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1　　「コーカソイド」概念の誕生

　
　
　
「
コ
ー
カ
ソ
イ
ド
」
概
念
の
誕
生

　
　
　
　
　

─
ド
イ
ツ
啓
蒙
期
に
お
け
る
ブ
ル
ー
メ
ン
バ
ッ
ハ
の
「
人
種
」
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー

弓　

削　
　

尚　

子

は
じ
め
に

　

現
在
な
お
北
米
を
中
心
に
用
い
ら
れ
て
い
る
﹁
コ
ー
カ
ソ
イ
ド
﹂（
コ
ケ
イ
ジ
ャ
ン
／
コ
ー
カ
サ
ス
人
種
）
と
い
う
語
は（１
）︑
一
八
世
紀
末
の

ド
イ
ツ
に
生
ま
れ
た
︒
ド
イ
ツ
後
期
啓
蒙
主
義
の
中
枢
を
担
う
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
大
学
の
医
学
部
教
授
で
︑﹁
形
質
人
類
学
の
祖
﹂
と
さ
れ
る

ヨ
ハ
ン
・
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ブ
ル
ー
メ
ン
バ
ッ
ハ
（
一
七
五
二⊖

一
八
四
〇
）
が
一
連
の
﹁
人
種
﹂
に
関
す
る
著
作
で
学
術
用
語
と
し
て
こ
の

分
類
概
念
を
確
立
し
た
︒
し
か
し
ブ
ル
ー
メ
ン
バ
ッ
ハ
の
研
究
は
︑
彼
を
師
と
仰
い
だ
フ
ラ
ン
ス
の
高
名
な
動
物
学
者
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
キ
ュ

ヴ
ィ
エ
（
一
七
六
九⊖

一
八
三
二
）
や
ア
メ
リ
カ
の
人
類
学
者
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
Ｇ
・
モ
ー
ト
ン
（
一
七
九
九⊖

一
八
五
一
）
を
は
じ
め
と
し
て
︑

そ
の
後
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
読
解
が
重
ね
ら
れ
︑
西
洋
諸
国
の
人
種
学
の
勃
興
と
と
も
に
﹁
コ
ー
カ
サ
ス
人
種
﹂
概
念
は
独
り
歩
き
を
始
め
た
︒

　
﹁
コ
ー
カ
サ
ス
﹂
と
い
う
命
名
は
︑
聖
書
の
ノ
ア
の
箱
舟
伝
説
で
︑
大
洪
水
の
後
に
箱
舟
が
漂
着
し
た
と
さ
れ
る
ア
ラ
ラ
ト
山
が
小
カ
フ

カ
ー
ス
（
コ
ー
カ
サ
ス
）
山
脈
に
位
置
し
て
い
る
こ
と
に
由
来
す
る
（
２
）︒

し
か
し
︑
ブ
ル
ー
メ
ン
バ
ッ
ハ
に
よ
る
﹁
コ
ー
カ
サ
ス
﹂
の
命
名
に

は
︑
宗
教
的
モ
チ
ー
フ
以
上
に
重
要
な
根
拠
が
あ
っ
た
︒
頭
蓋
骨
の
形
状
形
態
と
旅
行
者
の
実
見
記
録
に
基
づ
い
た
コ
ー
カ
サ
ス
地
域
の
人
々

に
対
す
る
美
的
評
価
で
あ
る
︒
こ
れ
に
従
っ
て
定
義
さ
れ
た
﹁
コ
ー
カ
サ
ス
人
種
﹂
は
︑
今
日
の
イ
メ
ー
ジ
と
必
ず
し
も
一
致
せ
ず
︑﹁
金
髪
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碧
眼
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
風
貌
﹂
に
絶
対
的
価
値
が
お
か
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
︒
ブ
ル
ー
メ
ン
バ
ッ
ハ
は
著
作
の
中
で
︑﹁
コ
ー
カ
サ
ス
人

種
﹂
の
肖
像
を
掲
載
し
て
い
る
が
︑
そ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
︑
タ
ー
バ
ン
を
巻
い
た
ト
ル
コ
人
男
性
で
あ
っ
た
︒

　

ア
メ
リ
カ
の
科
学
史
家
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
・
Ｊ
・
グ
ー
ル
ド
は
︑
名
著
﹃
人
間
の
測
り
ま
ち
が
い
﹄
の
中
で
︑﹁
な
ぜ
西
洋
で
最
も
一
般
的
な

人
種
が
ロ
シ
ア
の
山
脈
の
名
前
に
な
ぞ
ら
え
た
の
か
﹂
と
問
い
︑﹁
現
代
の
人
類
分
類
の
基
礎
を
つ
く
っ
た
人
物
﹂
と
し
て
ブ
ル
ー
メ
ン
バ
ッ

ハ
に
着
目
し
︑
そ
の
回
答
を
求
め
て
い
る
（
３
）︒

一
九
世
紀
の
ダ
ー
ウ
ィ
ン
と
比
肩
し
て
ブ
ル
ー
メ
ン
バ
ッ
ハ
を
評
価
す
る
グ
ー
ル
ド
は
︑
西
洋
白

人
（
男
性
）
中
産
階
級
の
優
位
を
前
提
と
す
る
近
代
科
学
勃
興
期
の
偏
向
を
指
摘
し
て
い
る
点
で
注
目
に
価
す
る
︒
し
か
し
︑
そ
も
そ
も

﹁
コ
ー
カ
サ
ス
山
脈
﹂
と
い
っ
て
も
広
大
な
山
岳
地
域
を
指
し
︑
ひ
と
口
に
﹁
ロ
シ
ア
の
山
脈
﹂
と
言
い
切
れ
る
も
の
で
は
な
い
︒
こ
の
地
域

は
古
来
よ
り
︑
統
治
勢
力
に
お
い
て
も
宗
教
的
︑
民
族
的
に
も
複
雑
多
様
で
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
ア
ジ
ア
の
揺
ら
ぐ
境
界
に
位
置
す
る
﹁
文
明
の

十
字
路
﹂
と
形
容
さ
れ
て
い
る
（
４
）︒
た
と
え
ば
︑
一
八
世
紀
の
ド
イ
ツ
で
最
大
規
模
を
誇
る
﹃
ツ
ェ
ド
ラ
ー
大
事
典
﹄
に
は
︑
こ
の
山
脈
は
﹁
ア

ジ
ア
の
山
脈
﹂
と
記
さ
れ
て
い
る
（
５
）︒
ブ
ル
ー
メ
ン
バ
ッ
ハ
が
生
き
た
時
代
に
は
︑
エ
カ
チ
ェ
リ
ー
ナ
二
世
の
積
極
的
な
コ
ー
カ
サ
ス
政
策
に
よ

り
︑
ロ
シ
ア
帝
国
の
支
配
が
及
び
︑
こ
の
地
域
の
﹁
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
化
﹂
が
進
む
も
の
の
︑
オ
ス
マ
ン
帝
国
と
イ
ラ
ン
の
勢
力
が
厳
然
と
立
ち
は

だ
か
っ
て
い
た
︒

　

い
う
ま
で
も
な
く
﹁
人
種
﹂
概
念
は
︑
ア
プ
リ
オ
リ
な
も
の
で
は
な
く
︑
社
会
的
︑
文
化
的
に
構
築
さ
れ
︑
そ
の
意
味
内
容
は
変
化
を
繰
り

返
し
て
き
た
︒
近
現
代
社
会
に
お
け
る
国
民
統
合
や
植
民
地
支
配
に
関
し
て
︑﹁
人
種
﹂
概
念
に
着
目
す
る
研
究
が
さ
か
ん
で
あ
る
の
は
︑
そ

の
た
め
で
あ
る
（
６
）︒

し
か
し
︑﹁
人
種
﹂
概
念
の
虚
構
性
を
指
摘
し
︑
そ
の
﹁
科
学
的
﹂
根
拠
に
疑
念
を
呈
す
る
立
場
か
ら
も
︑
ブ
ル
ー
メ
ン

バ
ッ
ハ
の
﹁
人
種
﹂
論
が
十
分
検
証
さ
れ
て
き
た
と
は
言
い
難
い
︒
ブ
ル
ー
メ
ン
バ
ッ
ハ
が
﹁
コ
ー
カ
サ
ス
人
種
﹂
の
表
象
と
し
て
イ
ス
ラ
ー

ム
世
界
を
選
ん
だ
と
い
う
事
実
は
看
過
さ
れ
て
き
た
︒
ブ
ル
ー
メ
ン
バ
ッ
ハ
の
こ
の
選
択
は
︑
中
世
以
来
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
か
異
教
徒
か
と
い

う
宗
教
的
二
分
法
を
乗
り
越
え
る
も
の
で
あ
り
︑
こ
れ
は
︑
啓
蒙
期
に
お
け
る
﹁
人
間
を
対
象
と
す
る
博
物
学
﹂
が
キ
リ
ス
ト
教
的
価
値
観
か

ら
の
脱
却
を
伴
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒
と
同
時
に
︑
彼
の
﹁
人
種
﹂
論
は
︑
啓
蒙
期
に
生
み
出
さ
れ
た
人
権
思
想
・
平
等
思
想
と
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真
っ
向
か
ら
対
立
す
る
こ
と
に
な
る
﹁
近
代
科
学
﹂
と
し
て
の
人
種
学
の
起
点
に
な
っ
て
い
る
︒
啓
蒙
期
の
博
物
学
か
ら
近
代
の
人
種
学
へ
と

移
行
す
る
歴
史
的
文
脈
の
中
に
︑
ブ
ル
ー
メ
ン
バ
ッ
ハ
を
呼
び
戻
す
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
︒

　

ブ
ル
ー
メ
ン
バ
ッ
ハ
の
﹁
人
種
﹂
論
に
は
︑
グ
ー
ル
ド
だ
け
で
な
く
︑
米
国
の
研
究
者
が
大
き
な
関
心
を
寄
せ
て
き
た
（
７
）︒

本
稿
に
直
接
︑
示

唆
を
与
え
る
も
の
と
し
て
は
︑
ロ
ン
ダ
・
シ
ー
ビ
ン
ガ
ー
と
サ
ラ
・
エ
イ
ゲ
ン
の
研
究
が
あ
る
︒
科
学
史
家
シ
ー
ビ
ン
ガ
ー
は
︑
ブ
ル
ー
メ
ン

バ
ッ
ハ
の
分
類
を
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
視
点
か
ら
捉
え
︑﹁
女
性
美
の
観
念
が
科
学
を
支
配
し
た
異
常
な
事
例
﹂
と
裁
断
す
る
（
８
）︒

ブ
ル
ー
メ
ン
バ
ッ

ハ
が
強
調
す
る
﹁
コ
ー
カ
サ
ス
人
種
﹂
の
美
し
さ
が
︑
女
性
美
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
た
た
め
で
あ
る
︒
彼
は
︑
そ
れ
を
証
明
す
る
た
め
の
決

定
的
な
標
本
と
し
て
︑
彼
曰
く
︑﹁
絵
に
描
い
た
よ
う
な
美
し
い
﹂
女
性
の
頭
蓋
骨
を
例
示
し
た
︒
頭
蓋
骨
の
女
性
美
に
こ
だ
わ
る
の
は
奇
妙

に
も
感
じ
ら
れ
る
が
︑
ブ
ル
ー
メ
ン
バ
ッ
ハ
の
関
心
は
︑
解
剖
学
的
に
性
差
を
追
究
し
よ
う
と
す
る
啓
蒙
期
の
医
学
研
究
の
流
れ
に
あ
る
も
の

で
あ
っ
た
︒

　
﹃
ド
イ
ツ
人
に
よ
る
人
種
の
発
明
﹄
の
編
著
書
が
あ
る
ゲ
ル
マ
ニ
ス
ト
の
エ
イ
ゲ
ン
は
︑
ブ
ル
ー
メ
ン
バ
ッ
ハ
の
分
類
の
真
意
を
読
み
取
る

こ
と
に
努
め
︑
後
世
の
受
容
に
お
け
る
ブ
ル
ー
メ
ン
バ
ッ
ハ
の
﹁
人
種
﹂
論
と
の
差
異
を
強
調
す
る
︒﹁
人
種
の
発
明
を
ブ
ル
ー
メ
ン
バ
ッ
ハ

に
帰
す
こ
と
が
一
九
世
紀
︑
二
〇
世
紀
の
科
学
史
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
で
あ
っ
た
﹂
が
︑
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
（
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
）︑
誤
解

を
伴
う
単
純
化
が
横
行
し
て
い
た
と
指
摘
す
る
︒
彼
女
は
ブ
ル
ー
メ
ン
バ
ッ
ハ
の
図
像
資
料
に
注
目
し
︑
そ
の
表
象
分
析
に
よ
り
︑
彼
が
こ
れ

ら
の
図
像
を
目
に
す
る
読
者
に
何
を
求
め
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
︑
現
代
の
﹁
人
種
﹂
認
識
の
議
論
へ
と
つ
な
げ
て
い
く
（
９
）︒

　

ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
︑
ナ
チ
ズ
ム
の
人
種
政
策
の
前
史
と
な
る
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
の
歴
史
研
究
が
蓄
積
さ
れ
る
か
た
わ
ら
︑﹁
人
種
﹂
概
念
そ

の
も
の
が
戦
後
社
会
の
中
で
タ
ブ
ー
視
さ
れ
︑
ブ
ル
ー
メ
ン
バ
ッ
ハ
の
名
前
が
歴
史
学
に
お
い
て
登
場
す
る
こ
と
は
稀
で
あ
っ
た）（（
（

︒
も
と
も
と

啓
蒙
主
義
研
究
は
︑﹁
学
者
の
共
和
国
﹂
に
象
徴
さ
れ
る
と
お
り
︑
一
国
史
に
こ
だ
わ
る
の
で
な
く
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
体
を
俯
瞰
す
る
こ
と
が

前
提
と
さ
れ
て
い
た
︒
そ
れ
が
︑
一
九
九
〇
年
代
に
入
っ
て
ポ
ス
ト
・
コ
ロ
ニ
ア
リ
ズ
ム
の
大
き
な
う
ね
り
を
受
け
︑﹁
啓
蒙
の
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
﹂
研
究
も
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
外
の
世
界
へ
と
地
平
を
広
げ
て
い
っ
た
︒
一
八
世
紀
ド
イ
ツ
と
非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
と
の
接
点
に
関
心
が
向
け
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ら
れ）（（
（

︑
世
界
の
﹁
人
種
﹂
を
対
象
と
し
た
ブ
ル
ー
メ
ン
バ
ッ
ハ
の
著
作
も
射
程
に
入
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
と
は
い
え
︑
ブ
ル
ー
メ
ン
バ
ッ
ハ
研

究
は
︑
ド
イ
ツ
に
拠
点
を
お
い
て
活
躍
し
た
カ
ナ
ダ
人
の
フ
ラ
ン
ク
・
Ｗ
・
Ｐ
・
ド
ゥ
ゲ
ル
テ
ィ
の
仕
事
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
く）（（
（

︑
最
近
は

ノ
ル
ベ
ル
ト
・
ク
ラ
ッ
ト
の
よ
う
な
研
究
者
も
い
る
が）（（
（

︑
ド
イ
ツ
の
歴
史
学
界
に
お
け
る
啓
蒙
期
の
﹁
人
種
﹂
へ
の
関
心
は
︑
全
体
と
し
て
英

語
圏
ほ
ど
高
く
は
な
い
︒﹁
人
種
﹂
概
念
の
誕
生
で
は
な
く
︑
啓
蒙
期
に
お
け
る
﹁
人
間
の
学
問
﹂
と
い
う
枠
組
み
を
好
む
と
い
っ
て
よ
い
の

か
も
し
れ
な
い）（（
（

︒

　

以
下
︑
本
稿
を
進
め
る
に
あ
た
っ
て
︑
ま
ず
︑
啓
蒙
知
識
人
と
し
て
の
ブ
ル
ー
メ
ン
バ
ッ
ハ
像
を
と
ら
え
︑
彼
が
創
設
し
た
﹁
人
種
﹂
論
の

基
礎
と
な
る
五
分
類
に
つ
い
て
押
さ
え
て
お
き
た
い
︒
そ
の
上
で
︑
彼
が
い
か
に
し
て
﹁
コ
ー
カ
サ
ス
人
種
﹂
概
念
を
生
み
出
し
た
の
か
を
考

察
す
る
︒
ブ
ル
ー
メ
ン
バ
ッ
ハ
に
と
っ
て
︑
そ
し
て
﹁
コ
ー
カ
サ
ス
人
種
﹂
概
念
の
発
明
に
と
っ
て
︑
グ
ル
ジ
ア
人
女
性
の
﹁
最
も
美
し
い
頭

蓋
骨
﹂
と
の
出
会
い
は
決
定
的
な
出
来
事
で
あ
っ
た
︒

　

最
後
に
︑
こ
れ
ま
で
等
閑
視
さ
れ
て
き
た
﹁
コ
ー
カ
サ
ス
人
種
﹂
の
図
像
資
料
を
取
り
上
げ
︑
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
の
表
象
に
含
意
さ
れ
た
ブ

ル
ー
メ
ン
バ
ッ
ハ
の
意
図
を
読
み
取
り
た
い
︒
そ
こ
に
は
︑
異
教
徒
に
対
す
る
寛
容
の
精
神
や
︑
非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
に
対
す
る
﹁
知
へ
の
欲

望
﹂
が
確
認
さ
れ
る
ば
か
り
で
な
く
︑
啓
蒙
期
の
﹁
科
学
﹂
に
内
包
さ
れ
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
問
題
も
潜
ん
で
い
た
︒

　

啓
蒙
主
義
と
い
う
歴
史
的
文
脈
の
中
で
︑﹁
人
種
﹂
の
起
源
に
つ
い
て
の
物
語
の
再
生
を
試
み
る
こ
と
︑
こ
れ
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
︒

１
． 

ブ
ル
ー
メ
ン
バ
ッ
ハ
と
五
つ
の
「
人
種
」

（
１
）
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
と
世
界
を
結
ぶ
知
的
ミ
リ
ュ
ー　

　

ブ
ル
ー
メ
ン
バ
ッ
ハ
は
︑
一
七
五
二
年
︑
ド
イ
ツ
中
部
の
町
ゴ
ー
タ
に
生
ま
れ
た
︒
同
世
代
に
は
︑
ド
イ
ツ
を
代
表
す
る
文
豪
ゲ
ー
テ
（
一

七
四
九⊖

一
八
三
二
）
が
い
る
︒
彼
は
︑
自
然
科
学
に
造
詣
が
深
く
︑
動
物
と
人
間
を
分
か
つ
と
さ
れ
た
顎
間
骨
を
発
見
し
て
い
る）（（
（

︒
ブ
ル
ー
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メ
ン
バ
ッ
ハ
の
ラ
イ
バ
ル
で
︑
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
大
学
の
哲
学
部
教
授
の
ク
リ
ス
ト
フ
・
マ
イ
ナ
ー
ス
（
一
七
四
七⊖

