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居費

ア
タ
ム

-ス、
1

ス
の
自
然
的
自
由

白

杉

庄

郎

ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
は
周
知
白
如
く
「
白
然
的
自
由
の
糟
制
」
を
以
て
迎
想
的
な
政
治
粧
済
鰐
制
と
な
し
た
。
自
然
的
自
由
と
は
何

で
あ
ら
う
か
。
そ
れ
は
ス
さ
ス
の
道
徳
哲
事
。
巾
に
深
い
根
祇
を
有
す
る
干
ろ
に
忠
は
れ
る
。
『
遺
徳
情
操
論
』
の
中
に
見
ら
れ
る
ス

ミ
ス
白
経
済
的
自
由
主
義
の
世
外
視
的
基
礎
に
つ
い
て
若
干
の
汚
察
を
進
め
て
見
た
い
と
思
ム
。

ス
ミ
ス
白
道
徳
智
撃
の
根
抵
に
あ
る
根
本
の
一
立
場
は
、
騒
々
指
摘
さ
れ
て
ゐ
る
如
く
自
然
紳
壊
す
な
は
ち
明
神
論
で
あ
っ
た
。

λ

ミ
ス
白
法
律
・
政
治
長
よ
び
総
体
思
州
市
の
基
調
と
な
し
て
ゐ
た
の
は
一
百
ム
ま
で
も
た
く
、
グ
ロ
テ
イ
ウ
ス
以
来
白
自
然
法
の
思
想
で
あ

っ
た
が
、
然
し
ス
ミ
ス
心
場
合
自
然
法
の
思
想
を
基
礎
づ
け
て
ゐ
た
の
は
明
神
論
的
世
界
観
で
あ
っ
た
。
川
内
糾
愉
は
体
蒙
時
代
に
尉

〈
阿
欧
諸
問
に
行
は
れ
た
思
想
で
あ
る
が
、
世
作
家
思
忽
の
母
凶
イ
ギ
リ
ス
に
於
て
は
、

ハ

l
d
l
ト
を
帆
と
し
、
プ
ラ
ウ
ン
ト
や
ロ

ツ
ク
等
も
ま
た
そ
の
先
駆
者
と
巧
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
就
中
十
八
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
一
一
ユ

1
1
ン
の
物
理
柿
準
的
諮
明
と
相

候
っ
て

1
1
ラ
ン
ド
、

テ
イ
ン
ダ
ル
、

ヨ
リ
ン
ス
、
ポ
ー
リ
ン
グ
プ
ロ
ー
グ
等
の
所
謂
自
由
思
想
宋
が
華
同
し
た
。
然
し
巾
で
も
ス

ア
ダ
ム
・
ス
さ
ス
目
白
熱
的
自
向

第
五
十
二
巻

凹
四
五

第
凶
競

VY 
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ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
目
白
接
的
自
由

第
五
千
二
巻

四
メ、

第
四
挽

四
回
大

ミ
ス
の
思
想
の
致
展
に
と
っ
て
最
も
軍
一
要
た
の
は
シ
ヤ
フ
ツ
ベ
リ
l
沿
土
ぴ
ハ
チ
エ
ソ

y

の
方
向
で
あ
っ
て
、
理
神
論
的
世
界
湖
は

シ
ヤ
フ
ツ
ペ
リ
ー
に
よ
っ
て
道
徳
的
世
界
に
適
用
さ
れ
て
湖
特
の
展
開
を
と
げ
、
そ
れ
が
ハ
チ
エ
ソ
ン
を
経
て
ス
ミ
ス
に
至
っ
た
と

考
へ
ら
れ
る
。

思
想
史
的
聯
闘
は
措
い
て
、
ス
ミ
ス
の
著
書
に
現
れ
て
ゐ
る
限
り
に
於
て
問
題
に

L
て
行
け
ば
、
ス
ミ
ス
は
世
界
を
吠
の
如
〈
把

「
一
岬
の
慈
悲
心
と
智
惑
が
水
幼
の
昔
か
ら
常
に
最
大
の
幸
隔
を
生
み
出
す
た
め
に
宇
向
と
い
ふ

E
大
た
機
械
を
考

案
し
起
押
し
て
来
た
。
」
と
。
或
は
ま
た
斗
字
情
白
金
住
民
は
、
最
も
卑
賎
た
も
の
も
最
も
高
貴
在
も
の
も
、
自
然
の
全
法
動
を
指
導

掘
す
る
。
卸
ち

し
、
自
分
自
身
の
不
鑓
の
完
全
性
に
よ
っ
て
常
に
世
界
の
最
大
幸
柄
を
維
持
し
よ
う
と
決
意
せ
る
か
の
偉
大
に
し
て
慈
悲
深
雪
全
智

奈
能
再
の
直
接
の
配
慮
と
保
設
白
下
に
あ
旬
。
」
と
。
す
友
は
も
ス
ミ
ス
は
字
情
の
創
造
者
止
し
て
神
を
想
定
し
た
。
字
情
は
岬
に
よ

っ
て
作
ら
れ
た
一
個
の
大
き
在
機
械
白
如
き
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
宇
宙
は
機
械
と
同
様
に
製
作
者
に
よ
っ
て
強
め
定
め
ら
れ
た

目
的
に
よ
る
調
和
を
保
っ
て
ゐ
る
ロ
我
々
は
ス
ミ
ス
に
於
で
も
所
謂
橡
定
調
和
の
信
仰
を
見
山
川
す
の
で
あ
る
♂
例
へ
ば
彼
は
か
う
一
一
品

っ
て
ゐ
る
、

「
宇
市
の
あ
ら
ゆ
る
部
分
に
於
で
我
々
は
諸
々
の
手
段
が
惹
起
す
べ
く
意
閲
さ
れ
た
諸
々
の
目
的
に
概
め
て
巧
妙
に
凋

格
さ
れ
て
ゐ
る
白
を
槻
る
、
そ
し
て
植
物
ま
た
は
動
物
の
機
構
に
於
て
我
々
は
あ
ち
ゆ
る
も
の
が
例
措
の
保
有
と
種
白
増
殖
と
い
ふ

同
然
の
エ
ヘ
目
的
を
一
達
成
す
る
や
う
に
工
夫
さ
れ
て
ゐ
る
の
に
篇
歎
ず
る
己
と
。
も
っ
と
も
、
字
山
の

H
的
は
、
機
械
の
そ
れ
が
八

聞
に
よ
っ
て
附
輿
さ
れ
た
の
で
あ
る
の
に
針
し
て
、
字
市
の
創
造
者
た
Z
紳
白
把
持
す
る
と
と
ろ
で
あ
る
と
い
ふ
相
還
が
あ
る
。
而

し
て
宇
宙
白
作
ら
れ
た
目
的
は
そ
の
巾
の
全
存
在
の
繁
柴
と
幸
一
闘
で
あ
る
。

字
情
白
創
造
者
た
る
全
智
全
館
の
伯
仲
が
時
に
自
然
と
呼
ば
れ
る
が
、
然
し
ス
ミ
ス
が
自
然
と
い
ふ
白
は
多
く
白
場
合
神
に
よ
っ
て

創
造
さ
れ
た
字
市
を
構
成
す
る
個
々
の
創
造
物
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
後
の
意
味
の
自
然
に
封
し
て
紳
は
つ
自
然
山
一
創
浩
者
」
(
神
宮
〉
旦
宮
崎
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-
E
E
Z
)
と
呼
ば
れ
る
。
紳
と
し
て
の
自
然
と
帥
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
白
然
と
の
匝
別
は
所
調
能
産
的
同
然
と
所
産
的
自
然
と
の
匝

別
に
相
臨
ナ
る
と
云
へ
ょ
う
。
自
然
は
一
岬
に
上
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
神
の
意
闘
の
賞
現
さ
れ
売
も
D
で
あ
っ
た
、
ヌ
ミ
ス

一
様
に
モ
の
創
浩
者
の
神
慮
(
空

E
E
E
2
3
)
を
表
現
す
る
」
と
も
言
。

は
「
自
然
む
あ
ら
ゆ
る
部
分
は
、
司
同
意
深
〈
見
渡
す
と

ナ
一
ゐ
る
ロ
従
っ
て
自
然
は
そ
れ
白
鶴
菩
在
る
も
白
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
E
K
ス
ミ
ス
の
世
界
槻
が
柴
観
的
理
紳
論
だ
と
一
宮
は
れ
る
所

引
が
あ
る
心
で
あ
る
。

同
ビ
と
と
は
人
間
に
う
い
て
も
言
は
れ
る
。
人
間
も
ま
た
宇
宙
の
住
民
と
し
て
一
刊
の
創
迭
し
た
自
然
の
一
部
分
に
ほ
か
た
ち
た
い

か
ら
で
あ
る
。
寅
際
、
被
創
造
物
友
か
ん
づ
〈
人
類
白
幸
摘
が
自
然
の
創
造
者
の
世
界
創
造
り
目
的
で
あ
る
止
い
ム
の
が
、
ス
ミ
ス

