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市
民
的
道
徳
の
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
批
判

1

30
年
代
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
の
人
間
学
的
研
究
を
め
ぐ
っ
て
ω

ー

森
田

数
実

〈要
旨
>

30
年
代

の
ホ

ル
ク

ハ
イ

マ
ー
は
、
彼
本

来

の
人
間
学
的

関
心
を
社
会
理
論

に
組
み
入

れ

る
形

で
発
展

さ
せ

て
い

っ
た
。
本
稿
は

、
そ
う
し

た
人

間
学
的
研
究

の
も
と
に
行
わ

れ
た
彼

の
市
民
的
道

徳
批
判
を

検
討
し
、

そ

の
批
判

の
人

間
学
的
基
礎
を

明
ら
か

に
す

る
こ
と
を
目
標

と
す
る
。

本
研
究

で
は
ま
ず

最
初
に
、

こ
の
時
期

の
ホ
ル
ク

ハ
イ

マ
ー
が
と

っ
た
イ
デ
オ

ロ
ギ

ー
批
判
と

い
う

思
考
様

式

に

つ
い
て
考
察
し
、

そ
れ
を
主
体
把
握

の
社
会
科
学
的

、
心

理
学
的
脱

中
心
化

の
傾
向

の
な

か
に
位

置
づ
け
、
彼

に
対
す

る

マ
ル
ク

ス
と

フ
ロ
イ
ト

の
影
響
と

い
う

問
題

に
、
ひ
と

つ
の
統

一
的
な
解

釈
を
提

出
す

る
。

そ
れ
を
受

け

て
、

ホ
ル
ク

ハ
イ

マ
ー
に
お

け
る
市
民
的
道

徳

の
イ

デ
オ

ロ
ギ
ー
批
判

が
、
市
民
社
会

の
生

活
過
程

、
と
り

わ
け
道
徳

の
支
配

に
関
わ
る
機
能
か

ら
考

察
さ
れ

て

い
る
こ
と
を
明
ら

か

に
す

る
。

エ
ゴ
イ

ス
テ
ィ

ッ
ク
な
経
済

・
社
会
原

理
と

は
裏
腹

に
、
道

徳
に
お

い
て

は

エ
ゴ

イ
ズ

ム
の
弾
劾
が
熱
弁

を
も

つ
て
語

ら
れ

て
お
り

、
そ
し

て
そ
れ

は
、

一
方
で

競
争
原

理

の
制
限

に
、
他
方

で
大

衆

の
欲
求

の
内
面
化

に
寄

与
す
る
。
次

に
、
矛
盾
に

満
ち
た
市

民
社
会

の
交

換
関
係
を

媒
介
す

る

}
契

機
と
し

て
市

民
的
道
徳
を
捉
え

る
こ

う

し
た
視
座

が
、
さ
ら

に
市
民
的
指
導

者

の
社
会
的
機

能

に
つ
い
て
の
優
れ
た
構

造
分

析
に
よ

っ
て
重

層
化

さ
れ

て
い
る
こ
と

も
指

摘
す

る
。

こ
れ
ま

で
の
ホ

ル
ク

ハ
イ

マ
ー

研
究
に
お

い
て
は
、

ド

・
サ
ド

や

ニ
ー
チ

ェ
と

い

っ
た
思
想

家

に
対
す

る
彼

の
終
始

変

わ

ら
ぬ
関
心
と
彼

の
社
会

理
論
と

の
関
連

は
、
ひ
と

つ
の
空

所
を
な

し
て
お
り
、
本
稿

は
、
そ
れ
を
埋

め
る
ひ
と

つ
の
試
み
で
あ

る
。

キ
ー
ワ
ー
ド

ホ
ル
ク

ハ
イ

マ
ー

批
判
的
理
論

イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
批
判

市
民
社
会

市
民
的
道
徳
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1

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
批
判
と
人
間
学
的
関
心

三
〇
年
代
の
ホ
ル
ク
ハ
イ

マ
ー
が
遂
行
し
た
理
性
批
判
の
作
業
が
、
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
批
判
と
称
さ
れ
る
思
考
様
式
に
基
づ

い
て
い
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て

い
る
。
彼
は
超
越
論
的
哲
学

の
内
在
的
批
判
、
と
り
わ
け
カ
ン
ト
哲
学
の
批
判

を
、

一
般
に
西
欧

マ
ル
ク
ス
主
義
と

い
わ
れ
る
思
考
様
式
を
導
入
す
る
こ
と
で
、

そ
れ
ま
で
と
は
異
な
る
方
向

へ
と
転
じ
る
こ
と
で
さ
ら
に
発
展
さ
せ
て
い
く
。

そ
の
際
、
彼
の
念
頭
に
あ

っ
た
中
心
的
な
問
題
は
、
自
ら
を
自
律
的
と
見
な
す

よ
う
な
主
体
の
概
念
は
も
は
や
維
持
で
き
な

い
と

い
う
、
時
代
が
そ
の
深
部
で

経
験
し
て
い
た
事
態
で
あ
る
こ
と
は
確
か
だ
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
事
態
の
解
明
、

さ
ら
に
は
克
服
の
た
め
に
彼
は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
批
判
の
思
考
様
式
を
と
る
わ

け
だ
が
、
そ
の
際
に
彼
が
追
究
す
る
問
題
は
、
狭
義
の
認
識
論
的
問
題
に
と
ど

ま
ら
な

い
拡
が
り
を
示
し
て
い
る
。
筆
者
の
考
え
で
は
、
彼
は
こ
の
思
考
様
式

の
も
と
、

一
方
で
批
判
的
理
論
と

い
う
、
自
ら
と
学
派
の
立
場
に
と

っ
て
の
哲

学
的
基
礎
を
確
立
す
る
試
み
を
推
進
す
る
と
同
時
に
、
他
方
で
は
彼
本
来
の
人

間
学
的
関
心
を
深
め
、
い
わ
ば
近
代
の
市
民
的
人
間
の
自
己
認
識
と
も

い
う
べ

き
作
業
を
遂
行
し
て
い
た
。
こ
の
彼
の
独
自

の
人
間
学
的
研
究
の
解
明
が
本
稿

の
課
題
を
な
す
が
、
そ
の
た
め
に
は
ま
ず
、
彼
が
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
批
判
に
込
め

た
意
味
の
考
察
が
必
要
と
さ
れ
よ
う
。

ホ
ル
ク
ハ
イ

マ
ー
の
西
欧

マ
ル
ク
ス
主
義
的
思
考
様
式
受
容
の
背
景
に
、
当

時
の
真
理
問
題
を
め
ぐ
る
論
争
が
あ

っ
た
こ
と
は
容
易
に
推
測
さ
れ
る
。
理
論
、

広
く
観
念
と

い
う
も
の
は
歴
史
的

・
社
会
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
、
と
り
わ
け

階
級
闘
争
を
基
礎
と
し
た
政
治
的
闘
争
に
規
定
さ
れ
て
い
る
と

い
う

マ
ル
ク
ス

主
義
的
テ
ー
ゼ
は
、
衝
撃
力

の
強

い
も
の
だ

っ
た
。
意
識
の
歴
史
的

・
社
会
的

被
規
定
性
の
テ
ー
ゼ
は
、
主
体
の
社
会
的
脱
中
心
化
と
も

い
う
べ
き
傾
向
を
強

め
、
そ
れ
は
相
対
主
義
を
め
ぐ
る
問
題
に
典
型
的
に
現
れ
て
く
る
。
西
欧

マ
ル

ク
ス
主
義
を
駆
動
す
る
エ
レ
メ
ン
ト
の
ひ
と
つ
が
こ
の
問
題
で
あ
る
こ
と
は
、

例
え
ば
メ
ル
ロ
ー
ポ
ン
テ
ィ
の
研
究
な
ど
か
ら
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
〔、)
こ
う

し
た
状
況
の
な
か
で
ホ
ル
ク
ハ
イ

マ
ー
が
と
る
道
は
、
ル
カ
ー
チ
に
よ
る
階
級

意
識
論
に
基
づ
く

「歴
史
哲
学
的
]
解
決

(、)
で
も
、
マ
ン
ハ
イ
ム
に
よ
る
イ
デ

オ
ロ
ギ
i
概
念
の

一
般
化
、
お
よ
び
知
識
人
に
よ
る
そ
の
鳥
瞰

・
診
断
と
い
う

相
関
主
義

(、冖
で
も
な
か

っ
た
。

彼
に
よ
る
と
、

一
方
で
は
、
形
而
上
学
の
崩
壊
の
後
で
は
、
い
か
に
し
て
も

現
実
と
観
念
と
の
同

一
性
と
い
う
こ
と
は
維
持
で
き
ず
、
他
方
で
は
、
部
分
的

立
場
を
寄
せ
集
め
た
と
こ
ろ
で

「全
体
的
」
立
場
は
得
ら
れ
な
い
。
す
な
わ
ち

」彼
は
、
両
者
の
試
み
は
、
い
ま
だ
に
あ
ま
り
に
強
く
形
而
上
学
的
欲
求
に
支
配

さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
彼
は
マ
ル
ク
ス
主
義
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
論

の
提
起
し
た
問
題
を
、
理
論
と
実
践
の
関
係
の
問
題
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
批
判

的
理
論
と
い
う
立
場
の
構
築
に
よ

っ
て
引
き
受
け
よ
う
と
す
る
。
(、)
そ
の
際
彼

が

マ
ル
ク
ス
主
義
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
批
判
か
ら
学
ぶ
中
心
的
な
事
柄
の

一
つ
は
、

そ
の
形
而
上
学
批
判
、
幻
想
批
判
の
方
法
と
し
て
の
強
み
で
あ
る
。
言
葉
を
変

え
れ
ば
彼
は
何
よ
り
も
、
世
界
を
魔
力
か
ら
解
放
す
る
た
め
の
思
考
手
段
と
し

て
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
批
判
的
思
考
様
式
を
用
い
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
思
考
様
式
に
お
い
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
観
念

の
持

つ
意
味
内
容
は
、
社

会
と
の
関
連
で
規
定
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
観
念
論
の
い
う
よ
う
な
そ
れ
自
体
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で
自
立
し
た
観
念
の
領
域
が
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、
人
間
の
抱
く
観
念
は
、

彼
が
置
か
れ
た
歴
史
的

・
社
会
的
状
況
と
の
関
連
で
の
み
理
解
さ
れ
る
。
ホ
ル

ク
ハ
イ

マ
ー
は
、
こ
の
よ
う
に
観
念

を
歴
史
的

・
社
会
的
に
解
読
す
る
場
合
に

の
み
、
そ
の
観
念
の
人
間
と
社
会
に
と

っ
て
の
意
味
が
明
ら
か
に
な
る
、
換
言

す
れ
ば
そ
う
し
た
観
念
の
真
理
内
容
を
救
う
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
そ
れ
を
社

会
と
い
う
事
実
的
存
在
と

の
関
連
で
扱
う
場
合
に
の
み
で
あ
る
と
す
る
立
場
を

取
る
。
文
化
の
社
会
的

・
支
配
的
機
能
の
批
判
と
結
び
つ
く
彼
の
こ
の
立
場
は
、

主
体

の
社
会
的
脱
中
心
化
と
い
う
テ
ー
ゼ
を
、
新
た
な
絶
対
的
真
理
の
探
求
を

強

い
る
も

の
と
し
て
、
い
わ
ば
消
極
的
に
受
け
取
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
啓

蒙
の

一
層
の
展
開
を
促
す
も
の
と
し
て
積
極
的
に
受
け
取
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

彼
は
こ
の
認
識
過
程
に
、
い
わ
ば
人
間
解
放
の
基
礎
を
求
め
た
の
で
あ
り
、
そ

れ
は
彼
の
反
-哲
学
と
も
い
う
べ
き
立
場
を
示
す
も
の
で
も
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
ホ
ル
ク
ハ
イ

