種
は
日
に
日
に
減
じ
、
少
数
と
な

っ
た
土
人
は
僅
か
に
博
覧
会
の
参
列
品
と
人
の
玩
具
に
な
る
の
み
で
あ
り
ま
し

た
。
物
競
（
生
存
競
争
）
天
択
（
自
然
淘
汰
）
、
優
勝
劣
敗
と
は
何
と
恐
る
べ
き

こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

つ
ま
り
人
類
は
自
治
を
行
う
か
人
治
を
行
う
か
の
ど
ち
ら
か
で
あ
り
ま
す
。

人
治
と
な
れ
ば
鞭
を
打
た
れ
殺
戮
に
苦
し
み
奴
僕
と
な
り
、
そ
の
利
権
や
実
業

は
皆
治
者
の
手
に
よ
っ
て
操
ら
れ
、
代
々
受
け
継
い
だ
土
地
は
他
人
の
手
に
渡

り
、
他
人
が
子
孫
を
増
や
し
民
族
（
原
文
：
「
国
族
」）
を
集
め
る
新
し
い
楽
園

と
な
っ
て
、
愚
か
に
も
支
配
さ
れ
る
種
族
は
餓
死
す
る
か
、
あ
る
い
は
大
通
り

で
乞
食
と
な
る
か
、
あ
る
い
は
山
奥
に
逃
げ
込
ん
で
、
辛
う
じ
て
滅
種
と
な
る

こ
と
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
諸
君
、
私
が
申
し
上
げ
た
こ
と
を
戒
め
と
し
な

い
で
よ
い
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
こ
の
こ
と
は
世
界
の
公
理
で
あ
り
、
避
け

て
通
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。 

今
日
の
情
勢
か
ら
将
来
を
予
測
す
れ
ば
、
も
し
自
治
を
行
う
こ
と
が
で
き
な

け
れ
ば
人
治
と
な
っ
て
進
化
に
よ
る
淘
汰
（
原
文
：
「
天
演
之
淘
汰
」）
を
受
け

る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
ま
す
（
28
）
。 

 

こ
れ
ま
で
「
大
略
」
で
は
、
生
存
競
争
に
よ
っ
て
淘
汰
さ
れ
る
生
物
に
目
を
向

け
た
言
及
が
多
か
っ
た
が
、
人
類
の
生
存
競
争
を
扱
っ
た
本
節
に
お
い
て
も
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
人
に
よ
っ
て
滅
ぼ
さ
れ
る
世
界
各
国
の
原
住
民
の
こ
と
を
多
く
述
べ
て
い

る
。
後
半
に
あ
る
「
自
治
」
と
「
人
治
」
は
、
文
脈
か
ら
判
断
す
る
と
前
者
が
同

じ
種
族
（
＝
原
住
者
）
に
よ
る
治
世
、
後
者
が
異
な
る
種
族
（
＝
侵
略
者
）
に
よ

る
治
世
を
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
も
し
「
人
治
」
と
な
れ
ば
、
先
住
の
「
種



 

（
六
九
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族
」
は
奴
隷
と
な
り
、
や
が
て
「
滅
種
」
寸
前
ま
で
追
い
や
ら
れ
る
と
し
て
い
る
。

『
講
話
』「
第
十
九
章 

他
の
学
科
と
の
関
係
」
で
も
人
類
の
生
存
競
争
が
取
り
上

げ
ら
れ
て
い
る
が
、
全
体
的
に
生
存
競
争
を
勝
ち
抜
く
た
め
の
具
体
的
な
施
策
と

提
言
を
行
う
こ
と
に
重
点
を
置
い
た
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
「
三 

進
化
論

と
教
育
と
」
で
は
、
動
物
に
お
い
て
「
教
育
と
い
ふ
こ
と
は
生
殖
作
用
の
追
加
と

も
見
る
べ
き
も
の
で
、
其
目
的
は
生
殖
作
用
と
同
じ
く
、
種
属
の
維
持
繁
栄
に
あ

る
」
（
29
）
よ
う
に
、
人
類
に
お
い
て
も
正
し
い
教
育
に
よ
っ
て
人
種
の
向
上
を

図
り
、
他
人
種
と
の
競
争
に
勝
ち
、
人
種
の
維
持
繁
栄
を
目
指
す
べ
き
で
あ
る
と

指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
「
人
種
」
は
「
国
」
あ
る
い
は
「
民
族
」
と
も
言
い
換
え

ら
れ
、
こ
れ
ら
の
団
体
間
で
繰
り
広
げ
ら
れ
る
競
争
と
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら

