
倫
理
心
理
学
の
発
想

、」

川
　
芳
　
男

　
　
　
　
一
　
経
緯

　
先
ず
最
初
に
、
倫
理
心
理
学
の
構
想
を
抱
く
に
至
っ
た
経
緯
か
ら
述
べ

る
こ
と
に
し
た
い
。

　
元
来
、
心
理
学
と
倫
理
学
と
に
関
心
を
も
っ
て
い
た
私
は
、
倫
理
や
道

徳
と
い
う
も
の
は
人
間
の
心
理
を
解
明
す
る
こ
と
な
し
に
は
成
立
し
得
る

も
の
で
は
な
い
し
、
ま
た
逆
に
人
間
の
心
理
と
い
う
も
の
は
倫
理
や
道
徳

に
よ
っ
て
多
大
の
影
響
を
受
け
る
、
と
い
う
信
念
を
抱
い
て
い
た
。
し
た

が
っ
て
両
者
は
、
い
わ
ば
一
対
の
車
輪
の
よ
う
な
関
係
に
あ
っ
て
人
聞
全

体
を
規
定
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
大
学
で
受
け
た
倫
理
学
の
講
義
は
、
全
般
に
き
わ
め
て
難

解
で
抽
象
化
さ
れ
た
も
の
ば
か
り
で
あ
り
、
哲
人
達
の
思
想
の
一
字
一
句

に
つ
い
て
の
忠
実
な
注
釈
学
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
そ
こ
に
お
い
て
、

倫
理
学
は
日
常
生
活
の
な
か
で
喜
怒
哀
楽
す
る
生
き
た
人
問
の
心
を
理
解

し
、
そ
れ
を
基
盤
に
し
て
、
か
れ
ら
に
有
益
な
指
針
を
与
え
る
こ
と
の
で

き
得
る
よ
う
な
学
問
で
は
な
か
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
ま
た
当
時
の

大
学
で
の
心
理
学
も
、
実
験
心
理
学
が
中
心
で
あ
り
、
人
問
の
高
次
の
精

神
機
能
を
解
明
す
る
に
は
、
き
わ
め
て
不
十
分
で
あ
っ
た
。
私
は
当
時
、

こ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
で
、
「
人
問
が
い
な
い
」
と
痛
感
し
た
こ
と
を

今
で
も
は
っ
き
り
と
記
憶
し
て
い
る
。

　
そ
こ
で
、
私
は
人
問
の
心
の
具
体
的
な
動
き
と
し
て
表
現
さ
れ
る
人
問

の
本
質
（
本
性
）
を
把
握
し
、
そ
れ
を
基
盤
に
し
て
、
倫
理
や
道
徳
を
考
察

し
、
さ
ら
に
そ
れ
を
定
立
す
る
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
に
し
た
が
っ
て
研
究
を

進
め
る
こ
と
に
し
た
。
研
究
を
進
め
て
行
く
う
ち
に
、
E
・
フ
ロ
ム
の

『
人
間
に
お
け
る
自
由
』
に
避
遁
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
な
か
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
だ
り

「
倫
理
学
の
研
究
対
象
は
、
性
格
で
あ
る
」
と
い
う
件
に
接
し
た
と
き
、

私
は
こ
こ
に
倫
理
学
と
心
理
学
と
の
重
複
領
域
を
見
出
す
と
と
も
に
、
私

の
意
図
と
同
一
の
立
場
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
以

来
、
私
は
学
部
・
大
学
院
を
通
し
て
、
フ
ロ
ム
お
よ
び
「
第
三
勢
力
」

と
い
わ
れ
る
　
「
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
心
理
学
」
に
所
属
す
る
人
々

の
研
究
に
取
り
組
ん
で
き
た
。
就
中
、
大
学
院
に
お
い
て
、
心
理
学
の
泰

斗
で
あ
る
、
宮
城
音
弥
東
京
工
業
大
学
名
誉
教
授
に
御
指
導
を
賜
わ
り
、

倫
理
や
道
徳
に
関
し
て
、
有
益
な
知
見
を
教
授
さ
れ
た
こ
と
は
貴
重
な
体
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験
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
フ
ロ
ム
の
著
作
を
整
理
す
る
意
味
で
、
『
フ
ロ
ム

の
人
間
観
と
倫
理
思
想
　
　
心
理
学
と
倫
理
学
と
の
統
合
を
目
指
し
て

－
』
一
一
九
八
二
年
）
を
上
梓
し
た
際
、
そ
れ
を
先
生
に
謹
呈
申
し
上
げ

た
と
こ
ろ
、
先
生
か
ら
フ
ロ
ム
一
人
に
と
ど
ま
ら
ず
、
も
っ
と
一
般
的
な

「
倫
理
心
理
学
」
と
い
う
形
の
本
を
書
い
て
み
て
は
ど
う
か
、
と
い
う
御

返
事
を
賜
わ
っ
た
。
そ
れ
が
、
私
を
し
て
「
倫
理
心
理
学
」
と
い
う
名
称

の
学
問
に
向
か
わ
せ
る
契
機
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

二
　
定
義
と
方
法

　
現
在
の
と
こ
ろ
、
「
倫
理
心
理
学
」
と
い
う
名
称
の
学
問
は
未
だ
存
在

し
て
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
宮
城
先
生
は
、
私
の
意
図
を
十
分
御
理

解
い
た
だ
い
た
上
で
、
こ
の
名
称
を
与
え
ら
れ
た
の
で
、
私
に
は
、
十
分

そ
の
意
味
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
私
が
フ
ロ
ム
の
研

究
を
通
し
て
い
え
る
こ
と
は
、
か
れ
の
目
標
が
人
問
の
成
熟
や
完
成
に
、

換
言
す
れ
ば
、
倫
理
や
哲
学
や
宗
教
の
問
題
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
そ
し
て
、
か
れ
は
人
問
の
本
質
一
本
性
）
を
基
盤
に
し
て
、
あ
る
べ
き

人
間
の
姿
の
定
立
を
意
図
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
際
、
心
理
学
や
精
神

分
析
は
、
人
問
の
本
質
（
本
性
）
を
解
明
す
る
た
め
の
理
論
的
お
よ
び
実
践

的
武
器
と
し
て
使
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
ゆ
え
、
私
は
「
倫
理
心
理
学
」
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
定
義
す
る
こ
と

に
す
る
。

　
「
倫
理
心
理
学
と
は
、
人
問
の
本
質
一
本
性
）
に
関
す
る
主
と
し
て
心
理

学
的
知
見
を
基
盤
に
し
て
、
さ
ら
に
諸
科
学
の
知
見
を
も
広
く
導
入
し
、

そ
れ
ら
を
統
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
の
成
熟
し
た
健
康
な
性
格
な

い
し
人
間
と
し
て
の
あ
る
べ
き
姿
を
定
立
し
、
以
て
、
人
倫
関
係
に
不
可

欠
な
ル
ー
ル
の
定
立
に
有
益
な
知
見
を
提
供
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
た

