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「
現
代
は
人
間
学
の
時
代
で
あ
る
」
と
一
般
に
言
わ
れ
て
い
る
。
実
は
皆
が
そ
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
わ
た
し
自
身

が
そ
う
確
信
し
て
主
張
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
の
か
も
知
れ
な
い
。
た
し
か
に
人
間
の
本
質
は
変
化
し
な
い
と
し
て
も
、
時
代
に
よ
っ
て

自
己
の
感
じ
方
は
大
い
に
違
っ
て
い
く
の
で
あ
る
か
ら
、
自
己
認
識
と
か
自
己
理
解
と
い
う
も
の
は
時
代
と
と
も
に
変
化
し
て
い
る
。
こ

の
自
己
認
識
か
ら
思
想
も
誕
生
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
思
想
の
根
底
に
あ
る
「
自
己
」
の
問
題
に
注
目
し
な
が
ら
、
今
日
の
人
間
学
が

ど
の
よ
う
に
誕
生
し
、
か
つ
生
成
の
途
上
に
あ
る
か
を
考
え
て
み
た
い
。
そ
の
さ
い
、
自
己
認
識
と
い
う
と
少
し
難
し
く
感
じ
ら
れ
る
の

で
、
「
自
己
イ
メ
ー
ジ
」
を
手
が
か
り
に
し
て
話
し
て
み
た
い
。

(
一
)
「
自
己
イ
メ
ー
ジ
」
と
人
間
学



三
面
鏡
の
前
に
立
つ
と
自
分
の
姿
、
が
三
つ
に
別
れ
て
見
え
て
く
る
。
こ
の
こ
と
は
自
己
の
イ
メ
ー
ジ
に
関
し
て
も
言
え
る
の
で
あ
っ
て
、

自
分
が
こ
う
あ
り
た
い
と
願
望
し
て
い
る
像
、
他
人
が
わ
た
し
に
つ
い
て
抱
い
て
い
る
像
、
他
人
に
よ
く
思
わ
れ
た
い
像
と
い
っ
た
三
つ

の
像
が
林
立
し
て
い
る
。
し
か
る
に
こ
う
し
た
像
の
彼
方
に
わ
た
し
自
身
の
真
の
像
が
や
が
て
見
え
て
く
る
。
第
一
の
像
は
若
い
と
き
に

は
過
大
な
願
望
に
よ
っ
て
肥
大
化
す
る
こ
と
が
あ
り
、
そ
れ
が
挫
折
す
る
と
自
己
の
過
小
評
価
に
よ
っ
て
自
画
像
は
卑
屈
な
も
の
と
も
な

る
。
ま
た
歳
が
経
つ
と
と
も
に
こ
の
自
画
像
は
、
あ
た
か
も
ド
リ
ア
ン
・
グ
レ
イ
の
肖
像
の
よ
う
に
醜
い
も
の
に
変
貌
し
て
い
く
こ
と
も

あ
る
。
第
二
の
像
は
他
人
の
期
待
と
評
価
に
よ
っ
て
わ
た
し
た
ち
を
喜
ば
せ
た
り
、
苦
し
め
た
り
、
希
望
さ
せ
た
り
、
失
望
さ
せ
た
り
す

る
も
の
で
、
わ
た
し
た
ち
は
こ
れ
に
よ
っ
て
振
り
因
さ
れ
て
し
ま
う
。
第
三
の
像
は
わ
た
し
た
ち
の
方
か
ら
他
者
に
向
け
ら
れ
た
願
望
で

あ
る
が
、

一
般
的
に
は
他
者
の
期
待
に
応
え
て
い
る
ふ
り
を
す
る
所
謂
ブ
リ
ッ
コ
に
な
り
や
す
い
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
う
し
た
人
間
関

係
が
織
り
成
す
諸
々
の
像
の
世
界
に
お
い
て
こ
そ
、
自
己
は
生
き
て
お
り
、
こ
の
関
係
に
お
い
て
自
己
自
身
を
形
成
し
て
い
る
こ
と
に
、
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疑
い
の
余
地
は
な
い
。

さ
て
思
想
は
こ
の
自
己
イ
メ
ー
ジ
の
形
成
と
と
も
に
生
ま
れ
て
く
る
の
で
あ
っ
て
、
単
に
書
物
を
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
は
何
物
も
生
ま

れ
て
こ
な
い
。
大
正
教
養
主
義
の
時
代
に
は
書
物
か
ら
知
識
を
作
ろ
う
と
試
み
た
が
、
そ
れ
は
水
泡
に
帰
し
た
。
書
物
を
読
む
人
の
先
行

的
な
体
験
な
し
に
は
思
想
は
形
成
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
思
想
以
前
に
あ
る
体
験
は
総
じ
て
若
い
二

O
代
の
こ
ろ
の
生
活
か
ら
生

ま
れ
て
く
る
も
の
で
あ
っ
て
、
多
感
な
青
春
を
い
か
に
過
ご
す
か
が
人
生
を
あ
る
意
味
で
決
定
す
る
と
い
え
よ
う
。
と
い
う
の
は
各
人
に

