
 

　
意
識
し
て
正
面
か
ら
考
え
た
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
人
間
の
消
費
行

為
の
倫
理
性
を
問
う
こ
と
に
は
重
要
な
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に

改
め
て
気
付
い
た
。
消
費
は
、
個
人
が
「
自
由
に
」
行
う
も
の
だ
、
と
い

う
点
ば
か
り
が
強
調
さ
れ
る
た
め
、
そ
こ
に
個
人
の
「
こ
こ
ろ
の
行
儀
」

（
私
的
な
徳
）
と
し
て
の
倫
理
問
題
は
存
在
す
る
も
の
の
、
社
会
的
な
（
公

の
徳
と
し
て
の
）
倫
理
問
題
が
存
在
す
る
こ
と
を
見
過
ご
し
て
い
た
の

だ
ろ
う
。 

　「
こ
こ
ろ
の
行
儀
」
の
問
題
と
し
て
は
、
例
え
ば
次
の
よ
う
な
ケ
ー
ス

が
思
い
浮
か
ぶ
。
す
こ
し
経
済
的
に
余
裕
が
で
き
た
の
で
、
つ
い
つ
い

「
衝
動
買
い
」
を
し
て
し
ま
い
、
そ
の
後
そ
の
購
入
物
を
使
う
こ
と
は
全

く
な
く
、
放
置
さ
れ
た
ま
ま
に
す
る
、
い
わ
ゆ
る
「
無
駄
」
と
「
浪
費
」

で
あ
る
。
逆
に
、
消
費
す
べ
き
時
に
、
出
し
渋
る
「
吝
嗇
」
に
よ
っ
て
、

周
り
の
人
間
を
物
質
的
・
精
神
的
に
不
快
に
さ
せ
る
の
も
私
的
な
不
徳

で
あ
ろ
う
。 

　
し
か
し
社
会
に
生
き
る
人
間
は
、「
こ
こ
ろ
の
行
儀
」（
私
的
な
徳
）
だ

け
に
は
収
ま
り
き
れ
な
い
倫
理
問
題
を
抱
え
持
っ
て
い
る
。
消
費
行
動

は
、
他
人
に
対
し
て
、
社
会
に
対
し
て
、
次
の
よ
う
な
問
題
を
起
こ
し
う

る
か
ら
だ
。
例
え
ば
、
誰
の
眼
か
ら
見
て
も
「
悪
趣
味
」
の
一
語
に
尽
き

る
構
造
物
を
建
て
た
り
広
告
看
板
を
出
し
て
、
近
隣
の
住
民
か
ら
即
時

撤
去
や
取
り
外
し
の
運
動
を
起
こ
さ
れ
る
と
い
う
報
道
に
接
す
る
こ
と

が
あ
る
。
こ
れ
は
、
消
費
（
あ
る
い
は
投
資
）
行
動
が
経
済
学
で
言
う
と

こ
ろ
の
「
外
部
性
」
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。 

　
こ
の
「
外
部
性
」
は
生
産
に
関
し
て
は
こ
れ
ま
で
し
ば
し
ば
論
じ
ら

れ
て
き
た
。「
公
害
」
問
題
は
そ
の
代
表
的
な
ケ
ー
ス
で
あ
ろ
う
。
ひ
と

け   

ち 

消
費
行
動
に
潜
む
公
共
性
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つ
の
企
業
の
生
産
活
動
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
負
の
副
産
物
（
例
え
ば
有

毒
物
質
）
が
、
近
隣
の
農
業
あ
る
い
は
漁
業
に
大
き
な
打
撃
を
与
え
る

場
合
、
ど
の
よ
う
な
解
決
策
が
可
能
な
の
か
。
ひ
と
つ
は
技
術
的
な
解

決
を
求
め
る
と
い
う
こ
と
、
い
ま
ひ
と
つ
は
汚
染
物
を
発
生
さ
せ
た
企

業
か
ら
他
企
業
あ
る
い
は
近
隣
住
民
へ
の
損
害
賠
償
を
ど
う
支
払
う
の

か
と
い
う
補
償
問
題
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
実
は
、

「
消
費
」
活
動
に
も
こ
う
し
た
生
産
の
「
外
部
性
」
と
類
比
的
な
問
題
が

存
在
す
る
の
だ
。 

　
た
だ
し
消
費
の
場
合
、
何
を
も
っ
て
「
負
の
副
産
物
」
と
す
る
の
か
は

難
し
い
。
悪
趣
味
な
衣
装
を
身
に
着
け
て
い
る
人
に
、「
そ
の
服
は
不
快

だ
か
ら
変
え
て
ほ
し
い
」
と
言
え
る
場
合
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
風
紀
を

乱
す
、
あ
る
い
は
公
序
良
俗
に
反
す
る
と
断
定
で
き
る
ケ
ー
ス
と
「
表

現
の
自
由
」
と
の
境
界
線
は
曖
昧
な
こ
と
が
あ
る
か
ら
だ
。 

　
も
う
ひ
と
つ
、「
倫
理
性
」
が
問
わ
れ
る
の
は
、
あ
る
財
の
消
費
の
行

き
過
ぎ
が
そ
の
財
の
供
給
量
を
枯
渇
さ
せ
、
後
の
世
代
か
ら
そ
の
財
を

享
受
す
る
可
能
性
を
奪
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
「
不
平
等
」
で
あ
る
。
神