一
八
一
〇
）
は
︑
人
種

理
論
を
歴
史
哲
学
の
中
で
展
開
さ
せ
た）（（
（

︒
一
つ
上
の
世
代
に
は
︑
哲
学
者
カ
ン
ト
（
一
七
二
四⊖

一
八
〇
四
）
が
お
り
︑
大
学
で
人
間
学
や
自

然
地
理
学
の
中
で
﹁
人
種
﹂
を
講
じ
た
︒

　

ブ
ル
ー
メ
ン
バ
ッ
ハ
の
父
親
ハ
イ
ン
リ
ヒ
は
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
の
教
師
（
教
授
）
で
︑﹃
ツ
ェ
ド
ラ
ー
大
事
典
﹄
に
も
記
載
さ
れ
て
い
る
著
名

人
で
あ
っ
た）（（
（

︒
息
子
の
ヨ
ハ
ン
は
︑
父
の
膨
大
な
蔵
書
の
中
か
ら
デ
ィ
ド
ロ
や
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
な
ど
の
フ
ラ
ン
ス
啓
蒙
思
想
家
の
作
品
に
親
し

み
︑
リ
ン
ネ
︑
ビ
ュ
フ
ォ
ン
︑
ハ
ラ
ー
︑
ベ
イ
コ
ン
︑
カ
ン
ト
︑
ス
ピ
ノ
ザ
の
著
作
に
刺
激
を
受
け
た
︒
父
か
ら
は
と
く
に
博
物
学

N
aturgeschichte

の）
（（
（

醍
醐
味
を
学
ん
だ
と
述
懐
し
て
い
る
︒
イ
ェ
ー
ナ
大
学
で
博
物
学
と
考
古
学
を
学
ん
だ
後
︑
医
学
を
修
め
る
た
め
に
ゲ
ッ

テ
ィ
ン
ゲ
ン
大
学
へ
移
っ
た
︒

　

こ
の
大
学
は
︑
現
在
も
医
学
研
究
に
優
れ
︑
こ
の
分
野
の
ノ
ー
ベ
ル
賞
受
賞
者
を
輩
出
し
て
い
る
が
︑
そ
の
伝
統
は
開
学
当
初
に
さ
か
の
ぼ

る
︒
一
七
三
六
年
の
設
立
時
︑
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
大
学
は
︑
解
剖
学
者
と
し
て
著
名
な
ス
イ
ス
の
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
・
フ
ォ
ン
・
ハ
ラ
ー
（
一
七

〇
八⊖

一
七
七
七
）
を
ベ
ル
ン
か
ら
招
聘
し
︑
解
剖
学
や
外
科
学
と
い
っ
た
﹁
近
代
医
学
﹂
の
充
実
を
は
か
っ
た
︒
一
七
七
二
年
か
ら
こ
の
大

学
で
学
ん
だ
ブ
ル
ー
メ
ン
バ
ッ
ハ
は
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
最
先
端
の
医
学
部
に
籍
を
お
き
︑
一
七
七
五
年
︑
学
位
論
文
﹁
人
類
の
自
然
な
多
様
性
に

つ
い
て
﹂
を
完
成
さ
せ
た
︒
若
き
ブ
ル
ー
メ
ン
バ
ッ
ハ
の
博
士
論
文
執
筆
に
は
︑
彼
が
師
事
し
て
い
た
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
Ｗ
・
ビ
ュ
ト
ナ
ー

（
一
七
一
六⊖

一
八
〇
一
）
の
存
在
が
大
き
か
っ
た
︒
膨
大
な
量
の
旅
行
記
と
図
像
資
料
を
駆
使
し
て
進
め
ら
れ
た
ビ
ュ
ト
ナ
ー
の
博
物
学
講
義

は
ブ
ル
ー
メ
ン
バ
ッ
ハ
を
魅
了
し
た
︒
リ
ン
ネ
の
﹃
自
然
の
体
系
﹄
第
一
二
版
を
手
に
し
︑
と
く
に
哺
乳
類
に
つ
い
て
ビ
ュ
ト
ナ
ー
に
学
ん

だ
︒

　
﹁
彼
は
︑
︙
︙
多
く
の
旅
行
記
と
外
国
の
民
族
の
図
像
を
膨
大
な
蔵
書
か
ら
取
り
出
し
て
例
証
し
た
︒
こ
う
し
て
私
は
︑﹃
人
類
の
自
然
な
多

様
性
に
つ
い
て
﹄
と
い
う
博
士
論
文
を
書
く
こ
と
に
な
り
︑
こ
の
興
味
深
い
テ
ー
マ
に
ま
す
ま
す
と
り
つ
か
れ
た
︒
私
の
人
類
学
コ
レ
ク
シ
ョ

ン
は
ま
も
な
く
充
実
し
︑
い
た
る
と
こ
ろ
で
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た）（（
（

︒﹂
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学
位
取
得
後
︑
ブ
ル
ー
メ
ン
バ
ッ
ハ
は
す
ぐ
に
博
物
学
の
講
義
を
担
当
し
︑
三
年
後
︑
二
〇
代
半
ば
に
し
て
医
学
部
の
正
規
教
授
と
な
る
︒

そ
れ
か
ら
約
四
〇
年
間
︑
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
大
学
で
教
鞭
を
と
り
︑
形
質
人
類
学
の
基
礎
を
築
く
と
と
も
に
︑
比
較
解
剖
学
や
動
物
学
に
お
い

て
も
功
績
を
残
し
一
八
四
〇
年
︑
こ
の
大
学
都
市
で
没
し
た
︒
彼
の
墓
は
︑
現
在
︑
市
民
憩
い
の
公
園
と
な
っ
て
い
る
ア
ル
バ
ー
ニ
墓
地
に
あ

り
︑
こ
の
地
の
天
文
台
長
を
務
め
た
数
学
者
ガ
ウ
ス
（
一
七
七
七⊖

一
八
五
五
）
や
︑
医
学
部
の
同
僚
で
著
名
な
産
婦
人
科
学
者
で
あ
る
ベ
ン

ヤ
ミ
ン
・
オ
ジ
ア
ン
ダ
ー
（
一
七
五
九⊖

一
八
二
二
）
ら
と
と
も
に
眠
っ
て
い
る
︒

　

大
学
都
市
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
は
ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー
選
帝
侯
領
に
属
し
︑
英
国
ハ
ノ
ー
ヴ
ァ
ー
朝
と
の
同
君
連
合
下
に
あ
っ
た
た
め
︑
ブ
ル
ー
メ

ン
バ
ッ
ハ
の
研
究
は
イ
ギ
リ
ス
と
の
関
係
が
深
か
っ
た
︒
彼
の
よ
う
に
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
一
歩
も
踏
み
出
し
た
こ
と
の
な
い
︑
い
わ
ゆ
る

﹁
書
斎
の
博
物
学
者
﹂
に
と
っ
て
︑
国
家
事
業
と
し
て
ク
ッ
ク
の
学
術
探
検
旅
行
を
企
画
・
支
援
す
る
イ
ギ
リ
ス
は
頼
も
し
い
後
ろ
盾
で
あ
っ

た
︒
ク
ッ
ク
の
世
界
周
航
の
収
集
物
の
多
く
は
︑
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
大
学
に
付
属
す
る
王
立
学
術
博
物
館
に
寄
贈
さ
れ
︑
ブ
ル
ー
メ
ン
バ
ッ
ハ

は
そ
の
管
理
を
任
さ
れ
た
︒
ク
ッ
ク
の
旅
行
に
同
乗
し
た
探
検
家
に
し
て
博
物
学
者
︑
さ
ら
に
英
国
王
立
協
会
会
長
の
座
に
あ
っ
た
ジ
ョ
ゼ

フ
・
バ
ン
ク
ス
卿
（
一
七
四
三⊖

一
八
二
〇
）
と
の
親
交
も
厚
く
）
（（
（

︑
ブ
ル
ー
メ
ン
バ
ッ
ハ
は
︑
代
表
作
﹃
人
類
の
自
然
な
多
様
性
に
つ
い
て
﹄

の
第
三
版
を
バ
ン
ク
ス
に
捧
げ
て
い
る
︒

　

ブ
ル
ー
メ
ン
バ
ッ
ハ
は
︑
や
が
て
英
国
王
室
の
宮
廷
顧
問
官
の
地
位
も
得
る
︒
こ
う
し
た
社
会
的
名
誉
は
︑
彼
の
学
術
的
業
績
の
評
価
を
高

め
︑
彼
の
﹁
人
種
﹂
論
が
広
く
受
容
さ
れ
る
地
盤
を
形
成
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
︒
私
生
活
で
は
︑
ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー
選
帝
侯
領
の
名
士
で
あ

る
エ
ル
ン
ス
ト
・
ブ
ラ
ン
デ
ス
（
一
七
五
八⊖

一
八
一
〇
）
の
妹
ル
イ
ー
ゼ
を
妻
に
娶
り
︑
四
人
の
子
ど
も
に
恵
ま
れ
た
︒
こ
の
結
婚
に
よ
っ

て
︑
大
学
に
お
け
る
先
輩
格
の
同
僚
で
︑
著
名
な
古
典
学
者
で
あ
る
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
ゴ
ッ
ト
リ
ー
プ
・
ハ
イ
ネ
（
一
七
二
九⊖

一
八
一
二
）

と
は
︑
妻
同
士
が
姉
妹
で
あ
る
た
め
︑
姻
戚
関
係
と
な
っ
た
︒
さ
ら
に
︑
ハ
イ
ネ
の
娘
テ
レ
ー
ゼ
が
結
婚
し
た
ゲ
オ
ル
ク
・
フ
ォ
ル
ス
タ
ー

（
一
七
五
四⊖

一
七
九
四
）
は
︑
ク
ッ
ク
の
旅
に
同
乗
し
て
﹃
世
界
周
航
記
﹄
を
著
し
て
お
り
︑
当
時
ド
イ
ツ
人
と
し
て
最
も
広
い
世
界
を
見
た

と
い
わ
れ
る
こ
の
﹁
旅
す
る
博
物
学
者
﹂
と
も
ブ
ル
ー
メ
ン
バ
ッ
ハ
は
浅
か
ら
ぬ
関
係
に
あ
っ
た
︒
ブ
ル
ー
メ
ン
バ
ッ
ハ
が
︑
イ
ギ
リ
ス
と
密
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接
な
関
係
に
あ
る
最
も
近
代
的
な
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
大
学
で
活
躍
し
た
こ
と
︑
こ
こ
を
起
点
に
国
際
的
な
知
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
築
い
た
こ

と
︑
私
生
活
も
﹁
き
ち
ん
と
し
て
い
る
﹂
教
養
市
民
男
性
の
模
範
的
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
︑
こ
れ
ら
の
要
素
が
重
な
り
合
っ
て
彼
の
研
究
成
果

は
受
容
さ
れ
て
い
っ
た
︒

　

ブ
ル
ー
メ
ン
バ
ッ
ハ
の
教
え
を
請
お
う
と
各
国
か
ら
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
に
学
生
が
集
ま
っ
て
き
た
よ
う
に
︑
彼
の
人
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
イ

ギ
リ
ス
に
限
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
︒
彼
の
頭
蓋
骨
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
リ
ス
ト
に
は
︑
カ
リ
ブ
人
女
性
の
頭
蓋
骨
を
贈
っ
た
バ
ン
ク
ス
卿
の
ほ

か
︑
オ
ラ
ン
ダ
人
︑
イ
タ
リ
ア
人
︑
デ
ン
マ
ー
ク
人
の
名
前
が
提
供
者
と
し
て
挙
が
っ
て
お
り
︑
ブ
ル
ー
メ
ン
バ
ッ
ハ
は
各
国
の
博
物
学
者
と

書
簡
を
交
え
︑
学
術
情
報
を
手
に
入
れ
て
い
た
︒
ナ
ポ
レ
オ
ン
戦
争
に
よ
っ
て
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
が
フ
ラ
ン
ス
に
占
領
さ
れ
︑
大
学
が
閉
鎖
に

追
い
込
ま
れ
そ
う
に
な
っ
た
と
き
︑
フ
ラ
ン
ス
の
博
物
学
者
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
キ
ュ
ヴ
ィ
エ
は
︑
ブ
ル
ー
メ
ン
バ
ッ
ハ
の
国
際
的
名
声
を
ナ
ポ
レ

オ
ン
に
示
し
て
︑
大
学
の
存
続
に
尽
力
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る）（（
（

︒
こ
の
よ
う
な
名
声
を
博
す
こ
と
に
な
っ
た
ブ
ル
ー
メ
ン
バ
ッ
ハ
の
学
術
的
功

績
と
は
い
か
な
る
も
の
か
︒﹁
コ
ー
カ
サ
ス
人
種
﹂
概
念
を
生
み
出
し
た
彼
の
五
人
種
説
を
次
に
考
え
て
い
き
た
い
︒

（
２
）
五
つ
の
「
人
種
」

　

一
七
七
五
年
︑
ブ
ル
ー
メ
ン
バ
ッ
ハ
は
博
士
論
文
﹃
人
類
の
自
然
な
多
様
性
に
つ
い
て
﹄（
以
下
︑﹃
人
類
の
多
様
性
﹄
と
略
）
を
提
出
し
︑

翌
年
︑
出
版
し
た）（（
（

︒
そ
こ
で
は
︑
一
八
世
紀
最
大
の
分
類
学
者
カ
ー
ル
・
フ
ォ
ン
・
リ
ン
ネ
に
よ
る
ホ
モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス
の
分
類
に
な
ら
っ

て
︑
人
類
を
四
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
け
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑﹁
西
ア
ジ
ア
人
と
北
ア
フ
リ
カ
人
を
含
む
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
と
ラ
ッ
プ
人
︑
エ

ス
キ
モ
ー
人
﹂︑﹁
東
ア
ジ
ア
人
と
南
ア
ジ
ア
人
﹂︑﹁
北
ア
フ
リ
カ
人
を
除
く
ア
フ
リ
カ
人
﹂︑﹁
エ
ス
キ
モ
ー
を
除
く
ア
メ
リ
カ
人
﹂
で
あ
る
︒

四
大
陸
を
中
心
に
し
た
も
の
で
︑
格
別
な
分
類
で
は
な
い
︒
そ
の
後
︑﹃
博
物
学
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
﹄（
一
七
七
九
／
八
〇
）
で
︑
ク
ッ
ク
の
世
界

周
航
が
も
た
ら
し
た
最
新
情
報
を
取
り
入
れ
︑
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
と
ポ
リ
ネ
シ
ア
の
人
び
と
を
独
立
し
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
収
め
た
五
分
類
へ
と

変
更
す
る）（（
（

︒
一
七
八
一
年
に
は
︑﹃
人
類
の
多
様
性
﹄
の
第
二
版
を
出
し
︑
こ
の
書
で
も
初
版
の
四
分
類
か
ら
五
分
類
へ
と
変
更
し
︑
バ
ン
ク
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ス
卿
に
捧
げ
た
第
三
版
（
一
七
九
五
）
で
︑
は
じ
め
て
こ
の
五
分
類
に
学
術
名
を
つ
け
た
︒﹁
コ
ー
カ
サ
ス
変
種varietatis C

aucasiae

﹂︑﹁
モ

ン
ゴ
ル
変
種varietatis M

ongolicae

﹂︑﹁
エ
チ
オ
ピ
ア
変
種varietatis A

ethiopicae

﹂︑﹁
ア
メ
リ
カ
変
種varietatis A

m
ericanae

﹂︑﹁
マ
レ
ー

変
種varietatis M

alaicae

﹂
で
あ
る）（（
（

︒
初
版
か
ら
二
〇
年
の
歳
月
を
経
て
︑
世
界
の
諸
民
族
に
関
す
る
情
報
量
は
格
段
と
増
え
︑
初
版
の
三
倍

以
上
の
分
量
に
な
っ
た
第
三
版
に
お
い
て
︑﹁
コ
ー
カ
サ
ス
人
種
﹂
概
念
が
は
じ
め
て
打
ち
出
さ
れ
︑
こ
こ
に
ブ
ル
ー
メ
ン
バ
ッ
ハ
の
五
人
種

説
が
完
成
し
た）（（
（

︒

　

ラ
テ
ン
語
で
書
か
れ
た
﹃
人
類
の
多
様
性
﹄
は
︑
一
七
九
八
年
に
ド
イ
ツ
語
訳
が
出
版
さ
れ
︑
読
者
層
が
広
が
る
︒
ブ
ル
ー
メ
ン
バ
ッ
ハ

は
︑
こ
の
ド
イ
ツ
語
版
を
ヨ
ー
ハ
ン
・
ゴ
ッ
ト
リ
ー
プ
・
フ
ォ
ン
・
ヘ
ル
ダ
ー
（
一
七
四
四⊖

一
八
〇
三
）
に
捧
げ
た
︒
歴
史
哲
学
の
観
点
か

ら
﹁
人
類
史G

eschichte der M
enschheit

﹂
の
叙
述
に
挑
ん
だ
ヘ
ル
ダ
ー
を
︑
ブ
ル
ー
メ
ン
バ
ッ
ハ
は
敬
慕
し
て
い
た）（（
（

︒﹃
人
類
の
多
様
性
﹄

第
三
版
は
︑
さ
ら
に
一
八
〇
一
年
に
オ
ラ
ン
ダ
語
︑
一
八
〇
四
年
に
フ
ラ
ン
ス
語
に
翻
訳
さ
れ
︑
一
九
世
紀
を
通
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
版
を
重
ね

た
︒
英
語
へ
の
翻
訳
は
︑
ロ
ン
ド
ン
の
人
類
学
協
会
に
よ
り
︑
ブ
ル
ー
メ
ン
バ
ッ
ハ
の
没
後
二
五
年
を
記
念
し
て
一
八
六
五
年
に
出
さ
れ
て
い

る
︒
こ
れ
に
は
︑﹃
博
物
学
研
究
﹄（
３
．（
１
）
参
照
）
の
翻
訳
と
︑
ド
イ
ツ
人
と
フ
ラ
ン
ス
人
の
人
類
学
者
に
よ
る
回
想
録
も
収
め
ら
れ
て

い
る
︒﹃
ブ
ル
ー
メ
ン
バ
ッ
ハ
人
類
学
論
文
集
﹄
と
題
さ
れ
た
こ
の
英
語
版
は
︑
そ
の
後
︑
二
〇
世
紀
の
ア
メ
リ
カ
で
︑
ち
ょ
う
ど
公
民
権
運

動
が
全
盛
で
あ
る
一
九
六
〇
年
代
末
か
ら
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
や
ボ
ス
ト
ン
の
出
版
社
で
版
を
重
ね
る）（（
（

︒
現
在
も
な
お
米
国
の
﹁
人
種
﹂
を
め
ぐ
る

歴
史
的
考
察
に
︑
人
種
学
の
祖
と
し
て
ブ
ル
ー
メ
ン
バ
ッ
ハ
の
名
前
は
健
在
で
あ
る
︒

　

こ
の
よ
う
に
西
洋
諸
国
に
広
く
伝
播
し
た
ブ
ル
ー
メ
ン
バ
ッ
ハ
の
五
人
種
説
だ
が
︑
五
つ
の
﹁
人
種
﹂
は
そ
れ
ぞ
れ
並
置
さ
れ
て
い
た
わ
け

