
進
化
す
る
文
学

―
文
学
と
い
う
生
命
・
序

―

い

き

も

の

桑
原

丈
和

一

文
学
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
に
属
し
て
い
る
と
見
な
さ
れ
て
い
る
、
言
い
方

を
か
え
る
と
文
学
ジ
ャ
ン
ル
の
中
に
囲
い
こ
ま
れ
て
い
る
様
々
な
表
現
に

つ
い
て
、
そ
れ
を
生
物
・
有
機
体
、
つ
ま
り
は
生
命
を
持
っ
た
も
の
と
し

て
と
ら
え
、
語
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
は
、
何
の
根
拠
も
な

い
。
し
か
し
、
こ
れ
は
現
在
も
な
お
強
い
力
を
持
っ
て
い
る
文
学
に
ま
つ

わ
る
思
い
こ
み
の
う
ち
の
一
つ
で
あ
る
。

イ

デ

オ

ロ

ギ

ー

例
え
ば
、
文
学
作
品

（
１
）

の
完
結
性
と
い
う
考
え
方
は
こ
の
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
。
一
つ
一
つ
の
小
説
や
詩
や
戯
曲
や
評

論
な
ど
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
完
結
し
て
お
り
、
一
部
を
切
り
離
す
こ
と

は
で
き
な
い
し
、
逆
に
余
計
な
言
葉
を
継
ぎ
足
す
こ
と
も
で
き
な
い
。
た

と
え
、
作
者
そ
の
人
に
よ
っ
て
削
除
や
加
筆
が
行
わ
れ
た
と
し
て
も
、
そ

れ
は
作
品
に
新
た
な
精
気
を
吹
き
こ
む
よ
う
な
も
の
で
こ
そ
あ
れ
、
元
々

持
っ
て
い
た
活
力
を
損
な
う
よ
う
な
も
の
で
は
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
こ

の
よ
う
な
見
方
・
語
ら
れ
方
が
な
さ
れ
る
時
に
は
、
既
に
完
結
し
て
い
る

そ
の
文
学
作
品
が
持
つ
生
命
、
つ
ま
り
一
部
分
を
切
り
離
し
た
り
、
新
た

な
も
の
を
不
自
然
に
継
ぎ
足
し
た
ら
失
わ
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
も
の
が
前

提
に
な
っ
て
い
る
。
文
学
作
品
を
一
つ
の
宇
宙
な
ど
に
た
と
え
て
語
る
こ

と
も
、
宇
宙
＝
小
宇
宙
＝
身
体
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
の
連
関
か
ら
す
れ
ば
同

じ
発
想
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、
生
命
や
生
命
に
関
係
す
る
言
葉
を
用
い
て
い
な
く
て
も
、
イ
メ

ー
ジ
と
し
て
生
物
を
利
用
し
て
文
学
を
語
る
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。
あ
る

小
説
や
詩
や
戯
曲
や
評
論
な
ど
に
つ
い
て
、
ま
た
そ
れ
ら
の
全
体
に
つ
い

て
の
原
則
論
を
語
る
時
な
ど
、
全
体
と
部
分
と
い
う
言
葉
（
そ
れ
ら
は
時

に
は
二
項
対
立
と
し
て
、
時
に
は
明
確
に
分
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の

と
し
て
語
ら
れ
る
）
を
用
い
る
の
は
よ
く
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

全
体
を
無
視
し
て
部
分
だ
け
を
取
り
出
し
て
扱
う
こ
と
は
避
け
る
べ
き
で

あ
る
し
、
ま
た
全
体
を
と
ら
え
る
こ
と
ば
か
り
を
目
指
し
て
、
部
分
の
美

（
美
は
細
部
に
宿
る
？
）
を
見
逃
し
て
も
な
ら
な
い
。
全
体
が
各
部
分
に

よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
構
成
さ
れ
て
い
る
か
、
各
部
分
が
全
体
の
中
で
ど
の

よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
か
、
そ
の
有
機
的
な
関
係
を
読
み
と
ら
な

く
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
訳
で
あ
る
。
全
体
の
主
旨
や
結
論
を
求
め
る

こ
と
を
急
ぎ
す
ぎ
た
読
み
方
や
、
部
分
に
こ
だ
わ
り
す
ぎ
た
読
み
方
は
、

有
機
的
な
読
み
と
は
言
え
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。
こ
こ
で
い
う
「
有

機
的
」
と
い
う
比
喩
は
、
も
ち
ろ
ん
炭
素
化
合
物
と
し
て
の
有
機
物
質
で

は
な
く
、
生
命
を
持
っ
た
も
の
と
し
て
の
有
機
体
の
こ
と
を
指
し
て
い

る
。



こ
の
よ
う
な
完
結
性
お
よ
び
部
分
と
全
体
と
い
う
見
方
・
語
り
方
は
、

解
剖
学
と
生
態
学
と
い
う
生
物
を
扱
う
学
問
と
も
結
び
つ
い
て
い
る
。
つ

ま
り
、
文
学
作
品
を
部
分
に
切
り
分
け
て
読
む
の
は
解
剖
学
に
相
当
し
、

文
学
の
全
体
を
と
ら
え
よ
う
と
す
る
志
向
は
生
態
学
に
あ
た
る
。
こ
れ
ら

二
つ
の
見
方
（
学
問
）
は
お
互
い
に
補
い
合
っ
て
、
文
学
作
品
と
い
う
生

き
物
を
と
ら
え
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
小
説
や
詩

な
ど
を
そ
の
構
成
要
素
に
分
け
る
よ
う
な
読
み
方
は
、
（
少
な
く
と
も
日

本
で
は
）
受
け
い
れ
ら
れ
に
く
い
よ
う
だ
。
こ
れ
は
、
い
く
ら
死
体
を
解

剖
し
て
も
生
き
た
文
学
は
理
解
で
き
な
い
と
い
う
考
え
方
に
よ
る
の
だ
ろ

う
。し

か
し
、
本
論
で
問
題
に
す
る
の
は
こ
れ
ら
と
は
ま
た
別
の
、
生
物
に

関
す
る
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
生
物
と
は
、
発
生
し
、
成
長
し
、
老
衰
し
、

死
ぬ
も
の
で
あ
る
。
文
学
に
関
し
て
、
ま
た
広
く
文
化
の
諸
ジ
ャ
ン
ル
を

語
る
際
に
、
こ
の
生
物
の
ラ
イ
フ
・
サ
イ
ク
ル
に
関
す
る
イ
メ
ー
ジ
が
利

用
さ
れ
て
い
る
。

例
え
ば
、
わ
か
り
や
す
い
と
こ
ろ
で
は
、
ジ
ャ
ン
ル
の
消
長
そ
の
も
の

に
つ
い
て
、
そ
れ
が
生
ま
れ
、
発
達
し
、
衰
退
し
て
い
く
過
程
を
語
る
時

が
そ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
あ
る
表
現
者
が
若
年
か
ら
壮
年
・
晩
年
へ
と
年

を
経
な
が
ら
創
作
を
続
け
て
い
く
過
程
を
、
よ
り
良
い
優
れ
た
方
向
へ
の

変
化
、
す
な
わ
ち
成
長
と
か
円
熟
と
見
な
す
こ
と
も
そ
う
で
あ
る
。
ま

た
、
文
学
の
起
源
を
問
う
思
考
も
ま
た
、
文
学
を
生
物
の
よ
う
に
発
生
す

る
も
の
と
し
て
扱
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
こ
の
生
ま
れ
、
成
長
し
、
死
ん
で
い
く
も
の
と
し
て
の
生
物

の
イ
メ
ー
ジ
は
、
生
存
競
争
に
よ
る
自
然
淘
汰
、
勝
つ
／
負
け
る
＝
適
す

る
／
適
さ
な
い
と
い
う
と
ら
え
方
と
も
結
び
つ
く
。
先
程
述
べ
た
ジ
ャ
ン

ル
の
消
長
に
つ
い
て
語
る
物
語
も
、
あ
る
ジ
ャ
ン
ル
の
衰
退
と
共
に
、
そ

れ
に
取
っ
て
代
わ
り
隆
盛
へ
と
向
う
新
た
な
ジ
ャ
ン
ル
の
発
生
・
成
長
と

共
に
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
あ
る
時
代
に
適
応
し

た
文
学
ジ
ャ
ン
ル
は
そ
の
時
代
に
隆
盛
を
見
る
が
、
時
代
状
況
が
変
る
と

そ
れ
に
適
応
で
き
ず
に
衰
退
し
て
い
く
。
近
代
に
お
い
て
語
ら
れ
続
け
て

い
る
文
学
お
よ
び
そ
れ
に
属
す
る
小
説
・
詩
な
ど
の
下
位
ジ
ャ
ン
ル
の
危

機
と
か
い
う
こ
と
も
、
結
局
の
と
こ
ろ
そ
れ
ら
が
現
代
に
適
応
で
き
ず
、

よ
り
新
し
い
、
よ
り
現
代
に
適
応
し
た
ジ
ャ
ン
ル
に
よ
っ
て
淘
汰
さ
れ
る

の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
発
想
に
基
づ
い
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
文
学
に
関
す
る
思
考
・
記
述
の
中
で
、
最
も
進
歩
・
発
達