か
ら
与
え
ら
れ
た
こ
の
世
の
恵
み
を
、
ひ
と
つ
の
時
代
、
ひ
と
つ
の
世

代
の
人
間
が
独
占
的
に
消
費
し
て
し
ま
う
と
い
う
「
非
倫
理
性
」
の
問

題
で
あ
る
。
実
は
こ
の
よ
う
な
、
あ
る
時
代
、
あ
る
世
代
の
独
占
的
な

消
費
が
例
と
し
て
歴
史
的
に
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
独
占
的
消
費

に
よ
っ
て
こ
の
世
か
ら
完
全
に
姿
を
消
し
て
し
ま
っ
た
財
や
資
源
は
少

な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
濫
獲
や
過
剰
消
費
に
よ
っ
て
値
段
が
急
騰
し

て
「
高
級
品
」
と
化
し
、
後
生
世
代
の
一
般
の
人
び
と
が
消
費
で
き
な

く
な
っ
た
動
物
や
資
源
な
ど
は
、
そ
の
例
を
い
く
つ
か
挙
げ
る
こ
と
が

で
き
よ
う
。 

　
最
後
の
例
と
し
て
、「
流
行
」
の
問
題
も
挙
げ
て
お
こ
う
。
ひ
と
つ
の

財
が
圧
倒
的
な
勢
い
で
市
場
を
制
覇
し
た
た
め
に
、
そ
の
財
と
競
争
的
・

代
替
的
な
関
係
に
あ
っ
た
財
が
市
場
か
ら
駆
逐
さ
れ
て
し
ま
い
、
少
数

派
消
費
者
の
嗜
好
の
選
択
肢
が
消
え
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。 

　
筆
者
の
好
き
な
温
泉
宿
の
ケ
ー
ス
が
格
好
の
例
か
も
し
れ
な
い
。
日

本
全
国
、
温
泉
宿
は
何
処
も
同
じ
ス
タ
イ
ル
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
見

事
な
大
浴
場
、
し
ゃ
れ
た
露
天
風
呂
、
卓
球
場
、
カ
ラ
オ
ケ
、
そ
し
て
食

べ
き
れ
な
い
よ
う
な
料
理
の
山
、
こ
れ
ら
す
べ
て
が
何
処
の
温
泉
に
行

っ
て
も
同
じ
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
昔
の
、
あ
の
鄙
び
た
、
過
剰
サ

ー
ビ
ス
の
な
い
、
静
か
な
温
泉
場
は
な
か
な
か
見
つ
か
ら
な
く
な
っ
た
。

団
体
客
が
大
挙
押
し
寄
せ
る
時
代
の
温
泉
宿
は
、
結
局
同
じ
よ
う
な
サ

ー
ビ
ス
で
多
く
の
客
を
取
り
込
ま
ざ
る
を
得
な
い
の
だ
ろ
う
。 

　
近
代
以
降
、
市
場
と
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
通
し
て
多
く
の
社
会
が
経
験

し
て
き
た
「
画
一
化
」
の
浸
透
に
よ
っ
て
、
少
数
派
の
選
択
の
自
由
が
狭

め
ら
れ
、
あ
る
い
は
失
な
わ
れ
て
き
た
問
題
、
と
言
い
換
え
る
こ
と
が

で
き
よ
う
。
大
量
生
産
に
よ
る
薄
利
多
売
の
波
の
中
で
、「
手
作
り
」、「
こ

だ
わ
り
」、「
伝
統
」
と
い
っ
た
言
葉
で
抵
抗
す
る
力
も
、（
時
に
復
活
は

語
ら
れ
る
も
の
の
）
全
体
と
し
て
は
次
第
に
萎
え
て
き
た
の
が
事
実
で

あ
ろ
う
。
消
費
は
、
市
場
を
通
し
て
、
少
数
派
を
駆
逐
し
て
い
く
こ
と
は

確
か
な
の
だ
。
消
費
者
は
「
何
か
を
選
ぶ
こ
と
」
に
よ
っ
て
、
結
果
と
し

て
市
場
や
政
治
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

　
以
上
挙
げ
た
消
費
に
か
か
わ
る
倫
理
問
題
の
例
は
、
い
ず
れ
も
公
共

性
の
問
題
と
関
係
し
て
い
る
。
消
費
は
「
単
独
の
人
間
の
自
由
な
選
択
」

に
１
０
０
％
委
ね
ら
れ
て
よ
い
わ
け
で
は
な
い
の
だ
。
確
か
に
、
ひ
と

り
の
人
間
の
消
費
行
為
自
体
の
私
的
倫
理
性
の
問
題
は
存
在
す
る
。
し

か
し
ひ
と
り
の
人
間
の
消
費
行
動
は
、
同
時
代
の
他
の
人
間
の
幸
福
に

影
響
を
及
ぼ
す
だ
け
で
な
く
、
後
の
世
代
の
人
び
と
の
幸
福
を
も
左
右

す
る
と
い
う
公
共
的
な
性
格
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
点
に
留
意