は
そ
れ
ほ
ど
多
く
の
可
能
性
が
授
け
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
っ
て
、

た
と
え
わ
ず
か
で
あ
っ
て
も
、
若
い
と
き
に
そ
の
可
能
性
を
感
得
し
、

そ
の
後
の
二

O
年
、
三

O
年
の
歩
み
に
よ
っ
て
そ
れ
を
育
て
実
ら
せ
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
わ
た
し
自
身
も
若
か
っ
た
と

き
は
自
分
の
知
的
能
力
に
絶
望
し
、
そ
の
他
の
才
能
も
感
得
で
き
ず
、
何
を
学
ん
で
よ
い
の
か
も
定
か
で
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
当
時
の
学

生
と
同
じ
く
流
行
の
哲
学
に
か
ぶ
れ
、
実
存
主
義
や
マ
ル
ク
ス
主
義
と
い
っ
た
世
界
観
の
、
渦
に
巻
き
込
ま
れ
、
そ
こ
で
生
じ
た
論
争
に
明



け
暮
れ
し
た
生
活
を
送
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
ま
ず
は
じ
め
に
キ
ル
ケ
ゴ
l
ル
の
キ
リ
ス
ト
教
的
な
実
存
思
想
の
虜
と
な
り
、
次
い
で
専
門

課
程
に
入
っ
て
か
ら
は
経
済
学
の
勉
強
に
よ
っ
て
マ
ル
ク
ス
主
義
に
影
響
さ
れ
た
た
め
、
個
人
主
義
と
集
団
主
義
と
の
両
極
端
の
世
界
観

に
よ
っ
て
分
裂
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
思
想
的
に
混
迷
し
て
い
た
と
き
に
、

よ
い
先
生
に
出
会
っ
て
哲
学
へ
と
方
向
転
換
し
、
続

く
哲
学
的
な
探
求
の
途
上
で
ブ
l
パ
l
の
対
話
哲
学
に
触
れ
、
個
人
主
義
と
集
団
主
義
と
を
超
え
る
第
三
の
道
で
あ
る
人
間
の
間
柄
存
在

の
重
要
性
を
知
り
、
そ
こ
に
立
っ
て
思
考
す
る
生
き
方
を
体
得
し
た
。
そ
れ
は
「
応
答
的
な
自
己
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
あ
り
、
こ
れ
に

導
か
れ
て
従
来
の
思
想
体
系
を
批
判
的
に
摂
取
し
な
が
ら
、
わ
た
し
自
身
の
思
想
形
成
が
始
ま
っ
た
の
で
あ
る

3
。
こ
の
よ
う
な
「
自

己
」
は
同
時
に
広
い
意
味
で
は
「
人
間
」
な
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
わ
た
し
は
最
初
か
ら
人
間
学
の
形
成
を
め
ざ
し
て
探
求
を
重
ね
て

い
た
こ
と
に
な
る
。

さ
て
、
現
代
は
人
間
科
学
が
驚
く
ほ
ど
に
発
展
し
、
生
物
学
や
医
学
の
み
な
ら
ず
、
心
理
学
・
社
会
学
・
経
済
学
・
言
語
学
・
歴
史
学
・
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文
化
人
類
学
な
ど
の
観
点
か
お
、
人
間
の
科
学
的
研
究
が
巨
大
な
成
果
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
人
間
科
学
に
刺
激
さ
れ
て
、

今
日
、
従
来
の
哲
学
も
新
た
に
人
間
学
と
し
て
よ
み
が
え
り
つ
つ
あ
る
と
い
え
よ
う
。
し
た
が
っ
て
思
想
史
上
、
現
代
は
人
間
学
の
時
代

で
あ
る
と
い
え
る
。
日
本
語
で
は
「
人
間
学
」
に
よ
っ
て
科
学
的
な
「
人
類
学
」
と
の
区
別
が
明
瞭
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
語
に
よ
っ
て
哲

学
的
な
人
間
研
究
を
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
学
問
的
な
営
み
は
、
す
で
に
近
代
に
お
い
て
カ
ン
ト
に
よ
り
計
画
さ
れ
た

が
、
実
際
に
は
今
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
生
物
学
や
心
理
学
さ
ら
に
社
会
学
の
大
き
な
発
展
に
よ
り
刺
激
さ
れ
て
次
第
に
成
熟
し
、

シ
ェ

l

ラ
!
の
哲
学
的
人
間
学
に
よ
り
「
人
間
学
」
と
し
て
一
応
の
体
系
を
確
立
す
る
に
い
た
っ
て
い
る
。

こ
こ
で
は
シ
ェ
l
ラ
l
以
後
の
人
間
学
の
発
展
を
考
慮
し
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
わ
た
し
が
哲
学
の
基
本
と
し
て
き
た
「
対
話
的
思
考
」

か
ら
現
代
に
お
け
る
人
間
学
の
新
し
い
可
能
性
を
探
っ
て
み
た
い
。
そ
の
た
め
に
「
人
間
」
と
同
義
で
あ
る
「
自
己
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
歴