と
い
う
概
念
と
結
び
つ
き
易
い
の
は
、
今
の
ジ
ャ
ン
ル
の
消
長
と
い
う
こ

と
も
含
め
た
文
学
の
歴
史
・
文
学
史
の
記
述
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

普
通
の
批
評
、
例
え
ば
文
芸
時
評
の
よ
う
な
も
の
は
、
文
学
史
と
は
離
れ

て
現
在
を
対
象
に
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
現
在
あ
る
も
の

を
批
評
し
て
い
る
も
の
で
も
、
常
に
過
去
の
も
の
を
参
照
し
、
ま
た
未
来

の
あ
る
べ
き
文
学
の
姿
を
想
定
し
て
、
現
在
あ
る
も
の
を
批
評
す
る
こ
と

に
な
る
。
つ
ま
り
、
文
学
の
進
歩
・
発
達
を
前
提
に
し
て
、
そ
の
最
終
的

に
い
た
る
べ
き
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
る
あ
り
方
を
批
評
の
基
準
に
し
て
い

る
こ
と
が
多
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
特
定
の
文
学
史
の
記
述
を
全
く
無



視
し
て
現
在
を
語
る
と
い
う
こ
と
は
、
実
際
に
は
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
て
い

な
い
。

以
上
の
よ
う
な
発
想
お
よ
び
発
想
に
基
づ
い
た
記
述
の
元
に
な
っ
て
い

る
の
は
、
明
治
初
期
か
ら
導
入
さ
れ
た
進
化
論
で
あ
り
、
ま
た
生
物
学
の

仮
説
・
理
論
と
い
う
域
を
越
え
て
、
そ
れ
を
様
々
な
文
化
的
な
事
象
に
ま

で
融
通
無
碍
に
広
げ
る
こ
と
で
成
り
立
っ
て
い
た
当
時
の
文
化
論
、
特
に

ど
の
よ
う
に
し
て
日
本
の
文
化
を
進
歩
・
発
達
さ
せ
て
い
け
ば
い
い
の

か
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
語
っ
た
も
の
で
あ
る
。
明
治
の
初
め
か
ら
現
在

に
い
た
る
ま
で
、
そ
の
時
点
で
読
む
こ
と
の
出
来
る
様
々
な
表
現
の
一
部

を
文
学
と
い
う
名
前
で
囲
い
こ
み
、
時
間
の
推
移
の
中
に
配
置
し
、
そ
の

間
に
一
定
の
方
向
性
、
流
れ
を
見
出
す
こ
と
が
行
わ
れ
て
き
た

（
２
）

。
こ

れ
は
、
残
さ
れ
た
化
石
を
通
し
て
か
つ
て
存
在
し
て
い
た
と
推
測
で
き
る

も
の
や
現
在
存
在
し
て
い
る
様
々
な
も
の
を
生
物
と
い
う
名
前
で
囲
い
こ

み
、
進
化
と
い
う
流
れ
の
中
に
配
置
す
る
こ
と
を
真
似
た
行
為
で
あ
る
。

本
論
で
は
、
文
学
に
関
す
る
思
考
・
記
述
、
特
に
文
学
史
の
記
述
に
顕

著
な
、
文
学
は
直
線
的
に
、
一
定
の
方
向
へ
向
け
て
進
歩
・
発
達
し
て
き

た
し
こ
れ
か
ら
も
す
る
は
ず
で
あ
る
、
と
い
う
と
ら
え
方
を
批
判
す
る
こ

と
を
目
指
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
、
「
成
長
」
と
か
「
進
化
」
と
い
う

言
葉
・
イ
メ
ー
ジ
、
お
よ
び
そ
れ
に
関
係
す
る
言
葉
・
イ
メ
ー
ジ
が
持
っ

て
き
た
、
ま
た
は
現
在
も
持
っ
て
い
る
機
能
に
つ
い
て
取
り
上
げ
て
い

く
。
本
来
生
物
の
種
の
分
化
を
説
明
す
る
説
で
あ
る
進
化
論
が
文
学
を
語

る
時
に
ど
れ
ほ
ど
融
通
無
碍
に
利
用
さ
れ
て
い
る
か
を
考
察
す
る
と
い
う

こ
と
に
な
る
。

直
線
的
に
一
定
の
方
向
へ
向
け
て
、
と
い
う
言
い
方
を
し
た
が
、
こ
れ

ま
で
の
文
学
の
歴
史
を
（
こ
こ
で
は
日
本
の
文
学
に
話
を
限
る
）
、
何
の

紆
余
曲
折
も
な
い
一
本
の
線
と
し
て
記
述
で
き
る
よ
う
に
語
っ
て
い
る
よ

う
な
も
の
は
な
い
。
し
か
し
、
文
学
が
最
終
的
に
到
達
す
べ
き
状
態
、
文

学
の
向
っ
て
き
た
、
ま
た
は
こ
れ
か
ら
向
う
目
的
を
前
提
に
し
、
そ
う
い

う
理
想
の
文
学
に
照
ら
し
て
こ
れ
ま
で
に
書
か
れ
た
詩
や
評
論
や
小
説
や

戯
曲
な
ど
を
批
評
す
る
と
い
う
態
度
は
現
在
も
続
い
て
い
る
。

た
だ
、
現
在
に
お
い
て
は
そ
の
よ
う
な
文
学
観
は
自
明
の
こ
と
に
な
っ

て
い
て
、
逆
に
取
り
出
し
に
く
い
面
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
文
学
お
よ
び
文

学
を
含
む
人
為
的
な
生
産
物
（
通
常
文
化
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
）
が
、

一
つ
の
方
向
へ
向
っ
て
進
ん
で
い
く
も
の
で
あ
る
、
も
し
進
ん
で
い
な
い

と
す
れ
ば
そ
れ
は
誤
っ
た
文
学
の
変
化
で
あ
る
、
と
い
う
前
提
が
成
立
し

た
と
思
わ
れ
る
時
期
を
検
討
の
対
象
に
す
る
。
具
体
的
に
は
日
本
の
近
代

の
文
学
の
端
緒
を
な
す
明
治
十
年
代
か
ら
二
十
年
代
の
初
頭
と
い
う
こ
と

に
な
る
。

二

「
進
歩
」
や
「
発
展
」
は
明
治
の
十
年
代
か
ら
二
十
年
代
に
か
け
て
の
様

々
な
分
野
に
お
け
る
ス
ロ
ー
ガ
ン
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
多
く
の
分
野
・
場

面
で
は
（
現
在
も
含
め
て
）
そ
の
後
も
、
ス
ロ
ー
ガ
ン
で
あ
り
続
け
て
い



る
。
例
え
ば
、
い
わ
ゆ
る
進
歩
史
観
に
基
づ
く
「
進
歩
」
に
つ
い
て
の
見

直
し
が
行
な
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
も
、
実
際
に
は
今
ま
で
の
誤
っ
た
「
進

歩
」
を
否
定
し
、
新
た
に
正
し
い
「
進
歩
」
が
求
め
ら
れ
て
い
る
、
と
い

う
の
が
実
状
で
あ
る
。
正
し
い
「
進
歩
」
の
あ
り
方
を
見
出
す
と
い
う
こ

と
そ
れ
自
体
が
、
「
進
歩
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
だ
。

も
ち
ろ
ん
、
明
治
初
期
か
ら
続
く
進
歩
に
つ
い
て
の
要
求
と
い
う
こ
と

に
関
し
て
は
文
学
も
例
外
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
西
村
茂
樹
「
日
本
の
文

学
」

（
３
）

（
明
治
二
十
一
年
、
一
八
八
八
）
に
お
い
て
は
、
「
諸
学
術
共

に
著
る
し
き
進
歩
を
為
し
今
日
は
最
早
進
む
こ
と
あ
り
て
退
く
こ
と
な
き

の
勢
と
な
れ
る
は
誠
に
邦
家
の
為
に
賀
す
べ
き
こ
と
な
り
」
と
語
っ
た
後

で
、
今
後
「
進
歩
」
さ
せ
る
た
め
に
何
ら
か
の
努
力
を
必
要
と
す
る
も
の

の
一
つ
と
し
て
、
「
文
学
」
を
あ
げ
て
い
る
。
「
日
本
の
文
学
」
に
お
い

て
「
文
学
」
の
「
進
歩
」
が
困
難
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
「
他
国
の

学
術
を
其
儘
に
採
用
す
」
る
こ
と
の
で
き
な
い
「
我
国
の
風
俗
習
慣
又
は

旧
来
の
学
術
を
折
中
せ
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
者
」
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か

し
、
そ
の
困
難
を
乗
り
越
え
て
「
文
学
」
は
や
は
り
「
進
歩
」
し
な
く
て

は
な
ら
な
い
と
い
う
要
求
が
こ
こ
で
は
語
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
が
芳
賀
矢
一
「
国
文
学
読
本
緒
論
」