マ
ー
が
主
体
の
脱
中
心
化
と
い
う
こ
と
で
視
野
に

入
れ
て
い
た
の
は
、
社
会
的
な
そ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な

い
。
そ
れ
と
と
も
に

彼
は
、
自
ら
の
人
間
学
的
関
心
と
も
深
く
関
わ
る
も
の
と
し
て
、
主
体
の

マ
心

理
学
的
」
脱
中
心
化
に
着
目
し
て
い
た
。
フ
ロ
イ
ト
が
道
を
拓
い
た
深
層
心
理

学
は
、
意
識
の
機
能
は
心
の
無
意
識
的
な
過
程
と
の
関
連
で
は
じ
め
て
明
ら
か

に
な
る
と
い
う
こ
と
を
立
証
す
る
こ
と
に
よ
り
、
絶
対
的
に
妥
当
す
る
真
理
の

幻
想
を
破
壊
す
る
か
に
見
え
た
。
し
か
し
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
は
、
こ
の
場
合
も

形
而
上
学
的
欲
求
の
充
足
と
い
っ
た
こ
と
、
例
え
ば

「生
」
や

「性
」
と
い
っ

た
欲
望
と
そ
の
充
足
と
の
実
体
化

・
絶
対
化
を
結
論
と
し
て
導
く
の
で
は
な
く
、

そ
れ
を
よ
り

一
層
の
啓
蒙
と

い
う
認
識
過
程

へ
と
組
み
入
れ
て
い
く
。

彼
に
と

っ
て
精
神
分
析
的
研
究
と
そ
の
成
果
と
は
何
よ
り
も
ま
ず
、
人
間
の

内
的
因
子
と
外
的
因
子
と
の
相
互
作
用
の
な
か
で
欲
求
、
あ
る
い
は
衝
動
が
変

換
さ
れ
て
い
く
過
程
の
理
解
に
資
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
衝
動
の
変
換
と
の

関
連
で
知
覚
か
ら
悟
性

・
理
性
と

い
う
心
的
機
能
の
成
立
を
理
解
す
る
可
能
性

が
生
ま
れ
た
こ
と
は
、

一
定
の
人
間
類
型
の
心
的
装
置
の
あ
り
方
お
よ
び
衝
動

状
態
に
対
し
て
、
以
前
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
立
ち
入

っ
た
把
握
が
可
能

に
な
る
こ
と
に
等
し

い
。
ホ
ル
ク
ハ
イ

マ
ー
に
と

っ
て
の
問
題
を
端
的
に
言
え

ば
、
相
対
主
義
、
さ
ら
に
は

ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
問
題
の
背
後
に
存
在
す
る
市
民
的

個
人
と
い
う
人
間
類
型
は
、
そ
の
抽
象
的
、
表
面
的
な
自
己
意
識
と
自
由
、
人

間
性
と
い
っ
た
理
想
に
も
拘
わ
ら
ず
、
衝
動
的
に
問
題

の
あ
る
状
態
に
あ
り
、

=
疋
の
状
況
の
も
と
で
は
人
間
否
定
的
な
行
動

へ
と
駆
り
立
て
ら
れ
る
可
能
性

が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
先
の
場
合
と
同
じ
く
こ
こ
で
も
彼
は
、
隠
さ
れ

た
衝
動
の
状
態
も
含
め
て
自
ら
の
心
的
状
態
の
認
識
に
よ

っ
て
、
そ
の
衝
動
の

無
意
識
的
支
配
か
ら
脱
す
る
こ
と
に
、
自
由
と
解
放

へ
の
契
機
を
見
よ
う
と
し

て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
箇
所
ま
で
く
れ
ば
、
こ
う
し
た
彼
の
思
考
と
、
彼
の
人

間
学
的
関
心
と
の
結
び

つ
き
は
、
自
ず
と
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
。

ホ
ル
ク
ハ
イ

マ
ー
は
終
始
、
マ
ン
デ
ヴ
イ
ル
、

エ
ル
ヴ

ェ
シ
ウ
ス
、
ド

・
サ

ド
、
そ
し
て
ニ
ー
チ

ェ
と
い
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
市
民
階
級
の

「暗

い
」
思
想
家

た
ち
に
関
心
を
寄
せ
て
い
る
。
と
り
わ
け
ニ
ー
チ
ェ
に
よ
る
自
己

の
没
落

へ
の

意
志
お
よ
び
道
徳
の
系
譜
学

の
展
開
は
、
彼
の
思
想
の
構
成
要
素
の

一
つ
と

い

っ
て
よ
い
ほ
ど
の
重
要
性
を
持

っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
思
想
家
は
、
啓
蒙

王
義

的
、
理
性
的
な
人
間
観
に
対
す
る
、

い
わ
ば
ひ
と
つ
の
憎
し
み
を
梃
と
し
て
、

そ
の
人
間
の
持

つ
暗

い
側
面
に
分
析
の
手
を
加
え
た
。
彼
ら
に
よ
る

エ
ゴ
イ
ズ

ム
と
残
忍
性
の
分
析
に
は
、
市
民
と
そ
れ
を
生
み
出
し
た
文
化
に
対
す
る
告
発

市民的道徳の イデ オロギー批判259



と
、
啓
蒙
の
過
程
を
さ
ら
に
押
し
進
め
よ
う
と
す
る
意
志
と
が
同
時
に
存
在
し

て
い
る
と
い
う
の
が
、
ホ
ル
ク
ハ
イ

マ
ー
の
彼
ら
に
対
す
る
判
断
と
い
っ
て
よ

い
だ
ろ
う
。
市
民
的
人
間
の
、
抑
圧
さ
れ
た
無
意
識
的
な
心
的
世
界
と
は
い
か

な
る
も

の
か
、
こ
の
理
解
に
は
、
な
に
も
フ
ロ
イ
ト
を
待
つ
必
要
は
な
い
わ
け

で
あ
る
。
し
か
し
ホ
ル
ク
ハ
イ

マ
ー
は
、
人
間
の
心
的
世
界
の
認
識
に
関
し
て
、

や
は
り
こ
う
し
た
思
想
家
と
は
距
離
を
置
こ
う
と
す
る
。
そ
れ
は
、
認
識
に
対

す
る
彼
の
は
る
か
に
積
極
的
な
態
度

に
よ
る
。

憎
し
み
を
梃
と
す
る
市
民
的
人
間
の
分
析
が
、

い
か
に
深

い
と
こ
ろ
ま
で
達

し
よ
う
と
、
社
会
と

い
う
水
準
、
お
よ
び
そ
れ
と
関
連
す
る
明
確
な
概
念
的
認

識
を
欠
く
彼
ら
の
分
析
は
、
ホ
ル
ク
ハ
イ

マ
ー
の
眼
に
は
、
や
は
り
恣
意
的
な

も
の
と
、
す
な
わ
ち
繊
細
で
あ
り
な
が
ら
粗
雑
で
あ
る
と
映
る
。
例
え
ば

「生
」

や

「権
力

へ
の
意
志
」
の
実
体
化
は
、
「彼
に
は
認
識
の
中
断
と
思
わ
れ
る
だ
ろ

う
し
、
ま
た
超
人
の
仮
定
や
、
認
識
を
権
力
へ
の
意
志
の
幻
想
と
み
る
こ
と
も
、

現
実
の
批
判
か
ら

一
気
に
現
実
を
飛
び
越
え
て
し
ま
う
よ
う
な
、
制
限
さ
れ
て

い
る
と
は
い
え
そ
の
限
り
で
正
当
な
認
識
の
権
利
を
否
定
す
る
も
の
と
映
る
で

あ
ろ
う
。
彼

の
人
間
学
的
研
究
は
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
や
ニ
ー
チ
ェ
が
剔

抉
し
た
市
民
的
人
間
の
心
的
な
あ
り
方
を
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
i
批
判
の
思
考
様
式

に
組
み
入
れ
る
と
こ
ろ
に
成
立
す

る
。
彼
ら
の
分
析
は
そ
こ
で
、
独
自
の
修
正

を
含
め
て
批
判
的
に
受
容

・
展
開
さ
れ
、
市
民
的
人
間
の
自
己
理
解
に
役
立
て

ら
れ
る
。
こ
の
認
識
過
程
こ
そ
が
、

ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
が
人
間
の
解
放
と
い
っ

た
こ
と
を
託
す
媒
介
で
あ
る
こ
と
、

い
ま

一
度
確
認
し
て
お
き
た
い
。

さ
て
、
三
〇
年
代
の
ホ
ル
ク
ハ
イ

マ
ー
の
作
品
の
な
か
に
、
こ
う
し
た
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
批
判
に
基
づ
く
人
間
学
的
研
究
を
探
る
と
、
そ
れ
が
少
な
く
と
も
三

つ
の
テ
ー
マ
の
も
と
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
ま
ず
第

一
に
挙
げ
ら

れ
る
の
は
、
社
会
研
究
所
の
学
際
的
研
究

『権
威
と
家
族
』
に
関
す
る
研
究

(,
)

で
あ
る
。
ホ
ル
ク
ハ
イ

マ
ー
は
、
彼
の
い
う
学
際
的
唯
物
論
の
具
体
化
で
あ
る

こ
の
研
究
の
理
論
的
構
想
を
提
示
す
る
な
か
で
、
彼
の
人
間
学
的
関
心
を
社
会

を
媒
介
と
し
て
追
究
し
て
い
る
。
次
に
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
彼
に
と

っ
て
ひ
と

つ
の
中
心
的
問
題
で
あ
る
市
民
的
道
徳
を
扱

っ
た
研
究

で
あ
る
。
彼

の
論
文

「
エ
ゴ
イ
ズ

ム
と
自
由
を
求
め
る
運
動
」
(、〉
は
、
ア
ド
ル
ノ
が
ニ
ー
チ

ェ
と
関

連
づ
け
て
い
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
(,)
二
i
チ
ェ
的
問
題

へ
の
ホ
ル

ク

ハ
イ

マ
ー
の
論
究
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
研
究
は
、
人
間
学
的
研

究
に
関
し
て
学
派
の
他
の
メ
ン
バ
ー
に
影
響
を
与
え
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。

〔、)
そ
し
て
最
後
に
挙
げ
る
べ
き
は
、
市
民
的
懐
疑
を
論
じ
た
彼
の
研
究
で
あ
る
。

「
モ
ン
テ
ー

ニ
ュ
と
懐
疑
の
…機
能
」
と
題
さ
れ
た
彼
の
研
究

へ,)
は
、
市
民
的
精

神

の
特
徴
把
握
を
基
礎
に
、
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
か
ら
ヒ
ュ
ー
ム
を
経
て
さ
ら
に
権

威
主
義
的
国
家
の
時
期
に
至
る
ま
で
、
市
民
的
懐
疑
を
そ

の
社
会
的
機
能
と
個

人
に
と

っ
て
の
機
能
の
観
点
か
ら
追
求
し
た
も
の
で
、
や
は
り
学
派

の
仕
事
に

理
解
と
関
心
を
示
す
読
者
か
ら
高
い
評
価
を
得
た
研
究
で
あ
る
。
(n
v

以
下
で
は
、
第
二
の
テ
ー
マ
、
す
な
わ
ち
市
民
的
道
徳
を
め
ぐ
る
研
究

で
ホ

ル
ク
ハ
イ
マ
ー
の
い
う
こ
と
こ
ろ
を
、
次
の
ス
テ
ッ
プ
で
再
構
成

・
検
討
す
る

よ
う
試
み
て
み
た
い
。
ま
ず
、
彼
が
市
民
的
道
徳
を
、
そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
批

判
の
視
点
か
ら
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
か
、
そ
の
基
本
的
枠
組
み
を
検
討
し
、

(二
節
)
そ
れ
を
踏
ま
え
て
さ
ら
に
、
市
民
的
道
徳
の
矛
盾
に
満
ち
た
社
会
的
定

着
を
、
市
民
的
大
衆
運
動
が
示
す
構
造
と
独
特

の
社
会

心
理
学
的
現
象
を
例
に

具
象
的
に
論
じ
る
ホ
ル
ク
ハ
イ

マ
ー
の
説
を
大
ま
か
に
検
討
し
、
(三
節
)
そ
し
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て
最
後
に
、
市
民
的
道
徳
の
、
と
り
わ
け
人
間
否
定
的
な
帰
結
に
つ
い
て
の
ホ

ル
ク
ハ
イ

マ
ー
の
分
析
を
検
討

・
考
察
し
て
み
た
い
。
(四
節
)

