
い
万
能
性
を
有
す
る
と
説
明
す
る
。
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト

で
な
く
ゼ
ネ
ラ
リ
ス
ト
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

　

だ
が
果
た
し
て
そ
う
な
の
だ
ろ
う
か
。
子し

罕か
ん

篇
で
は
、

「
多
能
」
で
あ
る
と
褒
め
ら
れ
た
孔
子
が
、
自
分
は
若

い
こ
ろ
身
分
が
低
く
、
そ
れ
で
つ
ま
ら
ぬ
こ
と
に
多
能

で
あ
っ
た
が
、「
君
子
は
多た

な
ら
ん
や
、
多
な
ら
ざ
る

な
り
」、
君
子
は
多
能
で
は
な
い
、
と
述
べ
る
文
が
あ

る
。
謙
遜
の
こ
と
ば
で
は
あ
る
が
、
君
子
を
単
純
に
多

才
・
多
芸
と
で
き
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

　

ま
た
公こ

う

冶や

長ち
ょ
う

篇
に
は
、
弟
子
の
子し

貢こ
う

に
対
し
て
、

孔
子
が
「
女な

ん
じ

は
器
な
り
」
と
い
い
、
何
の
器
か
と
聞

か
れ
、
宗
廟
の
祭
祀
で
供
物
を
盛
る
「
瑚こ

璉れ
ん

」
だ
と
答

え
る
文
が
あ
る
。
子
貢
は
、
弁
説
に
優
れ
、
外
交
官
や

商
売
人
と
し
て
も
活
躍
し
た
と
さ
れ
る
、
現
実
的
な
才

能
に
あ
ふ
れ
た
弟
子
で
あ
っ
た
。
こ
こ
は
そ
ん
な
子
貢

を
、
最
上
の
「
器
」
で
あ
る
と
褒
め
た
も
の
と
解
釈
す

る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
を
見
る
と
、「
器
」
と
「
不
器
」
と
の
差
違

は
、
専
門
家
か
万
能
の
才
か
と
い
う
よ
り
も
、
実
用
性

が
あ
り
外
側
か
ら
評
価
で
き
る
能
力
や
技
術
か
、
そ
れ

と
も
明
確
な
か
た
ち
で
現
れ
ず
能
力
や
技
術
と
し
て
把

握
し
が
た
い
才
能
か
、
と
い
う
違
い
と
し
て
理
解
す
る

べ
き
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。

　

そ
の
よ
う
な
君
子
像
を
最
も
よ
く
体
現
す
る
の
が
、

孔
子
最
愛
の
弟
子
で
あ
る
顔が

ん

回か
い

で
あ
る
。
彼
は
、「
一

を
聞
い
て
以
て
十
を
知
る
」、
門
下
き
っ
て
の
「
学
を

好
む
」
者
、
質
素
な
生
活
で
も
自
ら
の
楽
し
み
を
変
え

な
い
な
ど
、
ほ
と
ん
ど
手
放
し
で
賞
賛
さ
れ
、
別
格
の

　

漢
字
文
化
圏
に
お
い
て
最
も
多
く
の
人
に
読
ま
れ
て

き
た
古
典
は
『
論
語
』
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。
短
い
対

話
篇
を
中
心
と
し
た
言
行
録
で
、
ど
こ
か
ら
で
も
読
み

始
め
ら
れ
る
文
体
は
、
そ
の
親
し
み
や
す
さ
の
理
由
の

一
つ
と
な
っ
て
い
る
。
一
方
で
、
思
想
書
と
し
て
読
む

時
に
は
、
重
要
な
概
念
で
も
出
現
箇
所
ご
と
に
表
現
が

異
な
り
、
そ
れ
ら
を
つ
な
げ
る
説
明
や
普
遍
的
な
定
義

が
示
さ
れ
な
い
た
め
、
頭
を
悩
ま
せ
ら
れ
る
こ
と
が
少

な
く
な
い
。
こ
れ
は
『
論
語
』
の
文
体
の
副
作
用
と
さ

れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
私
に
は
、
そ
れ
と
は
異
な
る
、

思
想
的
に
重
要
な
意
味
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

そ
の
例
と
し
て
、「
君
子
」
と
い
う
こ
と
ば
を
取
り

上
げ
た
い
。「
君
子
は
言
に
訥と
つ

に
し
て
行こ

う

に
敏
な
ら
ん

と
欲
す
」、「
文ぶ

ん

質し
つ

彬ひ
ん

彬ぴ
ん

、
然
る
後
に
君
子
な
り
」、「
君

子
は
義
に
喩さ

と

り
、
小
人
は
利
に
喩さ

と

る
」
な
ど
、
一
万
四

千
字
弱
の
『
論
語
』
の
中
で
百
箇
所
以
上
に
用
い
ら
れ
、

「
仁
」
と
並
ん
で
最
も
重
要
な
概
念
語
で
あ
る
と
い
え

る
。
そ
れ
ら
の
例
を
見
比
べ
れ
ば
、
儒
家
的
徳
目
と
教

養
を
身
に
つ
け
、
為
政
者
と
し
て
の
資
質
が
あ
り
、
円

満
な
人
格
を
持
つ
、
と
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
が
浮
か
び
、