し
な
が
ら
、
問
題
の
い
く
つ
か
の
側
面
を
区
別
し
な
が
ら
論
じ
て
み
た

ひ
な 



い
。
し
か
し
そ
の
前
に
、
そ
も
そ
も
「
倫
理
的
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
を

意
味
す
る
の
か
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
こ
う
。 

    

　
倫
理
は
自
由
意
志
の
有
無
を
前
提
と
し
て
い
る
。
選
択
の
余
地
が
あ

り
、
そ
の
選
択
肢
の
中
か
ら
自
由
意
志
で
選
び
取
る
か
ら
こ
そ
倫
理
的

な
判
断
は
意
味
を
持
つ
。
自
然
落
下
の
法
則
に
縛
ら
れ
て
落
下
し
て
ゆ

く
石
に
対
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
倫
理
を
云
々
す
る
こ
と
は
な
い
。
わ
れ

わ
れ
が
い
く
つ
か
の
選
択
肢
の
中
か
ら
自
由
に
選
び
取
っ
た
か
ら
こ
そ
、

そ
の
選
択
行
為
が
、
倫
理
的
か
否
か
を
問
い
う
る
の
で
あ
る
。 

　
さ
ら
に
「
倫
理
」
と
い
う
場
合
、
単
一
の
行
動
が
倫
理
的
で
あ
る
か

否
か
は
も
ち
ろ
ん
問
題
と
な
り
う
る
が
、
一
般
に
あ
る
人
間
が
倫
理

的
に
有
徳
で
あ
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
時
に
は
、「
習
慣
性
が
あ
る

か
否
か
」
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
「
倫
理
的
」

な
卓
越
性
、
な
い
し
は
「
徳
」
は
、「
行
為
の
習
慣
化
」
の
中
で
初
め
て

意
味
を
持
つ
、
と
い
う
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
命
題
を
思
い
出
す
必
要

が
あ
る
。 

　
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
の
中
で
、
倫
理
的
な
卓

越
性
、
す
な
わ
ち
徳
は
本
性
的
に
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
行

為
を
習
慣
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
と
論
じ
て
い
る
。
そ
こ
が
、

「
知
的
卓
越
性
」「
知
的
徳
」
と
異
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
知
的
卓
越
性

は
、
そ
の
発
生
も
成
長
も
大
部
分
が
「
教
え
示
す
こ
と
」
に
よ
っ
て
獲
得

さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
経
験
と
歳
月
と
が
必
要
に
な
る
。
そ
れ
に
対
し

て
、
わ
れ
わ
れ
が
問
題
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
倫
理
的
な
卓
越
性
は
「
習

慣
づ
け
」
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
根
拠
と
し
て
、

彼
は
倫
理
的
（
エ
ー
テ
ィ
ケ
ー
、
英
語
で
い
う
と
こ
ろ
の
エ
シ
ッ
ク
、
エ

シ
カ
ル
）
と
い
う
言
葉
が
、「
習
慣
」「
習
慣
づ
け
」（
エ
ト
ス
）
と
い
う
言

葉
か
ら
生
ま
れ
て
い
る
点
を
強
調
す
る
。 

　
簡
単
に
言
え
ば
、
ど
ん
な
人
間
も
、
一
度
だ
け
な
ら
、
あ
る
い
は
偶
然

の
も
と
で
、「
善
い
行
為
」
を
行
う
こ
と
は
あ
る
。
逆
に
善
人
で
も
、
過

ち
（
不
正
な
行
為
）
を
犯
す
こ
と
が
あ
る
。
こ
う
し
た
一
回
限
り
の
行
為

を
、
倫
理
的
な
「
徳
」
の
観
点
か
ら
論
ず
る
こ
と
は
な
い
。
そ
の
人
の
善

き
行
為
が
「
習
慣
づ
け
ら
れ
て
い
る
」
か
否
か
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
人

間
は
、（
対
人
的
な
）
社
会
関
係
に
お
け
る
様
々
な
行
為
の
積
み
重
ね
の

過
程
に
お
い
て
、「
習
慣
」
を
形
成
し
、
そ
の
習
慣
の
中
か
ら
「
善
い
人

間
」、「
不
正
な
る
人
間
」
が
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。 

　
し
た
が
っ
て
、
消
費
が
倫
理
的
で
あ
る
の
か
否
か
を
考
え
る
場
合
、
そ

の
消
費
行
動
が
習
慣
的
な
も
の
で
あ
る
か
否
か
が
問
題
と
な
っ
て
く
る
。

そ
の
場
の
思
い
つ
き
で
、「
倫
理
的
な
」
行
動
を
と
る
こ
と
に
は
た
い
し

た
意
味
は
な
い
。
習
慣
と
し
て
の
消
費
が
、
単
に
私
的
な
モ
ラ
ル
の
面
か

ら
正
し
い
か
否
か
と
い
う
視
点
か
ら
で
は
な
く
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に

習
慣
と
し
て
形
成
さ
れ
た
消
費
行
為
の
性
格
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
だ
。
で
は
そ
の
「
消
費
」
と
は
そ
も
そ
も
何
な
の
か
。 

    