の
道
徳
哲
阜
の
根
祇
を
形
成
す
る
根
本
信
念
で
あ
っ
た
。

「
人
類
ゐ
上
ぴ
繭
徐
一
切
り
現
性
的
創
造
物
白
幸
一
脈
は
、
自
然
白
創
造
者
が
そ
れ
ら

E
存
在
せ
し
め
た
時
、
自
然
の
創
造
者
忙
ょ
っ
ョ

て
意
岡
さ
れ
た
本
来
白
目
的
で
あ
っ
た
干
う
に
瓜
は
れ
る
。
そ
れ
以
外
の
如
何
た
る
目
的
も
、
我
々
が
必
然
的
民
同
然
の
創
造
者
陀

却
す
る
最
高
の
智
慧
や
神
的
仁
惑
に
値
し
た
い
干
う
に
息
は
れ
る
。
創
法
者
の
ん
唯
一
限
の
完
成
と
い
ふ
と
と
を
抽
象
的
に
考
察
す
る
と

と
に
よ
っ
て
我
々
が
懐
〈
や
う
に
在
る
こ
の
見
解
は
、
自
然
の
仕
事

!
lそ
れ
は
憾
で
幸
帽
を
増
進
し
不
幸
に
持
し
て
保
護
寸
る
と

と
を
問
的
B

と
し
て
ゐ
る
や
う
に
忠
は
れ
る
心
で
あ
る
が
ー
ー
を
調
べ
て
見
る
と
と
に
よ
っ
て
一
暦
よ
く
確
一
羽
印
さ
れ
る
。
而
し
て
我
々

の
道
徳
的
能
力
の
命
令
に
従
っ
て
行
属
す
る
己
と
に
よ
っ
て
我
々
は
必
然
的
に
人
類
の
幸
臓
の
増
進
に
最
も
有
故
左
手
段
を
遁
求
す

る
の
で
あ
り
、

従
っ
て
或
る
意
味
に
於
て
紳
に
協
力
し
、

我
々
の
力
の
及
ぷ
か
ぎ
り
紳
の
計
書
(
同

z
z
z
o『

H
J
E
L
S
E
)
を
推
進

め
る
の
で
あ
る
と
言
へ
る
。
反
針

K
我
々
は
そ
れ
と
具
っ
た
行
震
を
な
す
と
正
に
よ
っ
て
昨
界
の
幸
隔
と
完
成
の
た
め
に
自
然
心
創

治
者
が
確
立
し
た
計
書
を
或
る
桂
，
反
妨
害
し
、
或
る
程
度
い
は
ピ
一
岬
の
敵
で
あ
る
己
と
を
宣
言
す
る
や
う
な
も
の
で
あ
る
と
思
は
れ

ア
ダ
ム
凧
ス
さ
ス
の
自
然
的
自
由

第
四
韓

第
五
寸
二
容

凶
凹
七

問j

九

ibid. Part II， Sec. IJ， Ch. III 3) 



ア
ダ
ム
・
ス
さ
ス
の
白
熱
的
自
由

第
五
寸
二
巻

四
四
八

第
四
銭

主L

O 

る
。
己
、
か
ら
我
々
は
自
然
に
第
一
白
場
合
に
は
岬
心
特
別
の
恩
恵
と
褒
賞
を
希
望
し
、
第
二
の
場
合
に
は
訓
仰
の
陪
賓
在
報
砲
と
庵

罰
を
恐
れ
る
に
五
ら

L
め
ら
れ
る
の
で
あ
列
。
L

被
創
造
物
注
か
ん
づ
く
人
類
の
幸
耐
が
一
川
の
計
重
し
で
あ
り
、
そ
の
貫
現
に
針
し
て
岬
に
協
力
す
る
ム
」
い
ム
と
と
ろ
に
人
類
の

道
徳
的
行
銭
の
意
味
が
あ
る
。
こ
の
や
う
に
、
自
然
の
創
治
者
の

H
的
は
被
創
造
物
及
か
ん
づ
く
人
類
白
予
隔
な
の
で
あ
る
が
、
然

ら
ば
幸
一
一
耐
と
は
一
関
何
で
あ
ら
う
か
。
我
々
は
己
、
で
ス
ミ
ス
の
宰
耐
視
を
尋
ね
て
若
干
脇
路
へ
そ
れ
る
。

ス
ミ
ス
は
或
る
個
所
で

「
幸
耐
は
平
穏

(
E
Z邑
-
ミ
)
と
享
略
式

(EZEE-)
に
あ
る
。
平
穏
た
く
し
て
享
梁
は
あ
り
得
な
い
、

そ
し
て
完
益
友
平
穏
の
あ
る
と
と

λ
享
柴
し
得
泣
い
も
の
は
殆
ん
ど
た
い

Q

」
と
百
つ
て
ゐ
る
。
と
の
幸
踊
観
に
於
ナ
一
平
穏
と
い
ふ
の

は
内
的
精
神
的
側
耐
を
一
お
っ
た
も
の
で
あ
り
、
卒
業
と
い
ふ
の
は
外
的
物
質
的
側
聞
を
云
っ
た
も
の
と
解
し
で
大
概
説
り
は
友
い
で

あ
ら
う
の
刊
ま
た
別
の
個
所
で
は
「
人
生
の
畏
の
幸
一
耐
」
は
「
身
鵠
の
安
易
と
精
神
の
平
和
」
に
あ
る
と
考
へ
て
ゐ
た
や
ろ
に
も
制
附
さ

れ
る
の
で
あ
る
が
、
乙
れ
も
た
憾
同
一
の
思
想
#
へ
と
云
ふ
こ
と
が
同
来
よ
う
。

ス
ミ
ス
由
幸
幅
削
慨
が
精
紳
的
要
素
と
並
ん
で
物
質
的
要
素
を
含
ん
で
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
に
は
重
要
た
意
味
が
あ
る
。
荒
し
そ
と
に

中
世
白
宗
教
的
禁
慾

t
義
に
反
抗
し
て
古
代
の
ギ
リ
シ
ャ
的
現
世
主
義
へ
復
師
し
よ
う
と
す
る
ス
ミ
ス
の
道
徳
哲
曜
の
根
本
心
立
揚

が
讃
み
取
ち
れ
得
る
か
ら
で
あ
る
。
古
代
の
道
徳
折
口
事
の
刷
費
封
象
は
っ
人
聞
の
宰
岡
正
完
成
」
で
あ
っ
た
、
そ
と
で
は
徳
の
完
成

は
必
然
的
に
そ
れ
を
所
有
す
る
人
々
ド
現
世
に
於
け
る
最
も
完
全
た
幸
耐
を
粛
す
も
の
正
考
へ
ら
れ
た
。
然
る
に
道
徳
哲
事
が
一
岬
皐

に
隷
屈
せ
し
め
ら
れ
た
時
、
仙
川
白
完
成
は
現
世
に
於
け
る
幸
耐
と
一
般
に
或
は
む
し
ろ
殆
ん
ど
常
に
一
致
し
た
い
と
主
張
さ
れ
た
。

人
間
生
活
は
主
と
し
て
来
肱
白
幸
耐
と
い
ふ
観
鮪
か
ら
考
察
さ
れ
、

民
疑
論
と
禁
慾
道
徳
が
道
徳
哲
壊
の
主
要
部
分
を
構
成
す
る
に

Moral Sentirnent". Part IJ1， Ch. V 
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交
っ
た
。
こ
れ
を
ス
主
ス
は
道
徳
哲
曲
学
の
墜
落
と
断
じ
加
。
彼
の
抗
徳
哲
事
が
操
っ
て
ふ
止
つ
根
本
の
立
場
は
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
そ
れ

に
見
ら
れ
る
現
山
七
義
で
あ
り
、
日
っ
と
の
現
町
主
義
に
も
と
づ
〈
外
的
物
質
的
な
幸
耐
の
曾
草
が
彼
を
し
て
経
済
撃
の
州
究
へ
駅

り
立
て
t
h

行
っ
た
と
い
勺
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

川
相
し
た
が
ら
、
同
時
に
我
々
は
ス
ミ
ス
の
物
質
的
平
耐
に
闘
す
る
見
解
が
側
め
て
梁
観
的
で
あ
っ
た
こ
と
に
‘
汀
若
し
在
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
彼
は
或
る
個
別
で
一
一
い
っ
て
ゐ
る

「
健
康
で
借
金
も
な
く
HT
ら
む
良
心
を
も
っ
た
人
の
字
耐
に
そ
の

k
何
が
つ
け
加
へ
ら

れ
得
る
で
あ
ら
う
か
。
か
う
し
た
吠
態
に
あ
る
荷
に
と
っ
て
は
、
財
産
白
増
加
友
P
一
と
い
ふ
と
と
は
総
て
俗
山
討
な
と
と
弘
一
行
っ
て
」