武
力
を
行
使
す
る
戦
争
を
意
味
し
て
お
り
、
こ
れ
に
勝
利
す
る
に
は
自
己
の
属
す

る
団
体
の
強
化
を
怠
ら
な
い
こ
と
が
必
要
条
件
と
さ
れ
る
。
ま
た
「
四 

進
化
論
と

社
会
と
」
で
は
、
今
後
も
人
種
間
の
戦
争
が
不
可
避
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
上

で
、「
他
の
人
種
と
交
通
の
無
い
な
い
処
に
閉
ぢ
籠
つ
て
、
一
人
種
だ
け
で
生
存
し

て
い
る
場
合
に
は
、
劇
し
い
競
争
に
も
及
ば
ぬ
が
、
其
代
り
進
歩
が
甚
だ
遅
い
故
、

後
に
至
つ
て
他
人
種
に
接
す
る
場
合
に
は
、
恰
も
ニ
ゥ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
鴫
駝
鳥

の
如
く
忽
ち
亡
ぼ
さ
れ
て
仕
舞
ふ
」
（
30
）
と
あ
り
、
こ
れ
は
同
章
で
唯
一
の
亡

国
滅
種
の
イ
メ
ー
ジ
が
述
べ
ら
れ
た
箇
所
で
あ
る
。 

 

思
う
に
世
界
の
人
口
の
増
加
は
日
一
日
と
激
し
く
な
っ
て
お
り
ま
し
て
、
女

性
一
人
が
平
均
四
人
の
子
を
生
む
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
全
地
球
を
総
合
す
る
と

年
々
の
計
算
で
将
来
に
は
必
ず
や
今
日
の
何
倍
に
も
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。
し

か
し
地
球
上
の
物
産
（
原
文
：
「
産
物
」）
に
は
限
り
が
あ
り
、
人
間
の
増
殖
が

尽
き
る
と
こ
ろ
な
け
れ
ば
、
限
り
あ
る
経
済
（
原
文
：
「
資
生
」）
は
尽
き
る
と

こ
ろ
な
い
増
殖
に
供
さ
れ
、
そ
こ
で
競
争
が
起
こ
り
、
生
存
競
争
に
適
す
る
人

種
が
必
ず
や
優
勝
し
、
生
存
競
争
に
適
さ
な
い
人
種
は
必
ず
や
劣
敗
す
る
の
で

あ
り
ま
す
。
も
し
優
勝
の
人
種
の
人
口
が
一
倍
増
え
ま
す
と
、
劣
等
人
種
の
方

は
必
ず
や
一
倍
死
ん
で
し
ま
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。
争
え
ば
争
う
ほ

ど
激
し
く
な
り
、
激
し
け
れ
ば
激
し
い
ほ
ど
勝
負
は
決
着
が
つ
く
の
で
あ
り
ま

し
て
、
そ
こ
で
亡
国
滅
種
の
惨
劇
が
上
演
さ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。 

 

こ
こ
で
は
世
界
の
人
口
増
加
と
生
存
競
争
の
関
係
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

人
間
の
「
尽
き
る
と
こ
ろ
な
い
増
殖
」
に
よ
る
物
産
等
の
奪
い
合
い
が
競
争
を
引

き
起
こ
す
と
あ
る
が
、
そ
の
競
争
の
行
わ
れ
る
単
位
は
「
人
種
」
と
な
っ
て
い
る
。

『
講
話
』「
第
十
九
章 

三 

進
化
論
と
教
育
と
」
で
も
、
主
と
し
て
人
類
の
生
存
競

争
の
単
位
を
「
人
種
」
に
置
い
て
い
る
が
、
そ
の
理
由
は
他
の
高
等
動
物
と
同
じ

く
「
人
間
は
種
々
の
団
体
を
造
つ
て
生
活
す
る
も
の
故
」
の
こ
と
で
、
そ
の
中
で

も
「（
生
存
）
競
争
に
於
け
る
最
高
級
の
団
体
は
人
種
と
い
う
団
体
で
」（
31
）
あ

る
か
ら
と
し
て
い
る
が
、「
大
略
」
で
は
右
の
引
用
を
含
め
、
こ
う
し
た
点
に
触
れ

て
い
な
い
。 

 

こ
の
こ
と
か
ら
考
え
ま
す
と
、
生
存
の
道
は
二
つ
し
か
な
く
、
優
者
は
勝
ち
、

劣
者
は
敗
け
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
優
勝
劣
敗
の
原
則
の
根
本
は
知
識

に
あ
る
の
で
す
。
知
識
に
富
む
者
が
日
に
日
に
発
達
し
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
滅

