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新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
の
世
界
的
感
染
拡
大

パ

ン

デ

ミ

ッ

ク

と
い
う
未
曽
有
の
事
態
に
直
面
し
、
全
国
の
大
学
で
対
面
式
授
業

に
代
わ
る
も
の
と
し
て
オ
ン
ラ
イ
ン
で
の
授
業
が
一
斉
に
始
め
ら
れ
ま
し
た
。
名
古
屋
市
立
大
学
で
も
、
二
〇
二

〇
年
度
以
降
の
授
業
は
Ｚ
Ｏ
Ｏ
Ｍ
に
よ
る
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
と
い
う
形
式
を
取
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
み
な
さ

ま
ご
案
内
の
通
り
で
す
。「
市
民
学
び
の
会
」
と
し
て
は
、
会
員
の
皆
様
の
大
半
が
高
齢
者
で
あ
る
こ
と
、
ま
た

狭
い
セ
ミ
ナ
ー
室
で
の
「
三
密
」
を
避
け
に
く
い
状
態
で
の
活
動
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
対
面
で
の
活
動
を
こ
れ

ま
で
自
粛
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
コ
ロ
ナ
感
染
拡
大
が
な
か
な
か
収
束
に
向
か
う
気
配
が
な
い

た
め
、
こ
の
ま
ま
い
っ
さ
い
の
活
動
を
停
止
し
て
い
る
よ
り
は
、
「
市
民
学
び
の
会
」
と
し
て
も
Ｚ
Ｏ
Ｏ
Ｍ
に
よ

る
研
究
会
・
読
書
会
を
立
ち
上
げ
て
み
た
ら
ど
う
か
と
の
声
が
出
た
こ
と
で
、
い
く
つ
か
の
サ
ー
ク
ル
が
Ｚ
Ｏ
Ｏ

Ｍ
で
の
活
動
を
は
じ
め
ま
し
た
。
慣
れ
な
い
オ
ン
ラ
イ
ン
で
の
研
究
会
と
い
う
こ
と
で
、
正
直
な
と
こ
ろ
、
当
初

は
技
術
面
や
運
営
面
で
の
不
安
や
戸
惑
い
が
あ
り
ま
し
た
し
、
実
際
な
か
な
か
ス
ム
ー
ズ
な
立
ち
上
げ
と
い
う
わ

け
に
は
い
か
な
か
っ
た
と
い
う
の
が
実
情
で
し
た
。
そ
れ
で
も
、
「
習
う
よ
り
慣
れ
よ
」
の
こ
と
わ
ざ
通
り
、
そ

の
後
の
試
行
錯
誤
を
経
て
現
在
で
は
何
と
か
ま
が
り
な
り
に
も
活
動
を
続
け
て
お
り
ま
す
。 

 

わ
た
し
が
現
在
主
宰
し
て
い
る
研
究
会
の
名
称
は
「
大
衆
社
会
論
研
究
会
」
で
す
。
最
初
に
選
ん
だ
テ
キ
ス
ト

は
、
ス
ペ
イ
ン
の
哲
学
者
オ
ル
テ
ガ
・
イ
・
ガ
セ
ッ
ト
著
『
大
衆
の
反
逆
』(

神
吉
敬
三
訳
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫)

で
す
。
原
著
は
一
九
三
〇
年
に
刊
行
さ
れ
、
そ
の
後
世
界
各
国
で
翻
訳
さ
れ
、
大
衆
社
会
論
の
古
典
と 

し
て
世

界
的
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
本
書
が
刊
行
さ
れ
た
こ
ろ
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
ド 

イ
ツ
、
イ
タ
リ
ア
、

ス
ペ
イ
ン
で
全
体
主
義
的
独
裁
政
権
が
次
々
と
台
頭
し
、
ヒ
ト
ラ
ー
、
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
、
フ
ラ 

ン
コ
な
ど
の
独
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裁
者
が
政
権
を
握
り
、
そ
れ
を
大
衆
が
熱
狂
的
に
支
持
す
る
と
い
う
激
動
の
時
代
で
あ
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
市
民
社

