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（
の
思
考
法
）
で
あ
る
。

　
頭
脳
も
、
情
報
も
、
資
金
も
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
東

京
に
集
ま
る
。
地
方
大
学
出
身
者
の
同
窓
会
は
、
東
京

で
開
催
し
た
ほ
う
が
集
ま
り
が
よ
い
。（
略
）
し
か
し
そ

の
一
方
で
、
地
方
へ
の
感
覚
は
、
薄
れ
て
い
く
。
そ
こ

に
生
身
の
生
活
が
あ
り
、
知
恵
が
あ
り
、
誇
り
が
あ
る

こ
と
は
、
次
第
に
汲
み
取
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
く
。

（
略
）
政
治
家
・
官
僚
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
が
無
意
識
に

地
方
を
切
り
捨
て
て
い
く
。
そ
の
結
果
、
日
本
自
身
が

持
つ
奥
行
き
や
多
様
性
は
、
観
光
や
旅
行
で
消
費
す
る

対
象
と
し
て
常
に
そ
こ
に
あ
る
も
の
と
前
提
さ
れ
、
そ

れ
を
支
え
る
社
会
的
な
イ
ン
フ
ラ
に
割
か
れ
る
べ
き
心

は
も
は
や
失
わ
れ
が
ち
で
あ
る
」

　
ま
さ
に
そ
の
通
り
の
主
張
が
原は

ら

田だ

泰ゆ
た
か

・
早
稲
田
大
学

政
治
経
済
学
術
院
教
授
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
。
彼

は
公
共
事
業
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
言
う
の
だ
。

　「
人
が
ほ
と
ん
ど
い
な
い
場
所
に
、
多
額
の
お
金
を

か
け
る
必
要
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
む
し
ろ
、
人
を

別
の
場
所
に
移
す
と
い
う
こ
と
も
考
え
た
方
が
い
い
と

思
い
ま
す
。（
略
）
住
民
の
な
か
に
は
『
防
潮
堤
を
造
る

く
ら
い
な
ら
、
そ
の
カ
ネ
を
俺
に
く
れ
』
と
考
え
て
い

る
人
は
大
勢
い
る
と
思
い
ま
す
。
移
転
費
用
の
一
部
を

一
人
ひ
と
り
に
支
給
し
た
方
が
安
く
済
む
で
し
ょ
う
」

（『
日
経
コ
ン
ス
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
』
二
〇
一
三
・
二
・
二
五
）