（
４
）

（
明
治
二
十
三
年
、
一

八
九
〇
）
に
な
る
と
「
今
後
の
文
学
の
進
歩
は
蓋
し
意
想
の
外
に
あ
る
べ

し
」
と
い
う
、
楽
観
的
な
物
言
い
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
文
学
の
外

側
か
ら
の
発
言
と
内
側
か
ら
の
発
言
と
の
違
い

―
文
学
に
関
係
す
る
も

の
は
文
学
が
明
治
の
新
し
い
時
代
に
お
い
て
ど
れ
ほ
ど
必
要
か
を
主
張
し

な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た

―
な
の
だ
ろ
う
が
、
ど
ち
ら
に
せ
よ
文
学
を

進
歩
す
る
も
の
と
見
な
し
て
い
る
点
で
は
違
い
は
な
い
。

そ
れ
で
は
、
こ
こ
で
期
待
さ
れ
て
い
る
文
学
に
お
け
る
進
歩
と
は
ど
う

い
う
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
ど
の
よ
う
に
「
文
学
」
が
変
化

し
た
時
に
、
そ
れ
は
「
進
歩
」
と
し
て
認
識
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ

う
か
。

例
え
ば
技
術
的
な
分
野
の
場
合
、
進
歩
と
は
人
間
の
処
理
す
る
対
象
の

数
量
の
増
加
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
よ
り
多
く
の
も
の
を
生
産
し
、
よ

り
多
く
の
も
の
を
運
び
、
よ
り
多
く
の
も
の
を
消
費
す
る
。
こ
こ
で
い
う

生
産
さ
れ
、
運
ば
れ
、
消
費
さ
れ
る
も
の
、
つ
ま
り
「
人
間
の
処
理
す
る

対
象
」
は
具
体
的
な
も
の
で
あ
っ
て
も
い
い
し
、
形
を
持
た
な
い
情
報
の

よ
う
な
も
の
で
も
い
い
。
速
度
の
増
加
、
い
わ
ゆ
る
ス
ピ
ー
ド
化
と
呼
ば

れ
る
も
の
も
、
単
位
時
間
内
に
移
動
で
き
る
距
離
や
運
搬
で
き
る
も
の
の

量
の
増
加
と
考
え
る
と
同
じ
よ
う
に
数
量
の
増
加
と
し
て
と
ら
え
ら
れ

る
。自

然
科
学
や
科
学
技
術
が
担
っ
た
進
歩
と
い
わ
れ
る
の
は
以
上
の
よ
う

な
も
の
だ
が
、
そ
れ
で
そ
の
ま
ま
文
学
に
お
け
る
「
進
歩
」
を
説
明
す
る

こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。

「
国
文
学
読
本
緒
論
」
の
他
の
個
所
で
は
、
印
刷
の
速
度
が
上
が
っ
た
こ

と
、
西
洋
の
文
学
を
知
る
者
の
数
が
増
え
た
こ
と
に
基
づ
い
て
、
文
学
の

「
進
歩
」
を
期
待
し
て
い
る
。
こ
れ
は
「
進
歩
」
を
数
量
の
増
加
か
ら
説

明
し
て
い
る
が
、
「
進
歩
」
の
原
因
の
説
明
で
は
あ
っ
て
も
「
進
歩
」
そ



の
も
の
を
説
明
す
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
「
西
洋
の
文
学
」
と
い
う
こ

と
で
言
え
ば
、
「
日
本
の
文
学
」
で
も
「
日
本
の
国
人
西
洋
の
文
明
を
慕

ひ
諸
種
の
学
術
を
西
洋
よ
り
輸
入
し
」
と
い
う
よ
う
に
「
西
洋
」
の
文
明

を
取
り
入
れ
、
参
照
す
る
こ
と
で
「
進
歩
」
す
る
と
い
う
見
方
が
取
ら
れ

て
い
る
。
し
か
し
、
異
な
っ
た
文
明
を
受
容
す
る
こ
と
で
「
日
本
」
の

「
文
学
」
が
ど
う
変
る
か
に
は
触
れ
て
い
な
い

（
５
）

。

結
局
の
と
こ
ろ
、
こ
れ
ら
は
具
体
的
に
「
文
学
」
の
「
進
歩
」
の
実
際

に
つ
い
て
語
っ
て
い
は
い
な
い
。
す
べ
て
が
量
的
な
変
化
と
し
て
説
明
で

き
る
よ
う
な
も
の
と
は
、
考
え
に
く
か
っ
た
だ
ろ
う
し
、
西
洋
の
技
術
を

直
接
取
り
こ
ん
で
し
ま
え
ば
そ
れ
で
済
む
も
の
と
も
考
え
ら
れ
ず

（
６
）

、

お
よ
そ
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
抱
き
に
く
か
っ
た
訳
で
あ
る
。

三

文
学
の
「
進
歩
」
を
具
体
的
に
説
明
す
る
こ
と
の
困
難
さ
に
抗
っ
て
、

文
学
に
関
係
す
る
人
々
は
文
学
を
価
値
づ
け
、
社
会
に
お
け
る
位
置
を
得

る
た
め
に
、
文
学
の
「
進
歩
」
を
主
張
し
、
保
証
し
な
く
て
は
な
ら
な
か

っ
た
。
こ
の
明
治
十
年
代
か
ら
二
十
年
代
に
か
け
て
の
時
期
は
、
様
々
な

分
野
・
ジ
ャ
ン
ル
が
自
ら
を
近
代
の
日
本
の
社
会
の
中
に
位
置
づ
け
、
価

値
づ
け
る
こ
と
を
目
指
し
た
時
期
で
あ
る
。
研
究
・
学
問
分
野
に
限
っ
て

も
、
大
学
内
の
新
た
な
学
部
・
学
科
の
創
設
、
学
会
組
織
の
結
成
、
学
会

の
機
関
誌
の
創
刊
な
ど
が
こ
の
時
期
に
集
中
し
て
い
る

（
７
）

。
特
に
、
西

村
茂
樹
の
よ
う
な
文
学
の
「
進
歩
」
の
困
難
を
危
惧
す
る
も
の
が
い
る
以

上
、
文
学
を
専
門
と
す
る
、
ま
た
は
専
門
分
野
と
し
て
の
文
学
を
確
立
し

よ
う
と
す
る
人
々
は
、
何
と
し
て
も
文
学
の
「
進
歩
」
を
保
証
す
る
必
要

が
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
文
学
の
「
進
歩
」
に
つ
い
て
語
ら
ね
ば
な
ら
な
い

状
況
の
中
で
取
り
こ
ま
れ
た
の
が
進
化
と
い
う
考
え
方
な
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
文
学
に
直
接
言
及
し
た
記
述
の
中
で
は
、
文
学
が
進
化
す

る
と
い
う
言
い
方
を
し
て
い
る
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
そ
の
稀
な
例
が

前
節
で
言
及
し
た
「
国
文
学
読
本
緒
論
」
で
あ
り
、
「
進
化
発
達
の
理
は

生
物
の
免
れ
ざ
る
所
に
し
て
、
吾
人
々
類
に
於
て
は
尤
も
著
し
と
す
。
知

ら
ず
や
、
吾
人
が
称
し
て
文
明
と
呼
び
、
開
化
と
い
ふ
所
の
も
の
も
、
亦

殆
ど
此
進
化
発
達
を
い
ふ
に
過
ぎ
ざ
る
事
を
」
と
い
う
よ
う
に
、
文
学
を

含
め
た
人
間
の
営
為
す
べ
て
（
「
文
明
」
「
開
化
」
）
を
「
進
化
」
と
し

て
と
ら
え
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
「
進
化
発
達
」
と
い
う
大
ま
か
な
言
い