会
か
ら
生
ま
れ
た
民
主
主
義
が
危
機
に
瀕
し
て
い
ま
し
た
。
本
書
で
オ
ル
テ
ガ
は
二
〇
世
紀
が
「
大
衆
の
反
逆
」

「
大
衆
の
支
配
」
の
時
代
に
な
る
と
予
言
し
警
鐘
を
鳴
ら
し
た
の
で
す
。 

毎
月
一
回
定
例
会
を
オ
ン
ラ
イ
ン
で

開
催
し
、
そ
の
つ
ど
報
告
担
当
者
を
決
め
て
二
時
間
ほ
ど
か
け
て
報
告
者
に
よ
る
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
と
参
加

者
全
員
に
よ
る
自
由
討
議
を
行
っ
て
い
ま
す
。
ホ
ス
ト
は
私
（
村
井
）
が
務
め
、
現
在
五
名
の
会
員
で
運
営
し
て

お
り
ま
す
。
『
大
衆
の
反
逆
』
の
あ
と
に
は
、
F
・
パ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
の
『
近
代
人
の
疎
外
』(

粟
田
賢
三
訳
、

岩
波
書
店)

を
読
ん
で
い
ま
す
。
参
加
を
希
望
さ
れ
る
方
は
次
の
村
井
の
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ

い
。
（t.sa

m
u

ra
i1

9
8

4
@

liv
e
.jp

） 

 

一 

オ
ル
テ
ガ
は
『
大
衆
の
反
逆
』
で
何
を
警
告
し
た
の
か 

 

『
大
衆
の
反
逆
』
の
冒
頭
で
オ
ル
テ
ガ
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。 

 

今
日
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
に
お
い
て
最
も
重
要
な
一
つ
の
事
実
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
大
衆
が
完
全
な
社

会
的
権
力
の
座
に
登
っ
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
大
衆
と
い
う
も
の
は
、
そ
の
本
質
上
、
自
分
自
身
の
存

在
を
指
導
す
る
こ
と
も
で
き
な
け
れ
ば
、
ま
た
指
導
す
べ
き
で
も
な
く
、
ま
し
て
や
社
会
を
支
配
統
治
す

る
な
ど
及
び
も
つ
か
な
い
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
事
実
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
今
日
、
民
族
や
文

化
が
遭
遇
し
う
る
最
大
の
危
機
に
直
面
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
（
オ
ル
テ
ガ
・
イ
・

ガ
セ
ー
『
大
衆
の
反
逆
』
ち
く
ま
学
芸
文
庫
）。 

 

こ
の
よ
う
に
オ
ル
テ
ガ
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
二
〇
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
大
衆
民
主
主
義
（
オ
ル
テ
ガ
の
い
う
超、

民
主
主
義

、
、
、
、
）
が
実
現
し
た
こ
と
で
、
そ
れ
ま
で
社
会
と
い
う
舞
台
の
背
景
に
い
た
大
衆
が
、
突
如
と
し
て
舞
台
下

の
奈
落
か
ら
垂
直
的
に
せ
り
出
し
て
き
て
姿
を
現
わ
し
、
舞
台
の
前
面
に
進
み
出
て
、
社
会
に
お
け
る
最
良
の
場

所
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
の
で
す
。
こ
れ
ら
大
衆
は
、
そ
れ
ま
で
「
選
ば
れ
た
少
数
者
」
、
つ
ま
り
エ

リ
ー
ト
が
占
め
て
い
た
地
位
か
ら
か
れ
ら
を
追
い
落
と
し
、
そ
の
座
を
奪
っ
て
支
配
者
と
し
て
の
地
位
に
つ
く
こ

と
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
が
オ
ル
テ
ガ
の
い
う
「
大
衆
の
反
逆
」
で
す
。 