　
消
費
と
は
現
在
の
欲
望
や
必
要
を
充
足
さ
せ
る
た
め
に
、
財
と
用
役

を
使
い
つ
く
す
行
為
を
さ
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
生
産
が
経
済
財

の
誕
生
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
消
費
は
そ
の
死
で
あ
る
と
い
う
類
比
は

あ
る
程
度
成
り
立
つ
。
も
ち
ろ
ん
一
回
限
り
の
使
用
で
、
摩
滅
し
消
え

去
る
財
も
あ
れ
ば
、「
耐
久
消
費
財
」
と
呼
ば
れ
る
財
の
よ
う
に
、
か
な

「
倫
理
は
習
慣
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と

「
消
費
」
と
「
投
資
」
の
境
界
は
曖
昧
で
あ
る

持続可能な社会を実現するための倫理的消費 
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り
の
期
間
そ
の
使
用
に
耐
え
う
る
消
費
財
も
あ
る
。 

　
こ
う
規
定
す
る
と
、
消
費
は
き
わ
め
て
明
確
な
概
念
の
よ
う
に
見
え

る
。
し
か
し
実
際
に
は
「
消
費
」
と
そ
の
対
概
念
で
あ
る
「
投
資
」
を
区

別
し
、
消
費
の
量
を
確
定
し
よ
う
と
す
る
と
様
々
な
困
難
に
出
合
う
。

あ
る
一
定
期
間
の
消
費
量
（
例
え
ば
一
年
間
に
ワ
イ
ン
を
何
本
と
い
う

よ
う
に
）
を
測
る
時
、
先
に
触
れ
た
自
動
車
や
冷
蔵
庫
と
い
っ
た
「
耐
久

消
費
財
」
を
ど
う
扱
う
か
と
い
う
問
題
は
そ
の
一
例
で
あ
ろ
う
。
購
入

し
た
あ
る
期
の
支
出
額
を
す
べ
て
そ
の
期
の
「
消
費
」
と
み
な
す
こ
と

は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。 

　
問
題
は
そ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
何
が
消
費
で
何
が
生
産
の
た

め
の
「
中
間
投
入
物
」
か
と
い
う
区
別
も
実
は
そ
れ
ほ
ど
自
明
の
こ
と
で

は
な
い
の
だ
。
中
間
投
入
物
と
最
終
生
産
物
と
の
区
別
も
、
経
済
活
動
の

基
本
目
的
を
何
と
考
え
る
か
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
く
る
。
実
際
、
G
D
P

を
集
計
す
る
国
民
経
済
計
算
に
お
い
て
、
生
産
の
費
用
と
な
る
中
間
生

産
物
を
、
最
終
生
産
物
と
し
て
扱
っ
て
し
ま
う
可
能
性
は
少
な
く
な
い
。 

　
例
え
ば
、
偉
大
な
経
済
学
者
、
Ｓ
・
ク
ズ
ネ
ッ
ツ
の
挙
げ
る
ケ
ー
ス
を

見
て
み
よ
う
。
都
市
の
生
活
と
田
舎
の
生
活
を
比
べ
た
場
合
、
前
者
は

食
料
、
衛
生
設
備
、
リ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
、
通
勤
な
ど
の
た
め
に
田
舎
よ

り
も
は
る
か
に
多
く
の
資
源
を
使
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
は

通
常
の
国
民
経
済
計
算
で
は
「
最
終
生
産
物
」
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
支
出
が
現
代
の
大
都
市
で
の
生
産
活
動
に
参
加
す

る
た
め
の
必
要
経
費
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
最
終
生
産
物
で
は

な
く
中
間
生
産
物
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
国
民
所
得
に
含
め
る
こ
と
は
二

重
計
算
の
誤
り
を
犯
す
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
「
中
間

生
産
物
」
的
な
性
格
を
持
っ
た
支
出
が
経
済
成
長
と
と
も
に
増
大
す
れ

ば
、
正
味
の
（
二
重
計
算
を
除
い
た
）
経
済
成
長
率
を
過
大
評
価
す
る
こ

と
に
な
る
。 

　「
最
終
生
産
物
」
と
「
中
間
生
産
物
」
の
区
別
の
難
し
さ
は
、
あ
る
経

済
行
為
が
消
費
な
の
か
投
資
な
の
か
と
い
う
区
別
と
も
関
わ
っ
て
く
る
。

教
育
や
訓
練
の
た
め
支
出
を
「
投
資
」
と
み
な
す
な
ら
ば
、
資
本
減
耗
を

取
り
除
い
た
産
出
高
を
測
定
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
教
育
、
訓
練
、

保
健
な
ど
の
支
出
を
、
国
民
経
済
計
算
の
「
消
費
」
か
ら
「
投
資
（
資
本

形
成
）」
に
移
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。 

　
こ
う
し
た
問
題
は
、
多
く
の
経
済
行
為
の
中
に
含
ま
れ
る
「
消
費
」
と

「
投
資
」
の
二
面
性
を
暗
に
示
し
て
い
る
。
と
く
に
こ
の
二
面
性
が
は
っ

き
り
と
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
は
教
育
で
あ
ろ
う
。
学
校
教
育
の
大
き
な