史
的
に
探
求
し
な
が
ら
そ
れ
を
考
察
し
て
み
よ
う
。



(
二
)
思
想
史
に
お
け
る
「
自
己
イ
メ
ー
ジ
」
の
変
化

こ
れ
ま
で
西
洋
思
想
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
の
歴
史
に
お
い
て
人
間
学
が
探
求
さ
れ
て
き
た
歴
史
を
辿
っ
て
み
る
と
、
そ
こ
に
は
「
人
間

と
は
何
か
」
と
い
う
問
い
と
と
も
に
自
己
の
イ
メ
ー
ジ
が
変
化
し
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
間
い
は
古
く
は
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
時

代
に
デ
ル
フ
ォ
イ
の
神
殿
の
扉
に
刻
ま
れ
て
い
た
銘
「
汝
自
身
を
知
れ
」
に
端
的
に
表
明
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
人
聞
が
永
遠
な
る
神

の
ご
と
き
も
の
で
は
な
く
、
「
有
限
な
る
自
己
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
認
め
ら
れ
る
。
さ
ら
に
こ
の
間
い
を
「
無
知
の
知
」
と
し
て
捉
え
直
し
、

無
知
を
克
服
す
ベ
く
「
知
へ
の
愛
」
つ
ま
り
「
哲
学
」
を
説
い
た
の
は
、
周
知
の
よ
う
に
ソ
ク
ラ
テ
ス
そ
の
人
で
あ
っ
た
。
実
際
、
「
ソ
ク

ラ
テ
ス
以
前
の
哲
学
は
自
然
の
発
見
と
と
も
に
始
ま
り
、

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
哲
学
は
人
間
の
魂
の
発
見
と
と
も
に
始
ま
る
」
と
い
わ
れ
て
い

るハ
zv
。
こ
こ
に
「
魂
と
し
て
の
自
己
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
新
し
い
思
想
の
出
発
点
と
な
っ
て
い
る
。
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同
じ
こ
と
は
イ
エ
ス
の
出
現
に
よ
っ
て
起
こ
り
、
宗
教
的
な
新
し
い
人
間
学
が
誕
生
し
て
く
る
。
そ
れ
は
神
を
父
と
し
、
そ
の
御
子
イ

エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
「
神
の
こ
ど
も
と
し
て
の
自
己
」
と
い
う
新
し
い
自
己
イ
メ
ー
ジ
に
基
づ
い
て
い
る
。
こ
の
キ

リ
ス
ト
を
介
し
て
の
「
父
子
」
と
い
う
「
人
格
的
な
関
係
」
は
、
「
主
人
と
奴
隷
」
に
立
つ
古
代
奴
隷
制
社
会
の
只
中
に
あ
っ
て
、
ま
っ
た

く
新
し
い
人
間
の
誕
生
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
っ
た

3
0
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
た
独
自
の
自
己
理
解
に
立
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
古
代
と
中
世

の
思
想
と
文
化
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

近
代
に
入
る
と
個
人
の
主
体
的
な
意
識
に
基
づ
い
て
新
た
に
近
代
社
会
が
形
成
さ
れ
る
に
い
た
る
。
こ
の
点
は
こ
こ
で
詳
述
で
き
な
い

が
、
個
人
主
義
と
合
理
主
義
が
近
代
人
の
特
色
で
あ
り
、
「
主
体
(
主
観
〉
的
な
自
己
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
支
配
的
に
な
っ
て
い
る
。
今

目
、
主
体
性
が
エ
ゴ
イ
ズ
ム
に
変
質
し
て
い
る
た
め
、
個
人
主
義
は
個
我
主
義
に
変
貌
し
、
社
会
か
ら
遊
離
し
孤
立
し
た
主
体
性
で
は
な

く
、
他
者
と
の
積
極
的
な
関
係
に
歩
み
入
っ
て
い
る
主
体
性
で
あ
る
「
相
互
的
主
体
性
」
も
し
く
は
「
間
主
観
性
」
が
要
請
さ
れ
、
こ
れ



に
基
づ
い
て
人
間
学
が
新
た
に
形
成
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
「
人
間
と
は
何
か
」
と
い
う
聞
い
に
は
明
ら
か
に
歴
史
的
な
変
遷
が
あ
り
、
そ
こ
に
は
自
己
イ
メ
ー
ジ
の
変
化
が
認
め
ら

つ
ま
り
聞
い
は
同
じ
で
も
時
代
と
と
も
に
聞
い
の
内
容
が
変
わ
っ
て
お
り
、
そ
こ
に
自
己
イ
メ
ー
ジ
の
変
遷
を
捉
え
る
こ
と
が
で

き
る
。
近
代
も
一
六
世
紀
と
か
一
七
世
紀
は
希
望
に
あ
ふ
れ
、
た
と
え
自
己
の
自
由
を
強
調
し
た
と
し
て
も
、
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
「
見