選
ば
れ
た
少
数
者
に
代
わ
っ
て
政
治
的
野
心
を
抱
い
た
俗
物

ス
ノ
ッ
ブ

が
大
衆
の
支
持
を
得
る
こ
と
で
政
権
の
座
に
つ

き
、
政
治
を
支
配
す
る
よ
う
な
こ
と
に
な
っ
た
ら
、
民
主
主
義
は
ど
う
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。
オ
ル
テ
ガ
は
『
大

衆
の
反
逆
』
（
一
九
三
〇
年
刊
）
で
、
大
衆
が
数
の
力
に
も
の
を
い
わ
せ
、
ド
・
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
い
う
「
多
数
者

の
専
制
」
で
政
治
を
支
配
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
民
主
主
義
が
フ
ァ
シ
ズ
ム
（
全
体
主
義
）
に
移
行
す
る
危
険
が

迫
っ
て
い
る
こ
と
を
警
告
し
た
の
で
す
。
オ
ル
テ
ガ
が
警
告
を
発
す
る
ま
え
の
一
九
二
二
年
に
、
す
で
に
イ
タ
リ



市民学びの会 大衆社会論研究会 

大衆社会論への招待 第 1 回 大衆社会論とはどのような学問なのか 

 

5 

 

ア
で
は
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
が
フ
ァ
シ
ス
ト
政
権
を
樹
立
し
て
い
ま
し
た
。
一
九
三
三
年
に
は
、
民
主
国
家
で
あ
っ
た

ド
イ
ツ
の
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
国
で
、
ヒ
ト
ラ
ー
率
い
る
ナ
チ
ス
（
国
家
ド
イ
ツ
社
会
主
義
労
働
者
党
）
が
、
議
会

で
選
挙
に
よ
っ
て
合
法
的
に
政
権
を
掌
握

、
、
、
、
、
、
、
、
、
し
た
こ
と
で
、
ワ
イ
マ
ー
ル
時
代
の
民
主
主
義
は
終
焉
し
、
ド
イ
ツ
は

全
体
主
義
国
家
（
第
三
帝
国
）
へ
と
移
行
し
た
こ
と
は
、
み
な
さ
ま
も
周
知
の
こ
と
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
そ
の

六
年
後
に
は
ス
ペ
イ
ン
で
内
戦
が
勃
発
し
て
い
ま
す
。
そ
の
後
ス
ペ
イ
ン
で
は
、
フ
ラ
ン
コ
将
軍
の
独
裁
体
制
が

三
五
年
あ
ま
り
に
わ
た
り
続
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
た
め
オ
ル
テ
ガ
は
、
教
鞭
を
と
っ
て
い
た
マ
ド
リ
ー
ド

大
学
を
追
わ
れ
、
妻
子
と
と
も
に
ス
ペ
イ
ン
を
後
に
し
、
フ
ラ
ン
ス
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
な
ど
へ
の

九
年
に
お
よ
ぶ
亡
命
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
の
で
す
。 

オ
ル
テ
ガ
が
二
〇
世
紀
最
大
の
問
題
と
し
て
警
鐘
を
鳴
ら
し
た
『
大
衆
の
反
逆
』
が
刊
行
さ
れ
た
の
は
、
ヒ
ト

ラ
ー
が
政
権
を
掌
握
す
る
三
年
前
の
一
九
三
〇
年
で
す
か
ら
、
今
年
は
そ
れ
か
ら
九
〇
年
あ
ま
り
の
長
い
歳
月
が

過
ぎ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
二
一
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
の
世
界
に
目
を
向
け
る
と
き
、
オ
ル
テ
ガ
が
懸
念

し
た
「
大
衆
に
よ
る
支
配
」
と
い
う
危
機
は
、
わ
た
し
た
ち
に
と
っ
て
無
縁
な
遠
い
過
去
の
話
か
と
い
え
ば
、
決

し
て
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
進
展
し
た
今
日
の
ほ
う
が
、
あ
る
意
味
で
事
態
は
深
刻

化
し
て
お
り
、
オ
ル
テ
ガ
の
い
う
「
大
衆
の
支
配
」
を
想
起
さ
せ
る
政
治
的
現
象
が
世
界
的
規
模
で
広
が
り
つ
つ