亡
す
る
の
で
す
。
し
た
が
っ
て
知
識
の
高
低
は
実
際
に
種
族
の
消
長
を
占
う
こ

と
に
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
知
識
を
養
成
し
、
世
界
を
支
配
す
る
国
民



 

（
七
〇
） 

を
造
ろ
う
と
い
う
の
に
教
育
を
捨
て
て
し
ま
っ
て
は
こ
れ
か
ら
ど
う
な
る
と
い

う
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。 

 

『
講
話
』
で
は
「
優
勝
劣
敗
」
に
つ
い
て
「
唯
其
場
合
に
於
て
生
存
に
適
す
る

も
の
が
生
存
す
る
と
い
ふ
広
い
意
味
」
（
32
）
と
説
明
す
る
よ
う
に
、
生
物
界
に

は
元
々
「
優
勝
劣
敗
」
を
決
め
る
明
確
な
基
準
が
存
在
し
な
い
。
し
か
し
右
の
引

用
で
は
人
種
間
の
「
優
勝
劣
敗
の
原
則
の
根
本
は
知
識
に
あ
る
」
と
主
張
し
て
い

る
。
じ
つ
は
傍
線
部
分
と
類
似
す
る
記
述
が
『
講
話
』
刊
行
の
翌
々
月
に
発
表
し

た
「
戦
争
と
平
和
」（
一
九
〇
四
）
と
題
す
る
評
論
の
中
に
あ
り
、
そ
こ
で
は
「
知

識
」
の
語
が
「
文
明
」
に
置
き
換
え
ら
れ
て
い
る
（
33
）。
丘
に
よ
る
と
「
文
明
」

の
発
達
は
人
種
間
の
生
存
競
争
の
必
要
条
件
で
あ
り
、
ま
た
将
来
の
日
本
を
「
真

の
一
等
国
」
に
導
く
た
め
の
殖
産
興
業
を
生
み
出
す
原
動
力
と
さ
れ
る
。
そ
し
て

「
文
明
」
を
手
に
入
れ
る
た
め
に
は
人
種
内
で
一
致
団
結
し
、「
人
類
の
生
存
競
争

に
於
け
る
最
有
力
の
武
器
」
（
34
）
と
な
る
知
力
を
進
歩
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と

指
摘
し
て
い
る
。
右
の
引
用
の
「
知
識
」
が
果
た
し
て
同
様
の
こ
と
を
指
し
て
い

る
の
か
不
明
で
あ
る
が
、
そ
の
養
成
は
国
民
に
対
す
る
教
育
如
何
に
か
か
っ
て
い

る
と
す
る
点
で
「
文
明
」
と
似
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。 

 

ア
フ
リ
カ
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
諸
州
や
群
島
は
、
白
人
が
荒
れ
地
を
開
拓

し
猛
獣
を
追
い
払
い
（
領
土
が
）
分
割
さ
れ
た
後
、
す
で
に
僅
か
な
土
地
も
残

っ
て
お
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
西
が
尽
き
れ
ば
東
に
来
ま
す
。
聡
明
な
人
民
を
集

め
て
貪
欲
な
る
手
段
に
出
て
、
欧
米
思
想
が
天
地
を
ひ
っ
く
り
返
し
、
ひ
と
し

き
り
や
り
た
い
放
題
行
う
の
で
あ
り
ま
す
。
黄
種
の
存
亡
は
す
で
に
決
し
ま
し

た
。
今
日
わ
が
抵
抗
の
旗
幟
を
掲
げ
種
族
を
保
持
し
国
土
を
守
る
、
わ
が
ア
ジ

ア
東
部
の
人
民
は
実
際
に
そ
の
責
任
を
負
う
の
で
あ
り
ま
す
。
競
争
の
風
潮
が

盛
ん
な
中
に
お
い
て
、
相
変
ら
ず
安
閑
と
し
て
聞
か
な
い
ふ
り
を
し
て
見
て
見

ぬ
ふ
り
を
す
る
。
私
は
全
地
球
を
圧
倒
す
る
力
が
こ
と
ご
と
く
白
人
の
手
に
移

る
こ
と
に
な
る
の
を
恐
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
進
化
論
の
結
果
、
白
人
が
日
に

日
に
天
狗
と
な
っ
て
励
ま
し
合
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
諸
君
、
こ
の
こ
と

を
よ
く
考
え
て
み
ら
れ
ま
せ
ん
か
。 

 