三
〇
年
代
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
の
市

民
的
道
徳
に
関
す
る
研
究
は
、
こ
れ
ま
で

そ
れ
に
相
応
し
い
扱

い
を
受
け
て
き

た
と
は
言
い
難
い
。
こ
の
研
究
上
の
空
所

を
埋
め
、
彼
の
思
想
お
よ
び
そ
の
置

か
れ
た
時
代
の
理
解
を
些
か
な
り
と
も
前

進
さ
せ
る
の
が
、
筆
者
の
願
い
で
あ
る
。

∬

市
民
社
会
と
そ
の
道
徳

市
民
的
道
徳
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
批
判
は
、
市
民
時
代
に
有
力
な
人
間
学
的
思

想
を
、
そ
の
根
底
に
あ
る
市
民
社
会

の
あ
り
方
か
ら
解
読
し
て
い
く
。
す
な
わ

ち
、
市
民
時
代
に
は
人
間
本
性
が
ど
う
捉
え
ら
れ
て
い
る
か
、
そ
し
て
そ
れ
を

基
礎
に
人
間
の
徳
と
は
ど
の
よ
う
な
性
質
を
持

つ
べ
き
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
、

そ
う
し
た
思
想
を
、
あ
る
超
越
的
な
対
象
を
指
示
す
る
言
説
と
し
て
で
は
な
く
、

市
民
社
会

の
構
造
を
前
提
に
解
釈
し

て
い
く
。
そ
の
際
、
人
間
学
的
思
想
の
意

味
解
釈
は
、
そ

の
字
句
内
容
そ
の
も

の
の
丹
念
な
読
み
を
前
提
に
し
つ
つ
も
、

そ
れ
が
置
か
れ
た
文
脈
と
い
う
観
点
か
ら
、

一
定
の
角
度
、
ま
た

=
疋
の
意
味

選
択
の
原
理
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
。
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
に
従
う
な
ら
、
言
説

の
真
理
内
容
は
、
こ
の
よ
う
に
言
説

の
置
か
れ
た
文
脈
、
彼
自
身
の
言
葉
で
は

前
提

(bd
Φ
9
口
oq
篝
ぴQΦ
5
)
を
考
慮
に
入
れ
て
は
じ
め
て
取
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

そ
れ
を
踏
ま
え
て
さ
ら
に
、
そ
う
し
た

一
定
の
社
会
的
、
理
念
的
条
件

の
も
と

に
あ
る
人
間
の
経
験

(国
「け
ξ
⊆
轟

)
の
世
界
の
理
解
が
め
ざ
さ
れ
る
。
す
な
わ

ち
、
幻
想
の
破
壊

の
後
に
現
れ
て
く
る
、
そ
う
し
た
幻
想
を
必
要
と
す
る
人
び

と
の
、
心
的
媒
介
も
含
め
た
現
実
の
世
界
の
理
解
が
め
ざ
さ
れ
る
わ
け
だ
が
、

〔、
)
こ
の
節
で
は
ま
ず
、
ホ
ル
ク
ハ
イ

マ
ー
に
よ
る
市
民
時
代
の
人
間
学
的
思
想

お
よ
び
そ
れ
と
関
連
す
る
道
徳
的
思
想
の
、
市
民
社
会
か
ら
の
解
釈
を
み
て
み

た
い
。

彼
に
よ
る
と
、
市
民
時
代
に
は
人
間
本
性
の
捉
え
方
に
関
し
て
、

一
見
す
る

と
互
い
に
矛
盾
す
る
よ
う
な
二
つ
の
精
神
的
潮
流
が
あ
る
。
2

マ
キ
ャ
ベ
リ
に

代
表
さ
れ
る
性
悪
説
的
潮
流
と
、
モ
ア
に
発
す
る
性
善
説
的
潮
流
で
あ
る
。

一

方
の
立
場
は
、
人
間
本
性
は
悪
で
あ
り
危
険
で
あ
り
、
強
力
な
支
配
機
構
に
よ

っ
て
締
め

つ
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
シ
ニ
カ
ル
に
告
知
し
、
ま
た
そ
れ

に
対
応
す
る
ピ

ュ
ー
リ
タ
ン
の
教
え
は
、
個
人
は
罪
深

い
も
の
で
あ
り
、
鉄

の

紀
律
と
義
務
の
掟

へ
の
絶
対
的
服
従
に
よ
っ
て
自
ら
の
衝
動
を
抑
え
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
言
い
切
る
。
他
方
の
立
場
は
、
人
間
は
本
来
純
粋
で
融
和
的
な
性

質
を
持

っ
て
お
り
、
た
だ
そ
れ
が
現
在
の
偏
狭
で
堕
落
し
た
諸
関
係
に
よ

っ
て

阻
害
さ
れ
て
い
る
だ
け
だ
と
断
言
す
る
。
し
か
し
ホ
ル
ク

ハ
イ

マ
ー
は
、
そ
れ

ら
を
仔
細
に
検
討
し
て
み
る
と
、
両
者
に
共
通
で
あ
る

一
つ
の
傾
向
が
浮
か
び

上
が
っ
て
く
る
と
言
う
。
そ
れ
は
エ
ゴ
イ
ズ
ム
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
享
受

一
般

の

弾
劾
と
い
う
傾
向
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
彼
は
、
性
悪
説
的
立
場
に
お
い
て
も
性
善
説
的
立
場
に
お
い
て
も
、

あ
ら
ゆ
る
利
己
的
な
衝
動
の
動
き
に
対
す
る
絶
対
的
拒
否

・
拒
絶
は
自
明
の
前

提
と
な

っ
て
い
る
と

い
う
こ
と
を
、
ま
ず
指
摘
す
る
。
そ
し
て
彼
は
、
こ
の
こ

之
を
市
民
社
会
の
現
実
か
ら
解
釈
す
る
方
向

へ
論
を
展
開
す
る
。
こ
こ
で
も
最

初
に
目
に
付
く
の
は
、
そ
の
こ
と
と
実
践
と
の
矛
盾
で
あ
る
。
市
民
社
会
は
、

そ
の
支
配
を
増
す
ほ
ど
に
人
間
の
本
性
の
利
己
的
で
、
排
他
的
、
敵
対
的
な
側
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面
を
陶
冶
す
る
か
ら
で
あ
る
。
と

い
う
こ
と
は
、
社
会
的
現
実
を
実
際
上
支
配

し
て
い
る
原
則
と
は
矛
盾
す
る
衝
動
状
態
が
、
い
わ
ゆ
る
徳
と
し
て
告
知
さ
れ

て
い
る
こ
と
に
な
る
。
ホ
ル
ク
ハ
イ

マ
ー
は
、
宗
教
、
形
而
上
学
、
さ
ら
に
道

徳
的
熱
弁
は
、
人
間
が
根
底
に
存
す
る
歴
史
的
世
界
の
な
か
で
、
そ
の
世
界
自

身

の
協
力
の
下
で
必
然
的
に
そ
う
成
ら
ざ
る
を
得
な
か

っ
た
、
そ
う
い
う
人
間

の
対
立
物
に
即
し
て
人
間
を
は
か
る
と
い
う
任
務
を
果
た
し
て
い
る
、
と
指
摘

す
る
。
彼
は
、
市
民
時
代
の
人
間
の
分
析
は
、
こ
の
矛
盾
に
よ
っ
て
妨
げ
ら
れ
、

そ
し
て
歪
曲
さ
れ
た
と
も
言

っ
て
い
る
。

そ
し
て
彼
は
、
こ
う
し
た
理
想
主
義
的
道
徳
の
必
要
性
を
、
市
民
社
会

の
構

造
か
ら
、
と
り
わ
け
市
民
階
級
の
置

か
れ
た
経
済
的
状
況
か
ら
生
じ
る
も
の
と

把
握
す
る
。
彼
に
よ
る
と
、
自
由
競
争
に
は
、
そ
れ
自
身
の
先
駆
者
や
擁
護
者

に
従

っ
て
さ
え
、

=
疋
の
歯
止
め
が
必
要
で
あ
る
。
自
由
主
義
の
原
理
が
法
と

伝
統

の
枠
の
み
に
よ

っ
て
制
限
さ
れ

る
の
は
、

一
九
世
紀
の

一
時
期
の
イ
ギ
リ

ス
の
特
殊
事
例
で
あ
り
、
そ
の
原
理

に
よ

っ
て
社
会
の
全
体
が
所
与
の
形
式
で

再
生
産
さ
れ
る
た
め
に
は
、
い
つ
も
広
範
囲
に
わ
た
る
国
家
的
措
置
が
必
要
だ

っ
た
。
個

々
の
経
済
主
体
の
視
野
を
超
え
る
社
会
的
利
害
は
、
法
的
、
経
済
政

策
的
制
度
や
そ
れ
以
外
の
国
家
的

制
度
の
ほ
か
に
、
教
会
組
織
と
私
的
組
織
、

お
よ
び
哲
学
的
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
道
徳
に
よ

っ
て
守
ら
れ
た
。
し
た
が

っ
て

ホ
ル
ク
ハ
イ

マ
ー
は
、
理
想
主
義
的
道
徳

の
原
因
の

一
つ
は
、
競
争
原
理
に
支

配
さ
れ
た
時
代
に
あ

っ
て
、
競
争
原

理
の
広
が
り
を
阻
止
し
よ
う
と
す
る
社
会

的
欲
求
に
あ
る
の
だ
と
言
う
の
で
あ

る
。
そ
の
限
り
で
、
道
徳
化
さ
れ
た
人
間

考
察
の
な
か
に
は
、
合
理
的
な
原
理
が
、
神
秘
化
さ
れ
た
、
理
想
主
義
的
な
形

態
を
と

っ
て
現
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

こ
の
こ
と
と
同
時
に
彼
が
指
摘
す
る
の
は
、
理
想
主
義
的
道
徳
の
支
配
手
段

と
し
て
の
機
能
で
あ
る
。
彼
に
よ
る
と
、
社
会
に
適
合
し
て
い
な

い
衝
動
の
拒

否
は
、
社
会
的
支
配
の
厳
し
さ
か
ら
理
解
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
過
去
数
百
年
の

貧
し
い
人
び
と
に
対
し
て
、
相
互
競
争
を
抑
制
す
る
よ
う
説
教
す
る
必
要
性
は

少
な
か

っ
た
。
彼
ら
に
と

っ
て
道
徳
と
は
、
柔
順
、
自
己
謙
譲
、
規
律
、
全
体

に
対
す
る
犠
牲
、

つ
ま
り
ま
さ
に
彼
ら
の
物
質
的
欲
求
の
抑
圧
そ
の
も
の
を
意

味
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
互
い
の
問
で
の
競
争
は
、
む
し
ろ
反
対
に
歓

迎
す
べ
き
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
を
経
済
的
、
政
治
的
種
類

の
連
合
に
よ

っ
て
緩

和
す
る
こ
と
は
、
妨
げ
ら
れ
た
。
以
上
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ

ー
は
、

エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
批
判
の
な
か
で
は
、

一
般
的
な
社
会
的
動
機
と
、
階
級

的
動
機
と
い
う
二
つ
の
動
機
が
浸
透
し
合

っ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。
そ
し
て

彼
は
、
市
民
的
道
徳

の
支
配
手
段
と
し
て
の
意
義
と
、
そ
の
抑
圧
の
実
践
に
言

及
す
る
な
か
で
、
市
民
社
会
の
支
配
の
厳
し
さ
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
く
。

彼
は
、
市
民
的
徳
の
支
配
手
段
と
し
て
の
意
義
は
端
的
に
い
え
ば
、
大
部
分

の
人
間
に
、
幸
福
に
対
す
る
自
己
の
要
求
を
押
さ
え
る
こ
と
に
慣
れ
さ
せ
る
点

冖

に
あ
る
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
い
い
生
活
を
し
て
い
る
少
数