あ
る
こ
と
に
愕
然
と
さ
せ
ら
れ
ま
す
。 

今
日
の
世
界
に
目
を
や
る
と
、
民
主
主
義
体
制
を
と
っ
て
い
る
国
家
は
少
な
く
な
い
の
で
す
が
、
そ
の
内
実
に

目
を
や
る
と
、
と
て
も
安
閑
と
は
し
て
お
れ
な
い
と
い
う
の
が
実
態
で
す
。
民
主
的
で
合
法
的
な
選
挙
に
よ
っ
て

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

大
衆
の
支
持
を
獲
得
し
て
権
力
の
座
に
つ
く
や
、
た
ち
ま
ち
独
裁
者
と
し
て
の
正
体
を
現
し
、
権
力
を
維
持
す
る

た
め
に
は
手
段
を
選
ば
ず
、
い
か
な
る
強
権
的
な
手
段
に
で
も
訴
え
反
対
派
・
少
数
派
を
弾
圧
す
る
と
い
う
事
例

が
後
を
絶
ち
ま
せ
ん
。 

今
日
の
先
進
諸
国
に
目
を
や
る
と
、
い
た
る
と
こ
ろ
で
排
外
主
義
が
席
巻
し
て
い
ま
す
。
足
元
の
日
本
に
目
を

や
る
と
、
在
日
韓
国
人
・
朝
鮮
人
に
対
す
る
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
が
相
変
わ
ら
ず
後
を
絶
た
な
い
し
、
「
草
の
根
の

排
外
主
義
」
と
呼
ば
れ
る
外
国
人
労
働
者
に
対
す
る
差
別
的
な
言
説
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
を
は
じ
め
と
し
て
い

た
る
と
こ
ろ
で
み
ら
れ
る
。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
は
、
事
前
の
予
想
を
大
き
く
覆
し
て
選
出
さ
れ
た
ト
ラ
ン
プ
大

統
領
が
移
民
や
ア
フ
リ
カ
系
ア
メ
リ
カ
人
（
黒
人
）
な
ど
の
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
に
た
い
す
る
攻
撃
を
繰
り
返
し
て
い

る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
で
も
、
極
右
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
や
ネ
オ
ナ
チ
の
台
頭
が
め
ざ
ま
し
い
。 

英
国
の
Ｅ
Ｕ
離
脱
（
ブ
レ
グ
ジ
ッ
ト
）
や
四
年
前
の
米
国
大
統
領
選
で
の
ト
ラ
ン
プ
の
勝
利
な
ど
、
事
前
の
予

想
を
大
き
く
覆
す
出
来
事
が
相
次
い
だ
こ
と
は
わ
た
し
た
ち
の
記
憶
に
新
し
い
と
こ
ろ
で
す
。
こ
れ
ら
の
投
票
に

お
い
て
、
大
手
メ
デ
ィ
ア
が
発
信
し
た
事
実
を
も
と
に
し
た
ニ
ュ
ー
ス
よ
り
も
、
事
実
誤
認
や
裏
づ
け
の
な
い
情

報
を
も
と
に
Ｓ
Ｎ
Ｓ
が
垂
れ
流
す
フ
ェ
イ
ク
ニ
ュ
ー
ス
の
方
が
多
く
の
人
々
の
感
情
を
揺
る
が
し
、
投
票
行
動
を

大
き
く
左
右
し
た
と
い
う
報
道
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
わ
が
国
で
も
ブ
ロ
グ
上
で
事
実
無
根
の
誹
謗
中
傷
を
繰
り
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返
し
、
ネ
ト
ウ
ヨ
に
典
型
的
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
自
身
を
「
絶
対
正
義
の
立
場
」
に
お
き
（
こ
れ
こ
そ
ま
さ
に

オ
ル
テ
ガ
が
批
判
し
た
大
衆
人
の
特
徴
で
す
）、
自
分
と
意
見
や
立
場
を
異
に
す
る
人
び
と
を
バ
ッ
シ
ン
グ
す
る