方
か
ら
す
る
と
、
こ
こ
で
の
「
進
化
」
は
進
歩
と
余
り
区
別
さ
れ
ず
に
用

い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。

し
か
し
、
様
々
な
こ
の
時
期
の
進
化
を
め
ぐ
る
記
述
の
中
で
は
、
「
国

文
学
読
本
緒
論
」
の
よ
う
に
、
生
物
以
外
の
も
の
、
特
に
人
間
の
生
産
物

で
あ
る
文
化
的
な
事
象
を
進
化
す
る
も
の
と
し
て
語
っ
て
い
る
も
の
が
多

い
。
そ
し
て
、
そ
の
語
り
方
の
パ
タ
ー
ン
が
文
学
の
「
進
歩
」
を
語
る
際

に
流
用
さ
れ
て
い
き
、
さ
ら
に
は
現
在
も
流
用
さ
れ
て
い
る
。

人
民
は
国
家
の
為
め
に
存
す
る
者
な
り
と
い
ふ
原
理
に
依
り
て
、



一
己
一
己
の
人
に
は
毫
も
藉
す
所
無
き
社
会
あ
り
、
或
は
又
国
家

は
人
民
の
為
め
に
存
す
る
者
な
り
と
い
ふ
理
論
行
は
れ
て
、
何
事

に
就
き
て
も
一
己
一
己
の
人
の
利
益
を
の
み
先
と
す
る
社
会
あ

り
、
或
は
又
同
一
社
会
に
し
て
数
百
年
を
出
て
さ
る
中
に
此
関
係

の
上
に
著
き
変
動
を
現
は
す
者
あ
り
。
是
れ
豈
に
偶
然
な
ら
む

や
、
必
ず
一
々
其
原
因
あ
る
事
な
る
べ
し
、
而
し
て
其
原
因
は
社

会
発
生
し
て
全
盛
に
い
た
る
ま
で
の
進
化
の
次
第
に
関
す
る
所
少

か
ら
ず
と
思
は
る
れ
ば
、
試
に
之
を
左
に
論
究
せ
む
と
す

有
賀
長
雄
「
社
会
と
一
個
人
と
の
関
係
の
進
化
」

（
８
）

（
明
治
十
六
年
、
一
八
八
三
）

ダ
ル
ウ
ヰ
ン
氏
ノ
所
論
ハ
、
止
ニ
動
植
物
ノ
当
初
簡
単
ナ
ル
原
形

質
ノ
一
塊
ヨ
リ
起
リ
、
漸
次
ニ
進
化
シ
テ
今
日
ノ
如
キ
繁
雑
ナ
ル

常
態
ヲ
呈
シ
、
猶
且
今
ヨ
リ
以
後
モ
風
土
気
候
ノ
異
動
種
類
ノ
強

弱
等
ニ
由
リ
テ
変
遷
止
マ
ラ
ザ
ル
ノ
理
ヲ
瞭
示
ス
ル
ノ
ミ
ナ
ラ

ズ
、
人
類
ノ
増
減
、
邦
国
ノ
興
廃
、
文
字
技
芸
ノ
上
進
衰
頽
ニ
至

ル
マ
デ
尽
ク
之
ニ
関
セ
ザ
ル
ナ
キ
ノ
邃
理
ヲ
闡
明
シ
、
而
シ
テ
其

原
旨
至
大
至
正
間
然
ス
ル
所
ナ
キ
ヲ
以
テ
、
今
ヤ
実
ニ
其
学
士
社

会
ニ
未
曾
有
ノ
尊
崇
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
固
ヨ
リ
異
シ
ム
ニ
足
ラ
ザ
ラ

ル
ナ
リ
。

矢
田
部
良
吉
「
動
物
進
化
論
緒
言
」

（
９
）

（
明
治
十
六
年
、
一
八
八
三
）

今
ヤ
旧
日
本
ハ
已
ニ
溶
化
シ
テ
新
日
本
正
ニ
進
化
ス
旧
日
本
ノ
分

子
ハ
已
ニ
滅
絶
セ
ン
ト
シ
テ
新
日
本
ノ
分
子
日
ニ
旺
盛
ナ
リ
此
ノ

新
旧
交
迭
ノ
時
ニ
当
テ
ハ
人
皆
ナ
其
ノ
方
向
ニ
惑
ヒ
何
ヲ
取
リ
何

ヲ
捨
ツ
ヘ
キ
カ
之
ヲ
決
ス
ル
ニ
苦
ム
然
レ
ト
モ
此
ノ
如
ク
煩
雑
セ

ル
世
象
モ
自
ラ
一
定
ノ
法
則
ニ
従
フ
者
ニ
シ
テ
若
シ
其
ノ
法
則
ヲ

ダ
ニ
知
ル
コ
ト
ヲ
得
ハ
世
態
人
事
自
ラ
分
明
ナ
ル
ヘ
ク
向
後
社
会

ノ
変
遷
推
移
モ
亦
タ
自
ラ
知
ラ
ル
ヘ
シ
其
ノ
法
則
ト
ハ
則
チ
万
有

進
化
、
自
然
淘
汰
ノ
原
理
是
ナ
リ

（
略
）

「
ダ
ー
ウ
イ
ン
」
氏
「
ス
ペ
ン
サ
ー
」
氏
「
ハ
ツ
ク
ス
レ
ー
」
氏

「
ヘ
ツ
ケ
ル
」
氏
「
リ
ユ
ツ
ボ
ク
」
氏
等
ノ
大
家
ハ
皆
ナ
進
化
学

ノ
泰
斗
ナ
リ
本
邦
人
「
ス
ペ
ン
サ
ー
」
氏
等
ノ
著
書
ヲ
読
ム
者
日

ニ
増
加
ス
ル
カ
故
ニ
若
シ
先
ツ
本
書
ヲ
以
テ
其
ノ
捷
径
ト
ナ
サ
ハ

或
ハ
小
補
ア
ラ
ン
歟

進
化
ノ
勢
此
ノ
如
ク
ナ
レ
ハ
法
律
、
宗
教
、
道
徳
モ
亦
タ
其
ノ
勢

ニ
支
配
サ
レ
サ
ル
ヲ
得
ス
（
略
）

道
徳
モ
亦
タ
進
化
ス
（
略
）

学
問
モ
亦
タ
進
化
ス
（
略
）

言
語
モ
亦
タ
進
化
ス

仁
田
桂
次
郎
「
進
化
管
見
序
」

（1
0

）

（
明
治
二
十
年
、
一
八
八
七
）



世
の
中
の
事
と
云
ふ
も
の
は
総
て
進
化
し
て
行
く
道
理
が
あ
り
ま

す
か
ら
、
万
物
実
体
世
界
も
亦
精
神
に
関
は
る
無
形
の
世
界
も
段

々
進
化
し
て
行
く
も
の
で
あ
り
ま
す
、
此
進
化
と
云
ふ
こ
と
は
近

頃
西
洋
で
発
明
し
た
る
も
の
で
あ
っ
て
、
其
道
理
を
段
々
穿
鑿
す

れ
ば
一
体
動
物
植
物
の
進
化
と
云
ふ
も
の
は
、
何
の
以
前
で
あ
る

か
、
何
れ
だ
け
の
年
数
で
あ
る
か
と
云
ふ
こ
と
は
、
千
万
年
か
億

万
年
か
分
り
ま
せ
ん
が
、
其
初
め
は
極
く
簡
単
な
る
有
機
物
が
大

本
で
あ
り
ま
す
、
其
簡
単
な
る
有
機
物
は
無
機
物
か
ら
出
来
た
者

で
あ
り
ま
す
、
其
簡
単
な
る
も
の
が
千
万
年
か
ゝ
つ
た
か
、
億
万

年
か
ゝ
つ
た
か
、
多
く
の
年
数
を
経
て
其
れ
が
段
々
進
化
し
て
来

て
遂
に
人
間
と
云
ふ
完
全
な
る
動
物
が
出
来
て
来
た
の
で
あ
り
ま

す
（
略
）
偖
有
形
の
進
化
が
斯
の
如
く
で
あ
れ
ば
、
精
神
に
関
る

無
形
の
も
の
も
同
し
く
進
化
し
て
来
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
訳
で
あ
り