で
は
な
い
︒
こ
の
点
に
ブ
ル
ー
メ
ン
バ
ッ
ハ
の
説
が
受
け
入
れ
ら
れ
た
要
因
が
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
︒

　
﹁
コ
ー
カ
サ
ス
変
種
を
私
は
第
一
の
位
置
に
お
い
た
︒
な
ぜ
な
ら
後
に
挙
げ
る
理
由
に
よ
り
︑
起
源
と
な
る
人
種
と
み
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
か
ら
で
あ
る
︒
こ
の
変
種
か
ら
最
も
か
け
離
れ
︑
最
も
異
な
っ
た
両
極
を
な
す
の
は
︑
モ
ン
ゴ
ル
変
種
と
エ
チ
オ
ピ
ア
変
種
で
あ
る
︒
他

の
二
つ
の
変
種
は
︑
本
来
の
変
種
で
あ
る
コ
ー
カ
サ
ス
と
両
極
の
中
間
に
位
置
す
る
︒
す
な
わ
ち
︑
ア
メ
リ
カ
変
種
は
コ
ー
カ
サ
ス
と
モ
ン
ゴ
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ル
の
間
に
︑
マ
レ
ー
変
種
は
コ
ー
カ
サ
ス
と
エ
チ
オ
ピ
ア
の
間
に
あ
る）（（
（

︒﹂

　

ラ
テ
ン
語
の
﹁
起
源
と
な
る
人
種prim

igenia

﹂
は
︑
ド
イ
ツ
語
でdie ursprüngliche R

ace

と
訳
さ
れ
て
お
り
︑
こ
の
く
だ
り
に
は
︑﹁
人

種R
ace

﹂
と
い
う
外
来
語
と
﹁
変
種varietas/V

arietät

﹂
が
混
在
し
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
﹁
変
種
﹂
と
﹁
人
種
﹂
は
ほ
ぼ
同
義
と
み
な
し
て
よ

い
で
あ
ろ
う）（（
（

︒
五
つ
の
﹁
人
種
﹂
を
図
式
化
す
る
と
︑
三
角
形
の
頂
点
に
﹁
コ
ー
カ
サ
ス
﹂︑
底
辺
の
両
端
に
﹁
モ
ン
ゴ
ル
﹂
と
﹁
エ
チ
オ
ピ

ア
﹂︑
そ
れ
ぞ
れ
の
辺
の
中
間
に
﹁
ア
メ
リ
カ
﹂
と
﹁
マ
レ
ー
﹂
が
入
る
︒
世
界
の
多
様
な
人
類
の
中
で
︑﹁
本
来
の
人
種
﹂
に
し
て
﹁
第
一
の

人
種
﹂︑
こ
れ
が
﹁
コ
ー
カ
サ
ス
人
種
﹂
に
与
え
ら
れ
た
地
位
で
あ
っ
た
︒

　

そ
の
容
貌
は
次
の
よ
う
な
具
合
で
あ
る
︒

　
﹁
色
は
白
く
︑
頬
は
赤
色
で
︑
髪
は
褐
色
か
栗
色
︑
頭
は
球
形
︒
顔
は
均
等
な
卵
型
で
各
部
位
は
適
度
に
は
っ
き
り
と
し
た
輪
郭
を
な
し
︑

額
は
た
い
ら
︑
鼻
梁
は
狭
く
︑
わ
ず
か
に
鉤
型
で
︑
口
は
小
さ
い
︒
上
下
の
顎
に
前
歯
は
そ
れ
ぞ
れ
垂
直
︒
唇
は
や
や
前
に
出
て
お
り
︑（
特

に
下
唇
は
）
適
度
に
開
い
て
お
り
︑
下
顎
は
ふ
っ
く
ら
し
て
丸
い
）
（（
（

︒﹂

　

ブ
ル
ー
メ
ン
バ
ッ
ハ
の
い
う
﹁
コ
ー
カ
サ
ス
人
種
﹂
は
金
髪
で
も
碧
眼
で
も
な
い
︒
た
だ
︑﹁
白
い
肌
﹂
で
あ
る
こ
と
は
︑﹁
第
一
の
人
種
﹂

の
特
徴
と
し
て
は
重
要
で
あ
っ
た
︒
肌
の
色
素
の
﹁
退
化
﹂
の
現
象
と
関
係
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
︒

　
﹁
︙
︙
こ
の
種
（
部
族
）
は
︑
わ
れ
わ
れ
が
人
類
の
本
来
の
︑
本
物
の
色
と
み
な
す
こ
と
の
で
き
る
白
色
を
し
て
い
る
︒
上
述
し
た
よ
う

に
︑
こ
の
色
か
ら
黒
色
へ
と
退
化
す
る
の
は
た
や
す
く
︑
そ
れ
に
対
し
て
︑
黒
か
ら
白
に
変
わ
る
の
は
ず
っ
と
困
難
だ
か
ら
で
あ
る
（
す
な
わ

ち
︑
こ
の
石
炭
色
素
の
分
泌
と
沈
殿
が
時
間
と
と
も
に
進
む
か
ら
で
あ
る）（（
（

）︒﹂
 　

当
時
︑
皮
膚
の
色
の
遺
伝
的
区
分
に
つ
い
て
は
議
論
が
さ
か
ん
で
︑
こ
の
遺
伝
性
を
も
っ
て
﹁
人
種
﹂
と
い
う
概
念
が
定
着
し
て
い
っ
た

と
も
い
え
る
︒
た
と
え
ば
カ
ン
ト
は
︑﹁
人
種
﹂
を
﹁
人
類
の
ク
ラ
ス
分
類
上
の
差
異
の
う
ち
で
不
可
避
的
に
遺
伝
す
る
﹂
も
の
と
と
ら
え
て

い
る
︒
そ
の
根
拠
と
し
て
︑﹁
熱
帯
地
方
に
住
む
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
は
多
く
の
世
代
を
重
ね
て
も
ニ
グ
ロ
に
は
な
ら
ず
︑
彼
ら
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人

と
し
て
の
容
姿
と
色
を
保
持
す
る
﹂
こ
と
を
挙
げ
て
い
る）（（
（

︒
も
っ
と
も
︑
カ
ン
ト
に
は
﹁
ニ
グ
ロ
﹂
は
﹁
陰
茎
と
臍
の
周
囲
﹂
を
除
い
て
︑
生
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ま
れ
た
と
き
は
白
く
︑﹁
肌
の
黒
さ
は
生
後
一
ヵ
月
で
こ
れ
ら
の
部
分
か
ら
全
身
に
広
が
る
﹂
な
ど）（（
（

︑
フ
ァ
ン
タ
ジ
ッ
ク
な
記
述
も
み
ら
れ

る
︒
カ
ン
ト
が
﹁
ブ
ル
ネ
ッ
ト
の
白
人
種
﹂
を
﹁
本
来
の
人
種
﹂
と
し
て
い
る
点
に
は
︑
ブ
ル
ー
メ
ン
バ
ッ
ハ
も
言
及
し
て
い
る
が）（（
（

︑
肌
の
色

の
み
で
五
つ
の
﹁
人
種
﹂
の
位
置
関
係
が
決
ま
る
の
で
は
な
い
︒
ブ
ル
ー
メ
ン
バ
ッ
ハ
の
描
写
で
は
︑﹁
モ
ン
ゴ
ル
﹂
は
黄
褐
色
︑﹁
エ
チ
オ
ピ

ア
﹂
は
黒
色
︑﹁
ア
メ
リ
カ
﹂
は
銅
色
︑﹁
マ
レ
ー
﹂
は
黒
褐
色
で
あ
り
︑
単
純
な
白
黒
の
濃
淡
ス
ケ
ー
ル
で
測
っ
て
い
な
い
︒

　

先
の
﹁
コ
ー
カ
サ
ス
人
種
﹂
に
つ
い
て
の
ブ
ル
ー
メ
ン
バ
ッ
ハ
の
記
述
は
次
の
よ
う
に
続
く
︒

　
﹁﹇
コ
ー
カ
サ
ス
は
﹈
一
般
的
に
︑
私
た
ち
の
調
和
美
と
い
う
考
え
に
し
た
が
う
と
魅
力
的
で
美
し
い
顔
立
ち
と
思
わ
れ
る
︒﹂

　

古
代
ギ
リ
シ
ア
の
美
意
識
が
重
き
を
お
い
た
身
体
美
で
は
な
く
︑
顔
立
ち
の
美
し
さ
に
限
定
さ
れ
て
い
る
︒
そ
れ
は
︑
ブ
ル
ー
メ
ン
バ
ッ
ハ

に
よ
る
分
類
の
根
拠
が
頭
蓋
骨
の
形
状
に
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
︒

　

頭
蓋
骨
の
計
測
分
析
は
︑
当
時
︑
オ
ラ
ン
ダ
の
解
剖
学
者
ペ
テ
ル
ス
・
カ
ン
ペ
ル
（
一
七
二
二⊖

一
七
八
九
）
が
打
ち
出
し
た
顔
面
角
の
研

究
が
知
ら
れ
て
い
た
︒
顎
の
先
端
部
か
ら
額
の
最
も
突
き
出
た
点
を
結
び
︑
耳
道
の
開
口
部
か
ら
鼻
腔
の
底
ま
で
に
引
い
た
線
と
で
で
き
た
角

度
で
あ
る
︒
こ
れ
に
よ
り
︑
猿
︑
オ
ラ
ン
ウ
ー
タ
ン
か
ら
︑
黒
人
︑
カ
ル
ム
イ
ク
人
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
︑
古
代
ロ
ー
マ
人
︑
古
代
ギ
リ
シ
ア
人

ま
で
数
値
化
さ
れ
た
位
階
が
示
さ
れ
た
︒
ブ
ル
ー
メ
ン
バ
ッ
ハ
は
カ
ン
ペ
ル
の
著
作
に
目
を
通
し
︑
一
七
七
九
年
秋
に
カ
ン
ペ
ル
が
ゲ
ッ
テ
ィ

ン
ゲ
ン
を
訪
れ
た
時
も
彼
の
講
演
を
聞
い
て
い
る
︒
し
か
し
︑
カ
ン
ペ
ル
の
顔
面
角
に
納
得
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
︒

　
﹁﹇
カ
ン
ペ
ル
の
顔
面
角
を
採
用
す
る
の
で
は
な
く
︑﹈
︙
︙
頭
蓋
骨
を
下
顎
で
は
な
く
︑
頬
骨
を
用
い
て
︑﹇
各
人
種
の
﹈
頭
蓋
骨
を
水
平
に

机
の
上
に
並
べ
︑
上
か
ら
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
後
頭
部
の
民
族
的
特
徴
の
す
べ
て
が
際
立
つ
︒
顎
や
頬
骨
が
ど
ち
ら
を
向
い
て
い
よ
う

と
︑
頭
蓋
が
広
か
ろ
う
と
狭
か
ろ
う
と
︑
額
が
平
た
か
ろ
う
と
隆
起
し
て
い
よ
う
と
︑
一
瞬
で
は
っ
き
り
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
︒
こ
れ
を
思

い
切
っ
て
︑
頭
頂
規
準
（norm

a verticalis, Scheitelnorm

）
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
よ
う
︒
こ
の
規
準
に
基
づ
い
て
比
較
し
た
の
が
第
一
の
図

で
︑
三
つ
の
頭
蓋
骨
を
ス
ケ
ッ
チ
し
た
︒ 

ほ
と
ん
ど
が
シ
ン
メ
ト
リ
ー
で
美
し
さ
を
備
え
て
い
る
の
は
中
央
の
頭
蓋
骨
（Fig. 2

）
で
︑
あ
る

グ
ル
ジ
ア
人
女
性
の
も
の
で
あ
る
︒
両
サ
イ
ド
に
あ
る
頭
蓋
骨
は
︑
こ
れ
と
は
ま
っ
た
く
相
違
し
て
い
る
︒
そ
の
一
つ
（Fig. 3

﹇
図
像
左
﹈）
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は
︑
前
方
が
長
く
同
時
に
く
ち
ば
し
の
よ
う
な
形
に
な
っ
て
い
る
が
︑
こ
れ

は
ギ
ニ
ア
出
身
の
黒
人
女
性
の
も
の
で
あ
る
︒
別
の
も
の
（Fig.1

﹇
図
像

右
﹈）
は
︑
横
に
引
っ
張
ら
れ
︑
同
時
に
平
た
く
潰
さ
れ
て
い
る
が
︑
こ
れ

は
騎
馬
民
族
の
ツ
ン
グ
ー
ス
男
性
の
も
の
で
あ
る）（（
（

︒﹂（
図
１
参
照
）

　
﹁
ギ
ニ
ア
出
身
の
黒
人
女
性
﹂
は
﹁
エ
チ
オ
ピ
ア
人
種
﹂︑﹁
騎
馬
民
族
の

ツ
ン
グ
ー
ス
男
性
﹂
は
﹁
モ
ン
ゴ
ル
人
種
﹂
に
属
し
︑﹁
コ
ー
カ
サ
ス
人

種
﹂
を
頂
点
と
す
る
三
角
形
の
底
辺
の
両
端
に
位
置
す
る
︒

　

頭
蓋
骨
を
上
か
ら
垂
直
方
向
に
観
察
す
る
だ
け
の
ブ
ル
ー
メ
ン
バ
ッ
ハ
の

規
準
は
わ
か
り
や
す
い
︒
し
か
し
︑
カ
ン
ペ
ル
の
顔
面
角
の
よ
う
に
数
値
化

さ
れ
な
い
た
め
︑﹁
客
観
性
﹂
と
い
う
衣
を
ま
と
う
こ
と
は
な
く
─
数
字
の

マ
ジ
ッ
ク
に
頼
る
こ
と
な
く
─
︑
そ
の
規
準
は
観
察
す
る
者
の
主
観
に
委
ね

ら
れ
る
︒
人
類
学
者
ブ
ル
ー
メ
ン
バ
ッ
ハ
の
美
的
規
準
は
い
さ
さ
か
牽
強
付

会
で
あ
る
︒﹁
わ
れ
わ
れ
の
調
和
美
と
い
う
考
え
﹂
に
し
た
が
っ
て
︑
読
者

と
も
共
有
で
き
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
︒
肌
の
色
だ
け
で
な
く
︑
頭

蓋
骨
の
﹁
美
し
さ
﹂
が
︑
ブ
ル
ー
メ
ン
バ
ッ
ハ
の
五
人
種
説
の
根
拠
で
あ
っ

た
︒

　

ブ
ル
ー
メ
ン
バ
ッ
ハ
は
︑
ド
イ
ツ
人
や
ロ
ー
マ
人
な
ど
の
頭
蓋
骨
も
所
有

し
て
い
た
が
︑﹁
コ
ー
カ
サ
ス
人
種
﹂
の
例
証
に
こ
れ
ら
を
選
ぶ
こ
と
は
な

か
っ
た
︒
な
ぜ
ブ
ル
ー
メ
ン
バ
ッ
ハ
は
足
を
踏
み
入
れ
た
こ
と
も
な
い
グ
ル

図 1
Aus：Johann Friedrich Blumenbach, De generis humani varietate nativa, editio tertia, 
Göttingen 1795, Tab.1.
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ジ
ア
の
地
を
選
ん
だ
の
か
︒
そ
し
て
な
ぜ
そ
れ
は
︑
図
１
の
中
央
にFem

inae G
eorginae

と
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
女
性
の
頭
蓋
骨
で
あ
る

こ
と
が
強
調
さ
れ
た
の
か
︒﹁
コ
ー
カ
サ
ス
人
種
﹂
概
念
の
誕
生
に
は
︑﹁
グ
ル
ジ
ア
人
女
性
の
美
し
さ
﹂
が
鍵
と
な
っ
て
い
た
︒

２
．「
コ
ー
カ
サ
ス
人
種
」
概
念
の
誕
生

（
１
）
グ
ル
ジ
ア
と
の
出
会
い

　

四
世
紀
に
キ
リ
ス
ト
教
化
さ
れ
た
グ
ル
ジ
ア
地
方
は
、
一
五
世
紀
以
降
、
オ
ス
マ
ン
帝
国
と
イ
ラ
ン
の
サ
フ
ァ
ビ
ー
朝
に
よ
り
分
割
統
治
さ

れ
、
と
く
に
西
グ
ル
ジ
ア
は
イ
ス
ラ
ー
ム
化
、
ト
ル
コ
化
が
進
ん
で
い
た
。「
書
斎
の
博
物
学
者
」
ブ
ル
ー
メ
ン
バ
ッ
ハ
が
そ
の
よ
う
な
地
に

出
会
っ
た
の
は
、
む
ろ
ん
書
物
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
啓
蒙
の
時
代
に
は
、
学
術
旅
行
が
盛
ん
に
行
わ
れ
、
世
界
各
地
の
情
報
が
爆
発
的
に
増

加
し
た
。
そ
れ
は
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
に
関
し
て
も
例
外
で
は
な
か
っ
た（（（
（

。
イ
ギ
リ
ス
で
イ
ス
ラ
ー
ム
の
歴
史
が
編
ま
れ
、
コ
ー
ラ
ン
の
英
訳
が

行
わ
れ
る
な
ど
、
東
洋
学
の
萌
芽
が
み
ら
れ
た
。
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
ブ
ル
ー
メ
ン
バ
ッ
ハ
の
先
輩
格
の
同
僚
で
あ
る
ヨ
ハ
ン
・
Ｄ
・
ミ

ヒ
ャ
エ
リ
ス
（
一
七
一
七⊖

一
七
九
一
（
が
、
聖
書
文
献
学
の
関
心
か
ら
中
近
東
へ
の
学
術
旅
行
を
企
画
し
、
旅
行
家
カ
ー
ス
テ
ン
・
ニ
ー

ブ
ー
ル
に
詳
細
な
調
査
を
託
す
な
ど
、
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
大
学
が
東
洋
学
を
牽
引
し
て
い
た（（（
（

。
ニ
ー
ブ
ー
ル
に
よ
る
ア
ラ
ブ
旅
行
記
は
一
七
七

〇
年
代
に
次
々
と
出
さ
れ
、
学
位
論
文
を
執
筆
し
て
い
た
若
き
ブ
ル
ー
メ
ン
バ
ッ
ハ
の
読
書
リ
ス
ト
に
も
挙
が
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ブ
ル
ー

メ
ン
バ
ッ
ハ
も
一
七
七
〇
年
代
に
、
イ
ギ
リ
ス
人
に
よ
る
イ
ン
ド
と
ペ
ル
シ
ア
の
旅
行
記
を
翻
訳
し
て
い
る（（（
（

。

　

他
方
、
東
洋
学
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
は
な
く
、
一
八
世
紀
後
半
以
降
、
ま
す
ま
す
コ
ー
カ
サ
ス
地
域
の
覇
権
を
強
く
し
た
ロ
シ
ア
の
側
か