の
者
た
ち
は
、
ま

さ
に
そ
れ
ゆ
え
に
自
分
た
ち
の
生
活
が
、
厳
密
に
考
え
た
場
合
に
は
こ
う
し
た

有
用
な
道
徳
的
評
決
に
よ
っ
て
有
罪
と
さ
れ
る
こ
と
を
、
喜
ん
で
甘
受
し
た
が
、

大
部
分
の
人
間
は
、
そ
う
し
た
少
数
の
者
た
ち
と
同
じ
よ
う
な

い
い
暮
ら
し
を

し
た
い
と
い
う
願
望
を
、
抑
圧
す
る
こ
と
に
慣
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
あ

る
。
さ
ら
に
彼
は
、
こ
の
市
民
的
徳
の
持

つ
支
配
手
段
と
し
て
の
意
義
は
不
断

に
重
要
性
を
増
し
、
全
体
主
義
国
家
の
も
と
で
は
、
精
神
的
生
活
全
体
が
も

つ

ば
ら
大
衆
の
操
作
の
観
点
か
ら
把
握
さ
れ
る
た
め
、
道
徳
の
進
歩
的
、
ヒ
ュ
i
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・

マ
ニ
ズ
ム
的
要
素
が
意
識
的
に
削
り
取
ら
れ
る
と
い
う
状
況
に
至

っ
て
い
る
と

す
る
。

そ
こ
で
は
、
支
配
層
の
平
均
的
成
員
は
、
心
の
内
奥
で
は
最
も
狭
い
意
味
に

お
け
る
利
己
的
な
動
機
以
外
の
動
機

を
理
解
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
で
き
な
い

の
に
、
そ
の
動
機
が
皆
の
見
て
い
る
前
で
説
い
て
回
ら
れ
る
と
、
彼
は
ひ
ど
く

憤
慨
し
た
態
度
を
見
せ
る
。
ホ
ル
ク

ハ
イ

マ
ー
は
、
戦
闘
的
国
家
の

「聖
な
る

エ
ゴ
イ
ズ

ム
」
は
、
大
衆
個
人
に
と

っ
て
は
む
し
ろ
自
己
利
害
の
ま
さ
に
反
対

物
で
あ
り
、
彼
を
幸
福

・
安
楽

・
自
由
の
放
棄

へ
駆
り
立
て
る
も
の
で
、
そ
れ

は
社
会
の
少
数
集
団
の
攻
撃
的
な
傾
向
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
大
多
数
の
個
人

の
幸
福
と
は
何
の
関
係
も
な
い
と
言

っ
て
い
る
。
以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
彼

は
、
お
そ
ら
く
彼
を
し
て
市
民
的
道
徳
の
批
判

へ
と
向
か
わ
せ
た
で
あ
ろ
う
、

市
民
的
道
徳
の
問
題
を
孕
む
人
間
へ
の
機
能
に
言
及
す
る
。
ホ
ル
ク
ハ
イ

マ
ー

は
、
哲
学
の
な
か
に
衝
動
活
動

の
禁

止
と
し
て
表
わ
れ
て
い
る
も
の
は
、
現
実

の
生
活
で
は
衝
動
の
動
き

の
抑
圧
の
実
践
で
あ
り
、
そ
こ
に
市
民
社
会
の
支
配

の
非
合
理
性
が
集
中
的
に
現
れ
て
い
る
と
考

ん
て
い
る
の
で
あ
る
。

西
欧
近
代
の
市
民
社
会
に
お
い
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
示
さ
れ
た
軌
道
に
沿

っ

て
動
か
な
か

っ
た
す
べ
て
の
本
能
、
無
条
件

の
幸
福

へ
の
要
求
の
す
べ
て
は
、

「公
共
の
福
祉
」
に
関
係
づ
け
ら
れ
た

「道
徳
的
な
」
努
力
の
た
め
に
迫
害
さ
れ
、

抑
圧
さ
れ
た
。
こ
の
支
配
の
非
合
理
性
は
、
次
の
点
に
あ
る
。
公
共
の
福
祉
が
、

大
多
数
の
人
び
と
の
最
も
直
接
的
な
利
害
と
矛
盾
す
る
程
度
に
比
例
し
て
、
心

的

エ
ネ
ル
ギ
ー
が
社
会
的
に
許
容
さ
れ
た
形
式

へ
と
移
行
す
る
こ
と
は
、
合
理

的
基
礎
づ
け
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
な

い
も
の
と
な
り
、
社
会
は
大
衆
を

手
懐
け
る
た
め
に
、
物
質
的
強
制
の
ほ
か
に
、
宗
教
と
形
而
上
学
に
支
配
さ
れ

た
教
育
を
必
要
と
し
た
と
い
う
点
で
あ
る
。

彼
ら
に
は
、
暴
力
と
説
得
の
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
も

っ
て
、
自
己
規
律
と
、
彼

ら
相
互
の
問
な
ら
び
に
支
配
者
に
対
す
る
協
調
性
が
教
え
込
ま
れ
た
。
ホ
ル
ク

.

ハ
イ

マ
ー
は
、
個
人
は
調
教
さ
れ
た
、
と
言
う
。
彼
ら
は
、
公
的
な
、
彼
ら
自

身
の
表
面
的
な
意
識
に
お

い
て
は
、

つ
い
に
道
徳
的
存
在
に
な

っ
て
い
た
。
彼

ら
の
心
の
奥
底
に
は
、
た
し
か
に
悪
し
き
衝
動
と
情
熱
が
ま
ど
ろ
ん
で
い
た
か

も
し
れ
な

い
が
、
し
か
し
そ
れ
ら
に
は
弱
く
、
い
ま
わ
し
い
性
格
の
み
が
帰
さ

れ
た
。
進
歩
の
重
荷
を
背
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
大
衆
は
、
い
わ
ば
理
想
主

義
的
疎
外
を
媒
介
と
し
て
市
民
社
会
の
厳
し
い
現
実
に
適
合
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
か

っ
た
と
言
え
よ
う
。
(、)
そ
の
際
、
エ
ゴ
イ
ズ
ム
に
対
す
る
戦
い
は
、
感
情

生
活
全
体
と
関
わ
り
、
最
終
的
に
は
合
理
化
さ
れ
な

い
、

つ
ま
り
正
当
化
の
根

拠
な
し
に
追
求
さ
れ
る
自
由
な
快
楽
を
攻
撃
す
る
。
、

す
な
わ
ち
至
る
所
で
市
民
的
人
間
学
の
基
礎
と
な

っ
て
い
る
模
範
的
人
間
は
、

享
受
に
対
し
て
制
約
さ
れ
た
関
係
し
か
持
た
ず
、
そ
の
模
範
は
、
「よ
り
高

い
価

値
」
に
準
拠
し
て
い
る
。
真
の
人
間
を
規
定
す
る
の
は
義
務

・
名
誉

・
共
同
体

で
あ
り
、
こ
れ
が
動
物
に
対
す
る
人
間
の
優
位
を
な
す
も

の
と
さ
れ
る
。
文
化

的
価
値
に
対
す
る
権
利
を
要
求
す
る
あ
ら
ゆ
る
行
為
に
あ

っ
て
、
最
も
強
い
強

調
点
が
お
か
れ
る
の
は
、
快
楽
動
機
が
決
定
的
に
関
与
し
て
い
な
い
と

い
う
こ

と
で
あ
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
装
置
が

つ
く
り
出
そ
う
と
す
る
喜
ば
し
い
気
分

は
、
規
格
化
さ
れ
た
も

の
で
あ
り
、
現
実
は
生
と
の
内
的
調
和
を
欠

い
て
い
る

た
め
、
そ
れ
は
人
間
を

い
か
が
わ
し

い
も
の
に
す
る
。
ホ
ル
ク
ハ
イ

マ
ー
は
、

市
民
的
人
間
類
型
に
あ

っ
て
は
直
接
的
快
楽
に
対
す
る
能
力
は
、
品
性
の
向
上

と
自
己
否
定
と

い
う
理
想
主
義
的
な
説
教
に
よ

っ
て
弱
め
ら
れ
、
粗
雑
に
さ
れ
、
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多
く
の
場
合
、
ま

っ
た
く
失
わ
れ

て
し
ま

っ
た
と
言
う
。
そ
し
て
近
代
社
会

の

支
配
関
係
を
以
下
の
よ
う
に
定
式
化
す
る
の
で
あ
る
。

「個
人
が
抽
象
的
な
自
己
意
識

の
状
態
に
達
し
た
歴
史
過
程
の
な
か
で
、
奴

隷
制
が
廃
止
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
た
し
か
に
階
級
社
会
の

一
形
式
は
廃
止
さ
れ

た
が
、
し
か
し
階
級
社
会
の
事
実
は
廃
止
さ
れ
ず
、
こ
う
し
て
人
周
は
、
単
に

解
放
さ
れ
た
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
と
同
時
に
内
面
的
に
奴
隷
化
さ
れ
た
。
近
代

に
お
い
て
支
配
関
係
は
、
経
済
的
に
は
経
営
主
体
の
外
見
上
の
独
立
性
に
よ

っ

て
、
哲
学
的
に
は
人
間
の
絶
対
的
自
由
と
い
う
観
念
論
的
概
念
に
よ

っ
て
覆

い

隠
さ
れ
、
そ
し
て
快
楽

の
要
求

の
抑
制
と
根
絶
に
よ

っ
て
内
面
化
さ
れ
る
。
こ

の
文
明
化
の
成
り
行
き
は
、
た
し
か
に
市
民
時
代
の
は
る
か
以
前
に
遡
る
も
の

で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
市
民
時
代

の
な
か
で
は
じ
め
て
、
典
型
的
な
性
格

類
型
の
形
成
と
固
定
化
に
至
呼
、
社
会
生
活
に
そ
の
刻
印
を
押
し
た
の
で
あ
る
。」

(14
)

ホ
ル
ク

ハ
イ

マ
ー
は
、
矛
盾
を
孕
ん
だ
市
民
社
会
の
原
理
の
実
現
を
媒
介
す

る
ひ
と

つ
の
契
機
と
し
て
、
市
民
的
道
徳
を
捉
え
、
そ
の
場
合
特
に
そ
の
道
徳

の
支
配
手
段
と
し
て
の
機
能
を
、
衝
動
に
対
す
る
抑
圧
機
能
を
視
野
に
入
れ
な

が
ら
認
識
し
よ
う
と
し
て
い
た
と
言
え
よ
う
。
と
こ
ろ
で
彼
は
、
こ
の
市
民
的

生
活
形
式

の
覚
醒
と
拡
大
の
過
程
は
、
市
民
的
大
衆
運
動
に
よ

っ
て
際
立

っ
て

い
る
と
い
う
事
実
を
指
摘
し
、
そ

の
運
動
が
示
す
社
会
心
理
学
的
現
象
の
な
か

で
市
民
的
人
間
、
と
り
わ
け
社
会
的
に
重
要
な
市
民
階
級
の
集
団
の
横
…成
員
に

お
け
る
道
徳
と
、
そ
れ
に
矛
盾
す
る
心
的
態
度

・
行
為
様
式
と
の
問
の
関
連
が

露
わ
に
な
る
と
言

っ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
ナ
チ
ズ
ム
の
運
動
を
念
頭
に
お
き

つ

つ
彼
は
、
こ
の
人
間
類
型
の
粗
野
で
残
忍
な
性
格
特
徴
を
制
約
し
て
い
る
社
会

的
布
置
を
分
析
す
る
こ
と
で
、
市
民
社
会
の
支
配
の
特
性
、
と
り
わ
け
そ
の
非

合
理
性
を
旦
ハ体
的
に
浮
き
彫
り
に
し
よ
う
と
す
る
。
次
節
で
は
、
こ
の
布
置
の

分
析
の
た
め
に
ホ
ル
ク

ハ
イ

マ
ー
が
展
開
し
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
概
略
だ
け
を
描

い
て
お
き
た
い
。
§

皿

市
民
的
大
衆
運
動
の
構
造

ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
に
よ
る
と
、
リ
エ
ン
ツ
イ
に
率
い
ら
れ
た
ロ
ー

マ
市
民
の

運
動
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
で
の
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
の
興
隆
と
短
期
間
の
栄
華
、
宗