ま
す
、
然
う
し
て
見
れ
ば
国
人
の
性
質
と
云
ふ
者
も
、
人
間
が
出

来
き
国
が
出
来
た
以
来
、
今
日
ま
て
に
は
漸
々
に
進
化
し
て
来
て

居
る
に
違
い
な
い

加
藤
弘
之
「
日
本
人
の
性
質
」

（1
1

）

（
明
治
二
十
一
年
、
一
八
八
八
）

偖
英
国
に
て
、
ダ
ー
ウ
ヰ
ン
氏
が
、
進
化
論
を
唱
へ
初
め
ま
し
た

頃
に
は
諸
方
よ
り
、
非
常
に
攻
撃
を
受
け
ま
し
て
、
同
氏
が
困
難

せ
ら
れ
た
こ
と
は
、
此
書
に
就
て
見
ま
し
て
も
、
誠
に
明
瞭
に
分

り
ま
せ
う
。
然
し
な
が
ら
学
問
の
真
理
は
、
無
学
者
輩
の
攻
撃
に

由
て
、
決
し
て
破
却
滅
亡
せ
ら
る
ゝ
者
で
は
あ
り
ま
せ
ぬ
。
そ
れ

故
僅
数
十
年
の
間
に
、
進
化
論
は
、
益
々
学
問
社
会
に
勢
力
を
得

て
、
其
理
論
は
、
動
物
、
植
物
な
ど
の
生
物
学
の
範
囲
に
止
ま
ら

ず
、
心
理
学
に
も
、
倫
理
学
に
も
、
言
理
学
に
も
、
歴
史
学
に

も
、
其
他
、
金
石
、
地
質
、
天
文
な
ど
、
何
等
の
学
問
に
も
、
皆

之
を
適
用
い
た
し
、
凡
そ
理
学
、
哲
学
な
ど
を
論
ず
る
人
に
し
て

も
、
此
説
を
採
ら
ぬ
者
も
、
今
日
殆
ど
無
い
程
に
至
り
ま
し
た
。

伊
沢
修
二
「
進
化
原
論
緒
言
」

（1
2

）

（
明
治
二
十
二
年
、
一
八
八
八
）

社
会
進
化
の
順
序
は
、
簡
よ
り
繁
に
入
り
単
純
よ
り
複
雑
に
進
む

は
、
既
往
数
千
年
来
の
事
実
に
徴
し
て
吾
人
の
熟
知
す
る
所
な

り
、
太
古
蒙
昧
の
時
代
よ
り
以
て
十
九
世
紀
今
日
の
社
会
に
至
る

ま
で
、
世
運
の
変
遷
実
に
極
り
な
し
と
雖
、
要
す
る
に
此
の
進
化

の
方
向
を
取
ら
ざ
る
も
の
な
し
（
略
）

夫
れ
然
り
余
輩
は
歴
史
的
研
究
に
よ
り
て
、
社
会
進
化
の
順
序
は

単
簡
よ
り
繁
雑
に
進
む
も
の
な
る
こ
と
を
了
知
せ
り
、
今
や
進
ん

で
余
輩
の
本
論
な
る
政
治
の
進
化
に
入
ら
ん
と
す
、
余
輩
が
所
謂

政
治
の
進
化
と
は
、
古
来
よ
り
治
者
と
被
治
者
と
の
関
係
は
如
何

に
変
遷
し
来
り
し
乎
、
而
し
て
其
の
変
遷
は
如
何
な
る
進
路
を
取



り
し
乎
と
云
ふ
に
在
り
。

此
れ
等
問
題
を
研
究
す
る
に
就
て
注
意
を
要
す
る
こ
と
は
、
政
治

の
進
化
も
他
の
事
物
の
進
化
と
一
様
に
単
純
よ
り
繁
雑
に
入
る
の

元
則
に
従
ふ
事
是
れ
な
り

佐
藤
文
策
「
政
治
の
進
化
」

（1
3

）

（
明
治
二
十
三
年
、
一
八
九
〇
）

引
用
を
長
く
重
ね
た
が
、
政
治
や
国
家
を
扱
っ
た
論
文
・
演
説
と
、
進

化
論
を
紹
介
し
た
本
の
序
文
を
例
に
あ
げ
た
。
い
ず
れ
も
人
間
の
社
会
そ

の
も
の
が
進
化
す
る
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
そ
の
社
会
の
中
で
生
ま
れ

る
あ
ら
ゆ
る
人
為
的
な
生
産
物
も
ま
た
進
化
す
る
と
い
う
こ
と
が
語
っ
て

い
る
。

こ
の
明
治
十
年
代
～
二
十
年
代
初
頭
に
は
、
当
時
の
欧
米
・
西
洋
を
に

ぎ
わ
し
て
い
る
新
た
な
学
問
の
成
果
と
し
て
、
進
化
論
が
学
説
そ
の
も
の

だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
が
発
表
さ
れ
た
後
に
ま
き
お
こ
さ
れ
た
論
争
も
含

め
て
紹
介
さ
れ
て
い
た
。
明
治
十
五
年
に
は
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
死
去
に
あ
た

っ
て
そ
の
生
涯
を
紹
介
す
る
記
事
が
前
年
に
創
刊
さ
れ
た
ば
か
り
の
『
東

洋
学
芸
雑
誌
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る

（1
4

）

。
従
来
こ
の
時
期
の
進
化
論
の

日
本
の
文
化
・
思
想
に
関
す
る
影
響
に
関
し
て
は
、
加
藤
弘
之
に
よ
る
ス

ペ
ン
サ
ー
の
社
会
進
化
論
の
紹
介
の
方
に
重
点
を
置
い
た
と
ら
え
方
が
さ

れ
て
き
た
。
科
学
史
の
方
で
も
、
進
化
論
の
科
学
・
生
物
学
に
お
け
る
普

及
に
関
し
て
は
、
丘
浅
次
郎
『
進
化
論
講
話
』
（
明
治
三
十
七
年
、
一
九

〇
四
、
増
補
版
は
大
正
三
年
、
一
九
一
四
）
の
果
た
し
た
力
が
大
き
い
、

と
い
う
評
価
が
な
さ
れ
て
い
る

（1
5

）

。
も
ち
ろ
ん
、
普
及
と
い
っ
て
も
そ

れ
は
少
数
の
知
識
人
を
中
心
と
し
た
こ
と
の
は
ず
だ
が
、
少
な
く
と
も
生

物
学
上
の
進
化
と
い
う
考
え
方
が
専
門
の
科
学
者
以
外
の
人
々
に
も
知
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
二
十
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
と
い
う
こ
と
に
な

る
。つ

ま
り
、
本
論
で
扱
っ
て
い
る
明
治
十
年
代
か
ら
二
十
年
代
に
は
、
進

化
と
い
う
考
え
方
は
か
な
り
限
ら
れ
た
人
間
だ
け
の
持
つ
知
識
で
あ
っ

た
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
進
化
と
い
う
言
葉
が
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
適

応
で
き
る
理
論
、
と
い
う
よ
り
も
真
理
と
し
て
、
便
利
に
使
わ
れ
て
い
た

と
い
う
こ
と
が
あ
る
。

ま
た
、
予
め
述
べ
て
お
く
が
、
こ
こ
で
問
題
な
の
は
進
化
論
が
ど
れ
だ

け
日
本
で
正
確
に
紹
介
さ
れ
、
導
入
さ
れ
た
か
と
い
う
こ
と
で
は
な
い

し
、
正
確
に
紹
介
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
を
言
お

う
と
し
て
い
る
の
で
も
な
い
。
そ
も
そ
も
、
十
八
世
紀
の
後
半
に
始
ま
る

進
化
論
に
関
す
る
議
論
自
体
一
つ
の
学
説
と
し
て
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き

な
い
多
様
性
を
持
っ
た
も
の
だ
し
、
そ
の
う
ち
の
ど
れ
が
正
し
い
の
か
現

在
も
決
定
さ
れ
て
い
る
訳
で
は
な
い

（1
6

）

。
後
述
す
る
よ
う
に
、
ダ
ー
ウ

ィ
ン
の
「
種
の
起
原
」
が
持
っ
て
い
る
他
の
進
化
論
者
に
は
見
ら
れ
な
い

ラ
デ
ィ
カ
ル
な
点
は
、
ラ
デ
ィ
カ
ル
で
あ
る
が
ゆ
え
に
他
の
論
者
の
記
述

に
取
り
こ
ま
れ
、
語
り
直
さ
れ
る
時
に
抜
け
落
ち
て
し
ま
う
こ
と
に
な
っ

た
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
検
討
し
て
い
る
の
は
進
化
論
が
ど
の
よ
う
に
紹
介

さ
れ
た
か
で
は
な
く
、
「
進
化
」
と
い
う
言
葉
・
概
念
が
ど
の
よ
う
な
イ



メ
ー
ジ
や
記
述
の
枠
組
み
を
作
り
出
し
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ

パ

タ

ー

ン

る
。

四

さ
て
、
引
用
し
た
い
く
つ
か
の
記
述
か
ら
読
み
取
る
こ
と
の
で
き
る
、

こ
の
時
期
の
生
物
以
外
の
も
の
の
進
化
に
関
す
る
考
え
方
の
特
徴
は
次
の

よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
第
一
に
進
化
に
は
あ
る
一
定
の
方
向
性
が

あ
る
と
い
う
考
え
方
が
強
か
っ
た
と
い
う
こ
と
、
第
二
に
そ
の
方
向
は
単

純
か
ら
複
雑
へ
と
向
か
う
と
考
え
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
、
第
三
に
器

官
と
し
て
は
実
体
の
無
い
人
間
の
精
神
も
同
じ
く
、
単
純
か
ら
複
雑
へ
と

い
う
方
向
性
で
進
化
ま
た
は
発
達
す
る
も
の
と
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。

最
近
の
新
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ
ム
に
お
け
る
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
「
種
の
起
原
」

（
一
八
五
九
年
）
読
解
で
は
、
進
化
に
方
向
性
が
あ
る
と
い
う
考
え
方
そ

の
も
の
は
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
自
身
が
否
定
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て

い
る
。
ダ
ー
ウ
ィ
ン
進
化
論
の
最
も
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
と
こ
ろ
は
、
進
化
の

方
向
性
や
目
的
を
否
定
し
、
環
境
へ
の
適
応
に
よ
る
種
の
分
化
と
い
う
説

エ

ン

ド

明
し
か
行
わ
な
か
っ
た
こ
と
に
あ
る
と
い
う
。
た
だ
、
そ
う
い
う
ダ
ー
ウ

ィ
ン
進
化
論
に
対
す
る
誤
解
・
曲
解
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
見
ら
れ
た
こ
と

で
あ
り
、
む
し
ろ
誤
解
・
曲
解
し
か
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ

る
。
そ
れ
か
ら
す
る
と
、
日
本
に
お
け
る
進
化
論
の
紹
介
が
進
化
の
方
向

性
を
前
提
と
し
て
い
る
の
は
当
然
で
あ
る
。

例
え
ば
、
加
藤
弘
之
「
日
本
人
の
性
質
」
に
は
「
人
間
と
云
ふ
完
全
な

る
動
物
」
と
い
う
表
現
が
あ
り
、
人
間
を
進
化
に
お
け
る
究
極
の
生
物
、

進
化
の
最
終
形
態
と
し
て
語
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
見
方
は
、
進
化
論