「
大
略
」
は
最
後
に
白
色
人
種
の
東
漸
を
阻
止
す
べ
く
、
今
後
の
「
黄
種
」
の

そ
れ
ぞ
れ
の
国
単
位
に
よ
る
自
衛
を
強
く
訴
え
て
幕
を
閉
じ
る
。「
わ
が
ア
ジ
ア
東

部
の
人
民
」
は
そ
の
中
心
的
役
割
を
担
う
だ
け
で
は
な
く
、
白
人
か
ら
「
全
地
球

を
圧
倒
す
る
力
」
を
奪
い
取
る
必
要
も
あ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。『
講
話
』

「
第
十
九
章 

三 

進
化
論
と
教
育
と
」
で
も
「
今
日
の
所
で
、
後
世
ま
で
子
孫
を

残
す
見
込
の
あ
る
も
の
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
根
拠
地
と
す
る
若
干
の
人
種
と
ア
ジ
ヤ

の
東
部
に
住
ん
で
居
る
若
干
の
人
種
と
僅
か
に
二
組
に
過
ぎ
ぬ
」
（
35
）
と
主
張

し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
時
期
（
日
露
戦
争
前
後
）
の
丘
に
は
白
色
人
種
が
支
配

す
る
国
際
社
会
に
お
い
て
、
ア
ジ
ア
東
部
の
人
民
（
種
）
を
中
心
と
す
る
黄
色
人

種
が
そ
れ
に
拮
抗
し
得
る
と
す
る
考
え
方
が
あ
っ
た
よ
う
だ
（
36
）
。
こ
う
し
た

白
色
人
種
の
支
配
に
対
抗
す
べ
く
黄
色
人
種
の
連
帯
を
訴
え
る
と
い
う
主
張
は
、

当
時
の
日
本
の
言
論
界
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
梁
啓
超
に
代
表
さ
れ
る
中
国
知
識

人
の
言
説
に
も
数
多
く
見
ら
れ
る
が
、
丘
の
場
合
は
黄
色
人
種
の
連
帯
を
主
張
し

て
も
、
黄
色
人
種
に
よ
る
新
秩
序
の
構
築
と
い
っ
た
ア
ジ
ア
主
義
的
な
考
え
に
立

っ
て
い
な
い
。
例
え
ば
『
講
話
』「
第
十
九
章 

四 

進
化
論
と
社
会
と
」
で
は
、「
若



 

（
七
一
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し
仮
に
一
人
種
が
総
べ
て
他
の
人
種
に
打
勝
つ
て
全
世
界
を
占
領
し
た
と
す
る
と

も
、
場
所
々
々
に
よ
つ
て
利
害
の
関
係
が
違
へ
ば
忽
ち
争
が
起
つ
て
、
数
箇
国
に

分
か
れ
て
仕
舞
ふ
」
（
37
）
と
主
張
し
て
い
る
よ
う
に
、
今
後
の
人
種
間
の
競
争

（
戦
争
）
が
終
息
し
て
も
、
そ
の
先
に
は
否
応
な
く
国
家
間
の
競
争
（
戦
争
）
が

待
ち
構
え
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
右
の
引
用
は
た
だ
人
種
間
の
競
争
に
つ
い
て
の

み
言
及
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
丘
の
念
頭
に
あ
っ
た
の
は
、
人
間
に
お

け
る
「
生
存
即
競
争
」
（
38
）
と
い
う
覚
悟
で
は
な
か
っ
た
か
。
人
種
が
生
存
し

発
展
す
る
た
め
に
は
、
他
の
人
種
と
の
競
争
す
な
わ
ち
戦
争
に
勝
つ
し
か
な
く
、

そ
れ
を
否
定
あ
る
い
は
拒
否
す
る
な
ら
ば
「
亡
国
滅
種
」
の
道
を
歩
む
し
か
な
い

の
で
あ
っ
た
。
末
尾
の
「
諸
君
、
こ
の
こ
と
を
よ
く
考
え
て
み
ら
れ
ま
せ
ん
か
」

と
い
う
呼
び
か
け
は
、「
わ
が
ア
ジ
ア
東
部
の
人
民
」
と
し
て
、
と
も
に
競
争
の
舞

台
に
立
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
覚
悟
を
求
め
た
も
の
で
あ
る
と
指
摘
で
き
よ
う
。 

 

八
・
お
わ
り
に 

 

こ
こ
ま
で
が
講
演
を
記
し
た
「
大
略
」
の
内
容
で
あ
る
。
丘
は
ま
ず
変
種
・
人

為
淘
汰
・
生
物
の
増
加
・
自
然
淘
汰
と
い
う
流
れ
で
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
学
説
を
説
明