教
改
革
、
そ
し
て
フ
ラ
ン
ス
革
命
は
、
市
民
的
生
活
形
式
の
拡
大

・
定
着

へ
の

寄
与
と
い
う
共
通
の
歴
史
的
意
義
を
持
ち
、
そ
し
て
そ
れ
ら
の
社
会
運
動
の
基

礎
は
、
共
通
の
典
型
的
な
構
造
を
示
し
て
い
る
。

一
方
で
、
都
市
の
市
民
階
級

は
、
彼
ら
の
特
殊
経
済
的
利
害
を
持

っ
て
い
る
。
産
業
を
制
限
す
る
諸
関
係
や

法
律
の
撤
廃
、
中
央
管
理
の
経
済
領
域
や
規
律
あ
る
軍
隊
の
創
出
、
文
化
生
活

の
国
家
機
関

へ
の
従
属
お
よ
び
そ
れ
に
対
立
す
る
権
力
の
消
滅
、
彼
ら
の
考
え

方
に
よ

っ
て
規
制
さ
れ
た
裁
判
、
そ
し
て
交
通
の
安
全
と
迅
速
が
必
要
と
さ
れ

る
。
他
方
、
都
市
と
農
村
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
化
し
た
大
衆
は
、
常
に
広
範
囲
に

わ
た
る
利
害
を
持

っ
て
い
た
。
社
会
的
不
平
等
が
ど
ん
な
に
社
会
の
進
歩
の
歴

史
的
条
件
だ

っ
た
に
し
て
も
、
被
支
配
者
の
悲
惨
な
状
況
に
は
、
平
等
と
正
義

へ
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
願
望
が
適
合
し
た
。

さ
て
、
市
民
階
級
の
利
害
は
、
そ
れ
が
所
有
権
制
度
に
関
わ
る
限
り
、
大
衆

の
利
害
と
は

一
致
し
な

い
。
よ
り
理
性
的
な
行
政
を
求
め
る
自
ら
の
要
求
を
、

絶
望
し
た
大
衆
の
助
け
を
借
り
て
封
建
権
力
に
対
し
て
押
し
通
し
、
同
時
に
ご
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れ
ら
の
大
衆
に
対
す
る
支
配
を
確
立
し
よ
う
と
す
る
市
民
階
級
の
努
力
か
ら
、

こ
れ
ら
の
運
動
は

「民
衆
」

の
た
め

の
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
独
特

の
形
態
が

生
じ
る
。
民
衆
は
、
国
家
的
改
革
に
よ

っ
て
結
局
は
自
分
自
身
に
も
利
益
が
も

た
ら
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
悟
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

し
か
し
新
し

い
自
由
は
、
自
分
自
身
と
自
分
の
家
族
に
対
す
る
各
人
の

一
層
強

い
責
任
、
各
人
が
教
育
手
段
に
よ
っ
て
促
さ
れ
る
責
任
と
同
義
で
あ
る
。
各
人

に
良
心
を
持
た
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
彼
は
、
市
民
的
自
由
の
た
め
に
戦
う

の
だ
か
ら
、
同
時
に
彼
は
、
自
分
自
身
に
打
ち
克

つ
こ
と
を
学
ば
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
大
衆
は
市
民
革
命
に
よ

っ
て
、
個
人
主
義
的
社
会
の
厳
し
い
現
実
に

導
か
れ
た
の
で
あ
る
。

ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
に
よ
る
と
、
こ

の
歴
史
的
状
況
が
、
市
民
的
指
導
者
の
本

質
を
規
定
す
る
。
市
民
的
指
導
者
の
行
為
は
、
有
産
階
級
の
特
殊
な
集
団
の
利

害
に
適
う
も
の
で
あ
る

一
方
、
彼
の
態
度
と
情
熱
に
は
、
大
衆
の
苦
し
み
が
響

き
わ
た

っ
て
い
る
。
彼
は
、
大
衆
に
欲
求
の
現
実
的
充
足
を
与
え
る
こ
と
が
決

し
て
で
き
ず
、
む
し
ろ
彼
ら
を
、
彼

ら
自
身
の
利
益
と
不
安
定
な
関
係
に
あ
る

よ
う
な
政
治
の
た
め
に
味
方
に
つ
け
よ
う
ど
す
る
。
だ
か
ら
彼
が
、
自
分
の
目

標
と
の
合
理
的
な
合
意
に
よ

っ
て
信
奉
者
を
自
分
に
引
き
止
め
て
お
け
る
の
も

部
分
的
に
す
ぎ
ず
、
彼
の
天
賦
の
才

に
対
す
る
感
情
的
な
信
仰
、
単
な
る
熱
狂

は
、
少
な
く
と
も
理
性
と
同
じ
く
ら

い
強
い
必
要
が
あ
る
。
禁
欲
的
な
厳
し
さ

と

一
緒
に
な

っ
た
正
義

の
熱
情
、
気
楽
さ
や
享
受

に
対
す
る
敵
意
と
な
ら
ぶ

}

般
的
な
幸
福

の
要
求
、
貧
し
い
者
と
富
ん
だ
者
と
を
同
じ
愛
情
で
包
み
こ
む
正

義
、
上

へ
の
加
担
と
下
へ
の
加
担
と

の
問
で
の
動
揺
、
自
ら
の
政
治
の
受
益
者

に
対
す
る
修
辞
的
な
反
抗
と
彼

の
政
治
に
力
を
貸
し
て
勝
利
を
得
さ
せ
る
べ
き

大
衆
に
対
す
る
現
実
的
な
打
撃
ー
こ
う
し
た
指
導
者
の
特
質
は
、
市
民
的
世
界

の
な
か
で
の
彼
の
役
割
か
ら
生
じ
て
く
る
と
、
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
は
言

っ
て
い

る
。さ

ら
に
彼
は
、
こ
の
運
動
の
媒
介
要
因
と
し
て
次
の
よ
う
な
も
の
を
挙
げ
て

い
る
。
ま
ず
、
指
導
者
は
、
大
衆
に
直
接
自
分
で
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
で
き

な
い
限
り
、
下
級
指
揮
官
を
必
要
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
ホ
ル
ク
ハ
イ

マ
ー
が

強
調
す
る
の
は
、
指
導
者
と
被
指
導
者
、
最
高
指
揮
官
と
下
級
指
揮
官
と
の
間

の
心
理
学
的
契
機
の
重
要
性
で
あ
る
。
明
確
な
利
害
の
布
置
が
欠
け
、
そ
の
こ

と
か
ら
生
じ
る
目
標
設
定

の
曖
昧
さ
は
指
導
者

の
意
識
に
ま
で
達
す
る
た
め
、

下
級
指
揮
官
は
、
自
分
が
拠
り
所
に
で
き
る
よ
う
な
内
容
あ
る
政
治
的
原
理
を

ご
く
限
ら
れ
た
範
囲
で
し
か
持
つ
こ
と
が
で
き
ず
、
し
た
が

っ
て
こ
の
運
動
の

経
過
の
な
か
で
は
、
個
人
的
な
親
愛
関
係
と
対
抗
関
係
が
、
抜
き
ん
で
た
位
置

を
占
め
る
か
ら
で
あ
る
。

次
に
彼
は
、
象
徴
、
す
な
わ
ち
儀
式
や
衣
裳
、
さ
ら
に
ま
た
意
味
の
曖
昧
な

大
言
壮
語
と
い
っ
た
、
旗
や
紋
章
と
同
じ
よ
う
な
神
聖
さ
を
得
る
こ
と

の
で
き

る
よ
う
な
象
徴
の
顕
著
な
重
要
性
を
指
摘
す
る
。
そ
れ
ら
も
大
衆
を
、
彼
ら
自

身
の
も
の
で
は
な
い
政
治

へ
と
非
合
理
的
に
結
び

つ
け
る
必
要
性
か
ら
生
じ
る
。

大
衆
の
啓
蒙
と
知
的
教
育
は
、
こ
と
に
市
民
階
級
が
勃
興
し

つ
つ
あ
る
時
代
に

は
、
時
代
遅
れ
の
封
建
的
形
態
か
ら
社
会
を
解
放
す
る
の
に
欠
か
せ
な

い
も
の

で
あ
る
に
し
て
も
、
に
も
拘
わ
ら
ず
他
方
で
、
「人
格
」
、
事
物
、
あ
る
い
は
概

念
と

い
う
形
で
偶
像
の
建
て
直
し
を
図
ろ
う
と
す
る
努
力
は
、
大
衆
を
社
会

の

特
定
集
団
の
意
図
と
不
断
に
和
解
さ
せ
る
必
要
性
に
適

っ
た
も
の
で
あ
る
。
た

し
か
に
こ
れ
ら
の
集
団
が
強
固
と
な
り
、
実
現
可
能
な
よ
り
理
性
的
な
社
会
形
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態
と
矛
盾
す
る
よ
う
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
公
的
意
識
は
そ
の
非
合
理
的
側
面

に
向
け
て
影
響
が
及
ぼ
さ
れ
、

一
般
の
人
び
と
の
理
論
的
水
準
を
引
き
上
げ
る

こ
と
は
、
ま
す
ま
す
取
る
に
足
り
な
い
役
割
し
か
演
じ
な
い
こ
と
に
な
る
。
ホ

ル
ク
ハ
イ

マ
ー
は
、
す
で
に
初
期

の
市
民
的
運
動
が
、
精
神
と
理
性
に
対
す
る

態
度
に
お
い
て
動
揺
し
て
お
ゆ
、
し
ば
し
ば
そ
れ
ら
に
対
す
る
強

い
嫌
悪
を
示

し
て
い
る
こ
と
、
た
だ
し
こ
の
反

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
的
で
、
到
達
さ
れ
た
知
的

水
準
を
押
し
下
げ
、
野
蛮
化
す
る
契
機
が
は

っ
き
り
と
優
位
を
獲
得
す
る
の
は
、

歴
史
も
後
に
な

っ
て
の
こ
と
だ
と
指
摘
し
て
い
る
。

以
上
の
諸
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
用
い
て
ホ
ル
ク

ハ
イ

マ
ー
は
、
先
に
挙
げ
た
四
つ

の
市
民
的
反
乱
の
構
造
を
記
述
し

て
い
く
。
そ
の
な
か
で
彼
は
特
に
、
そ
の
運

動
が
、
社
会
に
対
す
る
個
人
の
要
求
を
、
不
満
な
個
人
に
対
す
る
道
徳
的

・
宗

教
的
要
求

へ
と
転
換
さ
せ
る
と
い
う
傾
向
を
次
第
に
強
く
示
す
さ
ま
を
印
象
深

く
記
述
し
て
い
る
。
以
下
で
は
こ

の
心
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
変
換
、
衝
動
の
内
面

化
と

い
う
事
態
に
対
す
る
ホ
ル
ク

ハ
イ

マ
ー
の
論
究
の
う
ち
か
ら
、
衝
動
の
内

面
化
の
手
段
に
関
す
る
彼

の
分
析
と

、
そ
の
事
態
と
密
接
に
結
び
付

い
た
、
市

民
的
精
神
の
非
合
理
的
側
面
の
分
析

だ
け
を
ご
く
大
ま
か
に
記
述

・
検
討
し
て

お
き
た
い
。

ホ
ル
ク

ハ
イ

マ
ー
が
衝
動
の
内
面
化
の
手
段
と
し
て
こ
の
研
究
で
特
に
着
目

し
て
い
る
の
は
、
大
衆
集
会

に
お

け
る
演
説
の
機
能
で
あ
る
。
彼
に
よ
る
と
、

内
面
的
回
心

へ
の
催
告

・
呼
び
か
け
、
聴
衆
を
人
間
的
に
変
化
さ
せ
よ
う
と
す

る
こ
と
は
、
近
代
の
雄
弁
術
の
本
質

に
属
し
、
半
ば
合
理
的
な
議
論
、
半
ば
非

合
理
的
な
支
配
手
段
で
あ
る
近
代

の
民
衆
相
手
の
演
説
は
、
市
民
的
指
導
者
の

本
質

に
属
す
る
。
彼
は
、
例
え
ば

サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
の
雄
弁
が
説
教
の
聴
衆
、

さ
ら
に
は
速
記
者
を
涙
に
く
れ
さ
せ
、
後
者
に
あ

っ
て
は
そ
の
仕
事
を
不
可
能

に
し
た
こ
と
、
ま
た
ル
タ
ー
の
力
強
い
言
葉
に
は
、
彼
の
そ
の
時
ど
き
の
連
合

の
相
手
の
利
害
が
よ
く
現
れ
て
い
る
こ
と
、
あ
る
い
は
ま
た
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の