ら
コ
ー
カ
サ
ス
地
域
を
と
ら
え
た
旅
行
記
が
ド
イ
ツ
人
に
よ
っ
て
発
表
さ
れ
て
い
る
。
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
リ
ン
ネ
の
も
と
で
学
ん
だ
ヨ
ハ
ン
・

Ｇ
・
ゲ
オ
ル
ギ
ー
（
一
七
二
九⊖

一
八
〇
二
（
は
、
一
七
七
〇
年
、
サ
ン
ク
ト
・
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
で
ロ
シ
ア
の
調
査
旅
行
に
参
加
し
、「
ロ
シ
ア

帝
国
の
あ
ら
ゆ
る
民
族
に
つ
い
て
」
ド
イ
ツ
語
で
発
表
し
た（（（
（

。「
ド
イ
ツ
人
探
検
家
」
に
よ
る
最
新
の
情
報
と
い
う
点
か
ら
い
え
ば
、
ゲ
オ
ル



13　　「コーカソイド」概念の誕生

ギ
ー
の
旅
行
記
は
貴
重
で
あ
り
、
マ
イ
ナ
ー
ス
な
ど
は
『
人
類
史
概
説
』
に
お
い
て
幾
度
と
な
く
引
用
し
て
い
る
。
し
か
し
、
ブ
ル
ー
メ
ン

バ
ッ
ハ
の
「
コ
ー
カ
サ
ス
人
種
」
に
決
定
的
な
影
響
を
も
た
ら
し
た
の
は
、
百
年
近
く
前
の
フ
ラ
ン
ス
人
旅
行
家
ジ
ャ
ン
・
シ
ャ
ル
ダ
ン
（
一

六
四
三⊖
一
七
一
三
（
の
著
作
で
あ
っ
た
。

　

ブ
ル
ー
メ
ン
バ
ッ
ハ
が
「
旅
す
る
フ
ィ
ロ
ゾ
ー
フ
」
と
呼
ん
だ
シ
ャ
ル
ダ
ン
は
、
一
六
六
〇
年
代
半
ば
か
ら
一
六
八
〇
年
代
の
間
に
二
度
オ

リ
エ
ン
ト
を
訪
れ
、
ト
ー
タ
ル
で
一
四
年
ほ
ど
滞
在
し
た
経
験
を
も
と
に
『
ペ
ル
シ
ア
紀
行
』
を
発
表
し
た（（（
（

。
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
が
こ
の
文
献

を
用
い
て
『
ペ
ル
シ
ア
人
の
手
紙
』
を
著
し
、
ペ
ル
シ
ア
人
の
目
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
宮
廷
を
批
判
的
に
描
い
た
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
る
。

ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
が
「
旅
行
者
の
中
で
こ
れ
ほ
ど
面
白
い
手
記
を
残
し
た
も
の
は
い
な
い
」
と
述
べ
、
ル
ソ
ー
が
「
宝
石
商
シ
ャ
ル
ダ
ン
は
プ
ラ

ト
ン
の
よ
う
に
旅
行
し
、
ペ
ル
シ
ア
に
つ
い
て
す
べ
て
を
語
り
尽
く
し
、
言
う
べ
き
こ
と
を
ま
っ
た
く
残
さ
な
か
っ
た
」
と
賛
嘆
す
る
な
ど
、

一
八
世
紀
後
半
に
お
い
て
も
依
然
と
し
て
シ
ャ
ル
ダ
ン
の
旅
行
記
の
価
値
は
高
か
っ
た
。

　

ブ
ル
ー
メ
ン
バ
ッ
ハ
が
は
じ
め
て
「
コ
ー
カ
サ
ス
人
種
」
概
念
を
打
ち
出
し
た
『
人
類
の
多
様
性
』
第
三
版
に
は
、
次
の
よ
う
に
命
名
の
理

由
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　
「
こ
の
人
種
の
名
前
を
、
私
は
コ
ー
カ
サ
ス
山
脈
か
ら
と
っ
た
。
隣
接
す
る
国
々
、
と
く
に
山
脈
の
南
方
地
帯
に
は
最
も
美
し
い
民
族
、
す

な
わ
ち
グ
ル
ジ
ア
人
が
住
ん
で
い
る
か
ら
だ（（（
（

。」

　

こ
の
箇
所
に
シ
ャ
ル
ダ
ン
の
旅
行
記
が
註
に
挙
げ
ら
れ
、
以
下
の
長
い
文
章
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。

　
「
グ
ル
ジ
ア
の
血
は
オ
リ
エ
ン
ト
で
い
ち
ば
ん
美
形
の
血
筋
で
あ
る
。
世
界
で
い
ち
ば
ん
の
、
と
言
っ
て
も
よ
い
。〔
…
中
略
…
〕
自
然
が
こ

の
国
の
大
部
分
の
女
性
に
、
他
で
は
見
ら
れ
な
い
優
雅
な
風
情
を
与
え
て
い
る
。
グ
ル
ジ
ア
女
を
見
て
惚
れ
な
い
こ
と
は
不
可
能
だ
と
思
う
。

グ
ル
ジ
ア
女
の
も
の
ほ
ど
魅
力
的
な
顔
を
思
い
描
く
こ
と
、
美
し
い
体
つ
き
を
思
い
描
く
こ
と
は
で
き
な
い
相
談
だ
）
（（
（

。」

　

Ｅ
・
サ
イ
ー
ド
の
『
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
』
を
も
ち
だ
す
ま
で
も
な
く（（（
（

、
西
洋
男
性
の
「
科
学
的
な
ま
な
ざ
し
」
に
東
洋
女
性
へ
の
エ
ロ

テ
ィ
ッ
ク
な
ま
な
ざ
し
が
内
包
さ
れ
る
典
型
的
な
叙
述
で
あ
る
。
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「
コ
ー
カ
サ
ス
人
種
」
の
女
性
の
美
し
さ
に
注
目
し
た
の
は
、
ブ
ル
ー
メ
ン
バ
ッ
ハ
だ
け
で
は
な
い
。
マ
イ
ナ
ー
ス
は
『
人
類
史
概
説
』
の

中
で
、
シ
ャ
ル
ダ
ン
や
ゲ
オ
ル
ギ
ー
ら
の
旅
行
記
を
も
と
に
、「
コ
ー
カ
サ
ス
諸
民
族
、
と
く
に
そ
の
女
性
た
ち
は
地
上
で
最
も
美
し
い
」
と

述
べ
、
こ
れ
ら
の
民
族
は
「
立
派
な
体
格
、
美
し
い
顔
立
ち
や
目
鼻
立
ち
…
…
」
に
よ
っ
て
「
モ
ン
ゴ
ル
諸
民
族
と
区
別
さ
れ
る
」
と
明
言
し

て
い
る（（（
（

。

　

ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
だ
け
で
な
く
、
ケ
ー
ニ
ヒ
ス
ブ
ル
ク
の
大
学
で
も
、
グ
ル
ジ
ア
人
女
性
の
美
し
さ
は
話
題
と
な
っ
た
。
カ
ン
ト
は
「
自
然

地
理
学
」
の
講
義
に
お
い
て
、「
ア
ジ
ア
の
ト
ル
コ
」
の
中
で
「
ミ
ン
グ
レ
リ
ア
、
グ
ル
ジ
ア
、
お
よ
び
イ
メ
レ
テ
ィ
ア
は
美
女
の
苗
畑
で
あ

る
」
と
述
べ
た（（（
（

。
他
に
も
、「
モ
ン
ゴ
ル
の
北
部
、
カ
シ
ミ
ー
ル
、
グ
ル
ジ
ア
、
ミ
ン
グ
レ
リ
ア
、
チ
ェ
ル
ケ
ス
、
さ
ら
に
ア
メ
リ
カ
＝
イ
ギ

リ
ス
の
植
民
地
に
接
す
る
地
域
に
い
た
る
ま
で
、
金
髪
で
容
姿
端
麗
な
碧
眼
の
人
び
と
が
見
ら
れ
る（（（
（

」
と
し
た
。
グ
ル
ジ
ア
、
ミ
ン
グ
レ
リ

ア
、
チ
ェ
ル
ケ
ス
は
、
コ
ー
カ
サ
ス
地
方
に
位
置
す
る
。
ち
な
み
に
、「
旅
す
る
博
物
学
者
」
ゲ
オ
ル
ギ
ー
は
、
旅
行
記
の
中
で
「
そ
の
美
し

さ
と
快
活
さ
、
道
徳
と
趣
味
の
洗
練
さ
に
よ
り
有
名
」
で
あ
る
チ
ェ
ル
ケ
ス
人
の
女
性
た
ち
に
注
目
し
、「
コ
ー
カ
サ
ス
で
は
、
女
性
た
ち
の

赤
い
髪
が
美
し
い
と
さ
れ
る
た
め
、
ポ
マ
ー
ド
で
赤
く
染
め
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る（（（
（

。「
書
斎
の
博
物
学
者
」
で
あ
る
カ
ン
ト
が
好
む
金
髪

は
、
か
の
地
で
は
「
流
行
」
で
は
な
い
よ
う
だ
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、「
グ
ル
ジ
ア
人
の
血
統
は
東
洋
で
、
い
や
お
そ
ら
く
世
界
中
で
最
高
で
あ

る
。
…
…
自
然
は
、
他
で
は
出
会
う
こ
と
の
な
い
魅
力
を
そ
こ
の
女
性
た
ち
に
惜
し
ま
ず
与
え
る
」
と
い
う
シ
ャ
ル
ダ
ン
の
記
述
は
そ
れ
だ
け

（
男
性
（
博
物
学
者
た
ち
の
関
心
を
呼
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。

　

よ
く
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
人
類
の
区
分
概
念
と
し
て
「
コ
ー
カ
サ
ス
人
種
」
を
用
い
た
の
は
マ
イ
ナ
ー
ス
の
方
が
早
い
。
一
七
八
五
年
に

出
版
し
た
『
人
類
史
概
説
』
の
中
で
、
彼
は
聖
書
の
創
世
記
に
お
け
る
洪
水
後
の
人
類
の
救
済
に
関
す
る
「
東
洋
学
者
た
ち
の
意
見
」
を
参
考

に
、
人
類
の
起
源
が
「
コ
ー
カ
サ
ス
と
そ
の
南
部
に
続
く
平
野
に
あ
る
」
点
を
踏
ま
え
、「
コ
ー
カ
サ
ス
主
幹
民
族Volker=Stam

m

」
を
設
定

し
、
そ
の
対
極
に
「
モ
ン
ゴ
ル
主
幹
民
族
」
を
位
置
づ
け
人
類
を
二
分
し
た（（（
（

。
ブ
ル
ー
メ
ン
バ
ッ
ハ
自
身
が
著
書
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
当

時
は
多
く
の
博
物
学
者
た
ち
が
人
類
の
区
分
に
つ
い
て
提
案
し
て
お
り
、
人
類
の
起
源
が
コ
ー
カ
サ
ス
地
域
に
あ
る
と
い
う
神
話
も
広
く
信
じ
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ら
れ
て
い
た
。
人
類
の
起
源
の
地
に
暮
ら
す
住
民
が
「
美
し
い
」
と
い
う
こ
と
も
、
シ
ャ
ル
ダ
ン
を
読
む
博
物
学
者
た
ち
は
注
意
を
払
っ
て
い

た
。
で
は
な
ぜ
ブ
ル
ー
メ
ン
バ
ッ
ハ
の
発
明
に
よ
る
「
コ
ー
カ
サ
ス
人
種
」
の
概
念
が
後
の
世
に
流
布
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

（
２
）「
最
も
美
し
い
頭
蓋
骨
」

　

一
七
世
紀
末
の
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ベ
ル
ニ
エ
に
始
ま
り
︑
リ
ン
ネ
︑
カ
ン
ト
︑
ビ
ュ
フ
ォ
ン
︑
マ
イ
ナ
ー
ス
ら
人
間
の
分
類
を
試
み
た
先
達
と

ブ
ル
ー
メ
ン
バ
ッ
ハ
と
が
決
定
的
に
異
な
る
の
は
︑
彼
が
文
献
か
ら
の
情
報
に
依
拠
す
る
ば
か
り
で
な
く
︑
数
多
く
の
標
本
を
収
集
し
︑
そ
こ

か
ら
﹁
人
種
﹂
の
知
を
構
築
し
た
こ
と
で
あ
っ
た）（（
（

︒
彼
の
﹁
誇
る
べ
き
人
類
学
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
﹂
に
は
︑
多
様
な
民
族
の
毛
髪
や
奇
形
胎
児
︑

解
剖
標
本
が
あ
っ
た
が
︑
何
よ
り
も
そ
の
中
心
は
頭
蓋
骨
で
あ
っ
た
︒
彼
は
︑
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
に
い
な
が
ら
に
し
て
︑
旅
行
者
や
探
検
家
︑

外
交
関
係
者
と
の
人
脈
を
生
か
し
︑
世
界
各
地
か
ら
頭
蓋
骨
を
集
め
た
︒
そ
れ
は
さ
な
が
ら
︑
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
都
市
ウ
プ
サ
ラ
に
座
し
て
︑

世
界
中
の
植
物
の
標
本
や
種
子
を
入
手
し
た
リ
ン
ネ
を
彷
彿
と
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た）（（
（

︒
博
物
学
者
の
巨
星
リ
ン
ネ
は
人
間
も
分
類
の
対
象
か

ら
免
れ
な
い
と
し
て
︑﹃
自
然
の
体
系
﹄
で
人
類
を
四
つ
の
﹁
属
﹂
に
分
類
し
た
が
︑
ブ
ル
ー
メ
ン
バ
ッ
ハ
ほ
ど
人
類
の
標
本
収
集
に
は
熱
心

で
は
な
か
っ
た
︒

　

ブ
ル
ー
メ
ン
バ
ッ
ハ
は
頭
蓋
骨
の
地
域
︑
性
別
︑
寄
贈
者
名
を
付
し
て
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
整
理
し
︑
そ
の
リ
ス
ト
を
﹃
人
類
の
多
様
性
﹄
第

三
版
の
冒
頭
に
掲
載
し
た）（（
（

︒
そ
の
数
は
八
二
個
だ
が
︑
当
時
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
は
破
格
の
多
さ
で
あ
っ
た
︒
顔
面
角
を
測
定
し
た
オ
ラ

ン
ダ
の
解
剖
学
者
︑
カ
ン
ペ
ル
の
手
元
に
は
こ
れ
ほ
ど
の
も
の
は
な
か
っ
た
︒
と
は
い
え
︑
た
っ
た
八
〇
あ
ま
り
の
標
本
で
︑
二
〇
世
紀
ま
で

影
響
を
持
ち
続
け
た
五
人
種
説
が
成
立
し
た
の
で
あ
っ
た）（（
（

︒

　

そ
の
リ
ス
ト
を
概
観
す
る
と
︑
ブ
ル
ー
メ
ン
バ
ッ
ハ
が
﹁
コ
ー
カ
サ
ス
人
種
﹂
に
分
類
し
た
頭
蓋
骨
に
は
︑
ド
イ
ツ
人
の
男
女
や
オ
ラ
ン
ダ

人
︑
フ
ラ
ン
ス
人
︑
イ
タ
リ
ア
人
な
ど
多
く
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
も
の
が
あ
り
︑
ま
た
コ
ー
カ
サ
ス
に
属
す
る
と
し
て
︑
ユ
ダ
ヤ
人
の
少
女
︑

ユ
ダ
ヤ
人
の
青
年
︑
ユ
ダ
ヤ
人
の
老
人
の
頭
蓋
骨
も
集
め
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
し
か
し
︑
繰
り
返
す
が
︑
彼
が
﹁
コ
ー
カ
サ
ス
人
種
﹂
の
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例
証
に
ふ
さ
わ
し
い
と
選
ん
だ
の
は
︑
多
く
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
が
聖
書
に
よ
っ
て
神
秘
的
に
イ
メ
ー
ジ
し
︑
旅
行
記
に
よ
っ
て
﹁
美
し
い
﹂
と

確
認
さ
れ
て
い
な
が
ら
︑
自
分
の
目
で
確
か
め
る
こ
と
は
と
う
て
い
叶
わ
な
い
︑
異
境
の
グ
ル
ジ
ア
人
の
も
の
で
あ
っ
た
︒
お
そ
ら
く
︑
ド
イ

ツ
人
の
﹁
美
し
い
﹂
頭
蓋
骨
を
選
ん
で
い
た
ら
︑
ブ
ル
ー
メ
ン
バ
ッ
ハ
は
ド
イ
ツ
に
お
け
る
名
声
を
得
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中

で
そ
の
名
前
が
知
れ
渡
る
こ
と
に
は
な
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
︒

　

ブ
ル
ー
メ
ン
バ
ッ
ハ
は
︑
一
七
九
三
年
五
月
︑
サ
ン
ク
ト
・
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
の
ゲ
オ
ル
ク
・
ト
ー
マ
ス
・
フ
ォ
ン
・
ア
ッ
シ
ュ
男
爵
（
一
七

二
九⊖

一
八
〇
七
）
か
ら
こ
の
頭
蓋
骨
を
入
手
し
た
︒
突
然
死
し
た
女
性
の
も
の
で
︑
性
病
に
か
か
っ
て
い
た
と
い
う
︒
ア
ッ
シ
ュ
は
︑
モ
ス

ク
ワ
で
死
体
解
剖
に
回
さ
れ
て
き
た
も
の
を
当
地
の
解
剖
学
者
か
ら
譲
り
受
け
た
︒
彼
は
︑﹁
こ
の
よ
う
な
珍
し
い
も
の
を
入
手
で
き
た
偶
然

に
わ
れ
わ
れ
は
感
謝
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
ね
﹂
と
ブ
ル
ー
メ
ン
バ
ッ
ハ
に
宛
て
た
手
紙
に
記
し
て
い
る）（（
（

︒﹁
モ
ン
ゴ
ル
人
種
﹂
と
﹁
エ
チ

オ
ピ
ア
人
種
﹂
と
を
並
べ
︑
頭
蓋
骨
上
部
か
ら
比
較
し
た
図
１
の
中
央
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
︑
こ
の
ア
ッ
シ
ュ
か
ら
の
贈
り
物
で
あ
る
︒

﹃
人
類
の
多
様
性
﹄
の
ド
イ
ツ
語
版
に
も
︑
一
八
六
五
年
に
ロ
ン
ド
ン
の
人
類
学
協
会
に
よ
っ
て
出
さ
れ
た
﹃
ブ
ル
ー
メ
ン
バ
ッ
ハ
人
類
学
論

文
集
﹄
に
も
こ
の
頭
蓋
骨
の
ス
ケ
ッ
チ
は
添
え
ら
れ
て
い
る
︒

　

図
２
は
︑
一
八
〇
二
年
に
ブ
ル
ー
メ
ン
バ
ッ
ハ
自
身
が
ス
ケ
ッ
チ
し
た
も
の
で
︑﹁
絵
に
描
い
た
よ
う
な
グ
ル
ジ
ア
人
女
性
の
美
し
い
頭
蓋