理
想
的
人
物
を
指
す
こ
と
は
わ
か
る
も
の
の
、
各
用
例

を
ま
と
め
る
よ
う
な
定
義
は
示
さ
れ
な
い
。

　

そ
の
用
例
の
一
つ
に
、「
君
子
は
器
な
ら
ず
（
君
子

不
器
）」
と
い
う
、「
子
曰
く
」
の
他
は
わ
ず
か
四
字
の

章
が
あ
る
（
為い

政せ
い

篇
）。
こ
の
「
器
」
は
、
特
定
の
用

途
に
限
定
さ
れ
た
も
の
と
解
釈
さ
れ
る
。
日
本
語
に
訳

す
な
ら
ば
道
具
や
器
物
と
な
ろ
う
。
そ
の
上
で
、
歴
代

の
注
釈
の
多
く
は
、
君
子
は
特
定
の
用
途
に
止
ま
ら
な
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し
い
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　

科
挙
で
の
君
子
評
価
は
、
上
述
し
た
『
論
語
』
の
君

子
像
そ
の
ま
ま
で
は
な
い
が
、
測
り
が
た
い
も
の
を
公

正
に
測
る
と
い
う
こ
の
困
難
な
試
み
が
千
三
百
年
に
わ

た
っ
て
続
け
ら
れ
た
こ
と
は
、
君
子
に
お
け
る
「
器
な

ら
ざ
る
」
部
分
の
重
視
が
、
深
く
浸
透
し
て
い
た
こ
と

を
示
す
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

近
年
の
教
育
現
場
で
は
、
従
来
以
上
に
客
観
性
と
可

視
性
が
重
視
さ
れ
て
き
て
い
る
。
大
学
に
お
い
て
も
、

評
価
と
直
結
す
る
よ
う
に
、
授
業
の
目
的
や
到
達
目
標

な
ど
は
、「
〜
が
で
き
る
」
な
ど
、
観
察
可
能
な
行
動

で
記
述
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

　

評
価
は
、
客
観
的
か
つ
明
示
的
な
指
標
で
計
測
で
き

る
も
の
に
つ
い
て
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
は
確
か

で
あ
る
。
例
え
ば
人
徳
な
ど
を
そ
の
ま
ま
評
価
し
よ
う

と
す
れ
ば
、容
易
に
不
公
正
の
温
床
と
な
る
こ
と
は
、科

挙
に
お
け
る
議
論
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
り
、そ
の
点
に
お

い
て
、
評
価
基
準
に
対
す
る
現
在
の
方
向
性
は
正
し
い
。

　

し
か
し
そ
れ
を
、評
価
で
き
な
い
も
の
は
目
指
す
べ
き

で
は
な
い
と
ま
で
広
げ
る
な
ら
、そ
れ
は
行
き
過
ぎ
だ
ろ

う
。
個
々
の
授
業
に
お
い
て
は
目
に
見
え
る
到
達
目
標
が

必
要
で
あ
る
に
し
て
も
、総
体
と
し
て
人
が
学
ぶ
と
い
う

こ
と
は
、何
か
が「
で
き
る
」こ
と
で
終
わ
る
も
の
で
は

な
く
、そ
れ
を
通
し
て
何
か
に「
な
る
」こ
と
で
あ
る
は

ず
だ
。
評
価
の
対
象
で
な
い
こ
と
は
不
必
要
だ
と
考
え

ら
れ
が
ち
だ
が
、「
で
き
る
」
で
は
記
述
で
き
な
い
も
の

を
も
育
む
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
る
ま
い
。
た
と
え
君
子

で
は
な
く
て
も
、「
器
な
ら
ず
」
に
は
意
味
が
あ
る
。

く
こ
と
、
い
わ
ば
外
延
的
な
説
明
に
よ
っ
て
の
み
表
現

で
き
る
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
の

で
あ
る
。『
論
語
』
の
記
述
の
仕
方
は
、
そ
の
よ
う
な

認
識
を
反
映
し
て
い
る
と
考
え
た
い
。

　

こ
の
君
子
の
「
器
な
ら
ず
」
と
い
う
性
質
は
、
現
実

社
会
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
中
国
で
は
、
隋
代
か
ら

清
代
末
期
ま
で
、「
科
挙
」
と
い
う
官
僚
登
用
試
験
が

行
わ
れ
た
。
そ
れ
は
儒
教
的
な
徳
目
を
備
え
る
こ
と
で

政
治
に
参
加
す
る
資
格
を
有
す
る
人
物
、
す
な
わ
ち
君

子
を
選
抜
す
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
。

　