支
配
下
で
は
大
衆
集
会
が
頻
繁
に
行
わ
れ
、
ま
た
半
強
制
的
な
性
格
を
持

っ
て

い
た
こ
と
等
を
指
摘
す
る
な
か
で
、
こ
の
演
説
が
、

一
方
で
、

い
わ
ば
人
間
の

内
面
的
構
造
の
変
革
を
め
ざ
す
も
の
で
あ
る
こ
と
を
際
立
た
せ
、
他
方
で
そ
の

支
配
手
段
と
し
て
の
機
能
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

特
に
宗
教
運
動
と
の
関
連
で
彼
は
、
托
鉢
修
道
会
と
都
市
と

の
関
係
に
言
及

し
て
い
る
。
彼
は
こ
う

い
っ
て
い
る
、
説
教
を
媒
介
に
し
て
行
わ
れ
た
宗
教
思

想
の
発
展
と
、
経
済
的
に
制
約
さ
れ
た
市
民
階
級
の
上
昇
と
の
弁
証
法
的
過
程

の

一
つ
の
重
要
な
媒
介
と
な
る
の
が
、
大
衆
の
欲
求
と
衝
動
の
内
面
化
で
あ
る
、

と
。
と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
近
代
の
大
衆
集
会
に
お
け
る
演
説
の
機
能
の
分
析

は
、
そ
の
後
、
ホ
ル
ク
ハ
イ

マ
ー
の
コ
ロ
ン
ビ

ア
大
学
で
の
講
義
で
も
取
り
上

げ
ら
れ
、
(蛎)
近
代
社
会
の
、
と
り
わ
け
そ
の
危
機
の
時
代
に
お
け
る
大
衆
操
作

の
ひ
と
つ
の
重
要
な
媒
介
と
し
て
の
演
説
の
意
義
に
注
意
が
促
さ
れ
て
い
る
。

ち
な
み
に
こ
う
し
た
視
座
と
、
さ
ら
に

『啓
蒙
の
弁
証
法
』
の

「反
ユ
ダ
ヤ
主

義
の
諸
要
素
」

の
章

で
展
開
さ
れ
た
精
神
分
析
的
な
心
的
ダ
イ
ナ
ミ
ク
ス
の
理

論
は
、
ホ
ル
ク
ハ
イ

マ
ー
が

『偏
見
の
研
究
』
の
シ
リ
ー
ズ
を
主
宰
す
る
際
の

理
論
的
基
礎
と
な

っ
て
い
る
こ
と
を
言

い
添
え
て
お
き
た
い
。

さ
て
、
内
面
化
に
ま

つ
わ
る
心
的
事
態

の
理
解
は
、
市
民
的
精
神

の
非
合
理

的
側
面
に
対
し
て
光
を
あ
て
る
こ
と
に
寄
与
す
る
。
市
民
的
大
衆
運
動
の
力
学

の
な
か
で
は
、
将
来
支
配
権
を
握
ろ
う
と
す
る
指
導
者
と
そ
の
派
閥
が
、
単
に

古

い
権
力
と
戦
う
だ
け
で
な
く
、
自
分
た
ち
相
互
の
問
で
も
激
し
く
戦
う

の
が
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み
ら
れ
る
が
、
こ
の
抗
争
、
個
人
的
敵
意
、
支
配
欲
と
復
讐

心
の
激
情
は
、
市

民
的
指
導
者
に
特
徴
的
な
も
の
で
あ

る
。
そ
し
て
ホ
ル
ク
ハ
イ

マ
ー
は
そ
の
な

か
に
、
彼
ら
の
精
神
に
対
す
る
敵
意
を
見

い
だ
す
。
彼
が
い
う
よ
う
に
、
カ
ル

ヴ
ァ
ン
は
、
人
間
の
心
の
あ
ら
ゆ
る
思
念
は
邪
悪
な
だ
け
だ
と
厳
し
く
教
え
込

ん
で
い
る
し
、
ル
タ
ー
は
、
理
性
を

口
汚
な
く
罵
る
こ
と
で
は
限
度
を
知
ら
ず
、

ま
た
享
受
と
精
神
と
の
問
の
深

い
関
連
を
う
す
う
す
感
じ
と
り
、
そ
し
て
両
者

に
同
じ
憎
悪
を
浴
び
せ
て
い
る
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
プ
ロ
テ
ス
タ

ン
テ
ィ
ズ
ム
の
影
響
を
受
け
た
地
域

で
は
、
偶
像
崇
拝
に
対
す
る
戦
い
、
さ
ら

に
所
業
に
よ
る
成
義
に
対
す
る
戦
い
の
た
め
、
学
問
や
芸
術
は
著
し
く
阻
害
さ

れ
た
。
そ
し
て
こ
こ
で
ホ
ル
ク

ハ
イ

マ
ー
は
、
そ
の
際
第

一
に
敵
意
が
向
け
ら

れ
た
の
は
、
内
面
化
と
関
連
す
る
道
徳
概
念
に
反
す
る
も

の
だ

っ
た
こ
と
を
指

摘
す
る
。
す
な
わ
ち
、
と
り
わ
け
芸

術
の
な
か
の
性
愛
を
想
起
さ
せ
る
す
べ
て

の
も
の
、
贅
沢

一
般
で
あ
る
。

彼
は
こ
う
し
た
現
象
を
、
ヤ

ッ
ク
ス

・
ヴ

ェ
ー
バ
ー
が
際
立
た
せ
た
市
民
的

精
神
の
合
理
主
義
的
性
格

に
負
け
ず

劣
ら
ず
そ
の
精
神
に
結
び
つ
い
て
い
る
、

そ
の
非
合
理
的
性
格
の
現
れ
と
把
握
す
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
こ
の
非
合
理
主
義

に
数
え
ら
れ
る
現
象
と
し
て
、
純
潔

の
象
徴
と
し
て
の
子
ど
も
の
感
傷
的
賛
美

に
言
及
す
る
。
彼
に
よ
る
と
そ
れ
は
、
衝
動
生
活
の
強
制
的
内
面
化
の
手
段
で

あ
る
と
同
時
に
そ
の
表
現
で
あ
る
。

つ
ま
り
そ
こ
で
は
、
欲
望
か
ら
の
自
由
、

す
な
わ
ち
自
分
自
身
が
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
辛
い
禁
欲
が
苦
も
な
く
実
現

さ
れ
て
い
る
、
そ
う
い
う
欲
望
か
ら

の
自
由
が
、
子
ど
も
に
な
す
り
つ
け
ら
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
若
者
は
、
人
間

の
無
限
の
可
能
性

の
保
証
と
し
て
で
は
な

く
、
「純
潔
」
、
「無
垢
」
、
「無
邪
気
さ
」
の
象
徴
と
し
て
理
想
と
さ
れ
る
の
で
あ

り
、
こ
の
社
会
が
、
単
に
子
ど
も
に
対
し
て
だ
け
で
な
く
自
然

一
般
に
対
し
て

持
つ
に
至

っ
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
関
係
、
す
な
わ
ち
素
朴
さ
、
「堕
落
し
て
い
な

い
」
自
然
、
郷
土
、
農
民
の
理
想
化
は
、
内
面
化
の
メ
カ
ニ
ズ

ム
と
密
接
に
関

係
し
て
い
る
ど
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
は
言

っ
て
い
る
。

ホ
ル
ク
ハ
イ

マ
ー
に
よ
る
市
民
的
大
衆
運
動
の
構
造
分
析
は
、
市
民
的
道
徳

の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
批
判
を
構
成
す
る
構
造
的
諸
メ
ル
ク
マ
ー
ル
を
、
純
粋
に
理

論
的
な
分
析
に
お
け
る
よ
り
も
具
体
的
に
把
握
す
る
こ
と
を
め
ざ
す
も

の
で
あ

る
が
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
そ
れ
は
、
ナ
チ
ズ
ム
運
動
の
構
造
分
析
を
念
頭
に

お
い
た
も
の
で
も
あ
る
。
こ
の
研
究

の
執
筆
時
点
で
の
ホ
ル
ク

ハ
イ

マ
ー
は
、

ナ
チ
ズ
ム
も
こ
の
種

の
運
動

の
く
り
返
し
、
し
か
し
運
動
の
進
歩
的
機
能
が
市

民
階
級
の
能
動
性
と
も
は
や
結
び

つ
い
て
お
ら
ず
、
市
民
階
級
に
支
配
さ
れ
る

階
級

へ
と
移

っ
て
し
ま

っ
て
い
る
た
め
、
グ

ロ
テ
ス
ク
に
歪
め
ら
れ
た
く
り
返

し
と
み
て
い
た
。
ナ
チ
ズ
ム
把
握
に
お
け
る
ボ
ナ
パ
ル
テ
ィ
ズ
ム
論
と
の
関
係

も
含
め
て
、
も

っ
と
検
討
さ
れ
て
よ
い
視
座
で
あ
ろ
う
。
社
会
研
究
所
の
そ
の

後
の
共
同
研
究
に
対
す
る
意
義
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
触
れ
た
通
り
で
あ
る
。

以
上
の
考
察
か
ら
、
ホ
ル
ク
ハ
イ

マ
ー
が
彼
本
来
の
人
間
学
的
関
心
の
追
究
に

関
し
て
引
き
出
す
結
論
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
、
こ
れ
が
次
節
の
課
題
で
あ
る
。

V

結
び

ー

二
ー
チ

ェ
的
問
題

と
ホ

ル
ク

ハ
イ

マ
ー

ホ
ル
ク
ハ
イ

マ
ー
は
市
民
的
道
徳
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
批
判
を
遂
行
す
る
こ
と

で
、
市
民
社
会
の
人
間
学
的
問
題

の
理
解
に
、
二
i
チ
ェ
を
代
表
と
す
る
よ
う

な
市
民
社
会
の

「暗

い
」
思
想
家
た
ち
と
は
異
な
る
位
相
と
拡
が
り
と
を

つ
く
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り
出
し
た
。
彼
は
、
仮
借
の
な

い
エ
ゴ
イ
ズ
ム
は
、
近
代
の
公
認
道
徳
の
い
う

と
こ
ろ
と
は
裏
腹
に
、
こ
の
時
代

の
日
常
生
活
の

一
つ
の
本
質
的
特
徴
を
な
し

て
い
る
こ
と
、
逆
に
い
え
ば
、
自
己
保
存
を
原
理
と
す
る
市
民
社
会
の
状
況
が

禁
欲
的
道
徳
と
、
矛
盾
す
る
と
同
時
に
相
互
作
用
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、