骨
﹂
と
い
う
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
（
図
２
参
照
）︒

　
﹁﹇
こ
の
頭
蓋
骨
は
﹈
︙
︙
グ
ル
ジ
ア
人
の
美
し
さ
を
目
撃
し
た
多
く
の
証
人
以
外
に
も
︑
旅
す
る
フ
ィ
ロ
ゾ
ー
フ
で
あ
る
シ
ャ
ル
ダ
ン
が
グ

ル
ジ
ア
人
女
性
の
魅
惑
的
な
美
し
さ
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
こ
と
を
証
明
す
る
の
に
役
立
つ
）
（（
（

︒﹂

　

ブ
ル
ー
メ
ン
バ
ッ
ハ
に
と
っ
て
﹁
コ
ー
カ
サ
ス
人
種
﹂
の
頭
蓋
骨
は
︑
単
に
グ
ル
ジ
ア
人
の
も
の
と
い
う
ば
か
り
で
な
く
︑
女
性
の
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
︒
啓
蒙
の
時
代
︑
人
間
の
本
質
を
掘
り
下
げ
よ
う
と
す
る
知
の
営
み
は
︑
身
体
的
性
差
の
探
究
に
も
熱
心
で
あ
っ

た
）
（（
（

︒
男
女
の
差
異
は
性
器
に
の
み
現
れ
る
の
で
は
な
く
︑
手
足
︑
毛
髪
︑
皮
膚
か
ら
骨
格
に
い
た
る
ま
で
見
出
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
た
︒
ゲ
ッ

テ
ィ
ン
ゲ
ン
か
ら
ほ
ど
近
い
宮
廷
都
市
カ
ッ
セ
ル
で
は
︑
解
剖
学
者
ザ
ミ
ュ
エ
ル
・
フ
ォ
ン
・
ゼ
ン
マ
リ
ン
グ
（
一
七
五
五⊖

一
八
三
〇
）
が
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女
性
の
美
し
い
骨
格
図
の
発
表
を
準
備
し
て
い
た）（（
（

︒
ゲ
ー
テ
や
シ
ラ
ー
は
詩

や
小
説
の
中
で
女
性
を
﹁
美
し
い
性
﹂
と
し
て
繰
り
返
し
賛
美
す
る
と
と
も

に
︑
そ
の
特
徴
と
し
て
華
奢
で
か
弱
く
︑
感
情
的
︑
依
存
的
と
い
う
女
性
規

範
を
打
ち
出
し
て
い
る）（（
（

︒
解
剖
学
者
た
ち
も
ま
た
女
性
の
特
性
と
し
て
の
美

と
い
う
価
値
観
を
共
有
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た）（（
（

︒
ブ
ル
ー
メ
ン
バ
ッ
ハ
の
義

兄
エ
ル
ン
ス
ト
・
ブ
ラ
ン
デ
ス
は
︑
女
性
に
関
す
る
著
作
で
知
ら
れ
た
ジ
ェ

ン
ダ
ー
秩
序
論
者
の
代
表
格
で
あ
っ
た）（（
（

︒
同
僚
マ
イ
ナ
ー
ス
は
﹃
人
類
史
概

説
﹄
に
続
い
て
﹃
女
性
の
歴
史
﹄
四
巻
を
発
表
し
︑
世
界
の
多
様
な
民
族
に

お
け
る
女
性
の
あ
り
方
に
触
れ
な
が
ら
︑
啓
蒙
の
時
代
に
到
達
し
た
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
理
想
的
な
女
性
像
を
解
説
し
た）（（
（

︒﹁
美
し
い
性
﹂
の
﹁
美
し
い
頭

蓋
骨
﹂︒
ブ
ル
ー
メ
ン
バ
ッ
ハ
が
頭
蓋
骨
の
性
別
に
こ
だ
わ
っ
た
背
景
に

は
︑﹁
グ
ル
ジ
ア
女
﹂
に
関
す
る
シ
ャ
ル
ダ
ン
の
引
用
に
厳
密
で
あ
る
だ
け

で
な
く
︑
こ
の
よ
う
な
時
代
的
価
値
観
を
も
認
め
る
こ
と
が
で
き
る）（（
（

︒

　

ブ
ル
ー
メ
ン
バ
ッ
ハ
の
﹁
コ
ー
カ
サ
ス
人
種
﹂
概
念
は
︑﹁
人
間
の
元
来

の
種
﹂
の
追
究
を
︑
聖
書
に
基
づ
く
神
話
か
ら
︑
頭
蓋
骨
と
い
う
標
本
に

よ
っ
て
︑
人
類
学
や
人
種
学
と
い
う
﹁
近
代
科
学
﹂
へ
と
シ
フ
ト
さ
せ
る
標

石
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
︒
ゆ
え
に
ブ
ル
ー
メ
ン
バ
ッ
ハ
の
名
前
は
後
世

に
残
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
そ
の
転
機
に
お
い
て
︑
科
学
の
担
い

手
（
＝
人
類
学
者
ブ
ル
ー
メ
ン
バ
ッ
ハ
）
と
対
象
（
＝
グ
ル
ジ
ア
人
女
性
の

図２
Aus：Frank W. P. Dougherty (Hg.), Commercium epistolicum. J. F. Blumenbachii, 
Göttingen 1984, S.149.
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頭
蓋
骨
）
の
関
係
が
︑
男
性
と
女
性
と
い
う
ジ
ェ
ン
ダ
ー
的
配
置
と
な
っ
て
い
る
の
は
︑
西
洋
近
代
科
学
の
宿
命
を
予
感
さ
せ
る
も
の
で
興
味

深
い
︒
さ
ら
に
そ
こ
に
は
︑
非
西
洋
に
投
じ
ら
れ
た
西
洋
の
科
学
的
な
ま
な
ざ
し
を
読
み
取
る
こ
と
も
で
き
る
︒
と
い
う
の
も
︑
ブ
ル
ー
メ
ン

バ
ッ
ハ
の
﹁
人
種
﹂
に
関
す
る
著
作
に
発
表
さ
れ
た
﹁
コ
ー
カ
サ
ス
人
種
﹂
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
図
像
に
は
︑
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
が
描
か
れ
て
い

る
の
で
あ
る
︒３

．
忘
却
さ
れ
た
「
人
種
」
の
表
象

（
１
）『
博
物
学
研
究
』（
一
七
九
〇
）
の
「
第
一
の
人
種
」

　

ブ
ル
ー
メ
ン
バ
ッ
ハ
は
︑
読
者
に
博
物
学
の
お
も
し
ろ
さ
を
伝
え
よ
う
と
﹃
博
物
学
研
究
﹄
と
い
う
大
部
の
書
物
を
ま
と
め
︑
五
人
種
の
イ

メ
ー
ジ
図
を
掲
載
し
た）（（
（

︒
こ
れ
ら
は
既
成
の
図
像
を
借
用
し
た
も
の
で
な
く
︑
彼
が
収
集
し
た
文
献
資
料
や
図
像
資
料
を
も
と
に
挿
絵
画
家
に

指
示
を
し
て
新
た
に
描
か
せ
た
も
の
で
あ
る
︒
そ
の
画
家
と
は
︑
ゲ
ー
テ
の
小
説
や
多
く
の
啓
蒙
雑
誌
の
挿
絵
を
手
が
け
た
こ
と
で
著
名
な
ダ

ニ
エ
ル
・
ニ
コ
ラ
ウ
ス
・
ホ
ド
ヴ
ィ
エ
ツ
キ
（
一
七
二
六⊖

一
八
〇
一
）
で
あ
る
︒
ド
イ
ツ
啓
蒙
期
を
代
表
す
る
こ
の
画
家
の
手
に
よ
っ
て
︑

た
と
え
ば
︑﹁
第
二
の
人
種
﹂
に
は
東
屋
で
茶
を
飲
む
中
国
人
の
様
子
が
︑﹁
第
四
の
人
種
﹂
に
は
狩
猟
か
ら
戻
る
ブ
ラ
ジ
ル
人
（
＝
ア
メ
リ
カ

人
）
の
様
子
が
︑
服
装
や
家
屋
︑
背
景
の
特
徴
に
配
慮
し
て
描
か
れ
て
い
る
︒
五
つ
の
﹁
人
種
﹂
の
挿
絵
に
は
﹁
ほ
と
ん
ど
説
明
を
要
し
な

い
﹂
と
い
う
ほ
ど
︑
ブ
ル
ー
メ
ン
バ
ッ
ハ
は
こ
れ
ら
の
出
来
に
満
足
し
て
い
た
︒
で
は
︑
こ
の
本
の
表
紙
口
絵
に
掲
載
さ
れ
た
﹁
第
一
の
人

種
﹂
は
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
の
か
︒

　

そ
れ
は
︑
ホ
ド
ヴ
ィ
エ
ツ
キ
も
ブ
ル
ー
メ
ン
バ
ッ
ハ
も
直
接
目
に
し
た
こ
と
の
な
い
﹁
東
洋
のM

orgenländisch

す
で
に
自
明
と
な
っ
て
い

る
場
面
）
（（
（

﹂
を
描
い
た
も
の
で
あ
っ
た
（
図
３
参
照
）︒
タ
ー
バ
ン
を
巻
い
た
男
性
が
︑
彼
に
寄
り
添
っ
て
甘
え
る
女
性
と
飲
み
物
を
運
ぶ
女
性

に
か
し
ず
か
れ
て
い
る
︒
ハ
ー
レ
ム
を
連
想
さ
せ
る
図
像
で
あ
る
︒
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実
際
︑
オ
ス
マ
ン
帝
国
の
奴
隷
貿
易
に
お
い
て
︑
グ
ル
ジ
ア
人
女
性
は
そ

の
美
し
さ
か
ら
ハ
ー
レ
ム
に
送
ら
れ
る
こ
と
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
知
ら
れ
て
い

た
）
（（
（

︒
シ
ャ
ル
ダ
ン
の
旅
行
記
に
は
︑
グ
ル
ジ
ア
の
少
数
民
族
で
あ
る
ミ
ン
グ

レ
ル
人
の
女
奴
隷
を
船
の
中
で
見
か
け
た
と
し
て
︑
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て

い
る
︒

　
﹁
彼
女
は
じ
つ
に
美
し
い
顔
立
ち
を
し
て
い
て
︑
ほ
ん
と
う
に
抜
け
る
よ

う
に
白
い
肌
を
し
て
い
た
︒
私
は
︑
い
ま
だ
か
つ
て
こ
れ
ほ
ど
美
し
い
乳
房

も
︑
こ
れ
ほ
ど
円
や
か
な
胸
も
︑
こ
れ
ほ
ど
滑
ら
か
な
肌
も
見
た
こ
と
が
な

い
︒
こ
の
美
人
は
欲
望
と
同
情
の
念
を
同
時
に
か
き
た
て
た
も
の
だ）（（
（

︒﹂

　

ブ
ル
ー
メ
ン
バ
ッ
ハ
は
︑
シ
ャ
ル
ダ
ン
の
こ
の
く
だ
り
を
引
用
し
て
い
る

わ
け
で
も
な
く
︑
ハ
ー
レ
ム
に
言
及
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
︒﹃
博
物
学

研
究
﹄
に
お
け
る
﹁
第
一
の
人
種
﹂
の
定
義
が
︑
こ
と
さ
ら
東
洋
を
強
調
し

て
い
る
の
で
も
な
い
︒
本
文
に
お
け
る
説
明
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
︒

　
﹁
第
一
の
人
種
﹂
と
は
︑﹁
オ
ビ
河
︑
カ
ス
ピ
海
︑
ガ
ン
ジ
ス
河
ま
で
の

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
と
西
ア
ジ
ア
人
︑
そ
れ
に
北
ア
フ
リ
カ
人
を
指
す
︒
一
言
で

い
え
ば
︑
古
代
ギ
リ
シ
ア
人
と
ロ
ー
マ
人
が
掌
握
し
て
い
た
世
界
の
住
人
と

お
よ
そ
重
な
る
︒
彼
ら
は
多
か
れ
少
な
か
れ
白
い
肌
を
し
て
お
り
︑
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
美
の
概
念
に
従
う
と
最
も
良
い
体
つ
き
を
し
て
い
る）（（
（

︒﹂

　

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
ブ
ル
ー
メ
ン
バ
ッ
ハ
は
﹁
第
一
の
人
種
﹂
の
表

図３
Aus：Johann Friedrich Blumenbach, Beyträge der Naturgeschichte, 1. Teil, Göttingen 1790, 
Titelblatt.
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象
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
＝
キ
リ
ス
ト
教
世
界
で
は
な
く
︑
東
洋
の
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
を
選
ん
だ
︒
一
七
八
一
年
に
ホ
ド
ヴ
ィ
エ
ツ
キ
に
宛
て
た
書
簡

の
中
で
︑﹁
第
一
の
人
種
﹂
の
図
像
は
﹁
東
洋
的
な
場
面
に
し
て
ほ
し
い
﹂
と
請
う
て
い
る）（（
（

︒﹁
で
き
る
限
り
︑
洗
練
さ
れ
た
官
能
の
快
楽
が
感

じ
ら
れ
る
も
の
﹂
と
の
文
言
も
あ
る
︒

　

前
章
で
見
た
よ
う
に
︑
ブ
ル
ー
メ
ン
バ
ッ
ハ
の
こ
の
よ
う
な
選
択
に
は
︑﹁
美
し
い
性
﹂
と
い
う
ジ
ェ
ン
ダ
ー
観
念
が
あ
り
︑
女
性
／
非
西

洋
／
自
然
を
対
象
と
す
る
西
洋
近
代
科
学
の
特
徴
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
︒
こ
の
図
像
の
発
表
後
︑
ブ
ル
ー
メ
ン
バ
ッ
ハ
は
念
願
の
グ
ル

ジ
ア
人
女
性
の
頭
蓋
骨
を
入
手
し
︑
一
七
九
五
年
に
﹃
人
類
の
多
様
性
﹄
第
三
版
で
﹁
コ
ー
カ
サ
ス
人
種
﹂
概
念
を
打
ち
出
し
た
︒
そ
の
翌

年
︑﹃
博
物
学
対
象
図
会
﹄
と
い
う
書
物
で
︑
今
度
は
五
人
種
を
そ
れ
ぞ
れ
代
表
す
る
人
物
の
肖
像
を
発
表
す
る
︒﹃
博
物
学
研
究
﹄
の
﹁
第
一

の
人
種
﹂
に
は
女
性
と
東
洋
と
い
う
二
つ
の
要
素
を
備
え
て
い
た
が
︑﹃
博
物
学
対
象
図
会
﹄
の
﹁
コ
ー
カ
サ
ス
人
種
﹂
に
は
女
性
の
肖
像
が

見
ら
れ
ず
︑
東
洋
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
だ
け
が
維
持
さ
れ
て
い
る
︒

（
２
）『
博
物
学
対
象
図
会
』（
一
七
九
六
）
の
「
コ
ー
カ
サ
ス
人
種
」

　

一
七
九
六
年
に
出
さ
れ
た
﹃
博
物
学
対
象
図
会
﹄
は
︑
博
物
学
に
関
連
す
る
一
〇
〇
枚
の
挿
絵
を
収
め
た
図
鑑
の
よ
う
な
書
物
で
）
（（
（

︑﹃
人
類

の
多
様
性
﹄
と
並
ぶ
ブ
ル
ー
メ
ン
バ
ッ
ハ
の
代
表
作
で
あ
る
﹃
博
物
学
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
﹄
を
補
完
す
る
図
解
書
の
役
割
を
担
っ
て
い
る）（（
（

︒
一
〇

〇
枚
の
図
像
の
う
ち
︑
人
類
に
関
す
る
も
の
が
七
枚
︑
う
ち
五
枚
が
五
つ
の
﹁
人
種
﹂
を
代
表
す
る
人
物
像
で
あ
る
︒﹃
博
物
学
研
究
﹄
の
挿

絵
と
異
な
り
︑
こ
れ
ら
の
モ
デ
ル
は
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
暮
ら
し
︑
あ
る
い
は
か
つ
て
暮
し
た
こ
と
の
あ
る
実
在
の
人
物
を
︑
そ
れ
ぞ
れ
画
家
が

﹁
完
璧
な
模
写
﹂
を
し
た
も
の
だ
と
い
う
︒
た
と
え
ば
﹁
モ
ン
ゴ
ル
人
種
﹂
に
は
︑
幼
少
時
に
ロ
シ
ア
の
女
帝
か
ら
ド
イ
ツ
の
皇
妃
に
﹁
贈

呈
﹂
さ
れ
た
後
︑
美
術
教
育
を
授
け
ら
れ
て
ロ
ー
マ
で
画
家
と
し
て
暮
ら
し
て
い
る
カ
ル
ム
イ
ク
人
フ
ェ
オ
ド
ー
ア
・
イ
ヴ
ァ
ノ
ヴ
ィ
ッ
チ

Feodor Iw
anow

itsch

が
選
ば
れ
た
︒﹁
マ
レ
ー
人
種
﹂
に
は
︑
一
七
七
三
年
に
ク
ッ
ク
の
第
二
航
海
の
際
に
タ
ヒ
チ
か
ら
イ
ギ
リ
ス
に
連
れ
て

こ
ら
れ
︑
英
語
と
西
洋
の
作
法
を
習
得
し
て
話
題
を
呼
ん
だ
オ
マ
イ
が
描
か
れ
た
︒
そ
し
て
ブ
ル
ー
メ
ン
バ
ッ
ハ
が
﹁
コ
ー
カ
サ
ス
人
種
﹂
の
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モ
デ
ル
と
し
て
選
ん
だ
の
は
︑
ジ
ュ
ズ
フ
・
ア
グ
ィ
ア
・
エ
フ
ェ
ン
デ
ィ

Jusuf A
guiah E

fendi

と
い
う
ロ
ン
ド
ン
在
住
の
ト
ル
コ
大
使
で
あ
っ
た
（
図

４
参
照
）︒

　

な
ぜ
グ
ル
ジ
ア
人
女
性
の
肖
像
で
は
な
か
っ
た
の
か
︒
ブ
ル
ー
メ
ン
バ
ッ
ハ

は
︑
ジ
ュ
ズ
フ
を
モ
デ
ル
に
し
た
理
由
と
し
て
︑﹁
ミ
ル
ト
ン
や
ラ
フ
ァ
エ
ロ

で
も
よ
か
っ
た
が
︑﹇
ジ
ュ
ズ
フ
の
﹈
故
郷
が
コ
ー
カ
サ
ス
に
近
い
た
め
選
ん

だ
﹂
と
述
べ
て
い
る）（（
（

︒
頭
蓋
骨
と
い
う
﹁
科
学
的
根
拠
﹂
の
入
手
前
（﹃
博
物

学
研
究
﹄）
と
異
な
り
︑
入
手
後
（﹃
博
物
学
対
象
図
会
﹄）
に
は
︑
女
性
と
い

う
選
択
肢
は
念
頭
に
な
い
︒

　

ブ
ル
ー
メ
ン
バ
ッ
ハ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
滞
在
し
た
グ
ル
ジ
ア
人
女
性
を
知
ら

な
か
っ
た
だ
け
だ
と
説
明
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
︒
彼
は
自
分
か
知
人
が
直
接

