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書
評

　
本
書
は
︑
現
生
人
類
を
骨
格
・
皮
膚
・
毛
髪
な
ど
の
形
質
的
特
徴
に
よ
っ
て

分
け
る
﹁
人
種
﹂
と
い
う
概
念
が
ま
だ
存
在
し
な
か
っ
た
十
四
世
紀
か
ら
十
八

世
紀
前
半
に
お
い
て
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
が
日
本
人
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
︑
ど
の
よ

う
な
眼
差
し
を
も
っ
て
見
て
い
た
の
か
︑
そ
の
変
遷
過
程
を
辿
る
著
作
で
あ
る
︒

　
イ
ス
ラ
エ
ル
の
ハ
イ
フ
ァ
大
学
で
教
鞭
を
執と

る
本
書
の
筆
者
ロ
テ
ム
・

コ
ー
ナ
ー
氏
（R

otem
 K

ow
ner, 1960–

）
は
︑
こ
れ
ま
で
主
と
し
て
近
代
日
本

を
テ
ー
マ
と
し
て
議
論
を
展
開
し
て
き
た
日
本
学
研
究
者
で
あ
る
︒
そ
の
研

究
と
並
行
し
て
︑
彼
は
現
代
に
お
け
る
人
種
差
別
と
そ
の
発
達
の
歴
史
研
究

に
も
長
年
取
り
組
ん
で
お
り
︑
両
研
究
視
座
の
集
合
形
と
し
て
完
成
し
た
本

書
は
︑
中
世
か
ら
現
代
に
至
る
日
本
人
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
と
の
邂か
い

逅こ
う

と
そ
こ

か
ら
始
ま
る
交
流
の
変
遷
を
追
う
︑
二
巻
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
先
駆
け
第
一

巻
に
位
置
す
る
著
作
で
あ
る
︒

　
本
書
は
﹁
想
像
﹂
の
段
階
︑﹁
観
察
﹂
の
段
階
︑﹁
再
検
討
﹂
の
段
階
と
い

う
三
つ
の
部
で
構
成
さ
れ
︑
上
記
三
部
は
日
欧
交
流
史
上
の
各
段
階
を
指
し

示
し
て
い
る
︒
ま
ず
第
一
部
﹁
想
像
﹂
の
段
階
で
は
︑
一
三
〇
〇
年
か
ら
日

本
へ
鉄
砲
が
伝
来
す
る
一
五
四
三
年
ま
で
の
間
に
︑
早
く
も
﹁
黄
金
の
国
﹂

ジ
パ
ン
グ
に
憧
れ
を
抱
い
た
商
人
兼
冒
険
家
の
マ
ル
コ
・
ポ
ー
ロ
（M

arco 

Polo, 1254–1324

）
や
︑
そ
の
憧
れ
を
実
践
に
移
し
大
航
海
時
代
の
嚆こ
う

矢し

と

な
っ
た
探
検
家
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
コ
ロ
ン
ブ
ス
（C

hristopher C
olum

bus, 

1451–1506

）
等
の
記
述
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
る
︒
彼
ら
の
著
述
か
ら
は
︑﹁
ジ

パ
ン
グ
﹂
及
び
﹁
ジ
パ
ン
族
﹂
出
現
へ
の
憧
憬
︑
さ
ら
に
は
日
本
文
化
に
つ

い
て
先
駆
的
か
つ
高
潔
と
捉
え
る
西
洋
人
た
ち
の
眼
差
し
が
う
か
が
え
︑
そ

こ
か
ら
コ
ー
ナ
ー
氏
は
︑
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
に
お
け
る
現
代
人
種
科
学

認
識
や
人
種
観
の
不
在
を
読
み
解
い
て
い
る
︒

ロ
テ
ム
・
コ
ー
ナ
ー

『
白
か
ら
黄
へ
―
―
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
種
観
に
み
る
日
本
人

一
三
〇
〇
―
一
七
三
五
年
』
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続
く
第
二
部
﹁
観
察
﹂
の
段
階
で
は
︑
一
五
四
三
年
か
ら
日
本
が
鎖
国
期

に
入
る
一
六
四
〇
年
ま
で
の
時
期
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
︒
日
本
で
布
教

活
動
を
行
っ
た
イ
エ
ズ
ス
会
士
の
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
ザ
ビ
エ
ル
（Francisco 

X
avier, ca. 1506–1552

）
や
︑
ル
イ
ス
・
フ
ロ
イ
ス
（Luís Fróis, 1532–1597

）

等
の
記
述
を
基
に
し
た
コ
ー
ナ
ー
氏
の
分
析
に
よ
る
と
︑
同
時
代
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
人
の
記
述
か
ら
は
︑
日
本
人
に
対
す
る
一
貫
し
た
生
物
学
的
︑
分
類
学
的

視
点
か
ら
の
枠
組
み
や
認
識
は
い
ま
だ
特
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
︒

　
そ
れ
に
対
し
て
︑
コ
ー
ナ
ー
氏
は
一
六
四
〇
年
か
ら
一
七
三
五
年
の
時
期

を
扱
う
第
三
部
﹁
再
検
討
﹂
の
段
階
で
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
日
本
人
に
対
す