れ
る
。

え
ざ
る
手
」
と
か
、
ラ
イ
プ
ニ

γ

ツ
の
「
予
定
調
和
」
と
い
っ
た
観
点
か
ら
無
制
限
な
自
由
は
抑
制
さ
れ
て
い
た
の
に
、

フ
ラ
ン
ス
大
草

命
の
こ
ろ
に
な
る
と
、

オ
ル
テ
ガ
・
イ
・
ガ
セ
ッ
ト
の
名
著
『
大
衆
の
蜂
起
』
に
よ
っ
て
典
型
的
に
示
さ
れ
て
い
る
、
社
会
か
ら
完
全
に

遊
離
し
た
個
我
主
義
的
な
人
聞
が
登
場
し
て
く
る
。
そ
れ
は
他
者
と
の
生
け
る
関
連
を
無
視
し
た
、
自
己
主
張
欲
に
撤
し
た
エ
ゴ
イ
ズ
ム

に
汚
染
さ
れ
た
近
代
人
の
姿
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
大
革
命
時
代
に
現
わ
れ
た
サ
ド
侯
爵
の
極
端
な
エ
ロ
チ
シ
ズ
ム
の
文
学
に
も
、

ザ¥

ゲ
ル
左
派
の
シ
ュ
テ
イ
ル
ナ
!
の
『
唯
一
者
と
そ
の
所
有
』
に
お
け
る
エ
ゴ
イ
ス
ト
と
ニ
ヒ
リ
ス
ト
の
宣
言
に
も
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
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事
態
に
他
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
合
理
主
義
と
個
人
主
義
に
よ
っ
て
成
立
し
た
近
代
人
の
自
己
は
全
く
利
己
主
義
に
汚
染
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
自
己
の
変
質
が
認
め
ら
れ
る
。

(
三
)
現
代
の
人
間
学
の
基
礎
に
あ
る
自
己
理
解

近
代
に
お
い
て
自
然
科
学
が
登
場
し
て
き
た
と
き
、
科
学
者
で
も
あ
っ
た
パ
ス
カ
ル
は
最
初
に
人
間
研
究
の
重
大
な
意
義
に
気
づ
き
、

哲
学
を
広
く
人
間
学
と
し
て
捉
え
な
お
し
た
。
彼
は
『
パ
ン
セ
』
で
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。
「
私
は
抽
象
的
な
学
問
の
研
究
に
な
が
い

間
た
ず
さ
わ
っ
て
き
た
。
人
間
の
研
究
を
は
じ
め
た
と
き
、
私
は
、
こ
う
い
う
抽
象
的
な
学
聞
は
人
聞
に
向
い
て
い
な
い
こ
と
、
そ
れ
を

知
ら
な
い
人
た
ち
よ
り
も
、
そ
れ
を
深
く
究
め
て
い
る
私
の
ほ
う
が
、
私
自
身
の
条
件
に
つ
い
て
迷
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
多
い
こ
と
に
気

づ
い
た
」

3
。
こ
こ
に
「
幾
何
学
的
な
精
神
」
と
は
異
質
の
「
繊
細
な
心
」
を
も
っ
て
研
究
す
べ
き
学
聞
が
「
人
聞
に
適
し
た
本
当
の
研



究
」
で
あ
る
点
、
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
パ
ス
カ
ル
に
影
響
さ
れ
て
シ
ェ

l
ラ
l
は
近
代
の
合
理
主
義
に
よ
っ
て
は
捉
え
ら
れ
な
い

「
心
情
の
法
則
性
」
を
追
求
し
、
晩
年
に
な
っ
て
か
ら
哲
学
的
人
間
学
を
完
成
さ
せ
る
に
い
た
っ
た
。
心
情
の
法
則
性
と
い
う
の
は
、

た

と
え
ば
「
共
歓
共
苦
」
と
い
う
心
の
作
用
に
は
「
共
に
喜
ぶ
と
そ
の
喜
び
は
二
倍
と
な
り
、
共
に
苦
し
む
と
そ
の
苦
し
み
は
半
減
す
る
」

と
い
っ
た
非
合
理
的
な
法
則
性
が
見
い
だ
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
彼
の
人
間
学
の
全
体
像
は
一
九
二
八
年
の
『
宇
宙
に
お
け
る
人
間
の
地

位
』
に
綱
領
的
に
提
示
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
こ
の
書
に
は
彼
の
最
も
価
値
あ
る
非
合
理
的
な
心
情
の
側
面
、

つ
ま
り
問
主
観
的
な
成
果

が
組
み
込
ま
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
天
才
的
な
忘
却
と
で
も
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
る
に
彼
が
中
心
と
し
て
新
た
に
立
て
た
精
神

の
立
場
は
き
わ
め
て
形
而
上
学
的
色
彩
の
強
い
も
の
で
あ
っ
て
、
後
に
批
判
や
攻
撃
の
対
象
と
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

シ
ェ

l
ラ
ー
が
探
求
し
た
本
来
の
姿
に
立
ち
返
っ
て
人
間
学
を
再
考
し
て
み
る
と
、
彼
は
人
間
存
在
を
他
者
と
の
具
体
的
な
関
連
の
中