行
為
が
ネ
ッ
ト
で
燃
え
広
が
っ
て
炎
上
に
い
た
る
と
い
う
こ
と
が
日
常
茶
飯
事
に
な
っ
て
い
ま
す
。
一
部
の
メ
デ

ィ
ア
は
、
読
者
の
偏
狭
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
感
情
に
訴
え
、
「
嫌
韓
・
反
中
」
を
こ
と
さ
ら
煽
る
こ
と
で
、
雑
誌

や
本
の
売
り
上
げ
部
数
を
稼
い
で
い
る
と
い
う
情
け
な
い
あ
り
さ
ま
で
す
。 

ま
た
そ
の
一
方
で
、
今
日
特
に
大
都
市
の
若
年
層
の
あ
い
だ
に
政
治
的
無
関
心
や
政
治
不
信
と
い
わ
れ
る
現
象

が
み
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
は
識
字
率
の
低
か
っ
た
時
代
の
大
衆
に
見
ら
れ
た
伝
統
的
な
政
治
的
無
関
心
や
政
治
的
無

知
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
も
の
で
す
。
一
九
世
紀
に
お
い
て
は
、
自
由
民
主
主
義
理
論
で
は
教
育
が
普
及
し
選
挙

権
が
拡
大
し
て
い
け
ば
、
政
治
的
無
関
心
は
自
然
に
消
え
る
は
ず
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
現

実
に
は
、
二
〇
世
紀
に
入
っ
て
大
衆
民
主
主
義
が
実
現
し
て
「
誰
で
も
一
票
」
の
時
代
に
な
り
、
個
々
の
人
間
の

匿
名
性
が
高
ま
り
、
一
個
人
の
政
治
へ
の
影
響
力
が
相
対
的
に
低
下
し
た
結
果
、
政
治
的
無
関
心
は
逆
に
増
加
し

て
、
「
大
衆
民
主
主
義
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
」
が
実
現
し
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。 

政
治
的
無
関
心
は
大
き
く
二
つ
に
分
類
さ
れ
ま
す
。
一
つ
は
、
伝
統
的
無
関
心
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、
近
代
以

前
の
識
字
率
の
低
い
社
会
の
民
衆
に
み
ら
れ
た
も
の
で
す
。
一
般
民
衆
は
政
治
に
関
す
る
情
報
や
知
識
を
も
た
な

い
こ
と
か
ら
「
政
治
は
偉
い
人
た
ち
に
任
せ
て
お
け
ば
よ
い
」
と
す
る
意
識
で
、
政
治
に
対
す
る
関
心
を
抱
か
な

い
の
で
す
。
こ
れ
に
た
い
し
て
、
現
代
的

、
、
、
無
関
心
は
、
政
治
を
他
人
事
の
よ
う
に
と
ら
え
、
関
心
を
抱
か
な
い
状

態
を
い
い
ま
す
。
政
治
を
理
解
す
る
予
備
知
識
や
学
識
を
持
ち
合
わ
せ
て
は
い
て
も
、
自
分
に
関
係
が
な
い
と
し

て
政
治
に
参
加
し
よ
う
と
し
な
い
、
ま
た
は
、
わ
か
り
に
く
い
政
治
を
理
解
し
よ
う
と
し
な
い
状
態
を
い
い
ま
す
。

現
代
的
無
関
心
が
生
ま
れ
る
背
景
と
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
現
代
大
衆
社
会
で
は
、
政

治
機
構
も
き
わ
め
て
複
雑
化
し
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
進
展
で
メ
デ
ィ
ア
が
流
す
情
報
量
も
厖
大
な
も
の
と
な
っ
て

い
る
た
め
、
情
報
の
洪
水
の
な
か
か
ら
自
分
に
と
っ
て
意
味
の
あ
る
情
報
を
取
捨
選
択
す
る
の
が
大
変
面
倒
な
こ