価
値
の
ひ
と
つ
は
、
新
し
い
知
識
の
獲
得
か
ら
生
ま
れ
る
喜
び
、
友
人

と
の
目
的
の
な
い
つ
き
あ
い
な
ど
、「
現
在
の
満
足
」
に
貢
献
す
る
点
が

挙
げ
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
は
「
消
費
」
と
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き

る
。
さ
ら
に
、
将
来
の
よ
り
深
い
満
足
（
外
国
語
を
読
む
力
、
難
解
な
歴

史
書
、
技
術
書
を
楽
し
め
る
力
）
に
も
寄
与
す
る
。
こ
れ
は
教
育
に
は
消

費
と
し
て
、
現
在
の
消
費
そ
の
も
の
、
そ
し
て
将
来
の
消
費
に
寄
与
す

る
「
投
資
」
と
し
て
の
側
面
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
ば
か
り

で
は
な
い
。
学
校
教
育
に
は
知
識
や
技
能
な
ど
生
産
活
動
へ
の
「
投
資
」

と
い
う
面
が
あ
り
、
こ
の
資
本
投
下
が
将
来
の
収
入
を
高
め
る
と
い
う

作
用
が
あ
る
。
学
校
教
育
が
将
来
所
得
を
高
め
る
と
す
れ
ば
、
確
か
に

「
投
資
」
で
あ
っ
て
、
人
間
を
「
生
産
さ
れ
た
生
産
手
段
」
で
あ
る
と
規

定
す
る
立
場
も
可
能
に
な
る
。 

　
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
消
費
と
い
う
概
念
の
曖
昧
さ
は
単
な
る

測
定
上
の
問
題
に
と
ど
ま
ら
ず
、
経
済
活
動
の
基
本
目
的
を
何
と
考
え

る
か
、
さ
ら
に
は
人
間
の
「
生
」
の
目
的
が
何
か
と
い
う
重
要
な
問
題
と

も
か
か
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。 

　
こ
の
点
に
関
し
て
、
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
は
実
に
割
り
切
っ
た
考
え
を

持
っ
て
い
た
。「
消
費
こ
そ
が
、
す
べ
て
の
生
産
活
動
の
唯
一
の
目
的
お



よ
び
目
標
で
あ
る
。
そ
し
て
生
産
者
の
利
益
は
、
そ
れ
が
消
費
者
の
利

益
を
増
進
す
る
う
え
に
必
要
な
限
り
に
お
い
て
の
み
、
顧
慮
さ
れ
ね
ば

な
ら
ぬ
。
こ
の
公
理
は
全
く
明
白
な
事
が
ら
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
証

明
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
馬
鹿
げ
た
こ
と
だ
」。
あ
る
い
は
カ
ン
テ
ィ
オ

ン
を
引
用
し
た
「
お
よ
そ
人
が
富
ん
だ
り
貧
し
か
っ
た
り
す
る
の
は
、

人
間
生
活
の
必
需
品
、
便
益
品
お
よ
び
娯
楽
品
を
ど
の
程
度
享
受
で
き

る
か
に
よ
る
の
で
あ
る
」
と
い
う
ス
ミ
ス
の
言
葉
は
、
現
代
の
経
済
学

で
も
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
の
形
で
受
け
継
が
れ
て
い
る
。 

　
し
か
し
、
ひ
と
つ
留
意
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
人
間
の
社
会
生
活

に
お
け
る
消
費
自
体
の
意
味
や
機
能
も
、
時
代
や
国
に
よ
っ
て
多
少
の

変
化
と
変
遷
を
見
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の

言
葉
は
、
消
費
を
「
生
活
の
必
需
品
、
便
益
品
お
よ
び
娯
楽
品
」
と
い
う

区
分
に
よ
っ
て
表
現
し
て
い
る
が
、
こ
の
規
定
は
生
理
的
欲
求
の
充
足

か
ら
社
会
文
化
的
欲
求
の
充
足
ま
で
を
幅
広
く
含
ん
で
い
る
。
先
に
挙

げ
た
ク
ズ
ネ
ッ
ツ
の
例
も
こ
う
し
た
消
費
概
念
の
相
対
性
を
た
く
み
に

示
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ヴ
ェ
ブ
レ
ン
の
い
う
「
衒
示
的
消
費
」、
人

類
学
者
が
し
ば
し
ば
取
り
あ
げ
る
北
米
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
「
ポ
ト
ラ
ッ

チ
」
の
よ
う
な
種
類
の
消
費
が
、
ス
ミ
ス
が
消
費
重
視
を
述
べ
た
時
、
ど

の
程
度
念
頭
に
あ
っ
た
か
は
疑
わ
し
い
。
こ
の
点
は
「
欲
望
は
本
当
に

人
間
に
と
っ
て
与
え
ら
れ
た
も
の
（data

）
で
あ
る
か
否
か
」
と
い
う
点

で
消
費
者
主
権
の
議
論
と
も
関
連
し
て
く
る
。 

    