歴
史
分
析
も
含
め
て
印
象
的
に
描
き
出
し
た
。
と
り
わ
け
市
民
的
指
導
者
の
役

割
を
み
る
こ
と
で
、
大
衆
の
欲
求

の
内
面
化
と
い
う
事
態
に
分
析
の
光
が
投
げ

か
け
ら
れ
る
。
大
衆
は
、
指
導
者

に
導
か
れ
る
形
で
階
級
社
会
の
新
し
い
局
面

に
組
み
入
れ
ら
れ
る
。
こ
の
過
程
は
同
時
に
、
よ
り
高
度
な
社
会
秩
序
の
前
提

が
発
展
さ
せ
ら
れ
る
、
社
会

の
進
歩
を
も
意
味
し
て
い
る
。
し
か
し
ホ
ル
ク
ハ

イ

マ
ー
は
、
前
の
方

の
否
定
的
契
機
は
、
こ
の
時
代
が
持
続
す
る
限
り
そ
れ
に

固
有
の
人
間
学
的
帰
結
を
持

っ
て

い
る
と
言
う
。
こ
こ
か
ら
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
や

ル
サ
ン
チ
マ
ン
と

い
っ
た
ニ
ー
チ

ェ
が
剔
抉
し
た
問
題
は
、
ホ
ル
ク
ハ
イ

マ
ー

独
自
の
解
釈
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。

ホ
ル
ク
ハ
イ

マ
ー
の
分
析
に
従
う
と
、
市
民
的
指
導
者
に
導
か
れ
た
大
衆
の

エ
ゴ
イ
ズ
ム
は
充
足
さ
れ
る
こ
と
が
許
さ
れ
ず
、
彼
ら
の
要
求
は
内
面
的
醇
化
、

服
従
、
帰
依
、
献
身

へ
と
押
し
戻

さ
れ
、
愛
情
と
承
認
は
、
個
人
か
ら
引
き
剥

が
さ
れ
て
悪
魔
の
よ
う
に
誇
張
さ
れ
た
指
導
者
、
崇
高
な
象
徴
、
大
げ
さ
な
概

念
の
方

へ
向
け
ら
れ
、
自
分
の
要
求
を
持

っ
た
自
ら
の
存
在
は
根
絶
さ
れ
る
か

ら
1
理
想
主
義
的
道
徳
は
そ
こ
に
向
か
う
傾
向
が
あ
る
ー
、
疎
遠
な
個
人
も
取

る
に
足
ら
な
い
も
の
と
し
て
経
験
さ
れ
、
そ
も
そ
も
個
人
と
い
う
も
の
、
そ
の

享
受
と
幸
福
は
、
軽
蔑
さ
れ
、
否
定
さ
れ
る
。
大
衆
の

一
人
ひ
と
り
を
支
配
し

て
い
る
自
ら

の
絶
対
的
無
価
値
と

い
う
感
情
は
、
支
配
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
、

そ
れ
と
は
矛
盾
す
る
現
実
の
絶
え
間
の
な
い
経
験
、
貧
し
さ
、
厳
し
さ
の
経
験

に
よ

っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
は
、
近
代
精
神
の
歴

682

史
全
体
を
貫
く
人
文
主
義
は
、
二
重
の
面
相
を
示
し
て
い
る
と
言
う
。

そ
れ
は
直
接
に
は
、
人
間
を
自
分
自
身
の
運
命
の
創
造
者
と
し
て
賛
美
す
る

こ
と
を
意
味
す
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
広
ま

っ
た
杜
会
で
は
自
己
決
定
の
力

は
不
平
等
に
与
え
ら
れ
て
い
る
。
内
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
外
的
運
命
に
依
存
す
る

の
は
、
外
的
運
命
が

エ
ネ
ル
ギ
ー
に
依
存
す
る
の
に
劣
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

そ
こ
か
ら
、
人
文
主
義
の
持
つ
も
う

一
つ
の
、
人
間
敵
対
的
な
側
面
が
明
る
み

に
出
て
く
る
。
ホ
ル
ク

ハ
イ
マ
ー
に
よ
る
と
、
人
文
主
義
に
よ
っ
て
美
化
さ
れ

た
抽
象
的
な
人
間
の
概
念
が
、
そ
の
現
実
の
状
況
か
ら
隔
た
っ
て
い
れ
ば

い
る

ほ
ど
、
大
衆
個
人
に
は
自
分
自
身
が
ま
す
ま
す
哀
れ
に
映
ら
ざ
る
を
得
ず
、
偉

大
さ
、
恩
寵
に
恵
ま
れ
た
人
格
、
指
導
者
等
々
の
概
念
に
明
示
さ
れ
る
人
間
の

理
想
主
義
的
神
化
は
、
ま
す
ま
す
強
く
具
体
的
な
個
々
人
の
自
己
卑
下
、
自
己

軽
蔑
を
生
み
出
し
た
。
ホ
ル
ク
ハ
イ

マ
ー
は
、
そ
の
場
合
、
個
々
人
に
映
し
出

さ
れ
て
い
る
の
は
現
実
に
す
ぎ
な
い
と
言
う
。

す
な
わ
ち
、
最
も
幸
福
な
人
で
さ
え
、
次
の
瞬
間
に
は
、
人
間
社
会
内
部
の

原
因
に
よ

っ
て
最
も
不
幸
な
人
、
最
も
貧
し
い
人
と
同
じ
に
な
る
こ
と
が
あ
り

得
、
不
幸
が
唯

一
正
常
な
、
不
確
か
で
な
い
状
態
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
具
体

的
個
人
に
と

っ
て
事
情
が
大
き
く
異
な

っ
て
い
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
尊
敬

を
得
て
い
る
の
は
、
状
況
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
…
は
、
人
間

を
道
徳
的
に
粉
砕
す
る
情
熱
、
こ
の
世
の
哀
れ
な
虫
け
ら
で
あ
る
人
間
の
虚
栄

に
対
す
る
憎
悪
、
陰
欝
な
予
定
説
を
具
え
た
宗
教
改
革
は
、
市
民
的
人
文
主
義

の
敵
対
者
で
あ
る
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
そ
の
持

つ
人
間
敵
対
的
な
側
面
だ
と

言
う
。
そ
れ
は
大
衆
の
た
め
の
人
文
主
義
で
あ
り
、
人
文
主
義
そ
の
も

の
は
、



上
流
社
会
の
人
の
た
め
の
宗
教
改
革
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

以
上
の
考
察
を
踏
ま
え
、
大
衆
の
状
況
が
ま
す
ま
す
絶
望
的
と
な
る
の
を
眼

前
に
、
ホ
ル
ク
ハ
イ

マ
ー
は
個
人
に
残
さ
れ
た
選
択
肢
は
、
次
の
二
つ
の
う
ち

か
ら
の
選
択
だ
け
に
な

っ
た
と
判
断

し
て
い
る
。
ま
ず
第

一
は
、
現
実
の
情
勢

に
対
す
る
意
識
的
闘
争
で
あ
る
。
彼

は
、
こ
の
戦
い
に
は
市
民
的
道
徳
の
積
極

的
な
要
素
で
あ
る
自
由
と
正
義
の
要
求
が
直
接
含
ま
れ
て
い
る
が
、
そ
の
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
的
実
体
化
は
破
棄
さ
れ
て

い
る
と
す
る
。
第
二
は
、
こ
の
道
徳
と
そ

れ
に
適
合
し
た
位
階
秩
序

へ
の
不
壊

の
信
仰
告
白
で
あ
る
。
こ
れ
は
自
ら
の
具

体
的
存
在
に
対
す
る
密
か
な
軽
蔑
と
、
他
者
の
幸
福
に
対
す
る
憎
悪
に
行
き
着

く
。
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
は
、
近
代
の
歴
史
上
、
快
活
で
幸
福
な
者
す
べ
て
の
実

際
の
根
絶
、
野
蛮
と
破
壊
と

い
う
形
で
く
り
返
し
現
れ
た
こ
の
後
者
の
傾
向
を
、

市
民
的

ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
現
れ
と
み
る

の
で
あ
る
。
以
下
、
こ
の
問
題
を
非
常
な

歴
史
的
時
点
で
の
テ
ロ
と
い
う
現
象

の
解
釈
を
通
し
て
考
察
す
る
彼
の
議
論
を
、

ご
く
大
ま
か
に
追

っ
て
み
た

い
。

彼
に
よ
る
と
、
テ
ロ
の

「合
理
的
」
目
標
は
、
敵
対
者
を
萎
縮
さ
せ
る
と
こ

ろ
に
あ
る
と
す
る
と
、
そ
の
も
う

一
つ
の
、
首
謀
者
に
意
識
さ
れ
る
と
は
限
ら

な
い
意
図
は
、
自
ら
の
支
持
者
を
満
足
さ
せ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
し
て
こ
の

第
二
の
要
素
は
、
道
徳
に
媒
介
さ
れ
た
禁
欲
ぺ
の
強
制
と
結
び

つ
い
た
、
幸
福

一
般
に
対
す
る
深
い
軽
蔑
、
憎
悪
に
対
応
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
反
乱
に
引

き
入
れ
ら
れ
た
大
衆
が
、
秩
序
が
戻

っ
た
後
に
は
意
味
と
喜
び
に
満
ち
た
生
活

が
始
ま
り
、
苦
し
み
が
終
わ
る
と
信
じ
て
い
る
な
ら
、
彼
ら
の
満
足
の
た
め
に

テ
ロ
は
必
要
な
い
で
あ

ろ
う
。
彼
ら
を
待

っ
て
い
る
の
は
辛
い
仕
事
、
劣
悪
な

賃
金
、
正
直
で
あ
る
た
め
に
何
の
犠
牲
も
払
う
必
要
の
な
い
者
に
対
す
る
事
実

上
の
従
属
と
無
力
な
の
で
あ
り
、
だ
か
ら
反
乱
の
時
期
に
大
衆
の
個
々
人
が
正

当
と
感
じ
、
か

つ
要
求
す
る
平
等
と
は
、
彼
ら
に
対
し
て
力
を
こ
め
て
賛
美
さ

れ
る
慎
ま
し
い
生
活

へ
と
す
べ
て
の
者
が
貶
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

享
受
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
、
彼
ら
が
青
春
期
以
来
自
ら
の
内
部
で
抑
圧
す
べ

く
努
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
享
受
の
能
力
か
ら
し
て
す
で
に
そ
ん
な
に

も
有
害
で
あ
る
な
ら
、
憤
り
が
消
え
、
自
ら
の
断
念
が
真
実
で
あ
る
こ
と
が
証

明
さ
れ
る
た
め
に
は
、
こ
の
悪
徳
を
体
現
し
、
容
姿

・
衣
服

・
態
度
と

い
う
存

在
全
体
で
そ
れ
を
想
起
さ
せ
る
も
の
も
、
抹
殺
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
享
受
が

価
値
あ
る
も
の
で
あ
り
、
断
念
の
光
輪
は
空
想
の
な
か
に
し
か
な
い
と
す
る
な

ら
、
大
衆
個
々
人
の
生
活
の
全
体
は
、
彼
自
身
に
誤

っ
た
も
の
と
思
わ
れ
ざ

る

を
得
な

い
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
は
、

一
日
天
下
を
握

っ
た

小
市
民
が
、
こ
の
際
で
き
る
こ
と
は
み
ん
な
つ
い
で
に
や

っ
て
し
ま
お
う
と
す

る
不
器
用
で
せ
わ
し
な
い
試
み
、
自
分
が
想
像
す
る
よ
う
な
オ
ル
ギ
ア
の
模
倣

に
よ
っ
て
示
し
て
い
る
の
は
、
強
情
に
有
徳
者
ぶ
る
成
り
上
が
り
者
が
持
つ
の

と
同
じ
、
人
生
を
誤

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
内
面
的
不
安
だ
と
言
う
。

彼
に
よ
る
と
、
常
に
心
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
密
か
な
好
奇
心
と
拭
い
が
た

い
憎
悪
に
駆
ら
れ
て
、
人
間
た
ち
は
彼
ら
に
は
縁
遠
い
も
の
の
背
後
に
、
彼
ら

が
歩
み
入
る
こ
と
の
で
き
な
い
扉
の
背
後
に
、
他
意

の
な

い
結
社
や
セ
ク
ト
、

修
道
院
の
外
壁
や
宮
殿
の
な
か
に
、
禁
じ
ら
れ
た
も
の
を
探
し
求
め
る
。
疎
遠

な
も
の
の
概
念
は
、
禁
じ
ら
れ
た
も
の
、
危
険
な
も
の
、
忌
ま
わ
し
い
も
の
の

概
念
と
同
義
で
あ
り
、
そ
し
て
敵
意
は
、
敵
意
を
持
つ
者
が
、
自
ら
の
硬
直
化

し
た
性
格
の
た
め
、
こ
の
禁
じ
ら
れ
た
も
の
は
自
分
自
身
か
ら
取
り
返
し
の
つ

か
な

い
形
で
失
わ
れ
て
し
ま

っ
た
と
感
じ
れ
ば
感
じ
る
ほ
ど
、
ま
す
ま
す
致
命

市民 的道徳の イデ オロギ ー批判269



的
な
も
の
と
な
る
。
ホ
ル
ク
ハ
イ

マ
ー
は
、
貴
族
に
対
す
る
小
市
民
的
ル
サ
ン

チ

マ
ン
と

ユ
ダ
ヤ
人
憎
悪
に
は
似

た
よ
う
な
心
的
機
能
が
あ
る
と

い
う
。
王
侯

貴
族
の
愛
人
に
対
す
る
憎
悪
、
貴
族
的
生
活
に
対
す
る
軽
蔑
、

ユ
ダ
ヤ
人
の
不

道
徳
、
快
楽
主
義
や
唯
物
論
に
関
す
る
憤
怒
の
背
後
に
は
、
そ
れ
ら
の
代
表
者

の
死
を
求
め
る
深

い
性
愛
の
ル
サ
ン
チ
マ
ン
が
潜
ん
で
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