で
追
求
し
、
理
性
に
よ
っ
て
は
解
明
で
き
な
い
人
間
の
非
合
理
的
な
側
面
を
情
緒
・
差
恥
感
情
・
共
同
感
情
・
愛
と
憎
し
み
・
良
心
と
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い
っ
た
心
情
の
分
析
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
し
た
。
こ
の
心
情
の
領
域
こ
そ
人
間
の
聞
に
生
き
生
き
と
生
起
交
流
し
て
い
る
問
主
観
的
領
域

で
あ
っ
て
、
こ
こ
に
近
代
的
「
主
観
性
」
を
超
え
た
「
間
主
観
性
」
の
立
場
か
ら
人
間
学
が
確
立
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
。
た
と
え
ば
、
差

恥
現
象
の
分
析
を
例
に
と
っ
て
も
、
そ
れ
が
い
か
に
優
れ
た
も
の
で
あ
る
か
知
ら
れ
る
。
差
恥
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
い
て
は
徳
に
数

え
ら
れ
ず
、
青
年
に
お
い
て
は
赦
さ
れ
て
も
、
大
人
が
蓋
恥
を
抱
く
な
ど
、
以
て
の
外
で
あ
る
と
説
か
れ
て
い
た
。

つ
ま
り
差
恥
は
似
非

の
徳
に
す
ぎ
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
し
か
る
に
シ
ェ

i
ラ
ー
は
こ
の
説
を
批
判
し
て
差
恥
論
を
展
開
し
て
い
る
。
そ
の
論
述
の
す
べ

て
は
聞
く
に
耐
え
ら
れ
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
、
そ
の
特
性
を
一
つ
だ
け
紹
介
し
て
み
よ
う
。
彼
に
よ
る
と
差
恥
を
感
じ
る
の
は
資
質
の

高
い
人
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
相
手
の
欲
望
を
撃
退
し
、
相
手
の
愛
が
高
ま
る
ま
で
差
恥
を
保
ち
続
け
る
が
ゆ
え
に
、
そ
れ
は
ま
こ
と

の
「
愛
の
助
手
」
で
あ
る
。
こ
う
し
て
差
恥
は
否
定
的
評
価
か
ら
積
極
的
な
評
価
に
転
換
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
彼
は
パ
ス

カ
ル
的
な
「
繊
細
な
心
」
を
継
承
し
、
他
者
と
の
間
に
成
立
す
る
「
問
主
観
的
な
自
己
イ
メ
ー
ジ
」

に
基
づ
い
て
人
間
学
を
形
成
し
て



い
っ
た
円
三
。

シ
ェ

l
ラ
1
に
続
く
人
間
学
は
プ
レ
ス
ナ
ー
か
ら
ゲ
!
レ
ン
を
経
て
メ
ル
ロ
日
ポ
ン
テ
ィ
に
ま
で
展
開
し
、
そ
こ
で
は
人
間
科
学
の
受

容
に
よ
っ
て
形
而
上
学
を
解
体
し
、
哲
学
と
人
間
科
学
(
心
理
学
・
言
語
学
・
歴
史
学
)
と
の
交
互
的
関
係
の
強
調
か
ら
、
哲
学
は
い
つ

そ
う
深
く
世
界
へ
か
か
わ
り
、
科
学
を
媒
介
に
し
た
現
象
学
的
人
間
学
と
し
て
成
立
し
て
い
る

5
。
た
し
か
に
現
代
に
見
ら
れ
る
よ
う

な
世
界
観
の
対
立
は
こ
の
現
象
学
に
よ
っ
て
克
服
さ
れ
、
現
象
学
の
成
果
は
共
通
の
知
的
な
財
産
と
し
て
与
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

現
象
学
が
研
究
方
法
と
し
て
は
き
わ
め
て
有
効
で
あ
る
と
し
て
も
、
元
来
世
界
に
対
し
て
受
動
的
な
現
象
学
で
は
社
会
の
な
か
で
の
生
け

る
現
実
が
捉
え
ら
れ
ず
、
と
り
わ
け
人
格
と
し
て
の
自
己
が
他
者
と
積
極
的
に
応
答
し
て
い
く
核
心
が
捉
え
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え

人
格
的
に
他
者
に
か
か
わ
っ
て
い
る
自
己
の
本
質
を
理
解
す
る
た
め
に
は
「
対
話
的
な
自
己
イ
メ
ー
ジ
」
が
要
請
さ
れ
て
く
る
。

〈
四
)
対
話
的
な
自
己
イ
メ
ー
ジ
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問
主
観
性
に
立
つ
人
間
学
は
先
に
指
摘
し
た
よ
う
に
現
代
の
現
象
学
的
人
間
学
と
し
て
実
現
さ
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
社
会
的
な
組
織
、

制
度
ま
た
法
律
、
さ
ら
に
国
家
の
権
力
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
導
か
れ
て
主
体
性
が
希
薄
に
な
る
傾
向
を
免
れ
が
た
い
と
い
え
よ
う
。