し
、
次
い
で
解
剖
学
・
発
生
学
・
古
生
物
学
の
見
地
か
ら
生
物
進
化
の
事
実
を
裏

付
け
る
。
そ
の
上
で
進
化
論
と
人
間
の
関
係
に
つ
い
て
述
べ
、
人
体
の
あ
ら
ゆ
る

構
造
も
他
の
動
物
と
同
じ
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
最
後
に
進
化
論
の
考
え
に
基

づ
い
た
人
類
の
「
将
来
の
向
う
所
の
大
勢
」
に
つ
い
て
言
及
す
る
。
こ
の
流
れ
は

『
講
話
』
と
基
本
的
に
同
じ
で
あ
る
が
、「
大
略
」
は
全
体
を
通
し
て
生
存
競
争
に

よ
っ
て
絶
滅
す
る
側
に
目
を
向
け
た
記
述
が
多
く
あ
り
、
と
く
に
人
類
の
「
将
来

の
向
う
所
の
大
勢
」
に
つ
い
て
言
及
し
た
箇
所
は
、
聴
衆
に
対
し
て
絶
滅
へ
の
危

機
意
識
を
強
く
喚
起
す
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
と
く
に
そ
の
中
で
「
人
治
」
に

よ
っ
て
「
奴
僕
」
と
な
り
、
つ
い
に
は
餓
死
や
乞
食
に
至
る
「
種
族
」
に
つ
い
て

述
べ
た
箇
所
が
あ
る
が
、
丘
の
意
図
は
ど
う
で
あ
れ
、
聴
衆
の
大
多
数
を
占
め
た

で
あ
ろ
う
中
国
人
留
学
生
た
ち
は
、
こ
こ
で
の
「
種
族
」
の
イ
メ
ー
ジ
に
、
長
く

列
強
の
支
配
下
に
置
か
れ
、
国
土
分
割
の
危
機
に
直
面
し
て
い
た
中
国
民
族
の
今

後
の
行
末
を
重
ね
合
わ
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
（
39
）
。 

「
大
略
」
の
興
味
深
い
特
徴
と
し
て
、
丘
が
人
獣
同
祖
説
に
立
ち
な
が
ら
、
現

在
の
あ
ら
ゆ
る
生
物
の
中
で
人
間
を
進
化
の
最
も
進
ん
だ
存
在
と
位
置
付
け
て
い

る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
（
40
）
。
そ
の
こ
と
は
前
号
の
動
物
の
発
生
を
取
り
上
げ

た
箇
所
で
は
っ
き
り
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
今
号
の
地
層
図
に
触
れ
た
箇
所

で
も
そ
れ
を
示
唆
す
る
記
述
が
あ
る
。
こ
う
し
た
見
解
は
『
講
話
』
を
含
め
、
丘

の
著
作
に
は
全
く
見
る
こ
と
が
で
き
ず
、
あ
る
い
は
『
講
話
』
完
成
以
前
の
丘
の

考
え
方
の
一
つ
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
点
に
鑑
み
る
と
、
本
講
演
が

行
わ
れ
た
時
期
は
、
も
し
か
す
る
と
『
講
話
』
初
版
の
刊
行
以
前
で
あ
っ
た
可
能

性
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。 

最
後
に
中
国
人
留
学
生
に
よ
る
丘
の
講
演
の
受
け
止
め
方
に
つ
い
て
触
れ
て
お

き
た
い
。
し
か
し
そ
の
こ
と
を
具
体
的
に
示
す
資
料
は
手
許
に
は
な
く
、
以
下
に

述
べ
る
こ
と
は
あ
く
ま
で
も
筆
者
の
想
像
で
あ
る
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
く
。
前

号
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
す
で
に
中
国
人
言
論
界
に
お
い
て
は
、
厳
復
、
梁
啓
超

ら
が
自
著
を
通
し
て
進
化
論
の
学
説
を
盛
ん
に
取
り
上
げ
て
い
た
が
、
そ
れ
ら
は

一
九
世
紀
後
半
に
流
行
し
た
社
会
進
化
論
の
紹
介
に
重
き
を
置
い
た
も
の
で
あ
り
、

こ
れ
ら
を
通
し
て
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
生
物
進
化
論
の
内
容
を
把
握
す
る
こ
と
は
不
可



 

（
七
二
） 

能
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
「
大
略
」
は
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
生
物
進
化
論
と
そ

の
事
実
を
述
べ
た
箇
所
が
全
体
の
約
七
五
％
を
占
め
て
お
り
、
さ
ら
に
図
版
も
効

果
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
確
か
に
講
演
自
体
は
『
講
話
』
の
大
幅
な
要
約
で
あ

り
、
丘
は
ダ
ー
ウ
ィ
ン
説
や
み
ず
か
ら
の
進
化
論
に
つ
い
て
、
そ
の
大
枠
を
述
べ

る
に
と
ど
め
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
か
ら
は
、『
講
話
』
に
見
ら
れ
る
丘
の
生