　
彼
の
主
張
は
、
経
済
原
則
に
忠
実
な
こ
と
だ
け
が
正

の
存
在
と
そ
の
高
さ
ゆ
え
で
あ
る
。

　
こ
の
き
わ
め
て
厳
し
い
自
然
条
件
下
で
暮
ら
す
日
本

海
側
の
人
々
に
は
、
太
平
洋
側
の
人
間
に
は
な
い
季
節

の
移
り
変
わ
り
へ
の
深
い
情
念
が
あ
り
、
春
や
夏
の
訪

れ
や
風
景
の
変
化
に
つ
い
て
感
度
の
高
い
心
が
養
わ
れ

て
い
る
と
と
も
に
、
厳
し
い
困
難
に
対
す
る
忍
耐
力
も

身
に
つ
い
て
い
る
。

　
こ
の
著
し
い
生
活
不
便
地
に
多
く
の
人
々
が
生
活
し

て
い
る
こ
と
で
、
多
く
の
も
の
を
全
国
の
人
々
が
手
に

入
れ
て
い
る
。
米
や
酒
な
ど
と
い
う
産
品
以
外
に
も
、

海
岸
、
水
田
、
森
林
な
ど
、
日
本
人
の
原
風
景
と
で
も

い
う
べ
き
心
象
を
提
供
し
て
い
る
。
こ
こ
は
重
要
な
観

光
資
源
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
豊
か
な
自
然
が
工
業
製

品
に
も
活
か
さ
れ
て
い
る
。
新
潟
中
越
地
震
に
よ
っ
て

自
動
車
エ
ン
ジ
ン
の
ピ
ス
ト
ン
リ
ン
グ
の
供
給
が
滞
っ

て
、
国
中
の
自
動
車
生
産
に
支
障
を
来
し
た
こ
と
も
あ

っ
た
。

　
日
本
海
側
の
不
便
な
と
こ
ろ
に
日
本
人
が
生
活
し
て

い
る
か
ら
、
こ
れ
ら
の
こ
と
が
可
能
に
な
り
、
ま
た
こ

う
し
た
行
為
を
通
じ
て
「
国
土
が
守
ら
れ
て
い
る
」
の

で
あ
る
。
こ
れ
は
、
日
本
海
側
に
日
本
人
が
い
な
く
な

れ
ば
外
国
人
が
住
ん
で
し
ま
う
と
言
っ
て
い
る
の
で
は

な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
懸
念
が
な
い
こ
と
は
な
い
が
、

何
千
年
も
の
昔
か
ら
、
先
人
た
ち
が
苦
労
し
て
田
畑
を

開
き
川
を
鎮
め
て
き
た
国
土
を
、「
寸
土
た
り
と
も
荒

た
ま
に
観
光
で
訪
れ
る
分
に
は
風
雅
に
富
む
の
だ
が
、

川
端
康
成
が
雪
国
を
ト
ン
ネ
ル
の
向
こ
う
に
置
き
、
此

岸
か
ら
眺
め
る
彼
方
の
彼
岸
と
し
た
よ
う
に
、
雪
国
で

暮
ら
す
と
な
れ
ば
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。

　
雪
国
で
は
、
十
一
月
頃
か
ら
春
ま
で
続
く
う
っ
と
う

し
い
曇
天
が
始
ま
り
、
重
苦
し
い
気
分
に
さ
せ
ら
れ
る

ば
か
り
か
、
こ
の
こ
ろ
か
ら
異
様
な
湿
気
が
家
中
を
湿

ら
せ
る
。
そ
し
て
正
月
を
迎
え
る
頃
に
は
、
つ
い
に
雪

の
中
で
の
暮
ら
し
と
な
る
。
冬
ご
も
り
で
こ
の
時
期
を

や
り
過
ご
し
て
き
た
昔
と
は
違
い
、
防
雪
設
備
を
設
け

道
路
の
除
雪
排
雪
を
行
っ
て
活
動
を
維
持
し
な
け
れ
ば

暮
ら
せ
な
い
時
代
と
な
っ
て
、
雪
は
い
な
す
も
の
か
ら

戦
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
な
っ
た
。
温
暖
化
で

今
後
は
少
雪
と
な
る
と
い
う
声
も
あ
っ
た
が
、
近
年
豪

雪
の
中
心
が
北
上
し
て
青
森
な
ど
で
は
史
上
最
大
級
の

豪
雪
が
続
い
て
い
る
。

　
太
平
洋
側
に
冬
の
間
、
空
っ
風
な
ど
と
い
う
乾
燥
し

た
風
が
吹
き
、
好
天
に
恵
ま
れ
る
の
は
、
脊
梁
山
脈
が

か
な
り
高
い
た
め
に
、
山
脈
の
北
側
で
雪
と
湿
気
を
落

と
し
き
っ
た
風
が
太
平
洋
側
で
吹
く
か
ら
で
あ
る
。
シ

ベ
リ
ヤ
寒
風
と
対
馬
暖
流
を
前
提
と
す
れ
ば
、
日
本
列

島
に
降
雪
が
あ
る
の
は
必
然
だ
。
日
本
海
側
だ
け
で
降

雪
の
ほ
と
ん
ど
を
引
き
受
け
て
い
る
の
は
、
脊
梁
山
脈

国
を
思
え
ば
ノ
ス
タ
ル
ジ
ッ
ク
な
気
分
に
な
る
。

雪
に
覆
わ
れ
た
水
墨
画
の
世
界
は
幻
想
的
で
、

雪

廃
さ
せ
て
次
世
代
に
引
き
渡
す
自
由