め
の
学
問
で
あ
る
。
L
と
。

　
し
た
が
っ
て
、
倫
理
心
理
学
に
お
い
て
は
、
人
間
の
本
質
一
本
性
）
の
解

明
が
最
も
重
要
な
課
題
と
な
る
。
そ
し
て
そ
の
方
法
一
論
）
と
し
て
、
（
一
）

先
哲
達
の
提
出
し
た
人
問
に
関
す
る
卓
見
、
一
二
）
臨
床
の
場
で
得
ら
れ
た

生
き
た
具
体
的
な
人
聞
に
関
す
る
心
理
学
的
知
見
、
（
三
一
躍
進
著
し
い
自

然
科
学
の
人
間
解
明
の
成
果
、
等
を
十
分
考
慮
・
検
討
し
、
統
合
す
る
こ

と
が
要
請
さ
れ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
人
間
の
本
質
一
本
性
）
と
い
う
も
の
は
、
「
実
存
は
本

質
に
先
立
つ
」
と
実
存
主
義
者
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
簡
明
直
裁
に
断
定

で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
、
「
く
で
あ
り
得
る
一

と
い
う
可
能
性
の
形
で
表
現
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
「
く
で
あ
り
得
る
一
と
い
う
可
能
性
が
明
示
さ
れ
れ
ば
、
そ

う
な
る
よ
う
努
力
す
る
こ
と
は
自
然
の
摂
理
と
し
て
至
極
当
然
の
こ
と
と

考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
一
て
、
「
く
で
あ
り
得
る
一
と
い
う
科
学
的
記

述
は
、
必
然
的
に
「
く
で
麦
べ
き
で
あ
る
一
と
い
う
規
範
的
意
味
を

包
含
し
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
本
質

一
本
性
一
が
「
く
で
あ
り
得
る
一
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
「
あ
り
得

る
」
こ
と
を
実
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
そ

れ
が
人
間
の
本
質
一
本
性
）
を
実
現
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
倫
理
心
理
学
は
人
問
の
本
質
一
本
性
一
を
基
盤
に
し
て
、

倫
理
や
道
徳
の
考
察
を
行
な
う
こ
と
か
ら
し
て
、
哲
学
的
伝
統
か
ら
み
れ
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ば
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
や
ス
ピ
ノ
ザ
の
見
解
に
類
似
し
て
い
る
と
い
え
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
倫
理
心
理
学
は
か
れ
ら
の
見
解
を
踏
ま
え
、
さ
ら
に
現

代
の
諸
科
学
の
成
果
を
積
極
的
に
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
内
容

を
よ
り
充
実
し
た
も
の
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
っ
ぎ
に
具
体
例
を
あ
げ
て
、
そ
れ
を
倫
理
心
理
学
的
に
考
察
す
る
こ
と

に
し
た
い
。

三
　
若
干
の
倫
理
心
理
学
的
考
察

　
　
H
無
意
識
の
存
在

　
無
意
識
の
世
界
を
量
初
に
科
学
的
に
解
明
し
た
の
は
、
い
う
ま
で
も
な

く
、
フ
ロ
イ
ト
で
あ
る
。
か
れ
は
多
く
の
ヒ
ス
テ
リ
ー
患
者
の
診
察
を
通

し
て
、
ヒ
ス
テ
リ
ー
特
有
の
精
神
的
、
身
体
的
症
状
の
原
因
を
、
通
常
は

全
く
意
識
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
無
意
識
の
う
ち
に
突
き
止
め
、
そ
れ
を

「
自
由
連
想
法
」
に
よ
っ
て
意
識
化
す
る
こ
と
に
よ
り
、
ヒ
ス
テ
リ
ー
の

諸
症
状
が
消
失
す
る
こ
と
を
見
出
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
精
神
分
析
が

創
立
さ
れ
る
契
機
と
な
っ
た
で
き
ご
と
で
あ
る
。
そ
の
際
、
か
れ
は
ヒ
ス

テ
リ
ー
症
状
を
惹
起
さ
せ
る
根
源
が
無
意
識
の
う
ち
に
存
在
し
た
こ
と
か

ら
、
一
般
に
無
意
識
を
邪
悪
で
、
不
快
な
望
ま
し
く
な
い
も
の
を
収
納
す

る
場
所
で
あ
る
、
と
考
え
た
。
こ
の
こ
と
は
ま
た
、
裏
か
ら
み
れ
ば
、
無

意
識
は
意
識
の
レ
ベ
ル
で
タ
ブ
ー
視
さ
れ
て
い
る
諸
現
象
が
抑
圧
さ
れ
る

貯
蔵
庫
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

　
さ
て
、
こ
の
よ
う
な
考
察
を
通
し
て
、
倫
理
や
道
徳
に
と
っ
て
、
き
わ

め
て
重
要
な
課
題
が
提
起
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
人
間
を
根
源
的

に
駆
り
立
て
る
力
は
、
邪
悪
な
無
意
識
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
そ
の
無

意
識
の
指
令
を
受
け
て
行
動
す
る
人
間
に
倫
理
的
行
為
が
果
し
て
期
待
で

き
得
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
そ
れ
に
対
し
て
、
フ
ロ
イ
ト
は
理
性
に
よ
る
無
意
識
的
衝
動
の
支
配
、

塑
言
す
れ
ば
、
「
自
我
ρ
；
）
」
に
よ
っ
て
「
エ
ス
一
穿
一
」
を
支
配
す
る
こ

と
を
目
標
と
し
、
っ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
。
「
精
神
分
析
療
法
の
意
図
は
自

我
を
強
め
、
自
我
を
超
自
我
か
ら
独
立
せ
し
め
、
自
我
の
観
察
範
囲
を
拡

大
し
て
自
我
の
組
織
を
完
成
さ
せ
、
そ
の
結
果
、
自
我
が
エ
ス
の
新
し
い

部
分
を
獲
得
し
う
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
エ
ス
の
あ
っ
た
と
こ
ろ
に
自

我
を
あ
ら
し
め
よ
。
そ
れ
は
た
と
え
ば
、
ゾ
イ
デ
ル
海
の
干
拓
の
よ
う
に

　
　
　
　
　
　
　
　
一
1
〕

文
化
事
業
な
の
で
あ
る
。
」
と
。
こ
の
よ
う
に
、
．
フ
ロ
イ
ト
に
と
っ
て
、

「
エ
ス
の
あ
っ
た
と
こ
ろ
に
、
自
我
を
あ
ら
し
め
る
」
こ
と
が
、
倫
理
的

に
最
善
の
方
法
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
は
あ
く
ま

で
も
無
意
識
的
衝
動
を
常
に
理
性
に
よ
っ
て
抑
制
す
る
こ
と
で
あ
る
か
ら

し
て
、
一
時
的
か
つ
対
症
療
法
的
な
効
果
し
か
な
く
、
し
た
が
っ
て
ぺ
人

間
は
常
に
き
わ
め
て
不
安
定
な
葛
藤
状
態
に
立
た
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意

味
す
る
。

　
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
フ
ロ
イ
ト
に
と
っ
て
、
人
間
は
元
来
、
無