知
っ
て
い
る
実
在
の
人
物
を
選
ぶ
こ
と
で
︑
肖
像
の
信
憑
性
を
獲
得
す
る
意
図

が
あ
っ
た
︒
し
か
し
︑
ブ
ル
ー
メ
ン
バ
ッ
ハ
の
モ
デ
ル
選
択
の
背
景
に
は
︑

﹁
人
種
﹂
の
代
表
的
表
象
を
男
性
に
す
る
べ
き
と
い
う
時
代
の
要
請
が
あ
っ
た

と
す
る
見
方
も
あ
る
︒
ア
メ
リ
カ
の
科
学
史
家
シ
ー
ビ
ン
ガ
ー
は
︑
五
枚
の
肖

像
が
全
員
男
性
を
描
い
た
点
に
着
目
し
︑﹁
人
種
を
形
成
す
る
の
は
女
性
で
な

く
男
性
﹂
と
す
る
科
学
史
上
の
前
提
を
指
摘
す
る）（（
（

︒

　

こ
こ
で
は
も
う
少
し
踏
み
込
ん
で
︑
二
つ
の
仮
説
を
立
て
て
み
た
い
︒
ま
ず

第
一
に
︑
男
性
の
知
的
エ
リ
ー
ト
が
担
う
西
洋
近
代
科
学
は
︑
女
性
／
非
西
洋

図４
Aus：Johann Friedrich Blumenbach, Abbildungen Naturhistorischer Gegenstände, 
Göttingen 1796, ohne Seitangabe (24-3).
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／
自
然
を
対
象
と
す
る
が
︑
対
象
に
向
け
る
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
ま
な
ざ
し
を
オ
ブ
ラ
ー
ト
に
包
み
︑
エ
ロ
ス
と
対
極
す
る
体
裁
を
と
る
必
要
が

あ
っ
た）（（
（

︒﹁
啓
蒙
の
世
紀
﹂
に
は
︑
当
初
︑
知
の
最
先
端
で
活
躍
す
る
サ
ロ
ン
女
性
や
︑
博
士
号
を
取
得
す
る
女
性
の
物
理
学
者
や
医
師
も
い

た
が
︑
一
八
世
紀
後
半
以
降
︑
身
体
的
性
差
論
が
強
ま
る
に
つ
れ
︑
学
術
領
域
か
ら
女
性
は
閉
め
出
さ
れ
て
い
っ
た）（（
（

︒
矛
盾
す
る
よ
う
だ
が
︑

科
学
の
担
い
手
が
排
他
的
に
男
性
で
占
め
ら
れ
る
過
程
で
︑
科
学
の
対
象
が
女
性
化
さ
れ
︑
さ
ら
に
科
学
の
﹁
中
立
性
﹂
を
確
保
す
る
た
め

に
︑
担
い
手
の
男
性
か
ら
男
性
性
は
捨
象
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
︒
ハ
ー
レ
ム
の
官
能
的
女
性
を
あ
か
ら
さ
ま
に
対
象
と
す
る
こ
と

は
︑
一
九
世
紀
以
降
発
展
し
て
い
く
﹁
科
学
的
な
﹂
人
種
学
に
は
都
合
が
悪
か
っ
た
︒

　

第
二
に
考
え
ら
れ
る
の
は
︑
頭
蓋
骨
に
付
与
さ
れ
た
︑
新
し
い
ジ
ェ
ン
ダ
ー
的
価
値
で
あ
る
︒
二
元
化
さ
れ
た
身
体
的
性
差
論
で
は
︑
頭
蓋

骨
は
知
性
の
宿
る
場
と
し
て
男
性
性
と
結
び
付
け
ら
れ
︑
女
性
に
は
﹁
産
む
性
﹂
と
し
て
頭
蓋
骨
よ
り
も
骨
盤
が
着
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
る）（（
（

︒

﹃
博
物
学
研
究
﹄
に
掲
載
さ
れ
た
民
族
の
風
景
と
異
な
り
︑﹃
博
物
学
対
象
図
会
﹄
の
図
像
は
肩
か
ら
頭
部
ま
で
の
肖
像
で
あ
る
︒
ブ
ル
ー
メ
ン

バ
ッ
ハ
が
イ
ギ
リ
ス
と
の
知
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
生
か
し
て
入
手
し
た
駐
英
ト
ル
コ
大
使
の
肖
像
は
︑﹁
第
一
の
人
種
﹂
に
ふ
さ
わ
し
い
理
性

と
威
厳
を
備
え
て
い
る）（（
（

︒

　

ブ
ル
ー
メ
ン
バ
ッ
ハ
に
よ
る
﹁
コ
ー
カ
サ
ス
人
種
﹂
の
表
象
は
︑
理
性
的
な
男
性
へ
と
変
更
さ
れ
た
が
︑
東
洋
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
保
持

し
た
ま
ま
で
あ
っ
た
︒
な
ぜ
彼
は
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
に
こ
だ
わ
っ
た
の
か
︒
ア
メ
リ
カ
の
ゲ
ル
マ
ニ
ス
ト
︑
エ
イ
ゲ
ン
に
よ
る
と
︑
ブ
ル
ー
メ

ン
バ
ッ
ハ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
読
者
に
﹁
文
化
的
他
者
性
﹂
を
意
識
さ
せ
る
よ
う
な
モ
デ
ル
を
あ
え
て
選
ん
だ
と
い
う
︒
そ
の
狙
い
は
︑﹁
人

種
﹂
概
念
は
身
体
的
な
分
類
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
機
能
す
る
の
で
あ
っ
て
︑
文
化
的
道
徳
的
優
劣
を
決
定
す
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
こ
と

を
伝
え
る
た
め
で
あ
っ
た）（（
（

︒
エ
イ
ゲ
ン
の
解
釈
を
さ
ら
に
掘
り
下
げ
て
啓
蒙
主
義
の
文
脈
に
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
︑
次
の
よ
う
に
表
現
で
き
よ

う
︒
ブ
ル
ー
メ
ン
バ
ッ
ハ
の
狙
い
は
︑
そ
れ
ま
で
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
か
異
教
徒
か
と
い
う
宗
教
的
二
分
化
を
脱
構
築
し
よ
う
と
い
う
も
の
で

あ
っ
た
︑
と
︒
そ
れ
は
︑
キ
リ
ス
ト
教
的
価
値
観
の
相
対
化
で
あ
る
と
と
も
に
︑
宗
教
的
寛
容
の
精
神
の
あ
ら
わ
れ
で
も
あ
る
︒﹁
コ
ー
カ
サ

ス
人
種
﹂
が
﹁
第
一
の
人
種
﹂
と
位
置
付
け
ら
れ
て
も
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
＝
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
優
位
を
絶
対
視
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
︒
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ブ
ル
ー
メ
ン
バ
ッ
ハ
を
敬
愛
し
て
い
た
フ
ラ
ン
ス
の
キ
ュ
ヴ
ィ
エ
は
︑
ア
ラ
ブ
人
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
を
同
じ
﹁
白
人
種
﹂
に
分
類
し
た
︒
し

か
し
︑
一
九
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
の
植
民
地
主
義
の
過
程
に
お
い
て
︑
ア
ラ
ブ
人
は
徐
々
に
﹁
有
色
人
種
化
﹂
し
て
い
っ
た
と
い
う）（（
（

︒
ブ
ル
ー
メ

ン
バ
ッ
ハ
の
イ
ス
ラ
ー
ム
的
な
﹁
コ
ー
カ
サ
ス
人
種
﹂
の
表
象
も
︑
宗
教
的
寛
容
と
い
う
啓
蒙
の
精
神
は
脱
色
さ
れ
︑
バ
イ
ア
ス
を
か
け
ら
れ

て
い
く
︒﹃
博
物
学
研
究
﹄
の
ハ
ー
レ
ム
の
図
像
も
﹃
博
物
学
対
象
図
会
﹄
の
タ
ー
バ
ン
を
巻
い
た
男
性
の
肖
像
も
忘
却
さ
れ
て
い
っ
た
︒
一

八
六
五
年
に
ロ
ン
ド
ン
で
刊
行
さ
れ
︑
英
語
圏
で
の
受
容
に
大
き
な
影
響
力
を
も
っ
た
﹃
ブ
ル
ー
メ
ン
バ
ッ
ハ
人
類
学
論
文
集
﹄
に
は
︑﹃
博

物
学
研
究
﹄
の
図
像
は
削
除
さ
れ）（（
（

︑﹃
博
物
学
対
象
図
会
﹄
は
収
め
ら
れ
な
か
っ
た
︒
西
洋
列
強
の
植
民
地
統
治
や
移
民
政
策
の
中
で
︑
白
い

肌
を
し
た
﹁
第
一
の
人
種
﹂
か
ら
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
は
閉
め
出
さ
れ
て
い
っ
た
︒

む
す
び
に
か
え
て

　

ド
イ
ツ
の
事
典
を
い
く
つ
か
参
照
し
て
み
る
と
︑
二
〇
世
紀
初
頭
に
は
﹁
コ
ー
カ
サ
ス
人
種
﹂
の
項
目
が
挙
が
る
も
の
の
︑
ナ
チ
ズ
ム
期
に

は
﹁
コ
ー
カ
サ
ス
人
種
﹂
よ
り
も
﹁
ア
ー
リ
ア
人
種
﹂
の
概
念
が
多
用
さ
れ
︑
戦
後
ド
イ
ツ
に
お
い
て
こ
の
語
が
浮
上
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど

な
か
っ
た）（（
（

︒
他
方
︑
米
国
の
事
典
に
は
﹁
コ
ー
カ
ソ
イ
ド
﹂
の
項
目
が
今
日
も
掲
載
さ
れ
︑
日
本
の
中
等
教
育
に
お
い
て
も
こ
れ
に
言
及
す
る

世
界
史
教
科
書
が
用
い
ら
れ
て
い
る）（（
（

︒﹁
人
種
﹂
概
念
が
生
物
学
的
に
は
す
で
に
破
綻
し
て
い
る
と
い
う
認
識
は
薄
い
よ
う
だ
︒

　

ブ
ル
ー
メ
ン
バ
ッ
ハ
の
﹃
人
類
の
多
様
性
﹄
に
戻
ろ
う
︒
こ
の
書
で
は
︑﹁
人
類
に
は
五
つ
の
主
要
な
人
種
が
あ
る
が
︑
た
っ
た
一
つ
の
類

し
か
な
い
﹂
と
強
調
さ
れ
て
い
る
︒
肌
の
色
︑
顔
立
ち
︑
体
格
に
お
い
て
︑
た
と
え
顕
著
な
特
徴
を
見
出
し
え
て
も
︑﹁
す
べ
て
の
人
種
は
相

対
的
な
も
の
﹂
で
あ
り
︑
そ
の
区
分
は
﹁
た
だ
恣
意
的
に
お
い
て
の
み
可
能
で
あ
る）（（
（

﹂︒
こ
の
よ
う
な
慎
重
な
姿
勢
を
ブ
ル
ー
メ
ン
バ
ッ
ハ
が

ど
れ
ほ
ど
念
押
し
し
て
も
︑﹁
人
種
﹂
と
い
う
発
想
が
特
定
の
個
人
や
集
団
の
差
別
の
論
理
に
容
易
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
し
ま
う
の
を
阻
止
す

る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
︒
後
世
か
ら
み
れ
ば
︑
こ
れ
が
ブ
ル
ー
メ
ン
バ
ッ
ハ
の
︑
い
や
啓
蒙
主
義
の
ナ
イ
ー
ヴ
さ
だ
と
批
判
さ
れ
る
こ
と
に
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な
る
の
で
あ
ろ
う
︒
と
同
時
に
︑﹁
コ
ー
カ
ソ
イ
ド
﹂
の
誕
生
の
物
語
が
明
ら
か
に
な
る
こ
と
で
︑
月
並
み
だ
が
︑﹁
人
種
﹂
概
念
の
社
会
的
構

築
性
の
威
力
に
あ
ら
た
め
て
圧
倒
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒

註（
１
） 

日
本
語
の
辞
書
レ
ベ
ル
で
は
﹁
コ
ー
カ
ソ
イ
ドcaucasoid

﹂

が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
︑
本
稿
タ
イ
ト
ル
も
こ
れ
を
使
用
し
た

が
︑
英
語
で
は
﹁
コ
ケ
イ
ジ
ャ
ンcaucasian

﹂
の
方
が
一
般
的
で

あ
る
よ
う
だ
︒”caucasian”, “caucasoid”, in: O

xford English 
D

ictionary, 2
nd Edition 1989, online version, Septem

ber 2011.

ド
イ
ツ
語
で
は
﹁
コ
ー
カ
サ
ス
人
種kaukasische R

asse

﹂
と
表
現

さ
れ
る
（
た
だ
し
︑
現
在
こ
の
概
念
は
ほ
と
ん
ど
用
い
ら
れ
て
い
な

い
）
の
で
︑
以
下
︑
本
文
で
は
﹁
コ
ー
カ
サ
ス
人
種
﹂
と
表
記
す

る
︒

（
２
）	

そ
も
そ
も
ア
ラ
ラ
ト
山
自
体
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
が
聖
書
伝
説
に

基
づ
い
て
︑
現
在
の
ト
ル
コ
東
部
に
あ
り
︑
イ
ラ
ン
︑
ア
ル
メ
ニ
ア

と
の
国
境
近
く
に
あ
る
五
〇
〇
〇
メ
ー
ト
ル
級
の
山
を
中
世
に
そ
の

よ
う
に
命
名
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
︒
大
洪
水
の
後
の
人
類
の
起
源

は
別
の
地
に
あ
る
と
す
る
聖
書
考
古
学
の
説
も
あ
る
︒
関
谷
定
夫

﹁
ノ
ア
の
箱
舟
は
発
見
さ
れ
た
か
？
─
ノ
ア
の
箱
舟
と
ア
ラ
ラ
ト

山
﹂﹃
西
南
学
院
大
学
神
学
論
集
﹄
四
三
（
一
九
八
六
）
一
一
五
‐

一
三
四
頁
︒

（
３
）	

ス
テ
ィ
ー
ヴ
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
文
庫
︑
上
下

巻
︑
二
〇
〇
八
）︒

（
４
）	

木
村
崇
ほ
か
編
﹃
カ
フ
カ
ー
ス
─
二
つ
の
文
明
が
交
差
す
る
境

界
﹄（
彩
流
社
︑
二
〇
〇
六
）︒
一
八
世
紀
に
つ
い
て
は
︑
同
書
に
収

め
ら
れ
た
以
下
の
論
文
を
参
照
︒
黛
秋
津
﹁
帝
国
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア

と
し
て
の
カ
フ
カ
ー
ス
─
一
八
世
紀
の
帝
政
ロ
シ
ア
の
カ
フ
カ
ー
ス

進
出
と
オ
ス
マ
ン
帝
国
﹂
一
七
‐
五
六
頁
︒

（
５
）	 ,,C

aucasius, ein G
ebürge“ , in: Johann H

einrich Zedlers 
G

rosses U
niversal-Lexikon, B

d.5, 1732, S.776. (http://w
w

w
.

zedler-lexikon.de.)

（
６
）	

先
駆
的
研
究
に
︑
レ
オ
ン
・
ポ
リ
ア
コ
フ
﹃
ア
ー
リ
ア
神
話
─

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
人
種
主
義
と
民
族
主
義
の
源
泉
﹄
ア
ー
リ
ア

主
義
研
究
会
訳
（
法
政
大
学
出
版
局
︑
一
九
八
五
）︒
一
八
世
紀

は
︑
ベ
ル
ニ
エ
︑
リ
ン
ネ
︑
ビ
ュ
フ
ォ
ン
︑
ブ
ル
ー
メ
ン
バ
ッ
ハ
︑

ホ
ワ
イ
ト
な
ど
に
よ
っ
て
﹁
人
種
﹂
概
念
の
﹁
科
学
的
﹂
起
源
の
時

代
と
さ
れ
る
が
︑
こ
れ
に
つ
い
て
以
下
の
史
料
集
の
意
義
は
大
き

い
︒R

obert B
ernasconi (ed.), C

oncepts of R
ace in the 

Eighteenth C
entury, vol.8, Thoem

m
es Press 2001.

﹁
人
種
﹂
概

念
の
ド
イ
ツ
起
源
に
つ
い
て
は
︑ Sara Eigen / M

ark Larrim
ore (ed.), 
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The G
erm

an Invention of Race, State U
niversity of N

ew
 York 

Press 2006.　

邦
語
文
献
に
お
け
る
社
会
構
築
主
義
的
な
﹁
人
種
﹂

研
究
の
主
な
も
の
と
し
て
︑
竹
沢
泰
子
編
﹃
人
種
概
念
の
普
遍
性
を

問
う
─
西
洋
的
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
越
え
て
﹄（
人
文
書
院
︑
二
〇
〇

五
）︑
同
編
﹃
人
種
の
表
象
と
社
会
的
リ
ア
リ
テ
ィ
﹄（
岩
波
書
店
︑

二
〇
〇
九
）︑
藤
川
隆
男
ほ
か
﹃
白
人
と
は
何
か
？
─
ホ
ワ
イ
ト
ス

タ
デ
ィ
ー
ズ
入
門
﹄（
刀
水
書
房
︑
二
〇
〇
五
）︑
米
国
の
﹁
人
種
﹂

概
念
に
つ
い
て
は
と
く
に
︑
中
條
献
﹃
歴
史
の
な
か
の
人
種
─
ア
メ

リ
カ
が
創
り
出
す
差
異
と
多
様
性
﹄（
北
樹
出
版
︑
二
〇
〇
四
）︒

（
７
）	

英
語
圏
の
研
究
に
つ
い
て
は
︑
イ
ギ
リ
ス
の
人
類
学
協
会
に

よ
っ
て
一
八
六
五
年
に
出
版
さ
れ
︑
現
在
も
そ
の
リ
プ
リ
ン
ト
版
が

入
手
可
能
な
ブ
ル
ー
メ
ン
バ
ッ
ハ
の
英
訳
本
が
参
照
さ
れ
る
こ
と
が

多
い
︒Thom

as Bendyshe (ed. and translated), The Anthropological 
Treatises of Johann Friedrich Blum

enbach, published for the 
A

nthropological Society, London 1865 (reprint 2010). 
後
述
す
る

よ
う
に
︑
こ
の
論
文
集
は
原
典
の
一
部
や
図
像
資
料
を
削
除
し
た

り
︑
誤
っ
た
事
実
を
掲
載
し
て
お
り
︑
検
証
の
余
地
が
あ
る
︒

（
８
）	 Londa Schiebinger, N

ature’s Body. G
ender in the M

aking of 
M

odern Science, B
oston, 1993 (

小
川
眞
里
子
／
財
部
香
枝
訳
﹃
女

性
を
弄
ぶ
博
物
学
﹄
工
作
舎
︑
一
九
九
六), p.147.

（
９
）	 Sara Eigen, Self, R

ace, and Species: J. F. B
lum

enbach's 
A

tlas Experim
ent, in: G

erm
an Q

uarterly ; 78(2005)3, S. 277-
298.