そ
の
中
心
で
あ
っ
た
進
士
科
の
試
験
で
問
わ
れ
た
の

は
、
時
代
に
よ
る
差
違
は
あ
る
が
、
主
に
儒
教
古
典
の

知
識
と
文
学
の
能
力
で
あ
っ
た
。

　

科
挙
制
度
に
対
し
て
は
、
そ
の
公
正
さ
が
高
く
評
価

さ
れ
る
一
方
、
こ
れ
ら
の
試
験
科
目
に
つ
い
て
は
、
現

実
的
な
政
治
家
の
能
力
と
そ
ぐ
わ
な
い
評
価
基
準
で
あ

り
、
中
国
文
明
を
停
滞
さ
せ
る
原
因
と
な
っ
た
と
し
て
、

批
判
の
的
と
な
る
こ
と
が
多
い
。

　

こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
当
時
の
人
々
も
、
古
典
の

知
識
や
文
学
的
な
才
能
が
現
実
の
政
治
能
力
に
直
接
役

立
つ
と
考
え
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。

君
子
は
何
よ
り
優
れ
た
人
徳
を
持
た
ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
を
前
提
と
し
た
上
で
、
多
く
の
受
験
者
に
対
し
、

公
正
な
評
価
の
で
き
る
指
標
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
知

識
・
才
能
が
ふ
さ
わ
し
い
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

更
に
そ
の
評
価
基
準
と
方
法
に
つ
い
て
は
、
歴
代
の

王
朝
を
通
じ
て
何
度
も
議
論
の
的
と
な
っ
て
き
た
。
公

正
さ
を
保
ち
つ
つ
人
徳
を
測
る
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
難

理
想
的
人
物
と
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、「
一
日
中

話
し
て
も
異
論
を
唱
え
ず
愚
か
な
よ
う
に
見
え
た
」
と

言
わ
れ
る
よ
う
に
、
一
見
し
て
才
能
が
明
ら
か
な
タ
イ

プ
で
は
な
く
、
子し

路ろ

や
子
貢
、
宰さ

い

我が

の
よ
う
に
現
実
の

政
治
に
関
わ
っ
た
記
録
も
伝
わ
っ
て
い
な
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
儒
家
と
対
立
的
な
道
家
の
書
で
あ
る

『
荘
子
』
に
は
、
孔
子
や
顔
回
が
道
家
的
な
人
物
と
し

て
登
場
す
る
寓
話
が
多
く
見
え
る
。
興
味
深
い
こ
と
に
、

そ
の
場
合
、
孔
子
が
『
論
語
』
で
の
人
物
像
と
大
き
く

異
な
る
の
に
対
し
て
、
顔
回
の
方
は
、
貧
困
に
い
て
憂

い
な
く
、
静
か
で
落
ち
着
い
た
さ
ま
な
ど
、『
論
語
』
で

の
イ
メ
ー
ジ
と
不
思
議
に
似
通
う
姿
で
現
れ
る
。
こ
の

こ
と
か
ら
、『
荘
子
』
は
顔
回
の
学
派
を
通
じ
て
儒
家

の
影
響
を
受
け
た
と
す
る
研
究
者
も
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。

　

実
際
に
は
、
孔
子
と
同
様
、
顔
回
も
ま
た
『
荘
子
』

の
著
者
た
ち
に
よ
っ
て
都
合
よ
く
換
骨
奪
胎
さ
れ
た
キ

ャ
ラ
ク
タ
ー
で
あ
る
に
違
い
な
い
が
、『
論
語
』
の
顔

回
に
強
調
さ
れ
る
「
器
な
ら
ず
」
の
君
子
像
が
、
結
果

と
し
て
道
家
思
想
と
似
通
う
イ
メ
ー
ジ
を
持
つ
こ
と
を

示
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

も
ち
ろ
ん
、
儒
家
の
「
君
子
」
が
備
え
る
徳
目
は
、

『
荘
子
』
の
思
想
と
は
全
く
異
な
る
も
の
で
あ
り
、「
器

な
ら
ず
」
と
は
い
っ
て
も
、
道
家
の
「
道
」
の
よ
う
に

認
識
不
能
な
も
の
で
は
な
い
。
孔
子
に
と
っ
て
君
子
は

明
白
に
把
握
で
き
る
も
の
で
あ
っ
た
。
た
だ
そ
れ
は
、

一
つ
の
定
義
に
よ
っ
て
規
定
し
た
り
、
必
要
十
分
な
能

力
や
才
能
を
リ
ス
ト
で
示
し
た
り
で
き
る
も
の
で
は
な

く
、
個
別
の
状
況
に
お
け
る
行
動
や
心
の
あ
り
方
を
描
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