意
識
の
う
ち
に
あ
る
本
能
的
衝
動
に
駆
り
立
て
ら
。
れ
る
邪
悪
な
存
在
で
あ

る
こ
と
か
ら
し
て
、
倫
理
的
に
い
え
る
こ
と
は
、
「
汝
の
隣
人
を
、
汝
自

身
の
如
く
愛
せ
」
と
い
う
命
令
を
受
け
入
れ
る
こ
と
は
む
ず
か
し
く
、
ま

し
て
「
汝
の
敵
を
愛
せ
」
と
い
う
命
令
は
一
層
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
フ
ロ
イ
ト
に
と
っ
て
は
、
せ
い
ぜ
い
「
隣
人

が
汝
を
愛
す
る
が
如
く
に
、
汝
の
隣
人
を
愛
せ
」
と
い
う
形
の
命
令
な
ら
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ば
受
容
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
フ
ロ
ム
は
、
フ
ロ
イ
ト
が
無
意
識
を
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
に
受
け
取
る
の
に
対

し
て
、
む
し
ろ
無
意
識
の
う
ち
に
こ
そ
、
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
意
義
を
見
出
そ

う
と
す
る
。
か
れ
は
い
う
。
「
無
意
識
を
一
般
的
に
い
う
こ
と
は
不
可
能

で
あ
る
が
、
一
つ
い
え
る
こ
と
は
、
そ
れ
は
い
つ
も
明
と
暗
に
対
す
る
か

れ
の
す
べ
て
の
可
能
性
を
も
っ
た
全
人
を
表
し
て
い
る
。
そ
れ
は
善
で
も

悪
で
も
な
く
、
合
理
的
で
も
非
合
理
的
で
も
な
く
、
そ
の
両
方
で
あ
る
。

人
問
的
な
も
の
す
べ
て
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
無
意
識
と
は
、
全
人
か
ら

人
問
の
杜
会
に
対
応
す
る
部
分
を
引
い
た
も
の
で
あ
る
。
意
識
は
杜
会
的

人
問
、
っ
ま
り
個
人
が
投
げ
込
ま
れ
た
歴
史
的
状
況
に
よ
っ
て
加
え
ら
れ

る
偶
然
的
な
限
定
を
表
し
て
い
る
。
無
意
識
は
宇
宙
に
根
ざ
す
普
遍
的
人

間
、
つ
ま
り
全
人
を
表
し
て
い
る
。
そ
れ
は
か
れ
の
な
か
に
あ
る
植
物
を
、

動
物
を
、
精
神
を
表
し
て
い
る
。
そ
れ
は
か
れ
の
過
去
を
人
問
存
在
の
曙

に
ま
で
立
ち
戻
っ
て
表
し
て
お
り
、
か
れ
の
将
来
を
人
間
が
完
全
に
人
間

的
と
な
り
、
人
問
が
自
然
化
さ
れ
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
自
然
も
人
間
化

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
2
）

さ
れ
る
そ
の
日
ま
で
を
表
し
て
い
る
。
」
と
。

　
こ
の
よ
う
に
、
フ
ロ
ム
に
と
っ
て
、
意
識
は
常
に
社
会
的
、
歴
史
的
状

況
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
こ
と
か
ら
し
て
、
そ
の
内
容
は
大
抵
虚
構
的
で

あ
り
、
妄
想
的
で
あ
り
、
正
確
に
は
現
実
を
表
現
し
得
な
い
こ
と
に
な
る
。

換
言
す
れ
ば
、
意
識
と
い
う
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
や
時
代
に
よ
っ

て
形
成
さ
れ
る
き
わ
め
て
相
対
的
な
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
わ
れ

わ
れ
の
真
実
の
姿
を
反
映
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
無
意
識
は
時
代
や
社
会
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
る
こ
と
の

な
い
、
わ
れ
わ
れ
の
真
の
人
問
性
を
表
現
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、

生
物
の
発
生
か
ら
人
間
の
誕
生
、
さ
ら
に
人
問
の
未
来
一
可
能
性
一
ま
で
を

も
包
含
す
る
、
き
わ
め
て
広
大
な
領
域
を
蔵
し
て
い
る
。
婆
言
す
れ
ば
、

わ
れ
わ
れ
人
間
は
無
機
物
・
植
物
・
動
物
と
進
化
の
あ
ら
ゆ
る
過
程
を

担
っ
て
お
り
、
し
か
も
そ
れ
ら
が
無
意
識
の
う
ち
に
す
べ
て
収
納
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
』
そ
し
て
人
問
の
可
能
性
と
し
て
い
え
る
こ
と
は
、
人
間

は
究
極
的
に
は
、
自
然
一
宇
宙
）
と
一
体
化
し
得
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
き
わ
め
て
重
要
な
意
義
を
も
つ
の
で
あ
る
。
な
ぜ

な
ら
ば
、
そ
の
な
か
に
、
現
在
第
四
の
心
理
学
と
い
わ
れ
る
「
ト
ラ
ン
ス

パ
ー
ソ
ナ
ル
心
理
学
」
の
萌
芽
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
わ
れ
わ
れ
が
意
識
に
基
づ
い
て
行
為
す
る

こ
と
は
、
人
間
性
の
一
部
を
反
映
し
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
し
た
が
っ
て
、

そ
れ
が
す
べ
て
の
人
間
性
を
反
映
す
る
真
実
の
行
為
で
あ
る
と
考
え
る
こ

と
は
、
た
わ
い
な
い
幻
想
で
あ
る
こ
と
が
了
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ

ゆ
え
、
こ
こ
に
、
全
人
を
反
映
す
る
無
意
識
を
い
か
に
し
て
意
識
化
す
る

か
と
い
う
最
も
重
要
な
課
題
が
提
起
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
人
間
の
普
遍
性

と
い
う
観
念
を
生
き
た
普
遍
性
体
験
に
転
換
さ
せ
る
こ
と
で
あ
り
、
あ
ら

ゆ
る
人
間
性
を
体
験
的
に
実
現
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

無
意
識
を
意
識
化
す
る
た
め
の
具
体
的
な
方
法
に
つ
い
て
、
フ
ロ
ム
は
明

示
し
て
い
な
い
。
こ
れ
は
フ
ロ
ム
だ
け
で
は
な
く
、
一
般
に
ト
ラ
ン
ス

パ
ー
ソ
ナ
ル
心
理
学
の
立
場
に
あ
る
人
々
に
つ
い
て
も
い
え
る
こ
と
で
あ

り
、
今
後
の
研
究
に
期
待
し
た
い
。

　
さ
て
、
上
述
し
た
よ
う
に
、
フ
ロ
イ
ト
と
フ
ロ
ム
の
無
意
識
観
に
つ
い

て
考
察
し
て
き
た
が
、
か
れ
ら
は
と
も
に
、
意
識
と
無
意
識
と
を
い
わ
ば
、

西
洋
の
伝
統
的
立
場
で
あ
る
二
元
的
対
立
関
係
の
下
で
考
究
し
て
い
る
こ

蝸



と
が
了
解
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
立
場
で
は
、
ど
ち
ら

か
一
方
が
重
視
さ
れ
、
他
の
一
方
は
無
視
さ
れ
る
か
、
否
定
さ
れ
る
の
が

常
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
も
の
ご
と
の
全
体
を
正
確
に
把
握
す
る
こ
と