（
10
）	

一
九
八
〇
年
代
に
刊
行
さ
れ
た
﹃
歴
史
学
基
礎
概
念
事
典
﹄
の

﹁
人
種
﹂
の
項
目
に
は
︑
ブ
ル
ー
メ
ン
バ
ッ
ハ
が
取
り
上
げ
ら
れ
て

い
る
︒A

ntje Som
m

er /  W
erner C

onze, ,,R
asse“, in: W

. C
onze 

u.a.(H
g.), G

eschichtliche G
rundbegriffe, 5. B

d., Stuttgart 1984, 
S.149-150. 

ま
た
︑
人
類
学
の
歴
史
に
お
い
て
も
﹁
人
種
学

R
assenkunde

の
本
来
の
父
﹂
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
ブ
ル
ー
メ
ン

バ
ッ
ハ
が
忘
れ
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
︒W

ilhelm
 E. 

M
ühlm

ann, G
eschichte der Anthropologie, Frankfurt a.M

./B
onn, 

1968, S.58.

（
11
）	

ド
イ
ツ
人
研
究
者
に
よ
る
啓
蒙
主
義
と
非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
に

関
す
る
近
年
の
注
目
す
べ
き
研
究
と
し
て
︑Jürgen O

sterham
m

el, 
D

ie Entzauberung Asiens. Europa und die asiatischen Reiche im
 

18. Jahrhundert, M
ünchen 1998, H

ans-Jürgen Lüsebrink (H
g.), 

D
as Europa der Aufklärung und die außereuropäische koloniale 

W
elt, G

öttingen 2006.

（
12
）	 Frank W

. P. D
ougherty ( H

g.) , C
om

m
ercium

 epistolicum
. J.F. 

Blum
enbachii. Aus einem

 Briefw
echsel des klassischen Zeitalters 

der N
aturgeschichte, G

öttingen 1984, Frank W
. P. D

ougherty, 
C

hristoph M
einers und Johann Friedrich B

lum
enbach im

 Streit 
um

 den B
egriff der M

enschenrasse, in: G
unter M

ann / Frany 
D

um
ont (H

g.), D
ie N

atur des M
enschen. P

roblem
e der 

Physischen Anthropologie und Rassenkunde (1750 - 1850), 
Stuttgart / N

.Y. 1990, S.89-111.

ド
ゥ
ゲ
ル
テ
ィ
は
一
九
九
四
年
に

亡
く
な
っ
た
が
︑
ブ
ル
ー
メ
ン
バ
ッ
ハ
の
著
作
︑
論
文
︑
そ
の
他
の

活
字
史
料
は
も
ち
ろ
ん
︑
書
簡
や
手
稿
を
網
羅
し
た
ド
ゥ
ゲ
ル
テ
ィ
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の
書
誌
学
的
な
研
究
は
︑
二
〇
〇
九
年
に
Ｎ
・
ク
ラ
ッ
ト
に
よ
り
整

理
さ
れ
︑
ク
ラ
ッ
ト
が
編
集
す
る
学
術
雑
誌
﹃
ブ
ル
ー
メ
ン
バ
ッ
ハ

研
究
﹄
第
二
号
に
収
め
ら
れ
た
︒
ク
ラ
ッ
ト
に
よ
り
︑
ブ
ル
ー
メ
ン

バ
ッ
ハ
に
関
す
る
デ
ジ
タ
ル
資
料
も
加
え
ら
れ
た
こ
の
研
究
は
︑
二

五
〇
ペ
ー
ジ
を
超
す
︒Frank W

. P. D
ougherty, B

ibliographie der 
W

erke und Schriften von Johann Friedrich B
lum

enbach nebst 
ihren Ü

bersetzungen und D
igitalisierungen, in: N

orbert K
latt 

(H
g.), K

leine Beiträge zur Blum
enbach-Forschung 2, G

öttingen 
2009. 

（
13
）	  N

orbert K
latt (H

g.), K
leine Beiträge zur Blum

enbach-
Forschung, 1-3, G

öttingen 2008- (http://w
ebdoc.sub.gw

dg.de/
ebook/m

on/2008/ppn%
20586013695.pdf).

（
14
）	 M

ann / D
um

ont (H
g.), D

ie N
atur des M

enschen, C
éline 

T
rautm

ann-W
aller,　

D
ie W

erkstatt Johann Friedrich 
B

lum
enbachs (1752 - 1840), in: H

ans Erich B
ödeker (H

g.), D
ie 

W
issenschaft vom

 M
enschen in G

öttingen um
 1800: 

W
issenschaftliche P

raktiken, institutionelle G
eographie, 

europäisches N
etzw

erk, G
öttingen 2008, S.231-251. 

日
本
に
お

け
る
ブ
ル
ー
メ
ン
バ
ッ
ハ
の
モ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
に
︑神
部
武
宣
﹁﹃
人

種
﹄
概
念
の
批
判
的
考
察
─
─
ブ
ル
ー
メ
ン
バ
ッ
ハ
の
所
説
を
め

ぐ
っ
て
─

１
─

﹂﹃
成
蹊
大
学
文
学
部
紀
要
﹄
通
号 

八
（
一
九
七
三
）︑

一
一
‐
五
二
頁
が
あ
る
が
︑
神
部
は
歴
史
的
文
脈
を
踏
ま
え
ず
ブ

ル
ー
メ
ン
バ
ッ
ハ
を
酷
評
す
る
も
の
で
︑
そ
の
分
析
視
座
に
は
疑
問

が
も
た
れ
る
︒

（
15
）	

ゲ
ー
テ
の
顎
間
骨
発
見
に
つ
い
て
は
︑
石
原
あ
え
か
﹁
ヒ
ト
と

猿
の
境
界　

ゲ
ー
テ
の<

顎
間
骨
発
見>

（
一
七
八
四
）﹂
慶
應
義

塾
大
学
独
文
学
研
究
室
﹃
研
究
年
報
﹄
第
二
〇
号
（
二
〇
〇
三
）
一

‐
一
七
頁
︑﹁
科
学
者
ゲ
ー
テ
﹂
に
つ
い
て
は
︑
同
﹃
科
学
す
る
詩

人
ゲ
ー
テ
﹄（
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
︑
二
〇
一
〇
）
が
啓
蒙
期
の

知
の
風
景
を
描
い
て
い
て
興
味
深
い
︒

（
16
）	

﹁
人
種
﹂
概
念
を
精
神
的
︑
文
化
的
次
元
ま
で
用
い
よ
う
と
す

る
マ
イ
ナ
ー
ス
と
︑
身
体
的
次
元
に
留
め
る
ブ
ル
ー
メ
ン
バ
ッ
ハ
は

互
い
に
批
判
的
で
論
争
も
絶
え
な
か
っ
た
︒D

ougherty, C
hristoph 

M
einers und Johann Friedrich B

lum
enbach.

後
述
す
る
よ
う
に
︑

マ
イ
ナ
ー
ス
は
ブ
ル
ー
メ
ン
バ
ッ
ハ
よ
り
も
一
〇
年
早
く
人
類
の
区

分
概
念
と
し
て
﹁
コ
ー
カ
サ
ス
人
種
﹂
を
用
い
て
い
る
︒

（
17
）	 “B

lum
enbach (Johann H

einrich)”, in: Zedlers U
niversal-

Lexicon, Suplem
ente, 3te B

and, Leipzig 1752, Spalte 1432-
1433.

（
18
）	  N

aturgeschichte, natural history, histoire naturelle

の
概
念

は
︑
自
然
誌
︑
自
然
史
と
も
訳
さ
れ
る
が
︑
こ
こ
で
は
当
時
︑
人
間

の
分
類
が
動
植
物
や
鉱
物
な
ど
自
然
物
の
分
類
の
延
長
と
し
て
着
手

さ
れ
た
文
脈
を
踏
ま
え
﹁
博
物
学
﹂
に
統
一
す
る
︒

（
19
）	 B

endyshe (ed.), The Anthropological Treatises, p.5 (Zum
 

A
ndenken an Johann Friedrich B

lum
enbach. Eine G

edächtniss-
R

ede, gehalten in der Sitzung der königlichen Societät der 
W

issenschaften den 8. Februar, 1840 von K
. F. H

. M
arx, 

G
öttingen 1840). 

ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
大
学
で
博
物
学
を
担
当
し
た
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ビ
ュ
ト
ナ
ー
は
人
類
単
一
起
源
論
を
と
り
︑
一
つ
の
基
本
形
か
ら
多

様
な
﹁
人
種
﹂
が
発
達
し
た
と
い
う
考
え
を
も
っ
て
い
た
︒
約
三
万

冊
に
及
ぶ
彼
の
蔵
書
は
有
名
で
︑
一
七
八
三
年
に
ザ
ク
セ
ン
・
ヴ
ァ

イ
マ
ー
ル
公
国
の
枢
密
官
に
招
聘
さ
れ
た
と
き
︑
貴
重
な
価
値
の
あ

る
一
万
冊
を
イ
ェ
ー
ナ
大
学
図
書
館
の
た
め
に
カ
ー
ル
・
ア
ウ
グ
ス

ト
公
に
売
却
し
た
︒”C

hristian W
ilhelm

 B
üttner“, in: D

BE, B
d.2, 

S.215, Trautm
ann-W

aller, D
ie W

erkstatt, S.236-237.

（
20
）	 G

undolf K
rüger, “... etw

as von dem
 U

eberfluße 
ausländischer N

atürlicher M
erkw

ürdigkeiten” : Johann Friedrich 
B

lum
enbach, England und die frühe G

öttinger V
ölkerkunde, in: 

Elm
ar M

ittler (H
g.), “Eine W

elt allein ist nicht genug”  : 
G

roßbritannien, H
annover und G

öttingen, 1714-1837, G
öttingen 

2005, S. 202-225 : Ill, John G
ascoigne, B

lum
enbach, B

anks and 
the B

eginnings of A
nthropology at G

öttingen, in: N
icolaas A

. 
R

upke (H
g.), G

öttingen and the D
evelopm

ent of the N
atural 

Science, G
öttingen 2002, S. 86-98 : Ill.

（
21
）	 Fritz H

artm
ann, “B

lum
enbach”, in: W

. K
illy (H

g.), 
D

eutsche Biographische Enzyklopädie, B
d.1, M

ünchen 2001, 
S.585.　

な
お
︑
こ
の
記
事
に
は
キ
ュ
ヴ
ィ
エ
の
生
没
年
が
誤
っ
て

記
さ
れ
て
い
る
︒

（
22
）	 Johann Friedrich B

lum
enbach, D

e generis hum
ani varietate 

nativa, G
öttingen 1776.

（
23
）	 Johann F

riedrich B
lum

enbach, H
andbuch der 

N
aturgeschichte, 2

Teile, G
öttingen 1779-1780.

（
24
）	

現
在
の
分
類
学
上
の
概
念
は
︑
門
・
綱
・
目
・
科
・
属
・
種
で

あ
り
︑
変
種varietatis

は
種
の
下
位
概
念
で
あ
る
が
︑
ブ
ル
ー
メ

ン
バ
ッ
ハ
は
人
類M

enschheit

の
下
位
概
念
と
し
て
こ
の
語
を
用

い
て
い
る
の
で
︑
こ
こ
で
は
﹁
コ
ー
カ
サ
ス
人
種
﹂
と
し
て
も
差
し

障
り
な
い
で
あ
ろ
う
︒
後
述
す
る
よ
う
に
︑
第
三
版
の
ド
イ
ツ
語
訳

（
一
七
九
八
年
）
で
は
︑varietatis

の
訳
語
に
︑Varietät, R

ace, 
R

asse

が
混
在
し
て
い
る
︒

（
25
）	

初
版
は
一
〇
〇
頁
︑
第
三
版
は
三
二
六
頁
で
あ
る
︒
ア
メ
リ
カ

の
研
究
者
Ｒ
・
バ
ー
ナ
ス
コ
ニ
ー
編
集
の
リ
プ
リ
ン
ト
版
に
は
︑
初

版
︑
第
二
版
︑
第
三
版
と
︑
第
三
版
の
ド
イ
ツ
語
版
が
収
め
ら
れ
て

い
る
︒Robert Bernasconi (ed.), Concepts of Race in the Eighteenth 

C
entury, vol.4 and 5, Thoem

m
es Press 2001. 

ク
ラ
ッ
ト
は
︑
ブ

ル
ー
メ
ン
バ
ッ
ハ
に
よ
る
五
分
類
と
﹁
コ
ー
カ
サ
ス
人
種
﹂
と
い
う

名
称
の
登
場
が
誤
っ
て
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
と
指
摘
し
て
い
る
︒

そ
れ
は
一
八
六
五
年
に
出
さ
れ
た
英
語
訳
の
ミ
ス
に
基
づ
く
と
い

う
︒N

orbert K
latt, K

lytia und die »schöne G
eorgianerin«’ - Eine 

A
nm

erkung zu B
lum

enbachs R
assentypologie, in: K

leine 
Beiträge, 1, S.71-72.

（
26
）	 Johann Friedrich B

lum
enbach, Ü

ber die natürlichen 
Verschiedenheiten im

 M
enschengeschlechte, Leipzig 1798 .

（
27
）	

ブ
ル
ー
メ
ン
バ
ッ
ハ
の
著
作
の
出
版
︑
翻
訳
な
ど
に
つ
い
て

は
︑
網
羅
的
に
と
ら
え
た
書
誌
学
的
資
料
集
で
あ
る
以
下
の
文
献
を

参
照
し
た
︒C

laudia K
roke, Johann Friedrich Blum

enbach. 
Bibliographie seiner Schriften, G

öttingen 2010.
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（
28
）	 B

lum
enbach, D

e generis hum
ani varietate nativa, editio 

tertia,G
ottingae, 1795, S

.286, Ü
ber die naturlichen 

Verschiedenheiten, S.204-205.　

以
下
︑﹃
人
類
の
多
様
性
﹄
に
つ

い
て
は
︑
一
七
九
五
年
に
出
版
さ
れ
た
ラ
テ
ン
語
版
第
三
版
と
︑
一

七
九
八
年
に
出
さ
れ
た
そ
の
ド
イ
ツ
語
版
を
参
照
す
る
︒

（
29
）	 Som

m
er / Conze, “Rasse“ , in: G

eschichtliche G
rundbegriffe, 

S.142-149.

（
30
）	 B

lum
enbach, D

e generis hum
ani varietate nativa, S.289, 

Ü
ber die natürlichen Verschiedenheiten, S.205-206.

（
31
）	 B

lum
enbach, D

e generis hum
ani varietate nativa, S.304, 

Ü
ber die natürlichen Verschiedenheiten, S.214.

（
32
）	 Im

m
anuel K

ant, B
estim

m
ung des B

egriffs einer 
M

enschenrace, 1785, in: K
ants W

erke. Akadem
ie-Textausgabe, 

B
erlin, 8. B

d., S.99-101, 

（﹁
人
種
の
概
念
の
規
定
﹂﹃
カ
ン
ト
全

集
﹄
望
月
俊
孝
訳　

第
一
四
巻 

岩
波
書
店
︑
二
〇
〇
一
︑
八
二
‐

八
五
頁), K

ant, Physische G
eographie, in: K

ants W
erke, B

erlin, 
9. B

d., S.313

（﹃
自
然
地
理
学
﹄﹃
カ
ン
ト
全
集
﹄
宮
島
光
志
訳　

第
一
六
巻　

岩
波
書
店
︑
二
〇
〇
一
︑
二
二
三
頁
）.

（
33
）	 K

ant, Physische G
eographie, S.312 

（﹃
自
然
地
理
学
﹄
二
二

三
頁
）.

（
34
）	 B

lum
enbach, D

e generis hum
ani varietate nativa, S.299, 

Ü
ber die natürlichen Verschiedenheiten, S.210-211.

（
35
）	 B

lum
enbach, D

e generis hum
ani varietate nativa, S.204-

205, Ü
ber die natürlichen Verschiedenheiten, S.148.

（
36
）	 O

sterham
m

el, D
ie Entzauberung Asiens, S.85-118, 176-

208.

（
37
）	

こ
の
学
術
旅
行
は
︑
デ
ン
マ
ー
ク
王
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
五
世
か
ら

財
政
的
援
助
を
得
て
実
現
し
た
︒
ニ
ー
ブ
ー
ル
の
ア
ラ
ブ
旅
行
記

は
︑
ミ
ヒ
ャ
エ
リ
ス
の
調
査
項
目
に
答
え
る
と
い
う
形
式
で
ま
と
め

ら
れ
た
︒Carsten N

iebuhr, Beschreibung von Arabien, G
öttingen 

1774.

（
38
）	 Edw

ard Ive, Reise nach Indien und Persien, 2
B

de., Leipzig 
1774-1775 (A Voyage to India in the Year 1751, London 1773).

（
39
）	 Johann G

ottlieb G
eorgi, Beschreibung aller N

ationen des 
Russischen Reichs, St. Petersburg 1776.

（
40
）	

﹃
ペ
ル
シ
ア
紀
行
﹄
は
︑
一
六
七
一
年
に
パ
リ
︑
一
六
八
六
年

に
ロ
ン
ド
ン
︑
一
七
一
一
年
に
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
（
三
巻
本
）
で
出

さ
れ
︑
死
後
二
〇
年
以
上
た
っ
た
一
七
三
五
年
に
﹁
完
全
版
﹂
全
四

冊
が
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
か
ら
出
版
さ
れ
た
︒
シ
ャ
ル
ダ
ン
﹃
ペ
ル
シ

ア
紀
行
﹄
佐
々
木
康
之
・
佐
々
木
澄
子
訳
（
岩
波
書
店
︑
一
九
九

三
）︒
シ
ャ
ル
ダ
ン
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
︑
羽
田
正
﹃
勲
爵
士
シ
ャ

ル
ダ
ン
の
生
涯
﹄（
中
央
公
論
新
社
︑
一
九
九
九
）
の
ち
に
﹃
冒
険

商
人
シ
ャ
ル
ダ
ン
﹄（
講
談
社
学
術
文
庫
︑
二
〇
一
〇
）︒

（
41
）	 B

lum
enbach, D

e generis hum
ani varietate nativa, S.303, 

Ü
ber die natürlichen Verschiedenheiten, S.213.

（
42
）	 B

lum
enbach, D

e generis hum
ani varietate nativa, S.303, 

Ü
ber die natürlichen Verschiedenheiten, S.213, 

シ
ャ
ル
ダ
ン
︑

前
掲
書
︑
二
三
七
‐
二
三
八
頁
（
羽
田
︑
前
掲
書
︑
七
九
頁
）︒
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（
43
）	

サ
イ
ー
ド
の
﹃
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
﹄
に
欠
け
て
い
る
ド
イ
ツ

の
考
察
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
視
点
を
批
判
す
る
も
の
と
し
て
︑

Susanne Zantop, C
olonial Fantasies, D

uke U
niversity Press, 

1997, Sara Friedrichsm
eyer, u.a. (ed.), The Im

perialist Im
agination. 