と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
日
々
の
仕
事
に
追
わ
れ
る
多
忙
な
生
活
の
な
か
で
、
政
治
は
国
民
一
般
の
興
味
や
関
心
を

引
き
に
く
い
も
の
と
な
っ
て
し
ま
い
、
そ
の
結
果
、
国
民
は
受
動
的
・
消
費
者
的
精
神
状
態
に
陥
っ
て
い
る
の
で

す
。
現
代
的
無
関
心
の
典
型
が
「
政
治
的
ア
パ
シ
ー

、
、
、
、
、
、
、
」
と
い
わ
れ
る
態
度
で
、
そ
れ
は
政
治
に
つ
い
て
の
主
体
的

行
動
を
起
こ
す
実
践
的
能
力
を
失
っ
て
い
る
状
態
を
指
し
ま
す
。
こ
の
ば
あ
い
の
ア
パ
シ
ー
（a

p
a

th
y

）
の
語

源
は
「
感
情
や
熱
意
の
欠
如
」、
つ
ま
り
「
し
ら
け
」
と
い
う
意
味
な
の
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
政
治
的
ア
パ
シ

ー
と
い
う
の
は
「
無
関
心
」
と
い
う
よ
り
は
「
誰
が
や
っ
て
も
政
治
は
変
わ
ら
な
い
」
と
い
う
考
え
で
す
。
そ
の

一
方
で
、
高
学
歴
化
、
情
報
化
に
よ
り
人
々
の
政
治
意
識
は
か
な
り
高
く
、
そ
う
し
た
人
々
の
多
く
が
い
わ
ゆ
る

無
党
派
層
を
形
成
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。 

ま
た
、
投
票
す
る
主
権
者
の
側
も
、
政
策
の
中
身
で
判
断
す
る
よ
り
は
、
単
純
明
快
な
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
を

打
ち
出
し
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
て
広
く
大
衆
に
支
持
を
訴
え
る
「
劇
場
型
政
治
」
の
手
法
を
と
る
候
補
者

https://kotobank.jp/word/%E9%81%B8%E6%8C%99-88091
https://kotobank.jp/word/%E9%81%B8%E6%8C%99-88091
https://kotobank.jp/word/%E9%81%B8%E6%8C%99-88091
https://kotobank.jp/word/%E5%A4%A7%E8%A1%86%E7%A4%BE%E4%BC%9A-91278
https://kotobank.jp/word/%E6%85%8B%E5%BA%A6-91652
https://kotobank.jp/word/%E7%84%A1%E5%85%9A%E6%B4%BE%E5%B1%A4-159388
https://kotobank.jp/word/%E7%84%A1%E5%85%9A%E6%B4%BE%E5%B1%A4-159388
https://kotobank.jp/word/%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%81%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%BA-476259#E3.83.87.E3.82.B8.E3.82.BF.E3.83.AB.E5.A4.A7.E8.BE.9E.E6.B3.89
https://kotobank.jp/word/%E3%83%9E%E3%82%B9%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2-634357#E3.83.87.E3.82.B8.E3.82.BF.E3.83.AB.E5.A4.A7.E8.BE.9E.E6.B3.89
https://kotobank.jp/word/%E5%A4%A7%E8%A1%86-91267
https://kotobank.jp/word/%E6%94%AF%E6%8C%81-518993
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の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
に
関
心
を
引
き
つ
け
ら
れ
、
一
票
を
投
じ
る
傾
向
が
見
ら
れ
ま
す
。
「
劇
場
型
政
治
」
と
い
う

フ
レ
ー
ズ
が
あ
り
ま
す
が
、
敵
対
勢
力
を
悪
役
、
、
に
見
立
て
、
自
分
は
庶
民
、
、
の
味
方

、
、
、
と
し
て
断
固
と
し
て
戦
い
を
挑

む
と
い
っ
た
構
図
を
作
り
上
げ
、
大
衆
の
関
心
を
引
き
つ
け
る
政
治
手
法
の
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
小
泉
純
一
郎
元