が
き
わ
め
て
困
難
と
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
両
者
を
包
括
し
、
統
合
す
る
立

場
が
要
請
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
意
識
と
無
意
識
に
関
し
て
、
こ

の
よ
う
な
立
場
を
と
る
の
が
、
ユ
ン
グ
の
見
解
で
あ
る
。

　
ユ
ン
グ
に
よ
れ
ば
、
意
識
と
無
意
識
と
い
う
心
の
対
立
す
る
部
分
系
に

対
し
て
、
「
超
越
的
機
能
」
を
発
揮
す
る
の
は
「
自
己
」
で
あ
る
。
自
己

は
「
個
体
化
」
の
道
に
お
け
る
最
後
の
終
着
点
で
あ
り
、
人
生
に
お
け
る

究
極
的
な
目
標
で
あ
る
。
個
体
化
と
は
、
「
個
別
的
存
在
に
な
る
こ
と
で

あ
り
、
個
性
と
い
う
も
の
を
、
わ
れ
わ
れ
の
最
も
内
奥
の
最
後
の
、
何
も

の
に
も
比
肩
で
き
な
い
独
自
性
と
解
す
る
限
り
、
自
分
自
分
の
本
来
的
自

　
　
　
　
　
　
　
　
一
3
〕

己
に
な
る
こ
と
で
あ
る
」
と
定
義
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
個
性
化
は
ま

た
、
「
自
己
化
」
な
い
し
「
自
己
実
現
化
」
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ

の
よ
う
に
、
自
己
は
そ
れ
ぞ
れ
の
人
問
の
独
自
性
を
完
全
に
実
現
さ
せ
よ

う
と
す
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
人
格
の
全
側
面
の
統
合
と
完
全

性
と
が
成
就
さ
れ
、
欠
け
る
と
こ
ろ
の
な
い
完
全
な
人
問
が
形
成
さ
れ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
自
己
は
人
格
の
中
心
が
「
自
我
」
か
ら
意
識
と
無
意
識
と
の

中
問
点
へ
移
行
す
る
よ
う
、
意
識
の
過
程
と
無
意
識
の
過
程
と
を
同
化
さ

せ
る
機
能
を
も
っ
の
で
あ
る
。
そ
し
て
も
し
そ
れ
に
成
功
す
れ
ば
、
無
意

識
に
由
来
す
る
素
材
が
人
格
の
一
部
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
格
は
活
性

化
し
、
一
層
豊
か
な
も
の
と
な
る
。
だ
が
、
こ
の
過
程
は
ま
た
非
常
に
危

険
な
道
程
で
も
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
強
大
な
力
で
侵
入
し
て
く
る
無
意

識
の
諸
内
容
に
よ
っ
て
、
心
が
分
裂
の
危
機
に
遭
遇
す
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
よ
う
な
危
機
に
直
面
し
な
が
ら
、
最
終
的
に
は
、
わ
れ
わ
れ

の
心
的
存
在
の
源
泉
で
あ
り
、
究
極
の
根
底
で
も
あ
る
本
来
的
自
己
に
到

達
す
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
自
我
が
本
来
的
自
己
を
感
知
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
個
性
化
と
い
う
目
標
は
達
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
ユ
ン
グ
は
こ
の
本
来
的
自
己
に
っ
い
て
、
っ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
。

「
知
的
に
は
、
心
理
学
的
一
概
念
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。
わ
れ
わ
れ

に
は
、
認
識
し
が
た
い
実
体
を
表
現
さ
せ
よ
う
と
す
る
一
構
造
で
あ
る
。

こ
の
実
体
を
そ
の
も
の
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
の
認
識
能
力
を
越
え
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
そ
れ
は
こ
の
定
義
か
ら
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
実
体
は
い

わ
ば
、
”
わ
れ
わ
れ
の
な
か
の
神
〃
と
も
名
付
け
ら
れ
よ
う
。
わ
れ
わ
れ

の
魂
の
生
活
全
体
の
も
ろ
も
ろ
の
端
緒
は
、
解
き
難
く
纏
れ
合
い
な
が
ら

も
、
こ
の
一
点
か
ら
発
生
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
ま
た
一
切
の
至
高

の
、
か
つ
究
極
的
な
目
標
は
、
こ
の
一
点
を
目
指
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ

　
＾
4
〕

れ
る
。
」
と
。
こ
の
よ
う
に
、
本
来
的
自
己
は
心
の
原
点
と
も
い
う
べ
き

存
在
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
す
べ
て
の
精
神
活
動
は
こ
こ
か
ら
発
生
し
、

ま
た
精
神
の
も
つ
究
極
的
な
目
標
も
こ
の
一
点
に
収
束
さ
れ
る
の
で
あ

る
。　

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
ユ
ン
グ
の
い
う
自
己
と
い
う
概
念
は
、
意

識
と
無
意
識
と
い
う
相
対
立
す
る
領
域
を
同
化
さ
せ
、
統
合
す
る
と
い
う
、

き
わ
め
て
ホ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
機
能
を
果
す
こ
と
が
了
解
さ
れ
る
。
そ
の

意
味
で
、
そ
れ
は
ま
た
、
　
「
ニ
ュ
ー
一
エ
イ
ジ
）
サ
イ
エ
ン
ス
」
の
方
法
論

に
立
脚
す
る
見
解
と
い
え
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
ホ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な

立
場
は
、
倫
理
や
道
徳
を
考
察
す
る
場
合
、
き
わ
め
て
重
要
な
意
義
を
も
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つ
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
一
方
の
み
を
重
視
し
、
他
方
を

無
視
し
た
り
、
排
斥
し
た
り
す
る
こ
と
は
、
も
の
ご
と
の
全
体
像
を
正
確

に
把
握
す
る
こ
と
を
不
可
能
に
す
る
ば
か
り
か
、
き
わ
め
て
偏
向
し
た
見

解
を
形
成
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は

相
対
立
す
る
要
因
を
そ
れ
ぞ
れ
尊
重
し
、
そ
れ
ら
を
統
合
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
も
の
ご
と
の
全
体
像
を
的
確
に
把
握
す
る
態
度
を
体
得
す
る
こ

と
は
、
方
法
論
上
き
わ
め
て
肝
要
な
こ
と
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

　
　
目
欲
求
の
存
在
意
義

　
心
理
学
で
は
、
欲
求
は
一
般
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
る
。
「
食
物

や
水
は
動
物
に
と
っ
て
必
要
で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
与
え
ら
れ
な
い
場
合
に