　
消
費
者
が
自
分
で
買
い
た
い
も
の
を
決
め
、
そ
れ
が
市
場
で
の
需
要
を

構
成
し
、
市
場
の
供
給
と
相
俟
っ
て
市
場
価
格
と
市
場
で
の
取
引
数
量
を

決
め
る
、
と
い
う
の
が
「
消
費
者
主
権
」
論
の
基
本
的
な
構
造
に
な
っ
て

い
た
。
し
か
し
消
費
者
は
本
当
に
自
分
の
好
み
と
需
要
を
内
発
的
に
顕
示

し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
現
実
に
は
企
業
が
供
給
す
る
も
の
に
対
し
て
、

受
身
的
に
消
費
者
の
好
み
が
反
応
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
の
か
。
つ
ま

り
「
供
給
が
需
要
を
創
出
す
る
」（supply creates dem

and

）
が
事
実
に

近
い
の
で
は
な
い
の
か
と
い
う
疑
問
も
生
ま
れ
る
。 

　
例
を
考
え
て
み
よ
う
。
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
新
し
い
ソ
フ
ト
、
新
し
い

機
能
を
搭
載
し
た
モ
デ
ル
が
売
り
に
出
さ
れ
る
日
時
が
発
表
さ
れ
る
と
、

販
売
店
の
前
に
前
夜
か
ら
長
蛇
の
列
が
で
き
た
と
の
ニ
ュ
ー
ス
報
道
に

接
す
る
。
こ
れ
は
供
給
側
が
需
要
を
創
り
出
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

必
ず
し
も
消
費
者
が
、
そ
の
よ
う
な
モ
デ
ル
の
機
器
を
注
文
し
て
生
産

さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
こ
う
し
た
現
象
は
、
あ
ら
ゆ
る
製
品
市
場
で

見
ら
れ
る
。
自
動
車
、
健
康
食
品
、
化
粧
品
、
医
薬
品
な
ど
な
ど
。
も
ち

ろ
ん
供
給
が
す
べ
て
を
規
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
供
給
者
で
あ

る
企
業
が
、
消
費
者
が
何
を
望
ん
で
い
る
の
か
、
ど
の
よ
う
な
製
品
で

あ
れ
ば
ヒ
ッ
ト
す
る
の
か
を
推
量
し
「
予
測
」
し
て
い
る
か
ら
だ
。
時
に

は
、
消
費
者
の
潜
在
的
な
（
意
識
下
に
あ
る
）
好
み
や
需
要
を
呼
び
覚
ま

し
て
い
る
場
合
も
あ
ろ
う
。
自
分
で
も
気
付
か
な
か
っ
た
欲
望
を
企
業

が
刺
激
し
、
現
実
の
購
入
行
動
へ
と
駆
り
立
て
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら

で
あ
る
。 

　
例
え
ば
、
洋
服
を
新
調
し
た
い
と
思
っ
た
も
の
が
、
あ
る
デ
ザ
イ
ン

の
製
品
に
魅
了
さ
れ
て
そ
れ
を
購
入
す
る
と
い
う
場
合
は
ど
う
だ
ろ
う
。

洋
服
の
需
要
は
顕
在
的
で
あ
っ
て
も
、
あ
る
具
体
的
な
デ
ザ
イ
ン
の
も

の
を
買
う
、
と
い
う
行
為
の
中
に
は
「
供
給
が
需
要
を
生
み
出
す
」
と
い

う
要
素
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
う
考
え
る
と
、
消
費
者
が
１
０
０
％
生
み

出
す
需
要
は
な
い
に
し
て
も
、
１
０
０
％
供
給
者
が
創
り
出
す
需
要
も

な
く
、「
消
費
者
は
概
し
て
企
業
の
宣
伝
や
営
業
努
力
に
誘
導
さ
れ
て
自

消
費
に
は
「
価
値
の
創
造
」
と
い
う
要
素
が
あ
る

持続可能な社会を実現するための倫理的消費 
Ⅰ 



ら
の
消
費
行
動
を
決
め
て
い
る
場
合
が
多
い
」
と
い
う
の
が
現
実
で
あ

ろ
う
。 

　
い
ず
れ
に
せ
よ
、
企
業
が
人
び
と
の
消
費
行
動
と
そ
の
帰
結
に
強
い

影
響
を
与
え
る
こ
と
に
は
変
わ
り
は
な
い
。
携
帯
電
話
の
普
及
に
よ
っ

て
「
わ
き
見
運
転
」
が
増
え
、
前
方
不
注
意
の
交
通
事
故
が
増
え
る
と
い

う
の
も
そ
の
例
で
あ
ろ
う
。
交
通
事
故
だ
け
で
は
な
い
。
公
共
の
交
通
機

関
の
中
で
携
帯
電
話
を
無
作
法
に
使
用
す
る
場
合
も
、
冒
頭
に
触
れ
た

消
費
の
「
外
部
性
」
と
同
じ
問
題
を
含
ん
で
い
る
。 

　
た
だ
し
、
そ
の
財
を
生
産
す
る
も
の
の
責
任
と
、
そ
の
財
の
使
用
に
伴

う
責
任
は
別
物
だ
。
い
か
な
る
道
具
・
器
具
も
用
い
方
に
よ
っ
て
不
正
な

行
為
を
生
み
出
し
う
る
。
出
刃
包
丁
は
魚
を
捌
く
時
に
必
須
の
道
具
で

あ
る
が
、
殺
人
の
凶
器
と
も
な
り
う
る
。
原
子
力
も
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
し