か
ら
う
。

し
か
も
、
か
う
し
た
献
態
は
買
に
人
類
の
内
然
か
っ
骨
迅
の
耽
態
で
あ
る
と
バ
っ
て
よ
い
の
で
あ
る
。
現
在
恨
の
中

は
一
ネ
干
に
み
ち
殴
落
し
て
ね
る
と
歎
か
れ
て
ゐ
る
が

l
lそ
し
て
モ
の
歎
き
は
十
分
根
披
心
あ
る
と
と
で
あ
る
が
|
そ
れ
に
も
か

か
は
ら
中
、
賓
際
は
ト
仰
心
欣
態
が
大
部
分
の
人
々
の
欣
態
左
の
で
あ
る
。
L

と
。
さ
ら
に
被
は
、

「
全
世
界
を
平
均
的
に
勾
へ
て
見
る

が
よ
い
、
背
痛
ま
た
は
不
し
γ
に
背
む
者
一
人
に
謝
し
て
二
十
人
は
順
境
に
あ
っ
て
喜
び
又
は
少
く
と
も
か
な
り
の
境
過
に
あ
る
で
あ

ち
う
。
確
か
に
我
々
は
一
」
十
人
と
共

ι事
ぷ
上
り
は
む
し
ろ
一
人
と
共
に
抗
〈
べ
骨
川
崎
山
を
泉
げ
る
こ
と
は
日
来
た
い
の
で
あ
る
。
」

と
さ
へ
百
っ
て
ゐ
る
叫
ま
た
械
は
別
白
個
州
で
は
‘
「
榊
が
土
地
そ
少
数
の
地
主
の
附
に
分
け
も
れ
時
、
一
川
は
分
割
に
も
れ
た
や
ろ
に
見

え
る
人
々
を
忘
れ
た
の
で
も
な
付
れ
ば
見
拾
て
た
の
で
も
在
い
。
と
れ
ら
の
人
々
も
士
た
土
地
が
生
産
す
る
締
て
の
も
の

L
分
前
を

字
布
す
る
の
で
あ
る
。
人
生
の
民
の
辛
一
一
耐
を
緋
成
す
る
も
の
に
闘
し
て
は
、
彼
等
は
如
何
左
右
貼
忙
於
て
も
、
彼
等
よ
り
透
か
上
だ

と
田
山
は
れ
る
か
も
知
れ
白
人
々
に
劣
り
は
し
左
い
。
身
憾
の
安
易
と
精
一
刊
の
平
和
に
闘
し
て
は
、
総
て
の
異
っ
た
階
級
が
同
↑
の
水

準
に
あ
る
、
公
選
の
傍
で
口
向
ぽ
っ
と
す
る
乞
食
も
岡
王
が
そ
れ
を
得
ん
と
し
で
職
ム
安
全
を
も
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
よ
と
も
一
一
首
っ

て
ゐ
る
。
こ
の
や
う
た
ス
ミ
ス
心
著
書
白
随
所
に
見
ら
れ
る
調
和
的
柴
観
的
注
入
生
観
は
、
営
時
の
イ
ギ
リ
ス
の
比
較
的
平
和
で
官

ア
ダ
ム
・
ス
号
、
ス
の
自
然
的
自
由

第
五
十
三
巻

第
叫
輯

豆i

四
川
同
九
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Wealth of Nat.ions.， Cannan乍 ed.Vol. I. p. 259 
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ア
ダ
ム
・
ス
き
ス
の
自
然
的
自
由

樺
五
十
二
巻

四
壬

O

第
四
競

五

裕
主主
壮
合
~k 
I!長
の
1正
映
で
あ

り

か
イコ
ス
ミ

ス

自
身。
閲
i萌
友
人
格
~) 

表
現
で

b 

つ
te 
と
共
に

彼
。コ
王IJ!
市~\I
論
的
世
』早
非E
ID 
蹄-

i占
で

拙稿、道徳情操論の肝究、題担与論護、第五O巻第六雄、アダム・スミスに於け当
る正義の翻念、同第五一巻第五競。

も
あ
っ
た
。
現
世
に
於
け
る
人
間
の
物
質
的
幸
耐
も
ま
た
紳
む
意
志
に
他
た
ら
な
い
と
考
へ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

然
ら
ば
、
現
世
の
幸
隔
に
針
ナ
る
右
の
如
雪
地
市
州
問
的
た
態
度
か
ら
、
「
同
氏
を
宮
ま
す
E
と
」
を
最
高
目
棋
と
す
る
や
ろ
友
絞
済
串

の
建
設
が
い
ど
う

L
て
必
要
ま
た
は
可
能
で
あ
っ
た
の
で
あ
ら
う
か
。
時
怖
か
に
我
々
は
か
う
疑
ふ
こ
と
が
出
来
さ
へ
す
る
や
う
に
思
は

れ
る
。
然

L
ス
ミ
ス
が
「
財
産
の
附
加
L

を
目
的
と
す
る
官
の
追
求
を
是
認
し
た
の
は
、
草
に
道
徳
哲
由
宇
白
針
象
が
「
人
間
白
幸
繭

ト
完
成
」
で
あ
り
而
も
そ
の
幸
踊
が
物
質
的
た
も
の

hqλ
凸
む
か
ら
と
い
ふ
た
け
の
理
巾
か
で
は
た
く
て
、

一
つ
は
宵
の
追
求
を
媒
介

左
し
で
徳
が
寅
現
さ
れ
る
と
巧
〈
た
か
ら
で
あ
り
、
今
一
つ
は
利
己
的
活
動
を
媒
介
に
し
て
刷
舎
の
幸
一
耐
が
増
進
さ
れ
る
と
考
へ
た

幻

第
一
白
貼
に
つ
い
て
は
世
間
て
述
べ
た
と
と
が
あ
れ
ー
、
今
問
題
に
し
よ
う
と
町
山
ふ
の
は
主
と
し
て
第
二
白
貼
で
あ
る

か
ら
で
あ
る
。

が
、
前
者
に
つ
い
て
ス
ミ
ス
白
世
界
観
止
の
闘
聯
に
於
て
在
ほ
若
干
白
考
察
を
進
め
て
見
た
い
。
現
神
論
的
世
界
翻
に
媒
介
さ
れ
て

第
一
白
鞘
は
第
二

D
拙
へ
導
い
て
行
〈
で
め
ら
う
。

ス
ミ
ス
は
、
内
然
の
創
泊
者
の
世
界
創
造
白
目
的
が
、
被
創
造
物
の
宰
耐
で
あ
る
と
い
ふ
昨
信
を
基
礎
と

L
て
、
現
世
に
於
け
る

九
千
一
附
は
道
徳
上
の
俸
と
一
致
す
る
と
考
へ
る
。

つ
も
し
我
々
が
こ
り
世
で
外
的
な
順
境
と
逆
境
(
宮
同
ORE-
官
臣
官
耳
可

E色
P内

Z
E
q
)
と
が
普
通
分
配
さ
れ
る
一
般
的
惜
別
を
考
へ
る

た
ら
ば
、
乙
の
世
に
於
け
る
商
事
が
置
か
れ
て
ゐ
る
や
う
に
見
え
る
無
秩
序
に
も
か
L
は
ら
中
、
や
は
り
と
の
肢
に
於
で
も
あ
ら
ゆ

る
徳
は
自
ら
、
モ
心
漣
営
な
変
質
す
な
は
ち
徳
主
奨
励
し
促
進
す
る
に
最
も
濁
世
間
な
褒
賞
と
合
致
す
る
、
そ
し
て
と
の
と
と
は
ま
た

極
め
て
碓
責
左
己
と
て
あ
っ
て
、
徳
を
全
く
止
へ
笠
せ
し
め
る
に
は
異
常
た
諸
事
情
の
共
働
を
必
要
と
す
る
程
で
あ
る
、
と
い
ふ
己
と

日)



を
我
々
は
知
る
で
あ
ら
う
。
勤
勉
や
分
別
千
四
体
躍
を
奨
励
す
る
に
最
も
泊
首
た
裂
貨
は
何
で
あ
る
か
。
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
一
事
業
に
於

げ
る
成
功
で
あ
る
。
人
生
全
憾
を
と
っ
て
考
へ
同
月
て
、
こ
れ
ら
白
徳
が
成
功
を
得
そ
こ
な
ふ
と
い
ふ
と
と
が
あ
り
得
る
で
あ
ら
う
か
。

寓
ー
と
外
的
名
器
は
そ
れ
ら
の
趨
也
友
報
酬
で
あ
り
、
そ
れ
ら
が
得
そ
こ
た
ふ
と
い
ふ
と
と
は
め
っ
た
に
あ
り
符
ね
報
酬
で
あ
る
。
誠

賞
や
ア
主
義
や
仁
愛
白
寅
行
を
促
進
す
る
に
最
も
遁
し
た
褒
賞
は
何
で
あ
る
か
。
我
々
が
共
に
生
活
す
る
人
々
白
信
任
や
掌
敬
干
愛
で