物
進
化
論
に
対
す
る
独
自
の
考
え
や
、
ま
た
生
物
進
化
論
に
基
づ
い
た
自
説
の
全

貌
を
窺
い
知
る
こ
と
は
到
底
で
き
な
い
。
し
か
し
日
本
で
は
『
講
話
』
が
世
に
出

る
ま
で
一
般
向
け
の
進
化
論
啓
蒙
書
が
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
を
鑑
み
る
と
、
多

く
の
中
国
人
留
学
生
に
と
っ
て
丘
の
講
演
は
生
物
進
化
論
を
知
る
こ
と
の
で
き
る

最
初
の
機
会
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
く
、
そ
の
意
味
で
丘
の
講
演
は
貴
重
な
も
の

で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
ち
な
み
に
当
時
弘
文
学
院
生
で
あ
っ
た
魯
迅
は
、
こ
の

講
演
の
数
年
後
に
「
人
之
歴
史
」（
一
九
〇
七
年
）
と
い
う
論
文
を
発
表
し
て
い
る
。

こ
れ
は
中
国
に
お
い
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
ダ
ー
ウ
ィ
ン
前
後
の
進
化
思
想
の

歴
史
を
系
統
的
に
紹
介
し
た
初
期
の
論
文
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
李
冬
木
氏

の
調
査
に
よ
れ
ば
、
魯
迅
が
「
人
之
歴
史
」
の
中
で
『
講
話
』
の
記
述
を
引
用
し

て
い
る
箇
所
は
一
二
箇
所
に
達
す
る
と
い
う
（
41
）
。
当
日
の
聴
講
者
に
魯
迅
が

含
ま
れ
て
い
た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
丘
の
講
演
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て

生
物
進
化
論
に
関
心
を
抱
き
、
さ
ら
に
『
講
話
』
に
読
み
進
ん
だ
者
は
少
な
く
な

か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
意
味
で
も
本
講
演
を
筆
録
し
た
「
進
化
論

大
略
」
は
、
中
国
人
留
学
生
に
と
っ
て
本
格
的
な
進
化
論
理
解
を
得
る
た
め
の
重

要
な
第
一
段
階
で
あ
っ
た
と
位
置
付
け
ら
れ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。 

 

 

（
１
）
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
所
蔵
、
丘
浅
次
郎
『
進
化
論
講
話
』
四
三
四

頁
。
前
号
と
同
じ
く
、
小
論
に
お
け
る
同
書
か
ら
の
引
用
は
、
す
べ
て
こ
れ
に
よ
っ
た
。 

（
２
）
同
四
三
五
頁
。 

（
３
）
同
四
三
八
頁
。 

（
４
）
同
四
五
〇
頁
。 

（
５
）
同
四
五
〇
頁
。 

（
６
）
同
四
五
五
頁
。 

（
７
）
同
四
五
六
～
四
五
七
頁
。
こ
こ
で
の
「
獣
類
」
と
は
「
哺
乳
類
」
の
こ
と
で
あ
る
。
前
号

で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
丘
は
『
講
話
』
の
中
で
「
哺
乳
類
」
よ
り
も
「
獣
類
」
の
語
を
多
く
用

い
て
い
た
。 

（
８
）
こ
こ
で
は
「
獣
類
（
哺
乳
類
）
と
高
等
動
物
」
と
併
記
し
て
い
る
が
、
両
者
の
具
体
的
な

区
別
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。
な
お
丘
は
『
講
話
』「
第
八
章 

自
然
淘
汰 

三 

高
等
動
物
と

下
等
動
物
」
の
中
で
「
動
物
界
に
於
て
も
人
間
社
会
に
於
け
る
と
同
じ
く
、
分
業
の
行
は
れ
る

度
を
以
て
高
等
と
下
等
と
の
区
別
の
標
準
と
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
身
体
各
部
の
間
に
分
業
が

行
は
れ
、
組
織
間
に
相
違
が
生
じ
て
其
た
め
構
造
の
複
雑
に
な
つ
た
動
物
を
高
等
動
物
と
名
づ

け
、
分
業
が
行
は
れ
ぬ
た
め
構
造
の
未
だ
簡
単
な
動
物
を
下
等
動
物
と
名
づ
け
る
」
（
二
一
三

頁
）
と
説
明
し
て
い
る
。 

（
９
）
同
四
五
〇
～
四
五
一
頁
。 

（
10
）
同
四
四
三
頁
。 

（
11
）
同
四
六
七
頁
。 

（
12
）
同
四
六
八
頁
。 

（
13
）
同
四
七
〇
頁
。 

（
14
）
同
四
六
〇
頁
。 



 