て
市
民
生
活
を
豊
か
に
し
て
く
れ
る
が
、
一
旦
事
故
と
な
る
と
そ
の
被

害
た
る
や
計
算
可
能
の
域
を
超
え
て
し
ま
う
ほ
ど
甚
大
だ
。
道
具
を
作

る
も
の
の
責
任
と
、
道
具
を
用
い
る
も
の
の
責
任
は
区
別
し
て
考
え
る

べ
き
な
の
だ
。
か
つ
て
哲
学
者
カ
ー
ル
・
ポ
ッ
パ
ー
は
、
オ
テ
ロ
の
デ
ス

デ
モ
ー
ナ
へ
の
愛
と
殺
人
を
示
し
な
が
ら
「
愛
で
す
ら
人
を
殺
す
」
と
い

う
例
を
挙
げ
た
。 

　
以
上
の
よ
う
に
、
消
費
者
の
倫
理
を
問
う
こ
と
は
多
く
の
場
合
、
生
産

者
の
倫
理
を
問
う
問
題
を
含
ん
で
い
る
こ
と
は
確
か
だ
。「
消
費
者
主
権
」

と
い
う
考
え
は
、
あ
る
種
の
極
端
、
あ
る
種
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
。

消
費
者
が
何
を
望
ん
で
い
る
の
か
を
一
番
よ
く
知
っ
て
い
る
の
は
消
費

者
自
身
で
は
な
い
、
生
産
者
に
よ
っ
て
呼
び
覚
ま
さ
れ
る
部
分
も
あ
る
の

だ
。
人
間
の
欲
望
が
成
長
し
た
り
変
化
し
た
り
す
る
性
格
の
も
の
で
あ
る

と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
も
は
や
「
科
学
的
」
デ
ー
タ
と
し
て
は
役
に
立
た
な

い
。
加
え
る
に
、
実
際
の
人
間
の
生
活
は
、
要
求
の
満
足
と
し
て
の
消
費

に
と
ど
ま
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
こ
に
「
価
値
の
創
造
（creation of 

value

）
と
内
生
的
な
欲
望
の
形
成
」
と
い
う
側
面
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、

経
済
学
と
は
別
箇
に
「
倫
理
学
」
と
い
う
学
問
領
域
の
重
要
性
が
社
会

科
学
的
に
も
認
識
さ
れ
る
の
で
あ
る
。 

    

　
新
し
い
商
品
、
新
し
い
サ
ー
ビ
ス
を
生
み
出
す
の
は
、
生
産
者
だ
け

で
は
な
く
、
消
費
者
も
そ
の
製
品
作
り
に
コ
ミ
ッ
ト
し
て
い
る
と
い
う

自
覚
は
重
要
だ
。
消
費
者
主
権
を
そ
の
よ
う
に
解
釈
し
て
お
く
の
が
現

実
的
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
、
消
費
者
は
市

場
に
登
場
す
る
商
品
の
受
身
の
需
要
者
で
は
な
く
、
能
動
的
に
産
業
社

会
の
動
向
に
強
い
影
響
を
与
え
て
い
る
と
い
う
事
実
の
重
さ
だ
。
　
　 

　
一
般
に
、
何
か
に
つ
け
消
費
者
は
受
身
で
あ
り
、
消
費
者
は
大
企
業

が
生
み
出
す
負
の
側
面
の
被
害
者
で
あ
る
と
強
調
さ
れ
る
こ
と
が
多
か

っ
た
。
し
か
し
古
代
ロ
ー
マ
の
警
句
に
「
買
い
手
は
用
心
す
べ
し
（caveat 

em
ptor

）」
あ
る
い
は
法
の
原
則
と
し
て
「
売
買
さ
れ
た
も
の
の
危
険
は

直
ち
に
買
主
に
か
か
わ
る
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
製
品
の

複
雑
さ
に
お
い
て
古
代
と
現
代
を
同
日
に
論
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、

現
代
の
消
費
者
が
、
あ
ま
り
に
も
製
品
の
質
や
安
全
性
あ
る
い
は
危
険

に
関
し
て
無
頓
着
に
な
っ
て
い
る
の
は
事
実
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
国
が
、

そ
し
て
行
政
が
、
そ
う
し
た
問
題
に
関
し
て
消
費
者
を
完
全
に
保
護
し

て
く
れ
る
と
い
う
前
提
が
当
た
り
前
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
も
原

因
が
あ
る
。 

　
消
費
者
は
「
賞
味
期
限
」
で
冷
蔵
庫
の
食
品
を
管
理
す
る
だ
け
で
よ

い
の
だ
ろ
う
か
。
自
分
の
眼
、
舌
や
嗅
覚
を
も
う
少
し
信
頼
し
て
も
い

い
の
で
は
な
い
か
。
国
や
行
政
に
保
護
さ
れ
過
ぎ
た
結
果
、
自
分
自
身

持
続
可
能
性
は
習
慣
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
る



猪
木 

武
徳
（
い
の
き
・
た
け
の
り
）  

国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
所
長
、
経
済
学
者
。
1
9
4
5
年
生
ま
れ
。
専