首
相
が
得
意
と
し
た
手
法
で
す
。
要
す
る
に
、
大
衆
社
会
に
お
け
る
選
挙
で
は
、
政
治
は
あ
る
意
味
で
「
政
治
シ

ョ
ー
」
と
な
り
、
テ
レ
ビ
の
視
聴
者
に
受
け
な
い
候
補
は
大
衆
の
心
を
掴
め
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る

の
で
す
。 

オ
ル
テ
ガ
の
『
大
衆
の
反
逆
』
が
刊
行
さ
れ
て
か
ら
も
う
す
ぐ
一
世
紀
が
た
と
う
と
し
て
い
る
今
日
の
世
界
を

み
る
と
き
、
オ
ル
テ
ガ
が
鳴
ら
し
た
警
鐘
は
け
っ
し
て
過
去
の
も
の
と
は
な
っ
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

か
つ
て
ア
メ
リ
カ
で
、
ル
ソ
ー
の
『
社
会
契
約
論
』
が
一
八
世
紀
に
対
し
て
、
マ
ル
ク
ス
の
『
資
本
論
』
が
一
九

世
紀
に
対
し
て
意
味
し
た
も
の
を
、
オ
ル
テ
ガ
の
『
大
衆
の
反
逆
』
は
二
〇
世
紀
に
対
し
て
意
味
す
る
で
あ
ろ
う

と
評
さ
れ
た
こ
と
が
、
あ
な
が
ち
誇
張
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
思
い
知
ら
さ
れ
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
わ
が
国

に
お
け
る
オ
ル
テ
ガ
研
究
者
の
故
西
部
邁
氏
に
よ
れ
ば
、
戦
後
の
日
本
社
会
に
お
い
て
は
大
衆
を
批
判
す
る
の
が

タ
ブ
ー
と
な
っ
た
と
い
う
。
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、
戦
後
日
本
社
会
が
西
部
氏
の
い
う
「
高
度
大
衆
社
会
」

に
な
っ
た
こ
と
の
証
左
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。 

  
 

オ
ル
テ
ガ
の
著
作
は
、
と
く
に
こ
の
日
本
に
お
い
て
、
徹
底
的
に
無
視
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
著
作
群
が
次
々 

と
和
訳
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
言
説
が
日
本
の
知
識
人
か
ら
真
剣
な
検
討
を
受
け
た
こ
と

は
皆
無
に
近
い
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
マ
ス
（m

a
ss

）
の
訳
語
に
ほ
か
な
ら
ぬ
大
衆
と
い
う
日
本
語
が
、

肯
定
的
意
味
合
い
を
有
し
た
言
葉
と
し
て
今
も
用
い
ら
れ
る
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
起
こ
り
え
な
か
っ

た
ろ
う
（
西
部
邁
『
思
想
の
英
雄
た
ち│

│

保
守
の
源
流
を
た
ず
ね
て
』
文
藝
春
秋
）。 

 

オ
ル
テ
ガ
の
『
大
衆
の
反
逆
』
は
、
今
な
お
不
思
議
な
力
を
も
っ
て
今
日
に
生
き
る
私
た
ち
に
自
己
批
判
・
自

己
懐
疑
を
迫
っ
て
く
る
。
こ
れ
は
一
体
ど
う
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。
一
つ
に
は
、
現
在
の
世
界
の
民
主
主
義

の
あ
り
方
に
、
わ
た
し
た
ち
が
危
う
さ
を
感
じ
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
ま
た
、
ほ
か
な
ら

ぬ
わ
た
し
た
ち
自
身
が
オ
ル
テ
ガ
の
い
う
大
衆│

│

す
な
わ
ち
日
々
の
快
適
な
生
活
を
享
受
し
、
自
己
満
足
し
た

平
均
人
で
あ
り
な
が
ら
、
他
者
の
意
見
に
耳
を
傾
け
な
い
傲
慢
な
存
在│

│

に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
の
か
。

『
大
衆
の
反
逆
』
が
刊
行
さ
れ
た
の
が
二
〇
世
紀
初
頭
だ
が
、
こ
の
よ
う
に
、
本
書
は
二
一
世
紀
に
生
き
る
わ
た