つ
ま

り
「
間
」
の
領
域
が
時
の
権
力
者
に
よ
っ
て
踏
み
閥
ら
れ
、
破
壊
さ
れ
た
り
、

ま
た
習
慣
に
よ
っ
て
固
定
化
し
た
り
す
る
よ
う
な
運
命
と

宿
命
を
も
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
一
例
と
し
て
ド
イ
ツ
人
の
一
般
的
な
行
動
様
式
を
観
察
し
て
み
た
い
。
日
本
人
の
社
会
的
な
行
動
様
式

に
つ
い
て
は
後
に
「
い
じ
め
」
と
関
連
し
て
考
察
す
る
。
そ
こ
で
ド
イ
ツ
で
よ
く
催
さ
れ
る
行
事
に
、

た
と
え
ば
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
の
十
月
祭

の
よ
う
な
祭
り
に
行
っ
て
み
る
と
、
仮
設
の
テ
ン
ト
の
真
ん
中
に
楽
隊
が
音
楽
を
奏
で
て
い
る
が
、
人
々
は
と
い
う
と
途
轍
も
な
く
大
き

な
ジ
ョ
ッ
キ
ー
に
な
み
な
み
と
つ
い
だ
ピ

l
ル
を
飲
ん
で
、
彼
ら
の
国
歌
で
あ
る
ロ

2
5の
F
F
E
w
u
g
z
§
E
E
5
2
m
=
g・
を
大
声
で

叫
ん
で
い
る
。
や
が
て
み
ん
な
い
い
気
分
に
な
っ
て
道
を
行
進
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
こ
う
し
た
お
祭
り
気
分
の
高
揚
し
た
ば
か
騒



ぎ
で
は
主
体
的
に
行
動
す
る
こ
と
が
で
き
ず
に
、
酒
に
よ
っ
て
思
考
が
醸
騰
と
な
り
、
何
も
考
え
ず
に
、

ヒ
ト
ラ
ー
の
よ
う
な
独
裁
者
に

盲
従
す
る
態
度
が
生
ま
れ
て
き
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。

こ
れ
に
対
し
「
対
話
の
領
域
」
は
同
じ
く
主
体
と
主
体
と
の
「
間
」
に
生
じ
て
い
る
と
は
い
え
、
そ
こ
に
は
一
方
的
な
関
わ
り
で
は
な

い
相
互
的
な
関
係
が
明
ら
か
に
存
在
し
て
い
る
。
ブ
i
パ
ー
は
こ
の
主
体
聞
の
出
会
が
生
じ
る
場
を
「
狭
い
尾
根
」
と
言
い
、
そ
こ
で
の

出
来
事
を
不
可
測
性
、
突
如
性
、
創
造
的
な
飛
躍
、
生
の
意
味
の
充
実
な
ど
に
よ
っ
て
規
定
し
て
い
る

3
。
そ
の
場
に
は
主
体
に
そ
れ
ぞ

れ
還
元
で
き
な
い
「
共
有
の
実
り
」
が
間
主
観
的
な
創
造
的
な
要
素
と
し
て
加
わ
っ
て
い
る
。
実
際
、
こ
の
共
有
の
実
り
は
上
か
ら
押
し

つ
け
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
支
配
し
抑
圧
し
た
り
す
る
性
質
の
も
の
で
も
な
い
。
そ
れ
は
む
し
ろ
自
己
が
対
話
の
関
係
に
中
で
育

て
ら
れ
、
創
造
的
に
飛
躍
し
な
が
ら
真
の
自
己
を
実
現
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
新
し
い
人
間
学
は
間
主
観
的
な
現
象
学
的
考
察
に
基
づ
い
て
人
間
科
学
の
成
果
を
受
容
し
な
が
ら
も
、
人
間
の
人
格
自
体
は
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対
話
的
な
関
係
に
お
い
て
絶
え
ず
自
己
を
創
造
的
に
形
成
す
る
点
を
強
調
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
対
話
的
な
「
応
答
的
自
己
」
の
イ
メ
ー

ジ
を
求
め
て
わ
た
し
た
ち
は
現
実
の
社
会
的
な
関
係
を
不
断
に
創
造
的
に
改
造
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
た
と
え
ば
日
本
社
会
の
閉
鎖

性
に
つ
い
て
も
新
し
い
展
望
が
与
え
ら
れ
る
。
と
い
う
の
は
日
本
人
の
人
間
関
係
は
家
の
制
度
を
根
幹
と
し
て
形
成
さ
れ
て
き
て
い
る
が
、

こ
の
家
族
の
内
部
を
考
察
し
て
み
る
と
、
そ
こ
に
は
夫
婦
の
親
密
な
二
人
関
係
、
我
と
汝
の
水
入
ら
ず
の
関
係
が
み
ら
れ
る
に
し
て
も
、

こ
の
家
族
は
外
部
に
対
し
て
閉
じ
た
も
の
で
あ
る
特
質
を
も
っ
て
い
る
。
和
辻
哲
郎
は
『
倫
理
学
』
に
お
い
て
こ
の
点
を
見
事
に
指
摘
し
、