自
ら
の
存
在
の
意
味
に
い
ま
に
も
疑

い
を
は
さ
む
彼
ら
は
、
で
き
る
限
り
苦
痛

を
味
わ
っ
尢
上
で
抹
殺
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
。

市
民
的
世
界
で
は
た
い
て
い
の
人
に
と

っ
て
、
す
べ
て
の
人
は
等
し
く
無
価

値
で
あ
り
、
こ
れ
以
上
の
も
の
で
あ
る
と
思
う
や
否
や
そ
こ

へ
と
連
れ
戻
さ
れ

る
と

い
う
、
個
人
的
運
命
に
対
す
る
情
け
容
赦
の
な
さ
が
定
め
と
な

っ
て
い
る
。

そ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
人
の
眼
前
に
ギ

ロ
チ
ン
を
突
き
付
け
、
大
衆
に
は
そ
れ
に
加

え
て
、
こ
の
上
な
く
満
足
し
た
全
能
の
感
情
を
与
え
る
。
彼
ら
自
身
の
原
理
が

権
力
を
握
る
か
ら
で
あ
る
。
ホ
ル
ク

ハ
イ

マ
ー
は
、
ギ
ロ
チ
ン
は
否
定
的
な
平

等
の
象
徴
で
あ
り
、
そ
し
て
引
き

ず
り
下
ろ
す
と

い
う
意
味
で
の

「平
等
化
」

の
意
味
が
フ
ラ
ン
ス
革
命

の
よ
う
な
進
歩
的
な
運
動
に
も
現
れ
て
お
り
、
そ
の

テ
ロ
の
罪
は
、
サ
ド
マ
ゾ
的
な
心
的
状
態
に
も
帰
す
べ
き
も
の
だ
と
言
っ
て
い

る
。
望̂

以
上
、
市
民
的
道
徳

の
否
定
的
な

人
間
的
帰
結
を
め
ぐ
る
ホ
ル
ク

ハ
イ
マ
ー

の
考
察
を
追

っ
て
み
た
。
ホ
ル
ク

ハ
イ
マ
ー
に
よ
る
市
民
的
道
徳
の
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
批
判
は
、

ニ
ー
チ

ェ
的
問
題
を

、
そ
う
し
た
問
題
を
生
み
出
す
シ
ス
テ
ム

と
の
関
連
で
、
さ
ら
に
精
神
分
析
が
切
り
拓
い
た
心
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
解
明
の
成

果
を
取
り
入
れ
る
こ
と
で
、
社
会
と

い
う
新
た
な
水
準
で
科
学
的
に
追
究
し
た

も
の
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
同
時
に
こ
の
認
識
は
、
残
忍
性
を
合
理

化

へ
の
強
制
か
ら
解
放
し
、
そ
れ
に
よ
り
意
志
の
盲
目
性
を
克
服
、
そ
れ
を
理

702

性
的
に
支
配
可
能
な
も
の
と
す
る
こ
と
に
寄
与
す
る
。
彼
に
目
標
と
し
て
あ
る

の
は
、
享
受
を
、
残
虐
な
心
の
動
き
の
満
足
も

一
緒
に
含
ま
れ
て
い
る
最
大
限

の
幸
福
を
求
め
る
、
内
面
化
と
は
逆
の
意
味
で
の
人
間
の
変
化
と
し
て
の
エ
ゴ

イ
ズ

ム
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
と
な
ら
び
彼
は
、
唯
物
論
的
道
徳
理
論
は
当
時
の

歴
史
的

・
社
会
的
段
階
で
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
か
に
つ
い
て
思
索
を
続
け

て
い
た
と
考

尺
ら
れ
る
。
(81)本
稿
は
、
三
〇
年
代
の
彼
の
人
間
学
的
研
究
の
う

ち
、
市
民
的
道
徳
批
判
を
テ
ー
マ
と
す
る
研
究
を
検
討

・
考
察
し
た
と
こ
ろ
で
、

ひ
と
ま
ず
筆
を
擱
き
た
い
と
思
う
。

1注
)

 

(2
)

(3
)

(4
)

(
5
)

以

下
を
参

照
さ
れ
た

い
。

メ
ル

ロ
目
ポ

ン
テ
ィ

『弁

証
法

の
冒
険
』

滝
浦

他

訳

、
み
す
ず
書
房
、

一
九
七

二
年
。

以

下
の
拙
稿
を
参
照
さ
れ
た

い
。
森

田
数
実

「
ホ
ル
ク

ハ
イ

マ
ー
に
お
け
る

批
判
的

理
論

の
構
成
問
題
」
、

『東
京

学
芸
大
学
紀
要
』

第
三
部
門
、
社
会

科

学
、
第
五
〇
集

、

一
九
九
九
年
、
掲
載
予
定
。

以

下
の
拙
稿
を

参
照
さ
れ
た

い
。
森

田
数
実

「
ホ
ル
ク

ハ
イ

マ
ー

の
社
会

理

論
②
」
、
『
徳
島
大
学
教
養
部
紀

要
』

人
文

・
社
会
科
学

、
第

二
六
巻
、

一
九

九

一
年
、
所
収
。

森

田
、

「ホ

ル
ク

ハ
イ

マ
ー
に
お
け
る
批
判
的

理
論

の
構
成

問
題
」
を
参

照
さ

れ
た

い
。
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司
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Φ
矯
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尸

固
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o
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興
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Φ
蠶
oq
一
㊤
①
鉾

(邦
訳
、

マ
ッ
ク

ス

・
ホ
ル
ク

ハ

イ

マ
i

「権
威
と
家
族
」
、

『批
判
的
社
会

理
論
』
森

田
数
実
編

訳
、
恒
星
社

厚
生
閣

、

一
九
九
四
年
、
所
収
。
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マ
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ス
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ル
ク

ハ
イ

マ
ー

「
エ
ゴ
イ
ズ

ム
と
自

由
を
求
め

る
運
動
」
、
『
批
判
的

社
会
理
論
』
所
収
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こ
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は

ホ

ル

ク

ハ
イ

マ
ー

の

エ
ゴ

イ
ズ

ム
論

文

の
読

後

す

ぐ

に
書

か

れ

た

手

紙

で
あ

る
。

さ

ら

に

、

ア
ド

ル

ノ

が

ホ

ル

ク

ハ
イ

マ
ー

に

ニ
ー

チ

ェ

.

論

の
執

筆

を

促

す

手

紙

と

し

て
以

下

の
も

の
が

あ

る
。
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矯
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一
つ
だ

け

例

を

挙

げ

る
と

、

ア

ド

ル

ノ

の
ヴ

ァ
ー

グ

ナ

ー

論

は

、

ホ

ル

ク

ハ

イ

マ
ー

の

エ
ゴ

イ

ズ

ム
論

を

意

識

し

て
書

か

れ

て

い
る

。
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訳
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マ

ッ
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ス

・
ホ

ル

ク

ハ
イ

マ
ー

「
モ

ン

テ
ー

ニ

ュ
と

懐
疑

の
機

能

」
、

『批

判

的

社

会

理

論

』

所

収
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化

」
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実

体

化
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拒

否

、

お

よ

び

幻

想

の
破

壊

の
後

で

働
き
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す

ホ

ル

ク

ハ
イ

マ
ー

の

弁

証

法

に

つ

い

て

は

、

例

え

ば

以

下

を
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さ

れ

た

い
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)
市
民
階
級

の
道
徳
的
プ

ロ
パ
ガ

ン
ダ
が
、
市
民

的
上
層
階
層

の
手
本

と
な
る

.
よ
う
な
者

に
反
作
用
を

及
ぼ
し
、
人
間
と
事
物

の
搾
取

や
処

理
が
彼

に
喜
び

を
も
た
ら
さ
ず
、
全
体

へ
の
奉

仕
と
し

て
現
れ
ざ

る
を

得
な
く

な
り

、
そ

の

結
果
彼
は
公
然
と
、
そ
う

し
た
搾
取
と
処
理

の
肩
を
持

ち
肯
定
す

る
と

い
う

プ

ロ
パ
ガ

ン
ダ

の
機
能

に

つ
い
て
は
、
次

の
箇
所
を
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照
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時
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ω
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四
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(15
)
彼

に
よ
る
市
民
的
反
乱

の
構
造
分
析

は
、
F

・
ノ
イ

マ
ン
も

い

っ
て

い
る
よ

う

に
歴
史

分
析
と
し

て
優
れ
た
も

の
で
あ
る
と
思
わ
れ

る
が
、
そ

の
詳

細
な

検
討
は
割
愛
せ
ざ

る
を
得
な

い
。
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(
17
)
こ
う

し
た
考
察

の
背

景

の

一
つ
と

し
て
、

い
う

ま

で
も

な
く
学
派

の

『権
威

と
家
族
』

に
閣
す

る
研
究
、
と
り
わ
け

フ
ロ
ム

の
提
出

し
た
サ
ド

マ
ゾ
的
性

格

の
分
析

が
あ

る
。

(
18
)
以

下

の
拙
稿

を
参

照
さ
れ

た

い
。

森

田
数

実

、「
モ
デ
ル
ネ

の
道
徳

理
論

」
、

『現
代
社
会

理
論
研
究
』
第
八
号
、

}
九
九

八
年
、
所
収
。
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             Ideologie-Kritik der burgerlichen Moral 

     Uber die anthropologischen Studien Horkheimers in den dreil3iger Jahren 

                      (1)• 

                             Kazumi MORITA 

     Zusammenfasseng; 
         In den dreif3iger Jahren hat Horkheimer versucht, sein ursprungliches anthropologisches Interesse 

     aufgrund einer Gesellschaftstheorie weiter zu verfolgen. Im vorliegenden Aufsatz wird darauf gezielt, 
     seine Kritik an der burgerlichen Moral unter der Voraussetzung seiner anthropologischen 

     Untersuchungen zu interpretieren, and die anthropologische Basis seiner Moralkritik 
     herauszuarbeiten. 

         Zunachst wird versucht, seine Denkweise als Ideologie-Kritik zu charakterisieren. Diese 
     Denkweise ist eine Konsequenz jener Geistesstromung, die die gesellschaftstheoretische and 

     psychologische Dezentrierung des sich zu Unrecht autonom dunkenden Subjekts treibt and deren 
     wichtige Vertreter vor allem Marx and Freud sind. Aus dieser Perspektive wird dann festgestellt, da13 

     Horkheimer die asketische burgeliche Moral in den Zusammenhang mit dem Lebensprozef3 der 
     burgerlichen Gesellschaft bringt. Seiner Auffassung nach hat die burgerliche Moral eine 

     Doppelfunktion in der Gesellschaft, einerseits die Konkurrenz in dieser Gesellschaft zu beschranken 
     and andererseits die Bediirfnisse der Massen zu verinnerlichen. Durch diese gesellschaftliche 

     Doppelfunktion der Moral wird das widerspruchsvolles Tauschverhaltnis der burgerlichen Gesellschaft 
     vermittelt. Weiter wird klargemacht, daf3 die Strukturanalyse der gesellschaftlichen and 

     herrschaftlichen Funktion der burgerlichen Fuhrer Horkheimers Analyse der gesellschaftlichen and 
     personlichen Funktion der burgerlichen Moral vertieft. In der bisherigen Horkheimer-Forschung ist 
     der Zusammenhang zwischen dem Interesse Horkheimers an den dunklen oder schwarzen Denkern des 
     Burgertums wie Nietzsche oder de Sade and seiner Gesellschaftstheorie nicht grundlich behandelt 

     worden. Hier handelt es sich um einen Versuch, diese Liicke der Forschung so weit wie moglich zu 
    fallen. 

    Schliisselworter; 
        Horkheimer 

        kritische Theorie 
        Ideologie-Kritik 

        burgerliche Gesellschaft 
        burgerliche Moral 
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