な
ど
現
世
代
に
あ

る
わ
け
が
な
い
」
と
い
う
意
味
で
の
「
国
土
の
守
り
」

な
の
で
あ
る
。
日
本
海
側
と
太
平
洋
側
と
の
総
体
が

「
日
本
国
」
な
の
だ
。

　
九
州
大
学
の
施せ

光て
る

恒ひ
さ

准
教
授
は
、
ブ
ロ
グ
の
な
か
で

次
の
よ
う
に
言
う
。

　「
評
論
家
の
江
藤
淳
氏
は
『
日
本
文
学
の
根
底
に
あ

る
の
は
、
土
地
に
眠
る
死
者
の
魂
の
痕
跡
を
感
受
す
る

精
神
だ
』
と
論
じ
ま
し
た
。
土
地
に
臨
み
、
過
去
の

人
々
の
暮
ら
し
や
思
い
を
受
け
と
り
、
歌
に
詠
み
こ
む
。

そ
こ
か
ら
日
本
の
文
芸
が
誕
生
し
た
の
だ
と
述
べ
て
い

ま
す
。

　
昨
今
の
尖
閣
や
竹
島
の
問
題
で
国
土
に
対
す
る
意
識

が
高
ま
る
こ
と
は
大
い
に
結
構
な
こ
と
で
す
。
で
も
、

さ
ら
に
踏
み
込
ん
で
国
土
の
意
義
を
考
察
し
、
土
地
に

根
差
す
先
人
の
生
活
や
努
力
に
思
い
を
馳
せ
る
感
受
性

や
、
地
域
へ
の
深
い
愛
着
の
念
を
取
り
戻
す
こ
と
も
必

要
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
が
荒
れ
果
て
た
地
域

社
会
の
再
生
を
目
指
す
政
策
に
結
び
つ
き
、
日
本
古
来

の
道
徳
観
の
復
興
に
つ
な
が
っ
て
い
く
と
思
え
る
か
ら

で
す
」

　
遠え

ん

藤ど
う

乾け
ん

・
北
海
道
大
学
公
共
政
策
大
学
院
教
授
は
、

最
近
の
『
中
央
公
論
』
で
以
下
の
よ
う
に
示
し
た
。

　「
近
年
特
に
気
に
な
っ
て
い
る
の
が
、
二
十
一
世
紀

に
な
っ
て
も
衰
え
る
こ
と
を
知
ら
な
い
東
京
一
極
集
中

し
い
と
す
る
経
済
至
上
主
義
だ
。
ベ
ネ
ッ
セ
の
福
武
總

一
郎
氏
は
、「
経
済
な
ど
文
化
の
僕し

も
べ

で
し
か
な
い
」
と

言
う
。
人
は
そ
れ
ぞ
れ
に
多
様
な
価
値
を
追
求
し
て
い

る
の
だ
。
原
田
氏
の
主
張
に
は
、
わ
れ
わ
れ
人
類
が
克

服
し
た
は
ず
の
「
棄
民
思
想
」
が
あ
る
。
自
分
を
便
利

な
此
岸
に
置
い
た
ま
ま
、
条
件
不
利
地
域
を
彼
岸
化
し

て
向
こ
う
に
置
い
て
い
る
の
だ
。「
人
が
い
て
地
域
が

あ
る
」
の
で
あ
り
、
わ
が
国
で
は
「
人
の
い
な
い
地
域
」

な
ど
地
域
で
は
な
い
。
棄
地
域
思
想
は
、
忌
む
べ
き
棄

民
思
想
そ
の
も
の
だ
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
人
が
住
ま
な
い
国
土
は
必
ず
荒
廃
す
る
。
繰
り
返
す

が
、
現
世
代
の
経
済
的
な
理
由
な
ど
で
国
土
や
地
域
を

荒
廃
さ
せ
る
自
由
な
ど
を
わ
れ
わ
れ
は
持
っ
て
い
な
い
。

彼
は
、
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
に
つ
い
て
も
、
同

じ
よ
う
に
金
の
掛
か
る
復
興
な
ど
せ
ず
に
首
都
圏
に
で

も
来
い
と
思
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
地
方
に
つ
い
て

経
済
以
外
の
価
値
を
何
も
考
え
た
こ
と
が
な
い
の
だ
ろ

う
か
。

　
遠
藤
乾
教
授
は
、
イ
タ
リ
ア
で
は
「
地
方
に
恥
じ
ら

う
こ
と
な
く
お
金
を
落
と
し
」
地
場
の
産
業
を
育
て
て

い
る
し
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
地
方
の
豊
か
な
風
景
や
伝

統
を
守
る
た
め
に
、「
国
土
整
備
」
と
い
う
言
葉
で
く
る

ん
で
田
舎
を
守
っ
て
い
る
の
に
、
日
本
で
は
、
田
舎
の

大
切
さ
や
そ
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
へ
の
感
覚
が
薄
れ
て
き

て
い
る
と
嘆
い
て
い
る
が
、
ま
っ
た
く
同
感
で
あ
る
。
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