こ
の
家
族
的
特
質
を
日
本
的
な
「
間
柄
関
係
の
私
的
存
在
」
と
呼
ん
で
い
る
。

「
し
か
ら
ば
、
我
々
が
手
近
に
見
い
だ
し
得
る
最
も
著
し
い
私
的
な
存
在
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
孤
立
的
存
在
で
は
な
く
、

カミ

え
っ
て
間
柄
的
存
在
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

た
だ
ひ
と
り
の
相
手
以
外
の
あ
ら
ゆ
る
他
の
人
の
参
与
を
拒
む
と
こ
ろ
の
存
在
で
あ

る
。
:
:
:
そ
れ
は
自
他
が
文
字
通
り
に
自
と
他
と
の
み
で
あ
る
と
こ
ろ
の
こ
人
関
係
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
他
の
人
の
参
与
を
排
除
す
る
が



ゆ
え
に
き
わ
め
て
親
密
な
る
我
れ
汝
関
係
と
な
る
。
:
:
:
こ
の
私
的
存
在
は
明
白
に
二
重
性
格
を
帯
び
て
く
る
。
す
な
わ
ち
、
内
に
お
い

て
〈
私
〉
を
徹
底
的
に
消
滅
せ
し
め
る
こ
と
が
、
同
時
に
外
に
対
し
て
最
も
顕
著
に
私
的
存
在
の
性
格
を
与
え
る
所
以
で
あ
る
」

ハ

sv
。

日
本
人
の
心
性
の
特
質
と
し
て
こ
こ
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
点
は
、
独
り
の
人
に
対
し
て
聞
か
れ
た
汝
関
係
が
本
来
な
ら
ば
す
べ
て
の
人

に
対
し
て
も
向
け
ら
れ
る
筈
で
あ
る
の
に
、
そ
れ
が
閉
じ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
何
千
年
に
わ
た
っ
て
家
族
制
度
の
も
と
で
培
わ

れ
て
き
た
日
本
人
の
行
動
様
式
は
実
に
重
大
な
問
題
を
苧
ん
で
い
る
。
こ
こ
に
日
本
的
心
性
の
「
い
じ
め
」
と
い
う
癌
が
浮
き
彫
り
に
さ

れ
て
く
る
。
な
ぜ
な
ら
、
「
い
じ
め
」
は
本
質
的
に
考
察
す
る
と

て
こ
の
人
と
親
し
い
関
係
を
結
び
、
他
を
排
除
す
る
こ
と
か
ら
生
じ

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
島
国
と
い
う
環
境
に
生
ま
れ
、
外
敵
の
侵
入
を
経
験
し
た
こ
と
も
な
く
、
超
越
的
な
神
に
出
会
う
こ
と
も

な
か
っ
た
民
族
が
身
に
つ
け
て
い
る
行
動
様
式
で
あ
る
。
そ
れ
を
思
う
と
わ
た
し
た
ち
は
絶
望
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
わ
た
し
た
ち
は
、
な
お
こ
こ
で
、
対
話
の
哲
学
者
ブ
l
パ
!
の
意
見
を
参
照
し
て
み
よ
う
。
彼
に
よ
る
と
、
わ
た
し
た
ち
が
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人
格
的
に
他
者
と
か
か
わ
る
と
き
、
「
専
一
性
」
(
〉
5
R
E
o
E
W
Z
W
0
5
が
働
い
て
い
る
が
、
こ
こ
で
の
汝
関
係
が
利
害
関
係
に
移
る

と
、
他
者
の
「
締
め
出
し
」
(
〉

g
R庄
町
田

5
加
)
と
な
っ
て
し
ま
う
、
と
説
か
れ
て
い
る

S
。
そ
れ
ゆ
え
、
日
本
的
心
性
が
夫
婦
問
で
専

一
的
に
聞
か
れ
で
も
、
こ
れ
が
他
の
人
に
及
、
ば
な
い
で
、
閉
じ
て
し
ま
う
の
は
、
汝
関
係
が
持
続
し
な
い
で
、
汝
の
意
識
が
直
ち
に
利
害

関
係
へ
と
移
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
人
格
の
本
質
に
備
わ
っ
て
い
る
対
話
的
な
汝
関
係
が
一
瞬
に
し
て
消
滅
し
な
い
で
、

い
つ
ま
で
も
持
続
す
る
こ
と
は
ど
う

し
て
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
わ
た
し
た
ち
は
、
少
な
く
と
も
、
「
い
じ
め
」
と
い
う
排
他
的
な
論
理
が
生
じ
た
な
ら
ば
、
そ
れ
を
自
覚
的
に
排

除
す
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
科
学
に
よ
っ
て
は
こ
れ
を
解
決
す
る
こ
と
は
原
理
的
に
不
可
能
で
あ
る
し
、
単
に
現
象
学
的
方
法
に
頼
っ