あ
る
。
L

現
世
に
於
け
る
幸
踊
が
徳
v
p
二
致
す
る
と
い
ふ
の
が
寸
一
刊
の
計
喪
L
で
あ
る
。
己
の
計
聾
は
ま
た
右
に
給
く
す
ぐ
吠
の
個
所
で
「
事

物
の
白
岬
怖
の
成
行
」

(
F
S
R
Eと
2
5
Z
A
P
5
m
F
)
と
も
或
は
寸
事
物
白
也
円
姐
の
成
行
」
(
同
Z
S
E
Z国
内

E
Z
o
h
E
F
E唱
)

と
も
呼
ば

れ
て
ゐ
る
。
と
こ
ろ
で
、
一
仰
の
世
界
創
治
の
目
的
は
世
界
の
幸
隔
で
あ
る
。
従
っ
て
事
物
を
し
て
そ
白
自
然
の
成
行
に
委
せ
る
と
と

が
、
科
の
計
書
を
費
現
し
人
類
の
幸
柄
を
増
進
す
る
所
以
と
な
る
。
己
誌
に
ス
ミ
ス
の
所
訪
自
然
的
自
由
の
思
想
の
根
本
的
危
基
礎

づ
け
が
見
附
さ
れ
る
。
然

L
級
は
決
し
て
人
聞
の
費
践
を
斉
定
し
た
の
で
は
な
い
。
人
間
む
賓
践
主
山
早
に
榊
の
討
査
の
賓
現
に
協
力

す
る
と
い
ふ
意
味
に
於
て
の
み
認
め
た
の
で
は
な
い
。
伎
は
既
に
或
る
個
所
で
、

「
人
聞
が
作
ら
れ
た
り
は
行
筋
の
た
め
で
あ
り
、

彼
白
諸
能
力
の
設
揮
に
よ
っ
て
自
分
自
身
長
上
ぴ
他
の
人
々
の
外
的
境
地
に
寓
人
の
幸
耐
に
最
も
古
川
都
合
で
あ
る
や
う
に
忠
は
れ
る

や
う
な
鑓
化
を
も
た
ら
す
た
め
で
あ
る
。
」
と
一
一
一
回
っ
て
ゐ
守
的
。

の
み
泣
ら
宇
、
棋
は
さ
き
の
論
建
に
引
柏
聞
い
て
現
世
に
於
け
る
辛
隔
が
徳
と
一
致
す
る
と
い
ふ
の
は
、
我
々
が

E
はい
h

自
然
の
創

活
者
の
立
揚
に
ま
で
高
ま
っ
て
そ
の
ま
闘
を
銅
山
脅
す
る
場
合
に
初
め
て
、
一
吉
ひ
換
へ
る
と
軒
目
接
的
洞
察
を
候
っ
て
初
め
て
一
百
へ
る
事

柄
で
あ
っ
て
、
人
閉
そ
の
も
の
、
立
揚
か
ら
は
事
物
は
品
十
し
も
そ
の
や
う
に
調
和
的
に
見
え
る
も
の
ど
は
な
い
と
し
て
、
言
ふ
。

「
然
し
順
境
と
逆
境
と
が
普
通
分
配
さ
れ
る
一
般
的
準
則
は
、
己
の
冷
静
に
し
て
哲
皐
的
危
光
で
考
察
す
る
揚
合
に
は
、
こ
の
世
に

ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
白
知
的
自
由

第
五
十
二
巻

第
四
競

四
五

互五
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ア
ダ
ム
・
ス
ご
ス
の
白
蛇
的
自
由

帝
五
十
二
巻

~li! 
五

第
四
説

玉
川

於
け
る
人
郊
の
境
迅

ι完
全
に
ふ
さ
は
し
い
も
の
で
あ
る
や
う
に
思
は
れ
る
け
れ
ど
も
、
而
も
そ
れ
は
決
し
て
我
々
の
自
然
的
怖
操

の
あ
る
も
の
に
は
ム
さ
は
し
く
な
い
。
活
干
の
憾
に
到
す
る
我
々
の
自
然
的
た
愛
好
や
敦
賀
は
我
々
が
そ
れ
に
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
名

者
十
褒
貨
を
|
l
そ
れ
ら
白
徳
が
必
十
し
も
作
つ
て
は
ゐ
た
い
他
の
性
質
の
趨
話
た
褒
貨
と
認
め
託
け
れ
ば
た
ら
た
い
や
う
た
褒
賞

を
さ
へ
|
|
附
興
し
た
い
と
忠
ふ
ほ
ど
で
あ
る
。

L

へ
皮
や
寛
容
や
五
遣
は
田
両
肢
の
歎
賞
を
支
配
す
る
の
で
あ
っ
て
、
孜
々
は
そ

れ
ら
の
徳
に
、
分
別
や
勤
勉
や
丹
精
の
自
然
的
結
川
市
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
徳
と
不
可
分
に
結
び
つ
い
て
ゐ
る
性
質
た
る
仲
間
千
力
ゃ
あ

ち
ゆ
る
種
類
の
名
容
を

mス
た
い
と
出
品
ふ
ほ

E
で
あ
る
。
勤
勉
た
悪
漢
が
土
地
を
排
し
、
櫛
惰
た
人
が
そ
れ
を
放
っ
て
世
く
と

寸
る
。
誰
が
収
穫
を
刈
取
る
べ
き
で
あ
る
か
。
誰
が
鍛
え
、
誰
が
塑
に
坐
治
す
る
か
。
事
物
自
然
心
成
行
は
そ
れ
を
謡
漢
に
布
利
在

や
う
に
決
定
す
る
。
人
類
の
自
然
的
情
操
は
有
徳
者
忙
有
利
た
や
う
に
決
定
す
る
。
前
者
の
善
良
友
刊
質
は
モ
れ
が
彼
に
質
す
利
ハ
仕

に
よ
っ
て
酬
は
れ
て
除
り
に
も
過
大
友
報
酬
を
受
け
、
後
者
の
怠
械
は
そ
れ
が
同
然
に
伎
に
粛
す
不
手
に
よ
っ
て
徐
り
に
附
く
罰
寸

ら
れ
す
、
ぎ
る
と
、

人
間
は
判
断
す
る
。

そ
し
て
人
類
心
情
操
の
結
川
慌
た
る
人
類
の
法

(
E
g
E
F
5・
四
百

E
口
語
官

2
5
1
Z
E
E

g
E
5
2
Z
)
は
勤
勉
に
し
て
用
心
深
い
叛
逆
者
の
坐
命
や
財
産
主
淡
牧
す
る
、

そ
し
て
異
常
た
報
酬
に
よ
っ
て
無
分
別
に
し
て
不
問

怠
で
は
あ
る
が
長
良
友
市
民
の
誠
賓
と
公
共
心
に
褒
賞
す
る
。
か
く
し
て
人
間
は
自
然
に
命
ぜ
ら
れ
て
、
然
ち
ざ
れ
ば
白
然
円
酬
聞
か

な
し
た
で
あ
ら
う
事
物
の
分
配
を
或
る
程
度
訂
正
す
る
。
こ
の
た
め
に
自
然
が
人
間
を
し
て
従
は
し
め
る
準
則
は
自
然
自
慨
が
従
ふ

州
中
則
と
は
異
っ
て
ゐ
る
。
自
然
は
あ
ら
ゆ
る
徳
島
上
ぴ
あ
ら
ゆ
る
思
に
、
前
者
を
拍
判
断
し
後
押
を
抑
制
す
る
に
最
も
泊
し
た
袋
賞
圭

た
は
底
罰
を
附
興
す
る
。
円
然
は
た
い
、
単
に
こ
の
有
慮
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
、
功
績
や
罪
過
が
人
山
の
情
操
や
激
情
心
中
で
も
っ
て

ゐ
る
嫌
々
の
度
合
に
つ
い
て
は
的
ん
ど
将
慮
し
な
い
。
乙
れ
に
反
し
て
人
間
は
後
者
に
の
み
考
慮
を
排
日
、
あ
ら
ゆ
る
徳
の
航
態
を

し
て
彼
自
身
が
そ
れ
に
針
し
て
認
め
る
混
と
鐘
敬
?
度
合
に
又
あ
ら
ゆ
る
徳
山
欣
態
を
し
て
軽
蔑
と
嫌
誕
の
度
合
に
精
確
に
比
例
せ



し
め
ん
・
と
す
る
。
肖
然
が
従
ふ
準
則
は
向
然
に
ふ
さ
は
し
ぐ
、
人
聞
が
従
ふ
治
則
は
人
間
に
ム
さ
は

L
ぃ
。
而
L
で
嗣
者
は
共
忙
同

一
の
大
目
的
す
在
は
ち
世
界
D
秩
序
と
人
間
性
の
完
成
と
幸
耐
を
促
進
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
へ
ら
れ
る
ω