る
見
方
に
大
き
な
変
化
が
生
じ
た
と
論
じ
て
い
る
︒
変
化
の
契
機
を
同
時
代

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
植
物
学
︑
医
学
︑
科
学
的
思
想
の
勃
興
に
帰
し
た
上

で
︑
コ
ー
ナ
ー
氏
は
東
イ
ン
ド
会
社
の
外
科
医
エ
ン
ゲ
ル
ベ
ル
ト
・
ケ
ン
ペ

ル
（E

ngelbert K
aem

pfer, 1651–1716

）
に
よ
る
日
本
関
係
記
述
が
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
に
も
た
ら
し
た
影
響
や
︑
植
物
学
者
カ
ー
ル
・
フ
ォ
ン
・
リ
ン
ネ
（C

arl 

von Linné, 1707–1778

）
が
一
七
三
五
年
に
著
し
︑
人
種
体
系
を
追
究
し
た

﹃
自
然
の
体
系
（System

a naturae

）﹄
に
強
い
眼
差
し
を
向
け
る
︒
そ
し
て
各
記

述
の
分
析
を
通
じ
︑
同
時
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
東
ア
ジ
ア
に
対
す
る
黄
色
人
種

観
が
形
作
ら
れ
︑
日
本
人
を
含
む
黄
色
人
種
へ
の
軽
視
傾
向
が
加
速
す
る
様

相
を
描
き
︑
さ
ら
に
上
記
の
三
段
階
に
お
け
る
全
体
像
と
し
て
︑
日
本
人
が

﹁
白
﹂
か
ら
﹁
黄
﹂
へ
と
至
る
道
筋
を
示
し
て
い
く
の
で
あ
る
︒

　
さ
て
︑
本
書
で
コ
ー
ナ
ー
氏
は
︑
近
世
・
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
人

種
観
の
変
遷
を
調
査
す
る
こ
と
に
よ
り
︑
日
本
を
含
む
東
ア
ジ
ア
人
全
般
へ

向
け
ら
れ
た
黄
色
人
種
へ
の
西
洋
側
の
視
点
を
提
示
す
る
︒
と
同
時
に
︑
本

書
で
は
一
般
的
な
人
種
観
に
対
し
て
も
光
が
当
て
ら
れ
て
お
り
︑
そ
れ
ゆ
え

人
種
観
を
包
括
し
︑
な
お
か
つ
形
成
を
導
く
人
的
外
観
や
風
習
に
つ
い
て
の

個
別
的
言
及
が
数
多
く
列
挙
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
ら
豊
富
な
情
報
量
を
含
む

研
究
の
中
で
︑
や
や
な
い
も
の
ね
だ
り
の
読
了
後
の
感
を
記
す
な
ら
ば
︑﹁
表

象
﹂
と
し
て
の
個
別
的
言
及
か
ら
共
通
部
分
を
抜
き
出
し
て
得
た
黄
色
人
種

の
﹁
概
念
﹂
に
対
す
る
著
者
の
語
り
に
さ
ら
に
深
く
傾
聴
し
た
い
と
い
う
思

い
を
禁
じ
え
な
か
っ
た
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
こ
れ
に
関
し
て
は
︑
著
者
が
今

後
刊
行
さ
れ
る
第
二
巻
の
研
究
成
果
を
併
せ
た
議
論
で
言
及
し
て
く
だ
さ
る

こ
と
を
お
願
い
し
た
く
思
う
︒

　
以
上
︑
こ
れ
ま
で
紹
介
し
て
き
た
よ
う
に
︑
本
書
は
文
献
学
的
観
点
か
ら

極
め
て
詳
細
に
テ
キ
ス
ト
分
析
さ
れ
た
重
要
な
著
作
で
あ
る
︒
ま
た
︑
様
々

な
社
会
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
通
し
て
︑
人
種
の
区
別
が
ど
の
よ
う
に
認
識
さ
れ

て
い
っ
た
の
か
を
実
証
的
に
分
析
す
る
本
書
の
内
容
は
︑
歴
史
研
究
書
と
い

う
枠
組
み
を
越
え
て
︑
現
代
の
我
々
が
直
面
す
る
人
種
観
を
介
在
し
た
多
く

の
問
題
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
︑
立
ち
向
か
え
ば
良
い
の
か
︑
そ
の
視
座
を
与

え
る
も
の
で
も
あ
る
︒
さ
ら
に
︑
生
物
学
的
に
文
化
を
分
断
す
る
の
で
は
な

く
︑
よ
り
文
化
風
俗
的
な
側
面
か
ら
各
地
域
に
住
む
人
間
を
区
別
し
て
い
た

﹁
人
種
﹂
誕
生
前
に
生
き
た
人
々
の
視
点
か
ら
学
ぶ
意
義
に
つ
い
て
も
︑
本
書

は
読
者
に
対
し
て
大
い
に
語
っ
て
く
れ
る
で
あ
ろ
う
︒