（
七
三
） 

（
15
）
同
四
六
二
頁
。 

（
16
）
同
四
五
四
頁
。 

（
17
）
同
四
五
八
頁
。 

（
18
）
同
「
第
十
三
章 

一 

古
生
物
学
の
不
完
全
な
こ
と
」
四
四
二
頁
。 

（
19
）
同
四
四
七
頁
。 

（
20
）
同
四
四
七
頁
。 

（
21
）
同
七
四
八
頁
。 

（
22
）
同
七
四
七
頁
。 

（
23
）
同
六
九
七
～
六
九
八
頁
。 

（
24
）
同
七
二
三
頁
。 

（
25
）
同
六
九
〇
頁
。 

（
26
）
同
六
九
三
頁
。 

（
27
）
な
お
『
講
話
』「
第
十
九
章 

他
の
諸
学
科
と
の
関
係 

一 

進
化
論
と
哲
学
と
」
で
は
「
生

物
発
生
の
原
則
」
の
観
点
か
ら
こ
の
こ
と
を
説
明
し
て
い
る
。 

 

脳
髄
が
漸
々
発
達
し
て
今
日
の
有
様
に
な
つ
た
こ
と
は
、
化
石
学
上
に
も
事
実
の
証

拠
が
あ
る
が
、
一
個
人
の
発
生
を
調
べ
る
と
、
全
く
同
様
な
こ
と
を
発
見
す
る
。
最
初

脳
髄
の
極
め
て
簡
単
な
頃
を
略
し
て
、
其
次
の
時
代
か
ら
い
へ
ば
、
先
づ
胎
内
四
箇
月

位
の
時
に
は
、
大
脳
の
両
半
球
と
と
も
に
表
面
が
平
滑
で
、
一
向
、
溝
の
如
き
も
の
も

な
く
、
殆
ど
兎
の
脳
髄
の
如
く
で
あ
る
が
、
漸
々
発
達
し
て
複
雑
に
な
り
、
大
脳
の
表

面
に
種
々
の
裂
溝
、
回
転
等
が
現
れ
、
八
箇
月
頃
に
は
全
く
猩
々
と
同
じ
位
な
度
に
達

す
る
。（
中
略
）
発
生
学
の
所
で
述
べ
て
置
い
た
生
物
発
生
の
原
則
と
い
ふ
こ
と
は
、
人

間
の
脳
髄
の
発
育
、
思
考
力
の
進
歩
等
に
も
実
に
善
く
適
す
る
様
に
思
は
れ
る
が
、
之

に
よ
つ
て
人
間
の
実
際
進
化
し
来
つ
た
経
路
を
、
余
程
ま
で
は
推
察
す
る
こ
と
が
で
き

る
。（
七
五
二
～
七
五
三
頁
） 

（
28
）
引
用
の
原
文
に
あ
る
「
物
競
」「
天
択
」「
天
演
」
と
は
、
元
々
は
厳
復
訳
『
天
演
論
』（
一

八
九
八
年
）
の
中
で
用
い
ら
れ
た
訳
語
で
あ
る
。 

（
29
）
『
進
化
論
講
話
』
七
六
九
頁
。 

（
30
）
同
七
七
九
頁
。 

（
31
）
同
七
七
二
頁
。 

（
32
）
同
二
〇
二
頁
。 

（
33
）
「
今
日
の
人
類
種
属
は
文
明
か
滅
亡
か
の
中
孰
れ
か
一
を
選
ぶ
の
外
に
途
は
な
い
。
他
種

属
に
負
け
ぬ
だ
け
の
速
力
で
文
明
の
方
向
に
進
ま
ね
ば
到
底
滅
亡
を
免
れ
ぬ
。
今
日
の
世

界
の
有
様
を
見
る
に
、
文
明
の
高
い
種
属
は
日
々
膨
張
拡
大
し
、
文
明
の
低
い
種
属
は
そ

の
た
め
漸
々
圧
迫
さ
れ
て
滅
亡
に
傾
い
て
居
る
。
更
に
懸
隔
の
甚
だ
し
い
野
蛮
人
種
は
犬

猫
同
然
に
文
明
人
種
に
飼
は
れ
ざ
る
以
上
は
続
々
死
に
絶
え
て
仕
舞
ふ
」（
国
立
国
会
図
書

館
近
代
デ
ジ
タ
ル
セ
レ
ク
シ
ョ
ン
所
蔵
一
九
〇
六
年
開
成
館
版
『
進
化
と
人
生
』
所
収
「
戦

争
と
平
和
」
一
五
二
～
一
五
三
頁
。
な
お
同
書
の
目
次
に
は
初
出
と
し
て
「
明
治
三
十
七

年
四
月
青
年
界
に
掲
載
」
と
記
し
て
あ
る
） 

（
34
）
『
進
化
と
人
生
』
所
収
「
戦
争
と
平
和
」
一
五
四
頁
。 

（
35
）