」

自
然
の
創
迭
者
が
人
類
一
耽
舎
を
創
造
し
た
目
的
は
人
類
枇
舎
の
字
幅
究
と
考
へ
ら
れ
る
り
で
あ
る
が
、
而
も
個
々
の
一
場
合
を
考
へ

る
ん
各
人
の
幸
隔
は
必
中
し
も
「
事
物
の
自
然
白
成
行
」
に
従
つ

τ賓
現
さ
れ
る
の
で
は
た
い
。
人
間
が
自
然
に
蹴
興
さ
れ
て
ゐ
る

道
徳
的
能
力
忙
従
う
で
幸
耐
に
値
す
る
と
判
断
す
る
人
物
が
「
事
物
の
自
然
の
一
成
行
L

に
従
っ
て
必
中
幸
一
耐
だ
と
は
限
ら
在
い
。
そ

己
で
ス
ミ
ス
は
「
事
物
白
自
然
の
成
行
」
陀
到
し
て
或
る
程
度
の
訂
正
を
加
へ
る
と
い
ム
意
味
に
於
け
る
人
聞
の
能
動
的
た
育
践
を

認
め
て
来
た
の
で
あ
る
。
人
間
の
管
践
は
先
づ
第
一
に
は
「
事
物
の
同
然
の
成
行
」
に
従
っ
て
紳
の
計
書
に
協
力
す
る
と
と
み
に
あ

る
の
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
第
三
に
は
「
事
物
の
自
然
の
成
行
」
に
一
種
白
修
正
を
加
へ
る
に
あ
る
。
己
、
に
於
で
「
事
物
の
同
然
の

成
行
」
寸
た
は
ち
「
自
然
の
従
ふ
準
則
」
に
封
し
て
「
人
間
の
従
ム
準
則
」
す
な
は
ち
「
人
類
の
法
」
が
軍
要
た
烹
味
を
も
っ
セ
〈

る。

「
自
然
の
柊
ふ
準
則
」
と
「
人
聞
の
従
ふ
準
則
」
と
の
匝
別
は
所
謂
向
然
法
と
人
定
法
と
の
日
間
別
に
照
応
す
る
。
ス
ミ
ス
は
自

然
訟
に
謝
す
る
人
定
法
の
修

E
的
意
義
を
認
め
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
乙
の
賄
は
ス
ミ
ス
の
自
由
主
義
を
理
解
す
る
上
に
或
毛
限
度

の
重
要
惟
を
も
っ
事
柄
で
は
た
い
か
占
考
へ
ら
れ
る
。
彼
は
革
商
卜
仁
義
的
危
岡
山
軍
統
制
を
排
醒
し
た
り
れ

E
も
、
決
し
て
岡
家
統
制

一
般
を
否
定
し
た
白
で
は
泣
い
。
己
の
と
と
は
「
白
然
的
問
削
の
悌
制
」
に
於
て
も
岡
防
・
司
法
行
政
台
工
ぴ
或
る
種
の
公
共
事
業

が
主
権
者
の
同
町
ミ
ペ
か
ら
ざ
る
義
務
と
さ
れ
て
ゐ
た
己
と
を
思
へ
ば
明
か
で
あ
る
。
自
然
的
白
山
と
い
ふ
も
正
義
白
法
を
犯
さ
ピ
る

限
度
内
氏
於
T

の
と
・
と
で
あ
っ
た
り
で
あ
る
。
同
家
統
制
を
「
事
物
の
自
然
の
成
行
」
に
合
致
せ
し
め
る
と
と
が
彼
の
同
市
川
十
七
義
の

本
意
で
あ
っ
た
と
解
さ
れ
る
り
で
あ
る
。

併
し
た
が
ら
、

ホ
の
如
き
芯
味
に
於
け
る
人
間
心
賓
践
を
認
め
た
場
合
に
も
左
ぽ
ス
ミ
ス
の
自
然
主
義
の
立
場
は
一
貫
し
で
ゐ

ア
ダ
ム
・
ス
さ
ス
の
自
陣
略
的
自
由

第
五
十
二
容

凶

有

三

第
凶
焼

互乙
cli 
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ア
ダ
ム
・
之
さ
ス
白
白
血
知
的
自
由

第
五
十
二
巻

五
六

四
五
四

第
四
披

る
。
印
ち
「
事
物
の
自
然
の
成
行
」
に
封
し
て
一
定
の
修
正
を
加
へ
る
「
人
類
白
法
じ
は
人
類
の
情
換
の
結
果
で
は
あ
る
が
、
然
し

人
類
の
情
操
そ
の
も
の
が
自
然
に
よ
っ
て
賦
興
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
「
人
類
の
法
」
も
畢
党
自
然
に
よ
っ
て
命
ぜ
ら
れ
自
然
が

人
類
を
し
て
従
は
し
め
る
準
則
に
ほ
か
左
ら
た
い
。
己
の
面
か
ら
見
れ
ば
一
附
者
は
共
に
自
然
む
秩
序
目
前
面
で
あ
り
、
同
一
白
目
的

す
た
は
ち
「
世
界
の
秩
序
と
人
間
性
白
完
成
と
幸
耐
L

を
促
進
す
る
も
の
な
白
で
あ
る
。
の
み
な
ら
や
、
「
事
物
白
自
然
の
成
行
」
に

「
事
物
白
自
然
の
成
行
は
人
間
の
無
力
な
努
力
に
よ
っ
て
令
部
統
御

さ
れ
る
と
い
ふ
己
と
は
山
川
来
左
い
、
流
れ
は
飴
り
に
早
〈
徐
り
に
強
〈
て
人
間
は
そ
れ
を
止
め
得
た
い
の
で
あ
る
叫
」

寸
事
物
の
自
然
白
成
行
」
に
封
ず
る
人
関
心
無
力
と
い
ふ
こ
と
か
ら
ス
ミ
ス
は
道
徳
を
宗
教
と
結
び
つ
け
る
。
然
し
政
治
解
済
の
領

域
に
於
て
彼
が
そ
れ
か
ら
導
き
出
し
て
来
た
結
論
は
事
物
を
し
て
そ
心
自
然
む
成
行
に
ま
か
せ
る
と
い
ふ
と
と
で
あ
っ
た
。
然
し
と

針
す
る
人
間
心
一
修
医
に
は
重
大
な
限
界
が
存
在
す
る
。
印
ち
~

の
場
合
に
も
、
自
然
の
成
行
が
紳
の
意
志
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
の
信
仰
に
は
登
り
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

四

自
然
の
創
活
者
が
人
聞
を
作
っ
た
目
的
が
本
来
人
間
的
手
隔
で
あ
る
。
人
類
は
も
と
も
と
意
識
す
る
と
せ
ざ
る
と
に
拘
ら
や
、
欲

す
る
と
歓
せ
ざ
る
と
に
拘
ら
中
、
自
然
の
一
本
能
乃
至
欲
望
を
追
求
す
る
こ
と
に
己
白
目
的
に
協
力
す
る
や
う
に
作
ら
れ
た
白
で
あ

る
。
ス
ミ
ス
は
人
聞
の
欲
望
や
本
能
の
中
に
自
然
白
創
造
者
白
神
慮
を
鷲
見
す
る
。

「
そ
り
特
別
白
重
要
性
心
故
に
ー
ー
も
し
次
む
や
う
友
表
現
が
許
さ
れ
る
在
ら
ば

|
l自
然
の
大
好
き
注
目
的
言
。

P
S
E
R
E
E

。同

E
E
E
)
と
考
へ
ら
れ
得
る
や
ろ
注
総
て
白
目
的
に
闘
し
て
、
自
然
は
絶
え
中
自
然
が
企
て
る
目
的
に
封
す
る
欲
望
を
人
類
に
賦
輿

し
て
来
た
の
み
な
ら
十
、
ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
の
み
こ
の
目
的
が
賓
現
さ
れ
得
る
手
段
に
封
す
る
欲
望
左
目
的
責
現
忙
針
寸
る
そ
む

傾
向
と
は
猟
立
に
手
段
そ
白
も
の
L
た
め
に
賦
奥
し
て
来
た
白
か
く
し
て
自
己
保
存
お
よ
び
種
む
増
殖
は
、
自
然
が
一
切
の
動
物
心
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形
成
に
際
し
て
企
て
h
来
た
や
ろ
に
思
は
れ
る
た
目
的
で
あ
る
。
人
類
は
そ
れ
ら
む
目
的
に
到
す
る
欲
求
と
そ
の
反
劉
物
に
批
判
す
る

嫌
悪
、
即
ち
生
の
愛
好
と
死
白
恐
怖
、
穫
の
水
久
存
績
に
闘
す
る
欲
求
と
そ
の
絶
滅
に
闘
す
る
嫌
悪
止
を
賦
輿
さ
れ
て
ゐ
る
。
然