門
は
、
労
働
経
済
学
・
経
済
思
想
。
京
都
大
学
経
済
学
部
卒
業
、
米
国
マ
サ
チ
ュ

ー
セ
ッ
ツ
工
科
大
学
大
学
院
修
了
。
大
阪
大
学
教
授
を
経
て
、
2
0
0
2
年
よ

り
現
職
。
８７
年
に
『
経
済
思
想
』（
岩
波
書
店
）
で
サ
ン
ト
リ
ー
学
芸
賞
、
日
経
・

経
済
図
書
文
化
賞
、
０２
年
に
『
自
由
と
秩
序
―
競
争
社
会
の
二
つ
の
顔
』（
中
央

公
論
新
社
）
で
読
売
・
吉
野
作
造
賞
受
賞
、
同
年
紫
綬
褒
章
受
章
。
著
書
は
他

に
、『
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
市
場
の
論
理
』（
東
洋
経
済
新
報
社
）、『
文
芸
に
あ
ら

わ
れ
た
日
本
の
近
代
―
社
会
科
学
と
文
学
の
あ
い
だ
』（
有
斐
閣
）、『
戦
後
世
界

経
済
史
』（
中
央
公
論
新
社
）
な
ど
。 

を
守
る
力
を
衰
弱
さ
せ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
わ
れ
わ
れ
は
結
局
、

現
世
の
日
常
生
活
に
お
い
て
も
、
他
力
本
願
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ

る
。
何
事
で
も
、
自
分
に
と
っ
て
不
都
合
な
こ
と
を
、
他
人
の
せ
い
に
す

る
と
い
う
未
熟
な
習
性
に
染
ま
っ
て
は
な
ら
な
い
。
で
き
う
る
限
り
自

分
の
身
は
自
分
で
守
る
「
習
慣
」
を
身
に
着
け
、
自
分
の
好
み
を
自
分
自

身
の
責
任
で
掘
り
起
こ
す
と
い
う
「
習
慣
」
を
獲
得
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
は
じ
め
て
、
わ
れ
わ
れ
は
倫
理
的
に
「
善
き
人
」
の
必
要
条
件
の
ひ
と

つ
を
備
え
た
こ
と
に
な
る
。 

　
本
稿
の
冒
頭
で
、
消
費
の
「
公
共
性
」
に
つ
い
て
い
く
つ
か
の
点
に
触

れ
た
。
そ
の
中
で
「
習
慣
」
と
の
関
連
で
と
く
に
重
要
な
の
は
、
次
世
代

へ
い
か
な
る
自
然
環
境
と
社
会
環
境
を
引
き
渡
す
か
と
い
う
「
持
続
可

能
性
」、
あ
る
い
は
「
世
代
間
の
公
正
」
の
問
題
で
あ
ろ
う
。
天
然
資
源

を
含
め
て
「
環
境
」
を
い
か
に
持
続
可
能
な
形
で
将
来
に
残
す
か
と
い

う
問
題
に
は
、
次
の
よ
う
な
理
由
で
本
質
的
で
、
か
つ
倫
理
的
な
問
い

が
含
ま
れ
て
い
る
。 

　
お
も
ち
ゃ
の
積
み
木
を
崩
す
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
が
「
自
分
で
作
り

上
げ
た
も
の
」
を
自
分
で
破
壊
す
る
の
は
「
自
由
」
か
も
し
れ
な
い
。
し

か
し
、
わ
れ
わ
れ
に
「
与
え
ら
れ
た
も
の
」
を
、
勝
手
に
破
壊
す
る
こ
と

は
倫
理
的
に
正
し
く
な
い
こ
と
が
多
い
。「
自
殺
が
罪
だ
」
と
言
わ
れ
る

の
は
、
生
命
は
人
間
が
自
ら
創
り
出
し
た
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
そ
れ

を
破
壊
す
る
こ
と
は
「
罪
だ
」
と
い
う
考
え
に
よ
る
の
だ
。
し
か
し
、
創

り
出
す
こ
と
に
は
常
に
破
壊
が
伴
う
。
し
た
が
っ
て
こ
の
考
え
を
「
常

に
完
全
に
正
し
い
」
と
言
い
張
る
こ
と
は
難
し
い
。
新
し
い
建
物
を
建

設
す
る
に
は
、
同
時
に
何
か
を
破
壊
す
る
必
要
が
あ
る
か
ら
だ
。
だ
が

少
な
く
と
も
、
わ
れ
わ
れ
が
「
環
境
」
を
次
の
世
代
に
引
き
渡
す
時
、「
余

命
い
く
ば
く
」
の
状
態
で
は
な
く
、「
ま
だ
ま
だ
何
と
か
や
っ
て
い
け
る

（m
uddling through

）」
と
い
う
状
態
で
バ
ト
ン
を
渡
す
こ
と
は
最
低

限
の
責
任
で
あ
ろ
う
。
こ
の
「
最
低
限
の
責
任
」
を
果
た
し
う
る
た
め
に

は
、
一
回
限
り
の
思
い
つ
き
や
善
行
で
は
な
く
、「
習
慣
」
と
な
っ
た
倫

理
的
消
費
と
い
う
も
の
が
必
要
不
可
欠
な
の
で
あ
る
。 
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