は
、
こ
れ
を
得
る
た
め
の
行
動
を
起
そ
う
と
す
る
内
的
な
緊
張
一
箒
易
一
旨
一

ま
た
は
動
因
一
〇
ユ
く
①
）
、
あ
る
い
は
推
進
力
一
…
⑰
・
①
）
が
発
生
す
る
。
こ
の

現
象
を
”
要
求
”
一
忌
冨
巨
）
と
い
う
。
ま
た
麻
薬
、
タ
バ
コ
、
ア
ル
コ
ー

ル
な
ど
の
依
存
ま
た
は
嗜
癖
の
場
合
に
も
、
後
天
的
に
獲
得
し
た
習
慣
に

よ
っ
て
周
期
的
に
同
様
の
緊
張
が
生
じ
る
が
、
こ
の
現
象
を
”
欠
乏
”

（
き
邑
と
い
い
、
要
求
と
欠
乏
と
を
一
括
し
て
”
欲
求
”
一
罵
＆
一
と
呼
ぶ
。

た
だ
し
、
要
求
と
欲
求
を
同
意
語
と
し
て
、
欠
乏
を
含
め
て
使
う
場
合
も

多
い
。
」
（
宮
城
音
弥
『
心
理
学
小
辞
典
』
岩
波
書
店
）
と
。

　
こ
の
よ
う
に
、
一
般
に
心
理
学
で
い
う
欲
求
は
、
わ
れ
わ
れ
の
生
命
が

一
定
の
充
足
し
た
状
態
を
維
持
す
る
と
い
う
前
提
の
下
で
、
そ
れ
が
欠
落

な
い
し
破
損
し
た
と
き
、
そ
れ
を
元
の
充
足
し
た
状
態
に
修
復
し
よ
う
と

す
島
、
ポ
張
一
動
因
・
推
進
力
一
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
先
天
的
一
生
得
的
）
な

も
の
が
欠
損
し
た
場
合
を
要
求
と
い
い
、
ま
た
後
天
的
一
獲
得
的
）
な
も
の

の
場
合
を
欠
乏
と
い
っ
て
区
別
す
る
の
で
あ
る
。
．

　
ま
た
心
理
学
で
は
、
こ
れ
に
対
応
し
て
、
欲
求
を
「
一
次
的
欲
求
」
と

「
二
次
的
欲
求
」
と
に
分
類
す
る
。
前
者
は
生
命
の
維
持
や
種
族
の
保
存

に
関
係
す
る
欲
求
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
そ
れ
は
ま
た
、
「
生
得
的
」
な

い
し
「
生
理
的
」
欲
求
と
も
い
わ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
後
者
は
、
杜
会

的
適
応
に
関
係
す
る
欲
求
で
あ
り
、
し
か
も
前
者
を
基
盤
に
し
て
新
た
に

経
験
を
通
し
て
形
成
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
は
ま
た
「
獲
得
的
」
な
い

し
「
心
理
的
」
一
社
会
的
、
人
格
的
、
派
生
的
）
欲
求
と
も
い
わ
れ
る
。

　
い
ず
れ
に
し
て
も
、
一
般
に
心
理
学
で
い
う
欲
求
は
、
生
命
の
維
持
を

最
低
限
充
足
さ
せ
る
と
と
も
に
、
杜
会
的
適
応
に
不
可
欠
な
内
容
を
意
味

す
る
こ
と
か
ら
し
て
、
こ
の
よ
う
な
欲
求
は
す
べ
て
、
「
欠
乏
（
充
足
）
欲

求
」
と
し
て
一
括
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
欲

求
観
の
背
後
に
は
、
人
間
と
い
う
も
の
を
一
定
の
充
足
さ
れ
た
状
態
と
み

て
、
そ
れ
に
欠
損
が
生
じ
た
と
き
、
そ
れ
を
元
の
充
足
し
た
状
態
に
戻
す

た
め
に
の
み
行
動
を
起
す
と
い
う
、
き
わ
め
て
受
動
的
か
つ
機
械
的
な
人

聞
観
が
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
人
問
観
か

ら
は
生
命
の
も
っ
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
躍
動
感
は
感
得
さ
れ
ず
、
そ
れ
ゆ
え
、

生
命
の
本
質
を
的
確
に
把
握
す
る
こ
と
は
き
わ
め
て
困
難
で
あ
る
と
い
え

る
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
に
対
し
て
、
マ
ス
ロ
ー
は
人
間
を
た
ん
に
欠
乏
し
た
も
の
を
補
充

し
、
一
定
の
状
態
を
保
持
す
る
と
い
う
消
極
的
、
受
動
的
な
存
在
と
し
て

で
は
な
く
、
つ
ね
に
目
標
を
設
定
し
、
そ
の
達
成
の
た
め
に
努
力
す
る
と

い
う
き
わ
め
て
積
極
的
、
能
動
的
な
存
在
と
し
て
把
握
す
る
。
し
た
が
っ

て
、
か
れ
に
よ
れ
ば
、
欲
求
は
っ
ぎ
の
よ
う
に
、
階
層
を
な
す
も
の
と
し
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〈白己超越〉

↑ 之

すべて同等の
＜自己実現〉

重要性をもち，
↑

階層的ではな
首
穴

い。 美，善

個性，躍動

完成，必然，完全

豊富，単純，秩序，正義

意味，自己充実，無擬，

楽しみ

皿
’

自尊心と他者による尊敬
≡ 尊 敬
J
，

≧
愛 情

㌧ 集 団 所 属

安 全 と 安 定

生理的（空気，渇き，食物，性，排泄，睡眠，休息等）

成
長
欲
求

一
基
本
的
欲
求

て
分
類
さ
れ
る
。

　
こ
こ
で
、
「
基
本
的
欲
求
」
と
は
、
従
来
心
理
学
で
い
う
一
次
的
お

よ
び
二
次
的
欲
求
を
包
括
し
た
概
念
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
、
基

本
的
に
は
欠
乏
欲
求
で
は
あ
る
が
、
そ
の
す
べ
て
が
欠
乏
欲
求
で
あ
る
と

い
う
わ
け
で
は
な
い
。
マ
ス
ロ
ー
に
よ
れ
ば
、
欠
乏
欲
求
と
は
、
も
し
そ

れ
が
充
足
さ
れ
な
い
と
、
病
気
の
原
因
を
構
成
す
る
よ
う
な
欲
求
を
意
味

す
る
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
の
基
本
的
欲
求
に
対
し
て
、
マ
ス
ロ
ー
は
「
成
長
欲
求
」
と
い
う
概

念
を
提
唱
す
る
。
こ
れ
は
基
本
的
欲
求
が
十
分
に
充
足
さ
れ
た
状
態
に
お

い
て
は
じ
め
て
出
現
す
る
欲
求
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
、
従
来
の
心
理
学

で
は
ほ
と
ん
ど
顧
慮
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
新
し
い
欲
求
概
念
で
あ
る

と
い
え
る
。
そ
れ
は
生
存
に
必
要
な
欲
求
が
十
分
充
足
さ
れ
る
こ
と
を
前

提
に
し
て
、
人
間
に
賦
与
さ
れ
た
可
能
性
（
能
力
、
才
能
、
機
能
等
）
を
積

極
的
に
実
現
し
て
行
こ
う
と
す
る
欲
求
で
あ
り
、
；
日
で
い
え
ば
、
人
間

が
真
の
人
問
に
な
ろ
う
と
す
る
た
め
の
欲
求
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う