L

我
々
は
と
の
や
う
に
そ
れ
ら
め
目
的
に
封
ず
る
極
め
て
強
烈
友
欲
求
を
賦
興
さ
れ
て
ゐ
る
け
れ

E
も
、
モ
れ
ら
の
目
的
責
現
の
最
も

油
田
首
左
手
段
の
蛮
見
は
我
々
心
理
性
の
一
遅
鈍
に
し

τ
不
確
賞
な
決
定
に
委
託
さ
れ
て
は
来
た
か
っ
た
。
自
然
は
と
れ
ら
の
一
手
段
の
た

部
分
を
本
街
的
に
し
て
直
接
的
な
本
能
(
。
企

M
5
F
E
M
B
R
a
z
z
-
E
-
E
m
d
)
に
よ
っ
て
我
々
に
教
へ
る
。

機
渇
品
¥
耐
性
を
結
び
つ
け

る
激
情
や
快
柴
の
愛
好
干
苦
痛
の
恐
怖
は
我
々
を

L
て
そ
れ
ら
の
手
段
を
手
段
そ
の
も
の
の
た
め
に
適
用
せ
し
め
る
の
で
あ
っ
て
、

モ
白
際
我
々
は
同
然
の
偉
大
た
管
理
者
(
内
百
四
百
己
合
目
的

Z
A
E
E
O
)
が
そ
れ
ら
の
手
段
に
よ
っ
て
生
産
し
よ
ろ
と
企
て
た
恵
深
い

目
的
に
針
ず
る
そ
れ
ら
白
手
段
の
傾
向
に
つ
い
て
は
何
ら
考
慮
し
な
い
の
で
あ
る
。
L

人
聞
は
自
然
に
よ
っ
て
賦
輿
さ
れ
た
本
能
を
迫
求
す
る
と
と
に
よ
っ
て
、
被
の
意
識
を
超
え
た
自
然
が
設
定
し
た
大
目
的
を
賓
現

す
る
。
こ
の
確
信
己
そ
は
、

ス
ミ
ス
白
場
合
、
人
聞
の
利
己
活
動
が
無
白
魔
的
に
刷
曾
白
蹄
祉
を
増
進
す
る
と
い
ふ
思
想
の
嫁
っ
て

来
る
根
抵
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
而
し
て
ス
ミ
ス
は
、
自
然
乃
至
一
仰
が
人
間
を
し
て
そ
の
本
能
を
遁
求
せ
し
め
る
と
と
に
よ
っ
て
人

類
全
階
笠
岡
副
主
増
進
す
る
の
を
自
然
白
「
狭
智
」
(
青
白
宣
言
凶
)
と
呼
ん
で
ゐ
る
。
向
然
は
人
類
白
耐
祉
を
増
進
す
る
た
め
に
各
人
白

利
己
活
動
を
抹
介
と
す
る
、
換
言
す
れ
ば
人
聞
を
欺
い
て
利
己
の
追
求
に
従
事
せ
し
め
る
の
で
あ
る
。

「
有
難
い
乙
と
に
は
、
自
然
は
こ
白
や
う
に
し
て
我
々
を
附
す
の
で
あ
る
。
己
の
狭
智
こ
そ
が
人
類
の
勤
勉
を
呼
び
起
し
絶
え
や
蓮

動
せ
し
め
る
む
で
あ
る
。
己
れ
こ
そ
が
人
類
を
促
し
て
先
づ
主
地
を
耕
さ
し
め
、
家
hr建
て
都
市
や
岡
家
を
建
設
し
人
間
生
前
を
高

貴
に
し
美
化
す
る
一
切
白
血
平
聞
や
技
術
聖
護
明

L
改
良
せ
し
め
る
の
で
あ
る
。
皐
問
中
技
術
は
地
球
心
表
面
を
全
く
変
化
せ
し
め
、

原
始
林
を
塑
僕
快
遁
友
平
原
に
鑓
へ
、
人
跡
未
踏
不
毛
の
大
洋
を
新
し
い
生
活
費
源
と
友

L
、
地
球
上
自
様
々
心
闇
民
と
の
交
通
心

ア
ダ
ム
・
ス
さ
ス
白
自
然
的
自
由

第
五
十
二
巻

第
四
郵

豆五

七

回
豆
五

ibid. Part IJ， Sec. !I， Ch. 1， note 18) 



ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
自
然
的
自
由

第
五
十
三
巻

凶
五
六

第
凶
腕

互E
F、

大
企
道
た
ら
し
め
た
。
地
球
は
人
類
の
と
れ
ら
の
弊
働
に
よ
っ
て
そ
の
同
然
的
豊
度
を
二
倍
に
し
、

よ
り
多
数
の
住
民
主
養
ふ
ず
っ

徐
儀
な
〈
さ
れ
て
来
た
。
高
慢
で
無
情
な
地
ド
が
庚
い
農
場
主
見
付
け
、
同
胞
の
一
窮
乏
を
者
へ
な
い
で
、
そ
こ
忙
山
川
来
る
会
牧
殺
を

想
像
上
自
ら
消
費
し
よ
う
と
し
て
も
巾
斐
心
左
い
こ
と
で
あ
る
。
目
は
腹
よ
り
大
き
い

(
F
0
4
m
Z
】
日
明

:
z
t
z
m
Eさ
と
い
ふ

素
朴
に
し
て
卑
近
在
諺
は
地
主
の
場
合
に
最
も
よ
く
首
て
は
ま
る
。
彼
白
胃
白
蹄
白
能
力
は
彼
の
成
た
左
欲
望
と
何
ら
の
比
例
を
保

つ
も
の
で
は
な
く
、
最
も
卑
賎
な
農
民
の
そ
れ
以
上
白
受
容
力
を
も
た
な
い
。
彼
は
建
僚
を
、
破
自
身
が
使
用
す
る
山
明
監
の
部
分
を

最
も
入
念
に
調
製
す
る
人
々
牛
、
こ
の
世
且
一
旦
の
部
分
が
そ
と
で
使
用
さ
れ
る
常
々
た
る
邸
宅
を
準
備
す
る
人
々
や
、
貴
人
伯
一
家
庭
で

使
用
さ
れ
る
様
々
の
玩
具
十
装
身
具
心
一
切
を
調
↑
注
し
訓
塾
す
る
人
々
に
、
分
配
す
る
こ
と
を
徐
憶
を
〈
さ
れ
る
。
か
く
し
て
そ
れ

ヒ

p
マ
一
一
歩
イ
ジ
ヤ
ス
一
?
イ
ス

ら
白
人
々
は
綿
て
地
主
の
質
調
何
千
気
ま
ぐ
れ
か
ら
、
紋
等
が
地
主
の
仁
愛
心
や
正
義
心
に
期
待
し
て
も
得
L
れ
友
か
っ
た
で
あ
ら
う

生
活
必
要
口
聞
の
分
前
を
獲
得
す
る
白
で
あ
る
。
土
地
の
生
産
物
は
常
に
そ
れ
が
養
ひ
得
る
占
殆
ん

E
同
じ
だ
け
の
住
民
を
養
ふ
も
の

で
あ
る
o

高
者
は
調
印
山
の
中
か
ら
最
も
貴
重
で
快
適
た
も
の
を
選
ぶ
に
す
ぎ
な
い
。
官
者
は
貧
者
土
打
少
し
事
〈
消
費
す
る
。
そ
し

て
彼
等
の
自
然
的
友
利
己
と
強
慾
に
も
か
、
は
ら
中
、
ま
た
彼
等
は
彼
等
自
身
の
便
宜
を
意
闘
す
る
に
す
ぎ
在
い
の
で
あ
る
け
れ
ど

も
、
さ
ら
に
綿
て
彼
等
が
使
用
す
る
数
干
の
人
々
の
一
野
働
か
ら
彼
等
が
企
て
る
唯
一
の
目
的
は
彼
等
自
身
の
無
得
で
食
禁
在
欲
望
の

満
足
で
あ
る
の
だ
け
れ
ど
も
、

紋
等
は
見
え
ざ
る
干
す
回

彼
等
は
彼
等
の
改
善
の
一
切
の
生
産
物
を
貧
者
に
分
け
る
の
予
あ
る
。

E
d
m吾

]
O
E
E
)
に
導
か
れ
て
、
も
し
土
地
が
そ
の
絶
て
の
住
民
自
聞
に
平
等
に
分
た
れ
て
ゐ
た
在
ら
ぽ
註
さ
れ
た
で
あ
ち
ろ
と
殆
ん

ど
同
様
K
生
活
必
要
口
聞
を
分
配
し
、
か
く
し
て
そ
れ
を
目
的
と
せ
中
知
ら
や
し
て
枇
舎
の
利
径
を
推
進
め
、
種
白
増
殖
手
段
を
提
供

プ

υ
ψ
イ
タ
ン
λ

す
る
。
柿
が
土
地
を
少
数
D
地
主
の
閣
に
分
け
た
時
、
帥
は
分
配
に
も
れ
た
や
う
に
見
え
る
人
々
を
忘
れ
た
白
で
も
友
け
れ
ば
見