『
進
化
論
講
話
』
七
七
三
～
七
七
四
頁
。 

（
36
）
例
え
ば
明
治
三
五
（
一
九
〇
八
）
年
十
月
『
中
央
公
論
』
に
掲
載
さ
れ
た
「
人
類
の
生
存

競
争
」（
後
に
一
九
一
一
年
開
成
館
『
進
化
と
人
生
』
増
補
版
に
収
録
）
の
中
で
も
「
従
来

は
世
界
の
有
力
な
国
は
総
て
白
色
人
種
に
よ
つ
て
造
ら
れ
、
其
間
で
互
に
相
争
ふ
て
居
た

の
で
あ
る
が
、
若
し
今
後
黄
色
人
種
の
中
に
有
力
な
国
が
出
来
て
、
白
色
人
種
の
国
と
同

等
の
位
置
を
占
め
る
に
至
つ
た
な
ら
ば
、
国
際
間
の
競
争
の
状
態
に
新
し
い
一
変
化
が
生

ず
る
こ
と
が
無
い
で
あ
ら
う
か
」
（
『
進
化
と
人
生
』
増
補
版
一
六
七
～
一
六
八
頁
）
と
述



 

（
七
四
） 

べ
て
い
る
。 

（
37
）
同
七
七
七
頁
。 

（
38
）
同
七
八
〇
頁
。 

（
39
）
例
え
ば
こ
の
時
期
、
鄒
容
（
一
八
八
五
～
一
九
〇
五
）
の
書
い
た
革
命
宣
伝
書
『
革
命
軍
』

（
一
九
〇
三
年
）
が
と
く
に
中
国
内
外
の
青
年
知
識
人
に
多
大
な
影
響
を
与
え
て
い
た
。

そ
の
中
に
「
革
命
に
は
必
ず
ま
ず
奴
隷
の
根
性
を
除
去
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
。
そ
う

で
な
け
れ
ば
、
こ
の
よ
う
に
進
化
が
あ
り
、
生
存
競
争
が
あ
り
、
国
民
の
い
る
国
が
、
わ

が
中
国
に
群
が
っ
て
手
を
つ
け
て
い
る
以
上
、
わ
が
同
胞
は
ま
さ
に
今
日
の
奴
隷
か
ら
、

数
重
の
奴
隷
に
す
す
ん
で
、
猿
・
猪
・
貝
に
な
り
、
そ
し
て
荒
れ
果
て
た
大
陸
は
、
人
煙

の
絶
え
た
砂
漠
と
な
る
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
。
こ
の
他
の
中
国
人
留
学
生
雑

誌
で
も
中
国
滅
亡
論
に
関
す
る
言
説
が
多
く
見
ら
れ
る
。 

（
40
）
ち
な
み
に
小
原
嘉
明
『
入
門
！ 

進
化
生
物
学
』
中
公
新
書
、
二
〇
一
六
年
）
で
は
、
今

日
で
も
一
般
的
に
見
ら
れ
る
「
人
間
が
一
番
進
化
し
て
い
る
と
い
う
誤
解
」
に
つ
い
て
、

生
物
の
「
適
応
」
と
い
う
観
点
か
ら
、「
そ
れ
ぞ
れ
の
環
境
に
適
応
し
て
い
る
と
い
う
点
で

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
動
物
は
動
物
界
の
先
頭
に
立
っ
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
動
物
は
そ
れ
ぞ

れ
の
環
境
へ
の
適
応
に
つ
い
て
は
、
み
な
第
一
人
者
で
あ
り
、
エ
キ
ス
パ
ー
ト
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
動
物
は
み
な
そ
れ
ぞ
れ
の
環
境
で
進
化
の
先
頭
に
立
っ
て
い
て
、
横
一
線
に
並

ん
で
い
る
の
だ
」（
四
六
頁
）
と
説
明
し
て
い
る
。 

（
41
）
李
冬
木
「
魯
迅
と
丘
浅
次
郎
」
上
（
『
文
学
部
論
集
』
第
八
七
号
、
佛
教
大
学
学
術
委
員

会
文
学
部
論
集
編
集
委
員
会
編
、
二
〇
〇
三
年
） 
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