な
概
念
は
、
従
来
の
よ
う
に
、
人
間
を
ホ
メ
オ
ス
タ
シ
ス
的
存
在
と
す
る

立
場
か
ら
は
提
起
さ
れ
得
ず
、
人
間
を
ト
ラ
ン
ジ
ス
タ
シ
ス
的
存
在
と
し

て
と
ら
え
る
人
間
観
を
基
盤
に
し
て
は
じ
め
て
成
立
し
得
る
の
で
あ
る
。

　
っ
ぎ
に
マ
ス
ロ
ー
は
こ
れ
ら
の
欲
求
間
の
関
係
に
っ
い
て
、
「
欲
求
階

層
論
」
と
も
い
う
べ
き
独
自
の
見
解
を
提
起
す
る
。
か
れ
は
い
う
。
「
こ

れ
ら
の
欲
求
は
二
分
法
的
に
対
立
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
統
合
せ
ら

れ
た
階
層
と
い
う
形
を
と
っ
て
配
列
せ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
5
一

ら
は
一
つ
一
つ
積
み
重
ね
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
」
と
。
さ
ら
に
階
層
問
の

関
係
に
っ
い
て
は
、
っ
ぎ
の
よ
う
な
人
問
性
に
関
す
る
原
理
が
あ
る
こ
と

を
提
唱
す
る
。
「
人
問
の
高
い
性
質
は
そ
の
低
い
性
質
に
依
存
し
、
こ
れ

を
基
礎
と
し
て
必
要
と
し
て
お
り
、
こ
の
基
礎
が
な
け
れ
ば
崩
壊
す
る
と

い
え
る
。
す
な
わ
ち
、
人
間
の
高
い
性
質
は
基
礎
と
し
て
低
い
性
質
の
満

足
が
な
け
れ
ば
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
高
い
性
質
を
発
達
さ
せ

る
最
善
の
方
法
は
先
ず
低
い
性
質
を
満
た
し
、
満
足
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。

さ
ら
に
ま
た
、
人
問
の
高
い
性
質
は
現
在
お
よ
び
以
前
に
良
好
な
い
し
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
6
〕

な
り
良
好
な
環
境
の
あ
る
場
合
に
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
」
と
。
し
た
が
っ

て
、
こ
の
原
理
を
先
の
欲
求
階
層
論
に
適
用
す
る
と
、
っ
ぎ
の
よ
う
に
い

う
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
安
全
と
安
定
の
欲
求
は
生
理
的
欲
求
が

㎎



十
分
充
足
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
、
ま
た
集
団
所
属
の
欲
求
は
安
全

と
安
定
の
欲
求
が
充
足
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
出
現
し
、
以
下
・
…
：
こ

の
よ
う
に
し
て
、
基
本
的
欲
求
が
順
次
充
足
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は

じ
め
て
成
長
欲
求
が
生
じ
る
。
そ
し
て
成
長
欲
求
の
内
容
は
階
層
の
形
態

を
と
ら
な
い
が
、
相
互
に
深
く
関
連
し
合
っ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
十
分
の

充
足
が
「
自
己
実
現
」
を
成
就
さ
せ
、
さ
ら
に
「
自
己
超
越
」
を
招
来
さ

せ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
マ
ス
ロ
ー
に
よ
れ
ば
、
低
次
の
欲
求
が
順
次
充
足
さ
れ

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
高
次
の
欲
求
が
生
じ
る
こ
と
が
人
間
性
に
関
す
る
一

般
的
原
理
で
は
あ
る
が
、
実
際
上
低
次
の
欲
求
が
十
分
満
た
さ
れ
な
く
て

も
、
高
次
の
欲
求
へ
と
移
行
す
る
こ
と
が
あ
る
。
か
れ
は
こ
の
よ
う
な
場

合
の
成
長
を
と
く
に
「
満
足
さ
れ
な
い
欲
求
を
や
り
過
す
こ
と
に
よ
る
疑

似
成
長
」
と
呼
び
、
そ
の
危
険
性
を
っ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
。
「
そ
こ
に
お

い
て
は
、
満
た
さ
れ
な
い
欲
求
が
絶
え
ず
無
意
識
的
な
力
と
し
て
固
執
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
7
一

れ
、
反
復
強
迫
と
し
て
わ
れ
わ
れ
を
襲
う
の
で
あ
る
。
」
と
。

　
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
低
次
σ
欲
求
は
高
次
の
欲
求
を
実
現
さ
せ

る
た
め
の
不
可
欠
の
要
件
で
あ
る
こ
と
が
了
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
低
次
の
欲
求
を
無
視
し
た
り
、
抑
圧
し
た
り
す
る
こ
と
は
、
高

次
の
欲
求
の
出
現
を
阻
止
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
わ
れ
わ
れ
自
身
を
葛
藤

に
満
ち
た
き
わ
め
て
不
安
定
な
心
理
状
態
に
陥
れ
、
わ
れ
わ
れ
の
行
動
を

混
乱
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
ま
た
、
「
心
理
的
疾
患
は
道
徳

的
疾
患
で
あ
る
」
と
い
う
命
題
を
実
証
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
、

倫
理
や
道
徳
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
先
ず
わ
れ
わ
れ
の
心
理
的
安
定
が

不
可
欠
の
要
因
と
し
て
要
請
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
マ
ス
ロ
ー
は
、
欲
求
こ
そ
が
価
値
で
あ
る
、
と
し
て
、
っ
ぎ
の

よ
う
に
い
う
。
「
私
が
基
本
的
欲
求
と
呼
ん
で
き
た
も
の
は
、
お
そ
ら
く

す
べ
て
の
人
々
に
共
通
す
る
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
共
通
せ
ら
れ

た
価
値
で
あ
る
。
だ
が
、
特
異
な
欲
求
は
特
異
な
価
値
を
生
む
も
の
な
の

で
あ
る
。
…
…
筋
肉
的
人
間
は
自
分
の
筋
骨
を
用
い
る
こ
と
を
好
む
、

と
い
う
よ
り
も
、
自
己
を
実
現
し
、
調
和
し
た
こ
だ
わ
り
の
な
い
満
足
な

は
た
ら
き
に
と
も
な
う
主
観
的
感
情
に
ひ
た
る
た
め
に
、
筋
骨
を
使
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
主
観
的
感
情
は
、
心
理
的
健
康
の
非
常

に
重
要
な
一
面
な
の
で
あ
る
。
知
能
に
優
れ
た
人
は
そ
の
知
能
を
使
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
眼
を
も
っ
た
人
は
そ
の
眼
を
使
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
…
－
つ
ま
り
、
能
力
は
欲
求
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
ま
た
、
本