が
従
来
の
人
間
中
心
の
価
値
観
、
人
間
と
他
の
動
物
の
間
に
明
確
な
境
界

線
を
引
く
考
え
方
に
す
り
よ
る
た
め
に
用
い
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
進
化
と
は
人
間
と
い
う
最
も
優
れ
た
生
物
を
生
み
出
す
過
程
で
あ

り
、
よ
り
下
等
な
生
物
か
ら
人
間
へ
と
い
う
方
向
性
を
持
っ
て
い
る
こ
と

に
な
る
。

そ
し
て
そ
の
方
向
性
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
は
単
純
か
ら
複
雑
へ
と
い

う
指
向
性
が
前
提
と
さ
れ
て
い
た
。
矢
田
部
良
吉
「
動
物
進
化
論
緒
言
」

で
は
、
動
植
物
が
単
純
な
「
簡
単
ナ
ル
原
形
質
」
か
ら
「
進
化
シ
テ
」
複

雑
な
「
繁
雑
ナ
ル
常
態
」
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
を
語
っ
た
後
で
、
人
類

の
数
の
増
減
、
国
の
興
亡
、
文
化
・
技
術
な
ど
も
進
化
も
同
じ
原
理
に
よ

っ
て
司
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。
こ
の
単
純
か
ら
複
雑

へ
と
い
う
方
向
性
は
、
加
藤
弘
之
「
日
本
人
の
性
質
」
や
佐
藤
文
策
「
政

治
の
進
化
」
に
も
同
様
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
も
の
の
変
化
を
単
純

な
方
か
ら
複
雑
な
方
へ
と
考
え
る
の
は
当
り
前
の
よ
う
だ
が
、
実
際
に
は

特
に
根
拠
が
あ
る
こ
と
で
は
な
い
。
細
胞
形
成
以
前
の
原
形
質
の
よ
う
な

物
質
を
初
め
に
置
き
、
そ
れ
か
ら
あ
ら
ゆ
る
生
命
が
誕
生
し
た
と
い
う
イ

メ
ー
ジ
は
確
か
に
わ
か
り
や
す
い
の
だ
が
、
そ
れ
を
生
物
以
外
の
他
の
も



の
に
そ
の
ま
ま
あ
て
は
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な

い
。ま

た
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
進
化
に
つ
い
て
の
考
え
方
を
引
き
合
い
に
出
す

が
、
進
化
と
い
う
の
は
環
境
に
適
応
し
さ
え
す
れ
ば
い
い
の
だ
か
ら
、
進

化
し
て
構
造
が
単
純
に
な
る
、
器
官
の
一
部
が
単
純
化
す
る
種
と
い
う
の

も
当
然
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
単
純
か
ら
複
雑
へ
と
い
う
方
向
性
は
進

化
の
一
つ
の
あ
り
方
で
し
か
な
い
。

三
点
目
の
精
神
の
変
化
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
例
え
ば
「
日
本
人
の
性

質
」
で
は
「
精
神
に
関
は
る
無
形
の
世
界
」
と
い
う
曖
昧
な
表
現
が
用
い

ら
れ
、
精
神
が
生
み
出
す
思
想
や
観
念
と
い
っ
た
無
形
の
生
産
物
も
「
進

化
」
す
る
も
の
の
中
に
取
り
こ
ま
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
以
下
の

引
用
の
よ
う
に
、
生
物
の
身
体
・
器
官
の
形
態
が
進
化
す
る
の
だ
か
ら
、

人
間
の
精
神
や
精
神
的
な
能
力
も
進
化
し
な
い
わ
け
は
な
い
と
語
る
も
の

も
あ
っ
た
。

心
意
ノ
現
象
ヲ
論
ズ
ル
亦
進
化
論
ノ
刺
激
ヲ
蒙
レ
リ
、
吾
人
ハ
曰
ハ

ン
ト
ス
、
学
者
内
省
法
ニ
ヨ
リ
、
其
心
意
ヲ
検
討
シ
、
分
類
セ
シ

ハ
、
正
ニ
心
ヲ
発
成
ノ
点
ヨ
リ
論
ゼ
ン
ト
ス
ル
ノ
端
緒
ヲ
開
キ
シ
モ

ノ
ナ
リ
ト
。
心
意
ノ
状
態
一
ト
シ
テ
相
互
ノ
関
係
ヲ
為
サ
ヾ
ル
モ
ノ

ナ
シ
、
現
在
ノ
モ
ノ
過
去
ヨ
リ
続
来
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ
。
智
能
ト
云

ヒ
、
情
想
ト
云
フ
、
決
シ
テ
箇
々
独
立
ニ
分
離
シ
テ
存
ス
ル
能
ハ

ズ
、
其
運
行
ノ
間
ニ
ハ
一
定
ノ
方
則
関
係
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ
ナ
シ
。
サ

レ
バ
其
成
来
セ
シ
全
歴
史
ハ
、
一
定
動
カ
ザ
ル
順
序
ヲ
有
シ
、
其
ノ

発
達
進
歩
ヲ
現
ハ
シ
タ
ル
モ
ノ
ナ
リ
。
（
略
）

魚
類
、
水
陸
両
生
類
、
爬
虫
類
、
鳥
類
、
下
等
ノ
哺
乳
類
ト
、
順
序

ニ
其
発
成
進
化
ス
ル
脳
ノ
階
段
ト
、
高
等
哺
乳
類
、
特
ニ
人
類
ノ
脳

ノ
発
育
ス
ル
ト
キ
漸
次
ニ
呈
ス
ル
状
態
ト
、
皆
全
ク
相
一
致
シ
テ
同

様
ノ
モ
ノ
タ
ル
発
見
セ
リ

澤
口
生
「
心
ノ
発
育
」

（1
7

）

（
明
治
二
十
二
年
、
一
八
八
九
）

こ
の
引
用
の
末
尾
で
は
、
生
物
の
単
純
な
種
か
ら
複
雑
な
種
へ
進
化
す

る
過
程
で
脳
が
発
達
し
て
い
る
こ
と
が
語
ら
れ
、
脳
の
発
達
を
「
智
能
」

「
情
想
」
と
い
っ
た
精
神
の
発
達
と
結
び
つ
け
る
説
明
が
な
さ
れ
て
い

る
。
脳
が
発
達
す
る
こ
と
す
な
わ
ち
精
神
の
発
達
と
は
言
え
な
い
の
だ
が

（
こ
の
時
期
は
、
脳
と
精
神
の
関
係
を
証
明
す
る
べ
く
様
々
な
解
剖
学
的

な
計
量
や
調
査
が
行
な
わ
れ
た
、
つ
ま
り
人
間
の
精
神
が
数
量
と
し
て
扱

わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
時
代
の
始
ま
り
で
は
あ
る
が

（1
8

）

）
、
こ
こ
で
は

脳
と
精
神
の
関
係
を
説
明
す
る
た
め
に
、
い
わ
ゆ
る
「
反
復
説
」
が
使
わ

れ
て
い
る
。
魚
類
・
両
棲
類
・
爬
虫
類
・
鳥
類
・
ほ
乳
類
と
い
う
方
向
で

生
物
の
脳
が
進
化
す
る
と
い
う
こ
と
を
、
人
間
の
脳
が
胎
児
か
ら
大
人
へ

と
成
長
し
て
い
く
過
程
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
で
説
明
し
て
い
る
。
進
化
の
過

程
と
い
う
の
は
も
ち
ろ
ん
目
で
は
確
認
で
き
な
い
も
の
で
あ
り
、
化
石
や

現
在
存
在
し
て
い
る
生
物
の
標
本
な
ど
か
ら
組
み
立
て
て
い
く
し
か
な
い

も
の
な
の
だ
が
、
そ
れ
を
人
間
の
個
体
の
精
神
の
成
長
と
い
う
一
応
目
で



確
認
で
き
る
こ
と
と
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
ま
る
で
明
確
な
根
拠
が
あ

る
か
の
よ
う
に
見
せ
る
レ
ト
リ
ッ
ク
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
前
に
ふ
れ
た
芳
賀
矢
一
「
国
文
学
読
本
緒
論
」
は
、
こ
こ
か

ら
一
歩
進
ん
で
、
「
文
明
開
化
」
と
は
す
な
わ
ち
精
神
の
進
化
の
こ
と
な

の
だ
（
「
吾
人
が
称
し
て
文
明
と
呼
び
、
開
化
と
い
ふ
所
の
も
の
も
、
亦

殆
ど
此
進
化
発
達
を
い
ふ
に
過
ぎ
ざ
る
」
）
と
ま
で
言
い
切
っ
て
い
る
。

五

明
治
の
初
期
に
お
け
る
（
ま
た
、
そ
れ
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て

い
る
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、
現
在
で
も
な
お
）
文
学
研
究
の
最
終
の
目

的
は
、
文
学
史
の
記
述
で
あ
り
、
個
々
の
表
現
・
表
現
者
・
表
現
ジ
ャ
ン

ル
に
関
す
る
研
究
は
、
文
学
史
の
記
述
に
奉
仕
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
行