G
erm

an C
olonialism

 and Its Legacy, U
niversity of M

ichigan, 
1999.  

（
44
）	 C

hristoph M
einers, G

rundriß der G
eschichte der 

M
enschheit, G

öttingen 1785, S.30-33. 

ち
な
み
に
︑
旅
行
記
の
豊

か
な
蔵
書
を
誇
っ
て
い
た
マ
イ
ナ
ー
ス
は
︑
シ
ャ
ル
ダ
ン
の
旅
行
記

を
﹁
今
な
お
︑
あ
ら
ゆ
る
旅
行
記
の
中
で
王
冠
を
戴
く
地
位
に
あ

る
﹂
と
記
し
て
い
る
︒(Verzeichniß der vornehm

sten Schriften, 
die in diesem

 G
rundrisse angeführt w

erden, ohne Seitangabe)

（
45
）	 K

ant, Physische G
eographie, S.406

（﹁
自
然
地
理
学
﹂
三
六

五
頁
）︒
宮
島
に
よ
る
邦
訳
の
﹁
ゲ
オ
ル
ギ
ア
﹂
は
︑
グ
ル
ジ
ア
の

こ
と
で
あ
る
︒

（
46
）	 K

ant, Physische G
eographie, S.312

（﹁
自
然
地
理
学
﹂
二
二

二
頁
）.

（
47
）	 G

eorgi, Beschreibung aller N
ationen, S.135-136.

（
48
）	

マ
イ
ナ
ー
ス
は
︑﹁
主
幹
民
族
﹂
と
か
﹁
人
種R

acen

﹂
と
い

う
概
念
は
暫
定
的
な
も
の
と
し
︑﹁
コ
ー
カ
サ
ス
民
族N

ationen / 
V

ölker

﹂
と
い
う
表
記
も
用
い
て
お
り
︑
こ
れ
ら
は
す
べ
て
﹁
人

種
﹂
と
同
義
で
と
ら
え
て
差
し
支
え
な
い
︒Som

m
er / C

onze, 
“R

asse”. 

マ
イ
ナ
ー
ス
に
お
い
て
は
︑﹁
主
幹
民
族
﹂
の
下
位
概
念

に
﹁
人
種R

acen

﹂
の
区
分
が
あ
り
︑﹁
コ
ー
カ
サ
ス
主
幹
民
族
﹂

を
構
成
す
る
二
つ
の
﹁
人
種
﹂
は
﹁
ゴ
ー
ト
人
︑
ケ
ル
ト
人
﹂
と

﹁
サ
ル
マ
ー
ト
人
︑
ス
ラ
ブ
人
︑
ヴ
ェ
ン
ド
人
﹂
と
い
う
︒M

einers, 
G

rundriß, S.6-7, 30-31.

（
49
）	 Thom

as N
utz, W

issen aus O
bjekten. N

aturgeschichte des 
M

enschen und M
enschheitsgeschichte, in: U

lrich Johannes 
Schneider (H

g.), K
ulturen des W

issens im
 18. Jahrhundert, 

B
erlin / N

ew
 York 2008, S. 599-606. 

（
50
）	

リ
ン
ネ
に
つ
い
て
は
西
村
三
郎
﹃
リ
ン
ネ
と
そ
の
使
徒
た
ち
﹄

（
朝
日
新
聞
社
︑
一
九
九
七
）︑﹃
文
明
の
な
か
の
博
物
学
﹄（
紀
伊
國

屋
書
店
︑
上
下
巻
︑
一
九
九
九
）︑
リ
ン
ネ
の
植
物
体
系
の
恣
意
性

に
つ
い
て
は
︑Londa Schiebinger, Plants and Em

pire. C
olonial 

Bioprospecting in the Atlantic W
orld, H

arvard U
niversity Press, 

2004

（﹃
植
物
の
帝
国
﹄
小
川
眞
里
子
／
弓
削
尚
子
訳　

工
作
舎
︑

二
〇
〇
七
︑
第
五
章
）.

（
51
）	 B

lum
enbach, D

e generis hum
ani varietate nativa, S.X

X
I-

X
X

X
IV, Ü

ber die natürlichen Verschiedenheiten, S.1-16.

（
52
）	

ブ
ル
ー
メ
ン
バ
ッ
ハ
は
生
涯
に
わ
た
っ
て
頭
蓋
骨
を
収
集
し
て

お
り
︑
最
終
的
に
は
二
四
五
個
の
頭
蓋
骨
と
骨
の
断
片
︑
そ
れ
に
二

つ
の
ミ
イ
ラ
を
手
に
入
れ
た
︒
こ
れ
ら
は
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
大
学
の

人
類
学
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
収
め
ら
れ
︑
現
在
も
保
管
さ
れ
て
い
る
︒

Trautm
ann-W

alker, D
ie W

erkstatt, S.237-238.
（
53
）	 G

eorg Thom
as von A

sh an B
lum

enbach in G
öttingen, St 

Petersburg, den 29. M
ai 1793, in: D

ougherty (H
g.), C

om
m

ercium
 

epistolicum
, S.148.
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（
54
）	 D

ougherty (H
g.), C

om
m

ercium
 epistolicum

, S.148.
（
55
）	 Londa Schiebinger, The M

ind has no Sex? W
om

en in the 
O

rigins of M
odern Science, H

arvard U
niversity Press 1989

（﹃
科

学
史
か
ら
消
さ
れ
た
女
性
た
ち
﹄
小
川
眞
里
子
／
藤
岡
伸
子
／
家
田

貴
子
訳 
工
作
舎
︑
一
九
九
二
）.

拙
稿
﹁﹃
啓
蒙
の
世
紀
﹄
以
降
の

ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
知
﹂
姫
岡
と
し
子
／
川
越
修
編
﹃
ド
イ
ツ
近
現
代

ジ
ェ
ン
ダ
ー
史
入
門
﹄（
青
木
書
店
︑
二
〇
〇
九
）︒

（
56
）	 Sam

uel Thom
as Söm

m
erring, Tabula Sceleti Fem

inini, 
juncta descriptione, Traiecti ad M

oenum
 1797.

（
57
）	 B

arbara D
uden, D

as schöne Eigentum
. Zur H

erausbildung 
des bürgerlichen Frauenbildes an der W

ende vom
 18. zum

 19. 
Jahrhundert, in: K

ursbuch, B
d.47, 1977, S.125-140.

（
58
）	 Edith Stolzenberg-B

ader, W
eibliche Schw

äche – M
ännliche 

Stärke. D
as K

ulturbild der Frau in m
edizinischen und 

anatom
ischen A

bhandlungen um
 die W

ende des 18. zum
 19. 

Jahrhundert,　

in: J. M
artin / R

. Zoepffel (H
g.), Aufgaben, 

Rollen und Räum
e von Frau und M

ann, 2. Teilbd., Freiburg 
1989, S.751-818.

（
59
）	 Ernst B

randes, Ü
ber die W

eiber, Leipzig 1787, Brandes, 
B

etrachtung über das w
eibliche G

eschlecht und dessen 
Ausbildung in dem

 geselligen Leben, 3
Teile, H

annover 1802.

（
60
）	 C
hristoph M

einers, G
eschichte des w

eiblichen G
eschlechts, 

4
B

de., H
annover 1788-1800.

（
61
）	

ブ
ル
ー
メ
ン
バ
ッ
ハ
の
﹁
コ
ー
カ
サ
ス
人
種
﹂
に
お
け
る
女
性

美
の
関
心
に
つ
い
て
は
︑Schiebinger, N

ature’s Body, pp.126-134

（﹃
女
性
を
弄
ぶ
博
物
学
﹄
一
四
五
‐
一
五
四
頁
）.

（
62
）	 Johann Friedrich Blum

enbach, Beyträge zur Naturgeschichte, 
1. Teil, G

öttingen 1790.

（
63
）	 B

lum
enbach, Beyträge, S.V

II.

（
64
）	

ベ
ル
ニ
エ
も
グ
ル
ジ
ア
か
ら
ト
ル
コ
へ
美
し
い
女
奴
隷
が
輸
出

さ
れ
て
い
る
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
︒François B

ernier, N
ouvelle 

division de la terre par les différentes espèces ou races d’hom
m

es 
qui l’habitent, in: Journal des Savants, 1684, pp.139-140.

（
65
）	

Ｊ
・
シ
ャ
ル
ダ
ン
﹃
ペ
ル
シ
ア
紀
行
﹄
佐
々
木
康
之
・
佐
々
木

澄
子
訳
（
岩
波
書
店
︑
一
九
九
三
）︑
一
四
九
頁
（
羽
田
﹃
勲
爵
士

シ
ャ
ル
ダ
ン
﹄︑
七
八
頁
）︒

（
66
）	 B

lum
enbach, Beyträge, S.82.

（
67
）	 B

lum
enbach an D

aniel N
ikolaus C

hodow
iecki in B

erlin, 
G

öttingen, den 17. D
ezem

ber 1781, in: D
ougherty (H

g.), 
C

om
m

ercium
 epistolicum

, S.155⊖ 156.

﹃
博
物
学
研
究
﹄
に
寄
せ

た
ホ
ド
ヴ
ィ
エ
ツ
キ
の
挿
絵
は
出
版
前
に
ゲ
オ
ル
ク
・
フ
ォ
ル
ス

タ
ー
の
目
に
触
れ
た
ら
し
い
︒
フ
ォ
ル
ス
タ
ー
は
一
七
八
七
年
一
月

に
解
剖
学
者
ゼ
ン
マ
リ
ン
グ
に
宛
て
た
書
簡
の
中
で
こ
の
挿
絵
を
批

判
し
て
い
る
︒
い
わ
く
﹁
ホ
ド
ヴ
ィ
エ
ツ
キ
に
描
か
せ
た
絵
は
単
な

る
遊
び
に
す
ぎ
な
い
︒
こ
れ
で
は
観
相
学
も
で
き
な
い
﹂
と
︒
た
だ

し
︑
ブ
ル
ー
メ
ン
バ
ッ
ハ
が
イ
ス
ラ
ー
ム
の
場
面
を
選
択
し
た
こ
と

へ
の
批
判
で
は
な
い
︒

（
68
）	 Johann Friedrich Blum

enbach, Abbildungen Naturhistorischer 
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G
egenstände, N

r.1-100, G
öttingen 1796-1810. 

（
69
）	 Johann F

riedrich B
lum

enbach, H
andbuch der 

N
aturgeschichte, G

öttingen 1796 (5. A
ufl.). ﹃

博
物
学
ハ
ン
ド

ブ
ッ
ク
﹄
は
一
七
九
六
年
の
第
五
版
以
降
︑﹃
博
物
学
対
象
図
会
﹄

の
該
当
箇
所
が
加
筆
さ
れ
︑
一
九
世
紀
以
降
も
広
く
読
ま
れ
た
︒  

（
70
）	 B

lum
enbach, Abbildungen, 1. H

eft, 1796, ohne Seitangabe 
(S.24-3).

（
71
）	 Schiebinger, N

ature’s Body, pp.152-156

（﹃
女
性
を
弄
ぶ
博

物
学
﹄
一
七
四
‐
一
七
五
頁
）.

（
72
）	

科
学
と
エ
ロ
ス
の
対
極
的
関
係
に
つ
い
て
は
︑Evelin Fox 

K
eller, Reflections on G

ender and Science, Yale U
niversity Press, 

1985

（﹃
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
科
学
﹄
幾
島
幸
子
／
川
島
慶
子
訳　

工
作

舎
︑
一
九
九
三
）︑
近
代
科
学
が
西
洋
的
価
値
観
に
基
づ
く
﹁
エ
ス

ノ
サ
イ
エ
ン
ス
﹂
の
一
つ
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
見
方
に
つ
い
て
は
︑

Sandra H
arding, Science and Social Inequality. Fem

inist and 
Postcolonial Issues, U

niversity of Illinois Press 2006
（﹃
科
学
と

社
会
的
不
平
等
﹄
森
永
康
子
訳　

北
大
路
書
房
︑
二
〇
〇
九
）.
た
だ

し
︑
ハ
ー
デ
ィ
ン
グ
の
訳
本
に
は
誤
訳
が
多
い
︒

（
73
）	 Schiebinger, The M

ind H
as N

o Sex?, 

拙
稿
﹁﹃
啓
蒙
の
世

紀
﹄
以
降
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
知
﹂

（
74
）	

た
し
か
に
︑
カ
ン
ペ
ル
や
ブ
ル
ー
メ
ン
バ
ッ
ハ
も
女
性
を
﹁
人

種
﹂
を
産
む
性
と
し
て
と
ら
え
︑
骨
盤
構
造
の
性
質
に
関
心
を
示
し

て
い
る
︒Schiebinger, N

ature’s Body, pp.156-158

（﹃
女
性
を
弄

ぶ
博
物
学
﹄
一
七
六
‐
一
七
八
頁
）. 

Ｓ
・
Ｌ
・
ギ
ル
マ
ン
﹃﹃
性
﹄

の
表
象
﹄
大
瀧
啓
裕
訳
（
青
土
社
︑
一
九
九
七
）︒

（
75
）	

た
だ
し
︑
ブ
ル
ー
メ
ン
バ
ッ
ハ
は
ジ
ュ
ズ
フ
の
曲
が
っ
た
鼻
が

気
に
入
ら
ず
︑
こ
の
肖
像
に
不
満
で
あ
っ
た
よ
う
だ
︒
一
八
一
〇
年

の
版
に
お
い
て
は
モ
ハ
メ
ド
・
ジ
ュ
ム
ラM

oham
m

ed Jum
la

と
い

う
男
性
の
挿
絵
に
差
し
替
え
て
い
る
が
︑
男
性
の
肖
像
の
ま
ま
で

あ
っ
た
こ
と
に
は
変
わ
り
が
な
い
︒
ク
ラ
ッ
ト
に
よ
る
と
︑
ブ
ル
ー

メ
ン
バ
ッ
ハ
は
一
八
〇
一
年
に
コ
ー
カ
サ
ス
の
女
性
た
ち
の
図
像
を

入
手
し
た
が
︑
こ
れ
ら
を
挿
絵
に
は
用
い
な
か
っ
た
︒K

latt, K
lytia 

und die ,,schöne G
eorgianerin“, S.98-100.

（
76
）	 Eigen, Self, R

ace, and Species, p.278, 288-289.

（
77
）	

杉
本
淑
彦
﹁
白
色
人
種
論
と
ア
ラ
ブ
人−

フ
ラ
ン
ス
植
民
地

主
義
の
ま
な
ざ
し
﹂
藤
川
ほ
か
﹃
白
人
と
は
何
か
？
﹄︑
六
〇
‐
七

〇
頁
︒

（
78
）	

﹃
博
物
学
研
究
﹄
の
五
枚
の
図
像
は
︑
表
紙
と
序
文
の
部
分
に

掲
載
さ
れ
た
が
︑
一
八
六
五
年
に
ロ
ン
ド
ン
で
出
さ
れ
た
﹃
ブ
ル
ー

メ
ン
バ
ッ
ハ
人
類
学
論
文
集
﹄
で
は
表
紙
か
ら
﹁
第
一
の
人
種
﹂
の

図
像
が
抜
き
取
ら
れ
︑
序
文
も
ま
る
ご
と
削
除
さ
れ
て
い
る
︒

（
79
）	

た
と
え
ば
﹃
大
ブ
ロ
ッ
ク
ハ
ウ
ス
事
典
﹄
を
取
り
上
げ
る
と
︑

一
九
三
二
年
の
版
に
は
﹁
コ
ー
カ
サ
ス
人
種
﹂
と
い
う
項
目
が
わ
ず

か
な
が
ら
説
明
さ
れ
て
お
り
︑﹁
ブ
ル
ー
メ
ン
バ
ッ
ハ
に
よ
っ
て

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
た
め
に
導
入
さ
れ
た
人
種
の
名
称
で
︑
ラ
ッ
プ
人

な
ど
の
モ
ン
ゴ
ル
系
を
除
く
﹂
と
定
義
さ
れ
て
い
る
︒
イ
ス
ラ
ー
ム

や
西
ア
ジ
ア
の
記
述
は
な
い
︒”K

aukasische R
asse”, in: D

er 
G

roße Brockhaus, 10.B
d., Leipzig 1932, S.35.

戦
後
の
﹃
大
ブ
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ロ
ッ
ク
ハ
ウ
ス
事
典
﹄
に
は
こ
の
項
目
は
消
え
て
い
る
︒

（
80
）	 “C

aucasoid”, in: The Encyclopedia Am
ericana, G

rolier, 
D

anbury, C
onn. vol.6, 1999, p.85. 

た
と
え
ば
︑﹃
世
界
史
Ｂ
﹄（
尾

形
勇
ほ
か
編
︑
東
京
書
籍
︑
二
〇
一
〇
︑
二
三
頁
）
で
は
︑﹁
モ
ン

ゴ
ロ
イ
ド
︑
コ
ー
カ
ソ
イ
ド
︑
ネ
グ
ロ
イ
ド
な
ど
の
人
類
の
形
質
の

ち
が
い
﹂
の
成
立
が
記
さ
れ
て
い
る
︒
他
方
︑﹃
世
界
史
Ｂ
新
訂

版
﹄（
鶴
見
尚
弘
・
遅
塚
忠
躬
編
︑
実
教
出
版
︑
二
〇
一
〇
︑
二
九

頁
）
で
は
︑﹁
モ
ン
ゴ
ロ
イ
ド
（
黄
色
人
種
）・
コ
ー
カ
ソ
イ
ド
（
白

色
人
種
）・
ネ
グ
ロ
イ
ド
（
黒
色
人
種
）
の
三
つ
に
大
別
さ
れ
﹂︑
近

代
に
は
︑﹁
人
種
と
民
族
の
違
い
が
も
と
に
な
っ
た
差
別
意
識
が
作

り
出
さ
れ
︑
他
民
族
︑
他
人
種
の
支
配
の
合
理
化
に
利
用
さ
れ
た
﹂

と
あ
る
︒﹃
詳
説
世
界
史
﹄（
佐
藤
次
高
ほ
か
編
︑
世
界
史
Ｂ
︑
山
川

出
版
社　

二
〇
一
〇
︑
二
三
頁
）
で
は
︑﹁
白
色
人
種
・
黄
色
人
種
・

黒
色
人
種
﹂
に
分
け
よ
う
と
す
る
考
え
が
一
九
世
紀
以
来
︑
欧
米
で

さ
か
ん
に
な
っ
た
が
︑﹁
今
日
で
は
︑
人
類
を
人
種
に
よ
っ
て
分
類

し
た
り
︑
人
種
間
に
優
劣
の
差
が
あ
る
と
考
え
る
こ
と
に
は
︑
科
学

的
根
拠
が
な
い
と
さ
れ
て
い
る
﹂
と
記
述
さ
れ
て
い
る
︒

（
81
）	 B

lum
enbach, D

e generis hum
ani varietate nativa, S.285, 

Ü
ber die natürlichen Verschiedenheiten, S.203-204.

（
院
第
二
五
回
生
︑
早
稲
田
大
学
法
学
部
教
授
）