質
的
な
価
値
で
も
あ
る
。
能
力
に
相
異
が
あ
る
よ
う
に
、
価
値
に
も
ま
た

　
　
　
　
（
8
一

相
異
が
あ
る
。
」
と
。
こ
こ
で
マ
ス
ロ
ー
は
、
「
能
力
」
1
－
「
欲
求
」
H
「
本

質
的
価
値
」
と
い
う
命
題
を
定
立
す
る
。
本
質
的
価
値
と
は
、
あ
ら
ゆ
る

価
値
を
構
成
す
る
基
盤
と
な
る
べ
き
価
値
で
あ
り
、
ま
さ
に
価
値
を
価
値

た
ら
し
め
て
い
る
根
源
的
価
値
で
あ
る
。
そ
し
て
本
質
的
価
値
が
欲
求
で

あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
欲
求
こ
そ
が
す
べ
て
の
価
値
の
根
源
を
構
成
す
る

き
わ
め
て
重
要
な
要
素
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
ま
た
欲
求
は
能
力
に

由
来
す
る
が
、
能
力
に
は
、
す
べ
て
の
人
問
に
共
通
す
る
能
力
と
そ
の
人

問
に
だ
け
し
か
み
ら
れ
な
い
特
殊
な
能
力
と
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
前

者
は
普
遍
的
欲
求
1
1
普
遍
的
価
値
を
成
立
さ
せ
、
後
者
は
特
殊
な
欲
求
u

個
別
的
価
値
を
成
立
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
一
般
に
能
力
と
い
う
も

の
は
、
す
べ
て
の
存
在
に
と
っ
て
そ
の
ユ
ニ
ー
ク
さ
を
表
示
し
、
そ
の
存

在
が
他
の
存
在
と
は
異
な
る
こ
と
を
誇
示
す
る
た
め
の
機
能
を
も
つ
。
そ
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し
て
そ
の
存
在
が
他
の
存
在
と
は
異
な
り
、
そ
の
存
在
を
独
自
な
も
の
に

す
る
機
能
と
は
、
い
わ
ば
、
そ
の
存
在
の
本
質
を
具
現
化
す
る
こ
と
に
外

な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
マ
ス
ロ
ー
の
い
う
命
題
は
ま
た
、
人
間
に
関
し

て
い
う
な
ら
ば
、
っ
ぎ
の
よ
う
に
い
え
る
。
す
な
わ
ち
、
「
人
間
の
本
質
」

h
「
能
力
」
H
「
欲
求
」
”
「
本
質
的
価
値
」
で
あ
る
と
。

　
さ
て
、
、
こ
の
よ
う
な
マ
ス
ロ
ー
の
欲
求
観
に
対
し
て
、
伝
統
的
な
倫
理

学
の
見
解
は
と
い
え
ば
、
一
般
に
欲
求
や
欲
望
、
お
よ
び
そ
れ
ら
に
伴
う

感
情
等
の
概
念
は
き
わ
め
て
低
次
な
動
物
的
な
特
徴
と
み
な
さ
れ
、
倫
理

学
に
と
っ
て
は
無
縁
な
存
在
と
し
て
排
斥
さ
れ
て
き
た
。
換
言
す
れ
ば
、

そ
れ
ら
は
本
能
や
衝
動
と
同
一
視
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
、
人
間
と
は
無
縁

な
動
物
的
な
特
徴
を
表
示
す
る
指
標
と
し
て
把
握
さ
れ
、
決
し
て
倫
理
学

の
研
究
対
象
と
は
な
り
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
最
た
る
例
を
、
カ

ン
ト
の
見
解
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
カ
ン
ト
は
道
徳
的
価
値
か
ら
一
切
の
感
情
を
排
除
し
て
、
っ
ぎ
の
よ
う

に
い
う
。
「
行
為
の
あ
ら
ゆ
る
道
徳
的
価
値
の
本
質
は
、
道
徳
律
が
直
接

意
志
を
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
意
志
規
定
が
道
徳
律
に
一
致
す
る
こ

と
が
あ
る
に
し
て
も
、
も
し
道
徳
律
が
、
意
志
を
規
定
す
る
十
分
な
根
拠

と
な
る
た
め
に
前
提
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
感
情
を
、
ど
ん
な
種
類
の
も
の

で
あ
る
に
せ
よ
、
と
に
か
く
感
情
を
媒
介
と
し
て
の
み
起
り
、
し
た
が
っ

て
、
法
則
の
た
め
に
起
る
の
で
な
い
と
す
れ
ば
、
行
為
は
適
法
性
を
も
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
9
一

に
し
て
も
、
道
徳
性
を
も
つ
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
」
と
。
し
た
が
っ
て
、

「
道
徳
律
に
よ
る
す
べ
て
の
意
志
規
定
に
と
り
本
質
的
な
こ
と
は
、
意
志

が
自
由
意
志
と
し
て
感
覚
的
衝
動
の
協
力
を
え
な
い
ば
か
り
で
は
な
く
、

す
べ
て
の
感
覚
的
衝
動
を
斥
け
、
ま
た
道
徳
律
に
背
く
限
り
の
す
べ
て
の

傾
向
性
を
払
い
の
け
て
、
た
だ
法
則
に
よ
っ
て
の
み
規
定
さ
れ
る
と
い
う

　
　
　
　
一
｝
o
〕

こ
と
で
あ
る
」
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
道
徳
律
が
具

体
化
さ
れ
る
た
め
に
は
、
ど
う
し
て
も
感
情
を
必
要
と
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
カ
ン
ト
は
快
も
し
く
は
不
快
な
感

情
は
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
認
識
さ
れ
得
る
と
し
て
、
こ
の
傾
向
性
に
つ
い
て
、

っ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
。
「
す
べ
て
傾
向
性
は
利
己
心
と
な
る
。
こ
れ
は
自

愛
で
あ
り
、
自
分
自
身
に
極
端
に
好
意
を
よ
せ
る
こ
と
で
あ
る
か
も
し
く

は
、
自
分
白
身
に
満
足
す
る
こ
と
か
、
そ
の
い
ず
れ
か
の
利
己
心
で
あ
る
。

前
の
も
の
は
特
に
自
己
愛
と
呼
ば
れ
、
後
の
も
の
は
自
負
と
呼
ば
れ

　
＾
1
1
）

る
。
」
と
。

　
こ
の
よ
う
に
、
カ
ン
ト
に
と
っ
て
、
道
徳
に
感
情
が
関
与
す
る
こ
と
は
、

一
切
許
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
道
徳
は
つ
ね
に
理
性
に
よ
っ
て
の
み
、
規

定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
存
在
な
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
、
「
お
よ
そ
傾

向
性
に
か
か
わ
り
な
く
、
ひ
た
す
ら
義
務
に
基
づ
い
て
行
動
す
る
な
ら
ば
、

そ
の
と
き
ど
き
の
か
れ
の
行
為
は
、
正
真
正
銘
の
遣
徳
的
価
値
を
も
っ
こ

　
　
　
一
1
2
〕

と
に
な
る
」
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
理
性
と
い
う
も
の
は
、
可
能
性
と
し
て
人
間
に
賦
与

さ
れ
た
機
能
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
人
間
は
自
然
の
系
列
か
ら
離
脱