て
こ
の
現
象
を
解
明
し
た
だ
け
で
は
、
依
然
と
し
て
根
本
的
な
解
決
は
見
い
だ
せ
な
い
。



(
五
)
対
話
的
人
間
学
の
意
義

し
た
が
っ
て
、
わ
た
し
た
ち
は
人
間
の
本
質
を
対
話
的
に
再
び
捉
え
直
す
必
要
が
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
対
話
的
な
人
間
学
を
確
立
す
る

必
要
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
の
さ
い
、
わ
た
し
た
ち
は
神
が
最
初
か
ら
「
永
遠
の
汝
」
と
し
て
人
聞
に
対
話
的
に
関
わ
っ
て
き
て
お
り
、

イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
神
に
「
父
よ
」
と
対
話
す
る
「
子
た
る
身
分
」
が
授
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
パ
ウ
ロ
の
思
想
を
想
起
す
ベ

き
で
あ
る
(
『
ガ
ラ
テ
ヤ
人
へ
の
手
紙
』
四
・
一
ー
七
参
照
)
。

こ
の
よ
う
に
対
話
的
な
自
己
イ
メ
ー
ジ
に
よ
っ
て
社
会
的
な
自
己
意
識
が
家
族
と
い
う
小
さ
い
範
囲
に
固
定
化
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
す

べ
て
の
人
間
関
係
に
波
及
す
る
よ
う
に
な
る
な
ら
ば
、

日
本
人
の
行
動
様
式
と
し
て
定
着
し
て
い
る
問
題
点
、

つ
ま
り
日
本
的
な
間
主
観

性
の
危
険
な
要
素
を
単
に
解
明
す
る
だ
け
で
な
く
、

a

そ
れ
を
克
服
す
る
手
が
か
り
を
見
い
だ
し
う
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
人
間
学
が
「
対
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話
的
人
間
学
」
と
し
て
新
し
く
展
開
す
べ
き
課
題
と
そ
の
可
能
性
が
あ
る
と
い
え
よ
う

g
。

注
(
一
)
こ
う
し
た
思
想
は
拙
著
『
対
話
的
思
考
』
(
創
文
社
)

一
九
七
六
年
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

(
二
)
コ
ー
ン
フ
ォ
ー
ド
『
ソ
ク
ラ
テ
ス
以
前
以
後
』
山
田
道
夫
訳
(
岩
波
文
庫
)
が
こ
の
点
を
明
快
に
追
求
し
て
い
る
。

(
三
〉
現
代
の
思
想
家
の
中
で
パ
ウ
ロ
の

「
ガ
ラ
テ
ヤ
人
へ
の
手
紙
」
〈
四
・
一
ー
七
)
に
お
け
る
「
子
た
る
身
分
」
も
し
く
は
「
神
の
子
」

を
中
心
と
し
て
キ
リ
ス
ト
教
の
人
間
学
を
確
立
し
た
の
は
ゴ
!
ガ
ル
テ
ン
で
あ
っ
た
。
回
り
・
の
o
m
R
Z
P
U
2
玄
g
R
F
N
乏
R

Zロ
の
O
R

ロ
ロ
向
日
巧
o
p
・-∞
8
3・〉ロ円)・

ハ
四
)
パ
ス
カ
ル
『
パ
ン
セ
』
回
-
E
P
F
・
3
∞w
田
辺
保
訳
(
角
川
文
庫
)

二
二
|
=
一
頁
。



〈
五
〉
詳
し
く
は
拙
著
『
マ
ッ
ク
ス
・
シ
ェ

l
ラ
l
の
人
間
学
』
(
創
文
社
)

一
九
九
五
年
を
参
照
。

(
六
)
メ
ル
ロ
H
ポ
ン
テ
ィ

〈
七
〉
ブ
1
パ
i

『
人
間
と
は
何
か
』
児
島
洋
訳
(
理
想
社
)

(
入
)
和
辻
哲
郎
『
倫
理
学
』
上
巻
(
岩
波
書
庖
〉
三
三
五
頁
。

「
人
間
の
科
学
と
現
象
学
」
(
『
眼
と
精
神
』
滝
浦
静
雄
・
木
田
元
訳
、

み
す
ず
書
房
、
所
収
)
を
参
照
。

一
七
四
l

七
頁
参
照
。

(
九
〉
ブ
l
パ
l

『
我
と
汝
』
田
口
義
一
訳
〈
『
対
話
的
原
理
』

I
所
収
、

み
す
ず
書
房
〉

一
O
三
頁
。

(
十
)
こ
う
し
た
対
話
的
人
間
学
を
現
象
学
に
よ
っ
て
解
明
し
て
い
る
試
み
と
し
て

ω・
ω可
m
g
R
H
d
o
E
g
o同
虫
色

omm-

同

v
E
8
0
5
8
0一O加
予

sgu
玄・同，
z
g
E
ω
ω
o
p
u
R
〉
足
。
吋
0・
5
白
日
一
∞
・
巧
mwEOD『

o
z
w
u
g
N
d
E
R
E
O
R
Z
S
号
ω
U
E一
。
官
、
日
∞
芯
な
ど

が
あ
げ
ら
れ
る
。

(
聖
学
院
大
学
人
文
学
部
教
授
〉
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