め

捨
て
た
む
で
も
な
い
。
己
れ
ら
の
人
々
も
ま
た
土
地
が
生
産
す
る
総
て
む
も
の
白
分
前
を
享
有
す
る
の
で
あ
る
o」
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こ
誌
に
我
々
は
「
関
宮
論
』
に
見
ら
れ
る
利
己
心
是
認
の
根
城
が
恨
め
て
簡
潔
に
而
も
包
括
的
に
興
へ
ら
れ
て
ゐ
る
白
を
見
る
。

「
利
己
と
強
慾
」
は
「
見
え
ざ
る
手
」
に
導
か
れ
て
、
「
仁
愛
心
や
正
義
心
し
に
期
待
し
が
た
い
枇
舎
の
利
径
の
増
進
に
貢
献
す
る
の

で
あ
る
。
そ
と
に
利
己
情
動
が
無
自
即
時
耳
的
に
で
は
あ
る
が
一
耽
曾
白
耐
祉
を
増
進
す
る
極
め
て
重
要
た
契
機
と
し
て
肯
定
さ
る
べ
き
根

機
が
あ
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
そ
の
際
我
々
は
、
被
創
造
物
心
幸
一
帽
を
目
的
と
す
る
懇
悲
深
ま
自
然
の
創
活
者
が
「
見
え
ざ
る
千
」
と

し
て
恕
定
さ
れ
て
ゐ
る
己
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
由
。
「
見
え
ざ
る
千
」
と
い
ふ
の
は
「
閥
育
論
』
に
於
て
も
ス
ミ
ス
白
根
木
思

想
を
一
市
す
重
要
な
言
葉
白
一
っ
と
危
う
て
ゐ
る
が
、
そ
れ
は
現
一
柳
論
の
立
場
か
ら
自
然
の
創
造
者
ー
と
考
へ
ら
れ
る
一
仰
の
乙
と
に
ほ
か

在
ら
友
か
っ
た
の
で
あ
る
。
自
然
の
創
識
者
は
人
類
の
宇
耐
を
増
進
す
る
た
め
に
人
聞
に
利
己
心
を
賦
奥
し
た
。
従
っ
て
利
己
心
は

決
し
て
悪
と
考
へ
ち
る
べ
き
も
の
で
は
た
く
て
、
自
然
の
創
造
者
が
そ
の
目
的
を
官
現
す
る
た
め
に
人
類
に
賦
現
し
た
手
段
に
ほ
か

た
ら
た
い
。
か
弓
身
へ
る
と
と
に
よ
っ
て
初
め
て
、
剖
ち
「
見
え
ざ
る
手
L
を
い
忽
定
寸
る
E
と
に
よ
っ
て
初
め
て
私
谷
町
公
径
と
い
ム

立
言
が
可
能
と
た
旬
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
然
的
自
品
川
の
基
礎
づ
け
が
完
成
す
る
。
即
ち
、
諸
個
人
の
利
己
所
動
は
、
良
心
の
命
令
る

と
こ
ろ
に
従
っ
て
正
義
の
法
を
犯
さ
ピ
る
限
り
、
「
見
え
ざ
る
手
」
に
導
か
れ
て
無
自
質
的
に
刷
舎
の
幸
隔
を
増
進
す
る
、
私
ハ
市
は
公

訴
と
一
致
す
る
心
で
あ
る
。
而
し
て
人
類
の
利
己
日
動
が
「
見
え
ざ
る
手
」
に
導
か
れ
セ
賓
現
す
る
経
内
秩
序
の
綿
障
が
『
岡
昌
論
』
に

「
あ
ら
ゆ
る
人
間
は
疑
ひ
も
危
ぐ
同
然
の
委
託
を
受

け
て
先
づ
第
一
に
日
つ
主
と
し
て
悶
分
自
身
む
こ
と
に
気
を
つ
け
る
。
そ
し
て
あ
ら
ゆ
る
人
聞
は
他
人
の
乙
と
上
り
は
自
分
同
身
の

こ
と
に
気
を
つ
け
る
の
に
泊
し
て
ゐ
る
か
ら
、
さ
う
あ
る
の
が
趨
営
で
も
あ
り
巨
首
で
も
あ
る
叩
し
と
い
ふ
と
己
る
か
ら
、
良
心
の
一
命

調
ム
所
白
「
自
然
的
自
巾
の
悌
制
」
に
ほ
か
泣
ら
友
い
。
自
然
的
自
由
と
は

七
y
る
所
に
従
っ
て
民
義
心
法
を
犯
さ
日
る
限
度
内
に
於
て
許
容
さ
れ
る
利
己
前
動
の
自
由
で
あ
る
。
而
し
て
諸
個
人
の
利
己
早
川
動
が

「
見
え
ぎ
る
千
」
に
導
か
れ
て
祉
曾
白
宇
耐
を
精
進

f
る
と
い
ふ
乙
と
は
.

ス
ミ
ス
の
場
合
、
草
に
年
来
に
構
想
さ
れ
る
理
想
的
左
終

ア
ダ
ム
・
ス
さ
ス
の
自
然
的
自
由

第
五
十
二
番

守主

九

第
凶
弾

山
五
七
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ア
ダ
ム
・
ス
さ
ス
の
自
然
的
自
由

第
五
十
三
巻

四
五
八

第
日
披

ノ、。

消
拙
胆
制
の
一
機
構
と
い
っ
た
も
心
で
は
な
く
て
、
そ
れ
は
同
時

ι経
験
的
に
論
誇
さ
れ
得
る
「
事
物
白
自
然
の
成
行
」
で
も
あ
っ
た
。

従
っ
て
「
自
然
的
自
山
白
儲
制
」
は
営
時
成
立
し
つ
L

あ
っ
た
近
世
市
民
祉
曾
白
「
自
然
の
成
行
」
に
沿
っ
て
構
想
さ
れ
た
そ
の
照

市
消
形
態
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
己
白
経
験
科
皐
的
た
立
揚
に
時
一
岬
論
的
世
界
槻
が
結
び
つ
い
て
、
自
然
そ
白
も
の
が
者
訟
の
で
あ
っ

て
、
人
類
の
自
然
的
努
力
は
種
々
白
人
鋳
的
撹
飢
に
も
か
h

は
ら
宇
人
類
の
幸
隔
を
品
川
日
進
し
て
来
た
、
そ
れ
を
一
暦
促
進
す
る
た
め

に
人
矯
を
拾
で
、
事
物
を
し
て
そ
白
自
然
の
成
行
に
委
せ
よ
と
い
ふ
の
が
、
ス
ミ
ス
の
自
然
的
自
由
主
義
の
骨
子
で
あ
っ
た
。

十
れ
の
如
く
、

ス
ミ
ス
の
自
由
主
義
の
世
界
観
的
基
礎
は
『
道
徳
情
操
論
』
の
中
に
、

そ
し
て
モ
心
中
に
の
み
、

求
め
ト
り
れ
得
石

が
、
然
し
を
と
で
は
ま
だ
理
紳
論
的
世
界
観
は
政
治
経
済
上
白
自
然
的
自
由
の
思
想
に
ま
で
具
醐
開
化
さ
れ
て
ゐ
在
い
。
そ
れ
が
纏
う

た
形
で
問
て
く
る
白
は
言
ふ
ま
で
も
友
く
「
園
富
論
』
に
於
て
む
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
ス
ミ
ス
の
自
然
的
自
由
白
思
想
が
『
閥
宵
論
』
以

前
い
な
「
道
徳
情
掠
論
』
白
出
版
に
先
立
つ
遥
か
以
前
に
怪
胎
し
て
ゐ
た
己
と
は
、

つ
と
に
倖
記
作
者
の
指
摘
し
て
ゐ
る
と
と
ろ
で

あ
っ
て

「
道
徳
情
操
論
』
白
論
活
は
そ
れ
を
議
想
し
、
そ
れ
に
劃
す
る
基
礎
づ
け
の
意
味
を
も
っ
て
ゐ
た
と
考
へ
る
己
と
が
出
来

る
で
あ
ら
う
ロ
己
む
と
と
は
今
一
つ
の
観
貼
か
ら
も
一
一
品
へ
る
。

五

自
然
の
創
浩
者
た
る
「
見
え
ざ
る
手
」
が
自
然
町
自
由
白
理
念
白
形
而
上
撃
的
支
柱
と
た
っ
て
ゐ
る
と
と
は
右
の
如
く
で
あ
る

古:

「
見
え
ぎ
る
手
」
と
い
ム
表
現
は
「
持
曜
論
文
集
」

(
F
E官
S
E
F
E一Z
R己
田
口
害
。
"
と
に
牧
め
ら
れ
て
ゐ
る

『
軒
円
単
的
研
究

を
指
導
す
る
諸
原
理
の
天
文
曜
の
歴
史
に
よ
る
説
明
』
と
い
ふ
論
文

l
!こ
の
論
文
は
「
論
文
集
』
の
編
纂
者
。
偶
引
る
と
こ
ろ
に

よ
る
止
『
道
徳
情
操
論
」
白
第
一
版
よ
り
も
平
〈
脅
か
れ
た
も
の
で
あ
る

l
l
u中
に
も
見
ら
れ
る
。
而
し
て
ぞ
と
で
は
「
見
え
ざ

る
干
」
は
「
自
然
白
事
象
が
そ
の
ま
l
h

に
放
位
さ
れ
る
な
ら
ば
取
る
で
あ
ら
う
成
行
」
ま
た
は
寸
ひ
と
り
で
に
行
は
れ
る
事
物
の
円



出
稲
山
成
行
し
の
支
持
に
従
事
す
る
も

ω
と
し
て
概
念
さ
れ
て
ゐ
る
。

一
日
ひ
出
現
へ
る
ん
、
み
-
れ
は
秩
序
や
法
則
の
究
樹
原
閃
と
考
へ
ら

れ
て
ゐ
る
心
で
あ
る
。
そ
と
で
、

「
比
え
ざ
る
手
」
を
と
の
側
?
川
か
ら
持
へ
る
と
、
そ
れ
は
持
皐
的
研
究

l
!と
い
ム
D
は
E

L
で

は
哲
山
宇
治
よ
ぴ
科
由
申
を
合
め
て
串
間
的
研
究
と
い
ふ
ほ
ど
の
意
味
で
あ
る
が

l
l
B
r一
閥
聯
を
も
っ
て
来
る
。
荒
し
、
「
見
え
ざ
る
手
」

は
秩
序
や
法
則
の
原
閃
で
あ
る
が
、

そ
の
秩
序
や
法
則
の
接
見
が
哲
事
の
課
題
に
ほ
か
友
ら
た
い
か
ら
で
あ
る
。
帥
ち
彼
は
同
じ
九
州

文
の
中
で
、
折
口
穆
は
「
自
然
の
結
合
際
却
に
闘
す
る
早
L

(F何
百
お
宮
伺
え
己
g

E回
ロ

2
5
n
官
E
2
1
E
L
E
z
a
)

で
あ
っ
て
、
ば
ら

ば
ら
凸
針
象
を
結
び
つ
け
る
見
え
ぎ
品
鎚
を
提
制
す
る
と
と
に
よ
っ
て
、
取
っ
て
調
和
せ
由
混
沌
た
る
現
象
に
秩
序
を
も
た
ら
す
も

"“
 

の
で
あ
る
、
而
も
そ
の
結
合
原
川
崎
は
「
綿
て
白
人
類
に
よ
〈
知
ら
れ
て
ゐ
る
や
う
左
も
の
』
で
怠
け
れ
ば
友
ら
曲
、
と
し
て
ゐ
る
。

勿
論
こ
れ
は
自
然
哲
壌
に
闘
し
一
」
言
は
れ
た
ご
と
で
あ
る
。

然
し
そ
れ
は
そ
也
ま
よ
迫
徳
哲
皐
に
も
遡
用
さ
れ
た
や
ろ
に
忠
は
れ

る
。
印
ち
ス
ミ
ス
は
棉
て
の
人
々
に
よ
く
知
ら
れ
て
ゐ
る
原
理
た
る
同
情
を
結
合
原
理
と
し
て
倫
理
問
中
を
構
成
し
、
利
己
心
主
結
合

羽

原
理
と
し
て
経
済
撃
を
建
設
し
た
の
で
あ
る
。
経
済
皐
だ
け
に
つ
い
て
油
べ
る
と
、
ス
ミ
ス
は
理
一
岬
論
的
世
界
醐
慨
に
基
づ
い
て
粧
品
川

生
活
白
中
に
「
見
え
ざ
る
手
」
の
創
浩
し
支
持
す
る
秩
序
を
求
め
た
、
そ
し
て
そ
の
秩
序
を
解
明
す
る
結
合
原
理
を
剃
己
心
に
於
て

発
見
し
た
。
利
己
心
主
動
機
止
す
る
人
聞
の
活
動
は
「
見
え
ざ
る
手
」
に
導
か
れ
て
自
己
を
越
え
た
客
倒
的
危
秩
序
を
賓
現
す
る
。

そ
れ
が
ほ
か
た
ら
ぬ
「
事
物
の
自
然
の
成
行
」
で
あ
る
。
と
と
ろ
で
、
経
済
生
活
忙
於
け
る
「
事
物
内
自
然
の
成
行
L

は
利
己
祈
動
白

問
然
的
白
山
が
リ
川
挺
さ
れ
る
限
り
に
於
て
官
現
さ
れ
る
客
翻
的
な
経
済
秩
序
で
あ
る
。
而
も
と
の
秩
序
の
創
造
者
な
い
し
支
持
者
と

し
て
想
定
さ
れ
た
「
兄
え
ざ
る
子
」
は
被
創
浩
物
の
幸
一
耐
を
念
闘
す
る
自
然
。
創
活
者
忙
ほ
か
在
ら
な
か
っ
た
が
故
に
、
E
D
秩
序

は
人
類
の
幸
嗣
白
賓
現
さ
れ
る
様
式
と
し
て
そ
れ
白
惜
苦
な
る
も
の
で
あ
り
、
且
つ
現
賓
に
賢
現
さ
る
ペ
き
も
白
で
あ
っ
た
。
か
〈

し
で
、
さ
う
し
た
秩
序
の
純
情
と
し
て
「
同
然
的
宵
巾
の
健
制
L
h
z
四
想
的
妊
粧
済
開
制
と
し
て
定
立
し
、
モ
D
下
に
人
類
が
「
児

ア

F
ム
・
ス
ミ
ス
由
自
器
的
自
由

第
五
十
二
巻

四
五
九

第
四
韓

六

The PciI¥ciplel'l which lead ，and direct Philosophical Inqllicies， as ，illustrated 
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ア

r
ム
・
ス
ミ
ス
の
白
蛇
的
自
由

第
四
競

ヌ尽

第
五
十
二
巻

凹
六

O

え
ざ
る
千
L

に
導
か
れ
て
貫
現
す
る
で
あ
ら
う
秩
序
を
究
明
し
、
そ
の
育
現
に
協
力
す
る
こ
と
、
そ
れ
が
ス
ミ
ス
に
於
け
る
終
消
息
十

山
根
本
的
課
題
と
在
っ
た
白
で
あ
る
。
こ
心
課
題
を
解
く
た
め
に
械
は
『
閥
凸
品
川
削
」
を
書
い
た
の
で
あ
る
が
、

『
岡
市
白
論
」
を
貫
く

根
本
思
想
は
自
然
の
本
能
に
従
ふ
人
聞
の
粧
品
川
前
動
が
無
白
質
的
に
枇
舎
の
利
続
を
増
進
す
る
、

bJ
く
と
も
向
山
が
確
立
さ
れ
て
ゐ

る
限
り
さ
う
だ
と
い
ふ
貼
に
あ
る
。
こ
の
志
味
に
於
て
ス
ミ
ス
の
終
的
皐
は
即
神
論
的
批
枠
制
酬
を
基
礎
と
す
る
自
然
的
自
向
の
理
念

宇
一
前
提
し
て
初
め
て
成
立
し
得
た
と
い
ふ
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ら
う
。

か
く
し
て
成
な
し
た
ス
ミ
ス
統
精
製
の
信
一
要
た
歴
史
的
窓
義
に
つ
い
て
は
、
こ
、
に
喋
々
す
る
を
要
し
た
い
で
あ
ら
う
。
と
ι
誌
で

ス
ミ
ス
に
始
ま
る
白
山
主
義
な
り

L
個
人
主
義
白
経
済
事
を
超
え
る
た
め
に
は
、
そ
し
て
そ
の
た

L
h
u
た
い
と
問
中
ふ
己
と
は
た
い
、
、

め
に
は
先
づ
そ
白
始
刷
た
る
兵
ミ
ス
自
身
に
師
っ
て
さ
号
す
る
と
と
が
必
要
予
あ
ら
う
が
、
そ
の
た
め
に
は
自
然
的
問
山
の
到
念
を

根
心
と
す
る
ス
ミ
ス
経
済
壊
が
そ
の
世
界
腕
に
ま
で
捌
っ
て
根
本
的
に
批
判
き
れ
ね
ば
在
ら
血
、

と
い
ム
己
?
と
で
あ
る
ロ
ス
ミ
ス
白

自
然
的
自
巾
白
洲
念
宮
呆
一
礎
づ
け
て
ゐ
る
理
神
論
的
世
界
観
は
自
然
科
接
的
で
あ
る
の
み
友
ら
宇
キ
リ
ス
ト
教
的
で
あ
り
、
非
電
磁

的
に
し
て
個
人
主
義
的
で
あ
る
と
い
っ
た
鮪
に
問
題
を
も
う
と
考
へ
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ら
の
引
に
つ
い
て
詳
し
く
は
他
日
を
期
し
た

い
と
息
ム
。
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