す
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
と
い
っ
て
、
人
間
が
終
始
理
性
的
存
在
者
で
あ

る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
わ
れ
わ
れ
の
心
に
は
、
広
大
に
し
て

か
つ
深
遠
な
感
性
の
領
域
が
あ
り
、
そ
れ
が
わ
れ
わ
れ
を
根
源
的
に
規
定

し
て
い
る
の
が
、
真
実
の
姿
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
．
獲
得
し
て
未
だ

日
が
浅
い
理
性
が
長
い
進
化
の
歴
史
を
も
つ
感
性
を
完
全
に
統
御
す
る
こ

と
自
体
が
所
詮
無
理
な
こ
と
で
あ
り
、
仮
り
に
、
も
し
そ
れ
を
敢
え
て
強
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行
す
る
な
ら
ば
、
感
性
を
統
括
し
て
い
る
大
脳
辺
縁
系
の
機
能
を
弱
化
さ

せ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
結
果
、
わ
れ
わ
れ
は
た
く
ま
し
く
生
き
よ
う
と

す
る
バ
イ
タ
リ
テ
ィ
を
喪
失
し
、
ひ
い
て
は
理
性
を
含
め
た
人
間
の
精
神

的
機
能
全
体
を
も
衰
退
化
さ
せ
る
こ
と
が
、
大
脳
生
理
学
の
立
場
か
ら
提

唱
さ
れ
て
い
る
。

　
ま
た
大
脳
生
理
学
の
知
見
に
よ
れ
ば
、
理
性
の
局
在
す
る
新
皮
質
は
未

だ
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
が
完
備
し
て
い
な
い
欠
陥
だ
ら
け
の
超
大
型
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
、
感
性
を
統
括
す
る
大
脳
辺
縁
系
は

い
わ
ば
完
結
し
た
一
つ
の
シ
ス
テ
ム
を
構
成
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
た

と
え
ば
、
新
皮
質
（
理
性
）
の
命
令
に
よ
る
攻
撃
性
や
破
壊
性
が
大
脳
辺
縁

系
（
感
性
）
か
ら
の
指
令
に
よ
る
も
の
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
残
虐
か

っ
凄
惨
な
色
彩
を
帯
び
る
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の
し
ば
し
ば
経
験
す
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
同
種
の
動
物
間
に
は
み
ら
れ
な
い
、
人
間

同
士
の
殺
し
合
い
は
ま
さ
に
新
皮
質
（
理
性
的
判
断
）
か
ら
の
指
令
に
基
づ

い
て
行
な
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
ま
た
、
猿
人
や
原
人
等
の
遺

跡
発
掘
調
査
を
そ
の
研
究
方
法
と
す
る
人
類
学
的
見
地
か
ら
も
実
証
さ
れ

て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
た
ん
に
理
性
を
望
ま
し
く
、
感
性
を
望
ま

し
く
な
い
と
い
う
よ
う
に
、
二
分
法
的
対
立
関
係
と
し
て
と
ら
え
、
感
性

を
排
斥
す
る
こ
と
は
ま
ち
が
っ
た
見
解
で
あ
る
こ
と
が
了
解
さ
れ
る
。
両

者
は
常
に
相
即
不
離
の
関
係
に
立
っ
て
、
人
聞
性
の
実
現
に
寄
与
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

　
そ
の
意
味
で
、
人
問
の
本
質
の
具
体
的
表
現
で
あ
る
欲
求
を
た
ん
に
動

物
的
次
元
に
属
す
る
特
徴
と
み
て
無
視
し
た
り
、
抑
圧
し
た
り
す
る
こ
と

は
一
面
的
で
ま
ち
が
っ
た
見
解
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
ま
た
、
そ
れ
を
前

提
に
し
た
倫
理
や
道
徳
は
、
砂
上
の
楼
閣
の
如
く
、
危
険
な
基
盤
の
上
に

存
立
し
て
い
る
と
同
時
に
、
き
わ
め
て
非
人
間
的
な
行
為
を
人
間
に
強
い

る
こ
と
に
な
る
と
い
え
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
倫
理
や
道
徳
と
い
う
人

問
存
在
の
全
体
に
か
か
わ
り
を
も
つ
こ
と
は
、
人
間
の
機
能
全
体
を
十
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
涜
一

考
慮
し
た
上
で
定
立
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

註

（
1
）
ω
．
句
篶
目
P
オ
①
■
①
勺
o
厨
ω
o
睾
く
o
二
8
目
箏
σ
q
①
目
N
目
『
向
ぎ
旨
－
『
仁
昌
σ
q
ぎ

　
昌
①
勺
昌
9
畠
冨
気
ω
p
o
つ
．
o
o
①
1

（
2
）
甲
耳
o
目
員
U
．
ド
c
つ
冒
鼻
一
一
震
o
ξ
a
忌
冒
き
ぎ
9
N
目
■
害
o
夢
－

　
尉
昌
曽
巨
雰
着
ぎ
實
巴
壱
グ
岩
①
o
ら
．
H
o
①
．

（
3
）
o
．
O
－
旨
目
o
q
一
冒
①
｝
①
邑
茅
⊆
目
⑰
q
①
目
N
峯
げ
o
悪
目
忌
昌
H
9
自
目
α
忌
昌
d
亨

　
σ
婁
■
享
員
岩
串
『
自
我
と
無
意
識
の
関
係
』
、
野
田
伸
訳
、
八
五

　
　
頁
。

（
4
）
前
掲
書
、
一
九
〇
頁
。

一
5
）
＞
．
甲
く
邑
o
≦
弓
o
§
・
ζ
～
ω
さ
巨
o
。
・
二
冨
①
冨
L
㊤
竃
’
o
」
澤

一
6
一
H
竃
二
－
旨
ω
1

一
7
）
－
巨
1
ら
ー
㎝
①
1

一
8
）
冒
戸
君
．
－
お
～
H
澤

（
9
）
H
．
5
昇
琴
一
鼻
α
實
o
『
蒔
ま
9
雪
く
①
∋
冒
芦
ミ
o
。
べ
。
『
実
践
理
性

　
　
批
判
』
、
樫
山
欽
四
郎
訳
、
六
四
頁
。

22



（
1
0
）
前
掲
書
、
六
五
頁
。

（
u
）
　
〃
　
　
　
〃

（
1
2
）
〔
5
昇
9
昌
巳
晶
冒
σ
q
昌
『
冒
9
名
耳
ω
寿
忌
『
ω
豪
彗
L
べ
o
。
㎝
．
『
道

　
　
徳
形
而
上
学
原
論
』
、
篠
田
英
雄
訳
、
三
三
頁
。

一
1
3
）
拙
論
「
欲
求
に
つ
い
て
の
倫
理
心
理
学
的
考
察
」
、
防
衛
医
科
大
学

　
　
校
進
学
過
程
研
究
紀
要
、
第
十
号
、
九
～
十
頁
。

一
お
が
わ
・
よ
し
お
　
　
防
衛
医
科
大
学
校
助
教
授
）

23