わ
れ
て
い
る
（
は
ず
で
あ
る
）
。
そ
し
て
、
文
学
史
の
目
的
は
日
本
の
文

学
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
き
た
か
を
記
述
す
る
と
共
に
、
そ
の
よ
う
な

変
化
を
超
え
て
一
貫
し
て
い
る
日
本
文
学
の
中
の
変
ら
な
い
も
の
、
本
質

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
一
貫
性
、
本
質
と
い
う
も

の
が
あ
る
の
か
、
と
い
う
議
論
は
棚
上
げ
に
し
て
、
あ
る
と
い
う
前
提
で

現
在
も
様
々
な
記
述
が
続
け
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
、
明
治
初
期
に
お
い
て

は
、
文
学
史
・
文
学
を
研
究
す
る
こ
と
の
有
効
性
は
以
下
の
よ
う
に
主
張

さ
れ
て
い
た
。

文
学
は
其
終
極
の
意
味
に
於
て
は
、
一
国
生
活
の
写
影
な
り
。
人

民
思
想
の
反
照
な
り
。
普
通
の
識
情
を
表
彰
す
る
と
同
時
に
、
普
通

の
識
情
を
奨
進
し
、
社
会
の
動
力
よ
り
生
じ
て
亦
自
ら
社
会
の
動
力

と
な
り
、
果
と
な
り
因
と
な
り
て
社
会
の
発
達
進
歩
を
促
す
も
の
な

り
。
故
に
私
は
以
て
一
箇
人
の
品
位
を
高
う
す
べ
く
、
公
は
以
て
国

家
の
元
気
を
励
ま
す
べ
し
。

芳
賀
矢
一
「
国
文
学
読
本
緒
論
」
（
既
出
）

文
学
は
、
自
、
人
心
の
写
真
に
て
、
文
学
史
は
、
則
、
人
心
の
進
歩

の
跡
を
明
に
す
る
も
の
な
り
。
さ
れ
ど
、
文
学
ま
た
は
文
学
史
は
、

唯
無
神
の
写
真
た
る
を
以
て
、
満
足
し
た
ら
ん
に
は
、
何
の
役
に
も

立
た
ざ
る
べ
し
。
文
学
益
々
発
達
す
る
に
従
ひ
て
、
文
学
其
の
物
の

中
に
、
一
種
の
元
気
を
蓄
へ
、
世
の
中
を
左
右
す
る
に
至
り
て
こ

そ
、
実
に
文
学
ま
た
文
学
史
の
真
面
目
を
あ
ら
は
し
た
る
も
の
と
い

ふ
べ
け
れ
。

三
上
参
次
「
日
本
文
学
史
緒
論
」

（1
9

）

（
明
治
二
十
二
年
、
一
八
八
九
）

文
学
は
人
心
の
反
照
な
り
。
故
に
、
文
学
史
を
以
て
、
古
来
、
人
の

智
徳
の
進
歩
せ
し
蹤
跡
を
探
り
、
時
代
に
よ
り
て
、
人
間
の
思
想
、

感
情
、
想
像
に
高
下
あ
る
を
知
り
、
さ
て
、
之
に
応
じ
て
、
其
時
代



の
人
情
、
風
俗
、
嗜
好
の
類
の
如
何
な
り
し
か
を
、
察
す
れ
ば
、
啻

に
人
を
し
て
、
見
聞
を
広
く
し
、
智
識
を
増
さ
し
む
る
の
み
な
ら

ず
、
之
に
鑑
み
て
、
其
人
の
思
想
、
感
情
、
想
像
を
高
尚
に
し
、
其

嗜
好
を
優
美
に
し
、
ま
た
野
卑
陋
俗
な
る
性
情
を
脱
し
去
り
て
、
道

徳
も
之
に
よ
り
て
明
か
に
、
政
教
も
こ
れ
に
よ
り
て
進
み
、
従
ひ
て

凡
て
の
人
間
を
し
て
、
漸
く
此
世
に
生
活
す
と
い
ふ
大
目
的
な
る
、

真
正
の
幸
福
の
存
在
せ
る
方
針
に
向
は
し
む
る
こ
と
を
得
べ
し
。

三
上
参
次
・
高
津
鍬
三
郎
『
日
本
文
学
史
』

（2
0

）

（
明
治
二
十
三
年
、
一
八
九
〇
）

こ
れ
ら
に
よ
れ
ば
、
日
本
の
「
文
学
」
を
研
究
す
る
と
、
そ
の
中
に

「
写
」
さ
れ
た
日
本
の
「
人
民
思
想
」
・
「
人
心
」
お
よ
び
そ
の
「
進

歩
」
を
明
ら
か
に
で
き
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
見
出
さ
れ
た
「
進
歩
」
の

方
向
性
に
基
づ
い
て
、
「
社
会
」
の
「
凡
て
の
人
間
」
に
力
を
与
え
、

「
真
正
の
幸
福
」
を
も
た
ら
す
「
方
針
」
を
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
、

と
い
う
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
の
過
去
を
知
り
未
来
を
変
え
る

こ
と
が
出
来
る
と
い
う
肯
定
的
な
評
価
は
、
前
に
述
べ
た
よ
う
に
文
学
お

よ
び
文
学
研
究
を
社
会
に
位
置
づ
け
る
た
め
の
自
己
宣
伝
と
い
う
意
味
を

持
っ
て
お
り
、
今
で
も
こ
の
よ
う
な
主
張
は
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
文
学
お
よ
び
文
学
史
に
対
す
る
評
価
は
、
前
節
ま

で
見
て
き
た
「
進
化
」
と
い
う
前
提
を
外
し
て
し
ま
っ
た
ら
成
り
立
た
な

い
も
の
で
あ
る
。
残
さ
れ
て
い
る
、
ま
た
は
現
在
あ
る
表
現
を
「
文
学
」

と
し
て
囲
い
こ
み
、
ま
た
「
文
学
史
」
と
し
て
一
貫
し
た
記
述
を
行
う
た

め
に
は
、
一
定
の
統
一
性
・
方
向
性
が
前
提
と
し
て
必
要
で
あ
り
、
そ
れ

を
保
証
し
て
い
た
の
が
、
「
進
化
」
に
関
す
る
思
考
な
の
で
あ
る
。
も

し
、
こ
の
明
治
初
期
以
来
の
前
提
に
頼
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
し
た
ら
、

「
文
学
史
」
は
ど
の
よ
う
な
統
一
性
・
方
向
性
を
新
た
に
発
見
＝
発
明
す

る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
ま
た
、
個
別
の
表
現
者
や
表
現
に
関
す
る
「
研

究
」
は
、
ど
の
よ
う
な
「
文
学
史
」
に
対
し
て
奉
仕
す
る
こ
と
を
目
指
す

こ
と
に
な
る
の
か
。
も
ち
ろ
ん
、
「
文
学
史
」
「
文
学
研
究
」
の
自
明

性
・
必
要
性
自
体
が
、
そ
こ
で
は
無
効
に
な
っ
て
お
り
、
今
の
二
つ
の
問

い
自
体
が
成
り
立
た
な
い
と
い
う
こ
と
も
言
え
る
わ
け
だ
が
。

注（
１
）

こ
こ
で
は
、
「
文
学
作
品
」
と
い
う
用
語
を
用
い
て
い
る
が
、
こ
れ
を
「
テ

ク
ス
ト
」
と
い
う
用
語
で
置
き
換
え
て
も
、
現
在
の
文
学
に
関
す
る
思
考
を

批
判
す
る
上
で
は
大
き
な
違
い
は
な
い
。
ほ
と
ん
ど
の
場
合
「
作
品
」
と
い

う
言
葉
よ
り
も
「
テ
ク
ス
ト
」
と
い
う
言
葉
の
方
が
目
新
し
い
（
も
っ
と

も
、
最
近
で
は
「
言
説
」
が
そ
れ
に
取
っ
て
変
わ
っ
て
い
る
が
）
と
い
う
理

由
で
用
い
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
、
本
文
の
こ
の
後
の
個
所
で

述
べ
て
い
る
完
結
性
や
部
分
・
全
体
に
関
し
て
は
多
少
の
違
い
が
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
「
作
品
」
と
い
う
も
の
が
完
結
し
、
全
体
と
し
て
の
統
一
性
を
持

っ
た
も
の
と
見
な
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
「
テ
ク
ス
ト
」
と
い
う
と
ら

え
方
で
は
そ
の
流
動
性
、
様
々
な
も
の
を
取
り
こ
み
、
常
に
変
り
続
け
一
定

の
形
に
収
ま
ら
な
い
と
い
う
点
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
。
当
然
、
加
筆
や



削
除
も
異
文
と
し
て
積
極
的
に
と
ら
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
、
こ
の

ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト

よ
う
な
テ
ク
ス
ト
観
に
も
生
物
の
イ
メ
ー
ジ
は
つ
き
ま
と
っ
て
い
る
。
つ
ま

り
、
様
々
な
も
の
を
取
り
こ
み
か
つ
一
定
し
て
い
な
い
と
い
う
見
方
は
、
生

物
が
新
陳
代
謝
し
、
自
ら
の
身
体
の
構
成
物
質
を
変
え
て
い
く
イ
メ
ー
ジ
が

元
に
な
っ
て
い
る
。

（
２
）

ハ
ル
オ
・
シ
ラ
ネ
、
鈴
木
登
美
編
『
創
造
さ
れ
た
古
典
』
（
新
曜
社
、
一
九

九
九
年
）
に
収
録
さ
れ
た
各
論
文
が
こ
の
時
代
の
状
況
を
扱
っ
て
い
る
。

（
３
）

東
洋
学
会
雑
誌
』
二
篇
九
号
（
明
治
二
十
一
年
、
一
八
八
八
）
。
引
用
に

際
し
て
明
ら
か
な
誤
植
は
訂
正
し
た
。

（
４
）

芳
賀
矢
一
・
立
花
銑
三
郎
編
『
国
文
学
読
本
』
（
冨
山
房
、
明
治
二
十
三

年
、
一
八
九
〇
）
。
「
緒
論
」
の
中
の
「
第
六
、
維
新
後
の
文
学
」
よ
り
。

（
５
）

西
村
茂
樹
「
日
本
文
学
論
」
『
文
』
第
一
巻
第
十
号
付
録
（
明
治
二
十
一

年
、
一
八
八
八
）
で
は
、
「
支
那
古
文
」
と
「
西
洋
古
文
」
と
を
「
比
較
」

し
て
「
西
洋
古
文
ノ
力
ア
リ
実
ア
リ
テ
、
之
ヲ
言
ヒ
現
ハ
ス
ニ
綿
密
ナ
ル
ト

自
由
ナ
ル
ト
、
又
其
章
句
ノ
工
約
ニ
シ
テ
充
分
ノ
意
味
ヲ
含
マ
シ
ム
ル
ガ
如

キ
、
若
ク
ハ
動
詞
、
形
容
詞
、
副
詞
ナ
ド
ノ
働
キ
ヲ
自
在
ナ
ラ
シ
ム
ル
如

キ
、
又
ハ
代
名
詞
ナ
ド
ノ
彼
我
ノ
事
物
ノ
区
別
明
カ
ナ
ラ
シ
ム
ル
ガ
如
キ
」

点
で
、
「
西
洋
古
文
」
の
優
位
を
語
っ
て
い
る
。
ま
た
、
「
日
本
古
文
」
の

欠
点
と
し
て
「
柔
弱
無
力
ニ
シ
テ
長
長
シ
キ
コ
ト
」
を
あ
げ
、
「
壮
烈
雄
偉

ノ
力
」
を
持
つ
こ
と
が
必
要
だ
と
い
う
。
こ
れ
は
、
日
本
の
文
章
が
進
む
べ

き
方
向
を
語
っ
て
い
る
も
の
の
、
現
状
認
識
も
処
方
箋
も
当
時
の
紋
切
り
型

の
域
を
出
て
い
な
い
。

（
６
）

西
洋
の
文
明
・
文
化
受
容
に
関
す
る
こ
の
よ
う
な
見
方
の
中
に
、
近
代
の
文

化
観
や
文
化
や
国
民
の
性
質
の
固
有
性
に
関
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
関
係
し

て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
拙
論
「
ど
の
よ
う
に
文
化
の
固
有
性
は
保
証

さ
れ
て
い
く
か

―
「
自
然
」
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

―
」
（
『
国
語
国

文
研
究
』
一
〇
〇
号
、
一
九
九
五
年
五
月
）
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

（
７
）

こ
の
時
期
創
刊
さ
れ
た
学
会
誌
に
は
、
『
人
類
学
会
報
告
』
（
明
治
十
九

年
、
一
八
八
六
、
現
在
の
『
人
類
学
雑
誌
』
）
、
『
国
家
学
会
雑
誌
』
（
二

十
年
、
一
八
八
七
）
、
『
植
物
学
雑
誌
』
（
同
年
）
、
『
動
物
学
雑
誌
』

（
二
十
一
年
、
一
八
八
八
）
、
『
史
学
会
雑
誌
』
（
二
十
二
年
、
一
八
八

九
、
現
在
の
『
史
学
雑
誌
』
）
、
『
地
学
雑
誌
』
（
同
年
）
な
ど
、
現
在
も

学
会
の
中
心
の
雑
誌
と
し
て
続
い
て
い
る
も
の
も
多
い
。

（
８
）

東
洋
学
芸
雑
誌
』
十
九
号
（
明
治
十
六
年
、
一
八
八
三
）
。

（
９
）

エ
ド
ワ
ル
ド
・
エ
ス
・
モ
ー
ル
ス
『
動
物
進
化
論
』
（
石
川
千
代
松
筆
記
及

訂
正
）
万
巻
書
楼
（
明
治
十
六
年
、
一
八
八
三
）
。

（1
0

）

仁
田
桂
次
郎
『
進
化
管
見
』
発
行
所
不
明
（
明
治
二
十
年
、
一
八
八
七
。
年

月
は
「
序
」
に
拠
る
）
。

（1
1

）

東
洋
学
会
雑
誌
』
二
篇
八
号
（
明
治
二
十
一
年
、
一
八
八
八
）
。

（1
2

）

ト
ー
マ
ス
・
ハ
ッ
ク
ス
レ
ー
『
進
化
原
論
』
（
伊
沢
修
二
訳
）
丸
善
（
明
治

二
十
二
年
、
一
八
八
九
）
。

（1
3

）

文
』
四
巻
五
号
（
明
治
二
十
三
年
、
一
八
九
〇
）
。

（1
4

）

千
頭
清
臣
「
ダ
ー
ウ
ヰ
ン
氏
ノ
伝
」
『
東
洋
学
芸
雑
誌
』
九
・
十
号
（
明
治

十
五
年
、
一
八
八
二
）
。

（1
5

）

岡
部
昭
彦
「
走
り
続
け
た
近
代
科
学
の
歴
史
」
『2

0

世
紀
フ
ォ
ト
ド
キ
ュ
メ

ン
ト
第
６
巻

科
学
・
学
術
』
（
ぎ
ょ
う
せ
い
、
一
九
九
二
年
）
な
ど
。

（1
6

）

本
論
の
進
化
論
に
関
す
る
記
述
は
以
下
の
本
に
よ
っ
て
い
る
。
柴
谷
篤
弘
・

長
野
敬
・
養
老
孟
司
編
『
講
座
進
化
２

進
化
思
想
と
社
会
』
（
東
京
大
学

出
版
会
、
一
九
九
一
年
）
、
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
・
Ｊ
・
グ
ー
ル
ド
『
個
体
発
生

と
系
統
発
生

進
化
の
観
念
史
と
発
生
学
の
最
前
線
』
（
仁
木
帝
都
・
渡
辺

政
隆
訳
、
工
作
舎
、
一
九
八
七
年
）
、
同
『
ダ
ー
ウ
ィ
ン
以
来
』
（
浦
本
昌



紀
・
寺
田
鴻
訳
、
早
川
文
庫
、
一
九
九
五
年
、
単
行
本
は
早
川
書
房
、
一
九

八
三
年
）
、
ピ
ー
タ
ー
・
Ｊ
・
ボ
ウ
ラ
ー
『
ダ
ー
ウ
ィ
ン
革
命
の
神
話
』

（
松
永
俊
男
訳
、
朝
日
新
聞
社
、
一
九
九
二
年
）
、
同
『
進
歩
の
発
明

ヴ

ィ
ク
ト
リ
ア
時
代
の
歴
史
意
識
』
（
岡
崎
修
訳
、
平
凡
社
、
一
九
九
五

年
）
。

（1
7

）

文
』
二
巻
四
号
（
明
治
二
十
二
年
、
一
八
八
九
）
。

（1
8

）

ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
・
Ｊ
・
グ
ー
ル
ド
『
人
間
の
測
り
ま
ち
が
い

差
別
の
科
学

史
』
（
鈴
木
善
次
・
森
脇
靖
子
訳
、
河
出
書
房
新
社
、
一
九
八
九
年
）
。

（1
9

）

日
本
文
学
』
十
号
（
明
治
二
十
二
年
、
一
八
八
九
）
。

（2
0

）

金
港
堂
（
明
治
二
十
三
年
、
一
八
九
〇
）
。
「
総
論

第
一
章

文
学
史
と

は
何
ぞ
」
よ
り
。
引
用
は
『
明
治
大
正
文
学
史
集
成
』
１
（
日
本
図
書
セ
ン

タ
ー
、
一
九
八
二
年
）
に
よ
る
。

本
稿
は
一
九
九
六
年
十
一
月
十
日
に
行
わ
れ
た
北
海
道
大
学
国
語
国
文
学

会
秋
季
大
会
に
お
け
る
口
頭
発
表
「
成
長
し
進
化
す
る
文
学
」
を
元
に
し

て
い
る
。

（
Ｐ
Ｄ
Ｆ
フ
ァ
イ
ル
と
し
て
出
力
し
た
と
こ
ろ
、
注
の
冒
頭
の
（
『
）
の

が
消
え
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
）