し
た
ち
の
生
き
ざ
ま

、
、
、
、
に
根
源
的
な
問
い
を
投
げ
か
け
て
く
る
不
思
議
な
力
を
も
っ
て
い
る
。
私
と
し
て
は
、
こ
の

オ
ル
テ
ガ
の
厳
し
い
問
い
か
け
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
し
っ
か
り
と
受
け
止
め
る
こ
と
で
、
い
わ
ゆ
る
「
専
門
バ

カ
」
と
い
う
名
の
大
衆
に
な
ら
な
い
た
め
の
自
己
批
判
・
自
己
懐
疑
の
契
機
に
な
れ
ば
と
考
え
て
い
ま
す
。 

 

お
そ
ら
く
皆
様
に
と
っ
て
大
衆
社
会
論
と
い
う
言
葉
自
体
あ
ま
り
な
じ
み
の
な
い
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
ま

https://kotobank.jp/word/%E6%82%AA%E5%BD%B9-423609
https://kotobank.jp/word/%E5%BA%B6%E6%B0%91-535158
https://kotobank.jp/word/%E6%88%A6%E3%81%84-560680
https://kotobank.jp/word/%E6%A7%8B%E5%9B%B3-62391
https://kotobank.jp/word/%E9%96%A2%E5%BF%83-48968
https://kotobank.jp/word/%E6%89%8B%E6%B3%95-529314
https://kotobank.jp/word/%E3%83%9D%E3%83%94%E3%83%A5%E3%83%AA%E3%82%BA%E3%83%A0-169867#E3.83.87.E3.82.B8.E3.82.BF.E3.83.AB.E5.A4.A7.E8.BE.9E.E6.B3.89
https://kotobank.jp/word/%E3%83%9D%E3%83%94%E3%83%A5%E3%83%AA%E3%82%BA%E3%83%A0-169867#E3.83.87.E3.82.B8.E3.82.BF.E3.83.AB.E5.A4.A7.E8.BE.9E.E6.B3.89
https://kotobank.jp/word/%E3%83%9D%E3%83%94%E3%83%A5%E3%83%AA%E3%82%BA%E3%83%A0-169867#E3.83.87.E3.82.B8.E3.82.BF.E3.83.AB.E5.A4.A7.E8.BE.9E.E6.B3.89
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す
の
で
、
オ
ル
テ
ガ
の
大
衆
批
判
の
内
容
に
入
る
前
に
、
こ
の
学
問
分
野
に
つ
い
て
入
門
的
な
ガ
イ
ダ
ン
ス
を
お

こ
な
い
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

二 

大
衆
社
会
と
は
ど
の
よ
う
な
社
会
を
い
う
の
か 

 

そ
も
そ
も
大
衆
社
会
と
は
ど
の
よ
う
な
社
会
を
指
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
、
二
〇
世
紀
に
入
っ
て
か

ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
で
大
衆
社
会
が
成
立
し
た
の
は
、
ど
の
よ
う
な
条
件
が
そ
ろ
っ
た
た
め
な
の
で
し
ょ
う
か
、

こ
れ
ら
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。 

ま
ず
、
大
衆
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
で
す
が
、
わ
が
国
の
大
衆
社
会
論
で
使
わ
れ
て
い
る
大
衆
と
い
う
日
本
語

の
も
と
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
英
語
の
マ
ス
（m

a
ss

）
、
あ
る
い
は
ド
イ
ツ
語
の
マ
ッ
セ
（M

a
sse

）
で
す
。
ち

な
み
に
、
マ
ス
・
ソ
サ
エ
テ
ィ
（m

a
ss so

cie
ty

）
と
い
う
用
語
が
最
初
に
使
わ
れ
た
の
は
、
一
九
三
四
年
三
月

の
ロ
ン
ド
ン
大
学
に
お
け
る
カ
ー
ル
・
マ
ン
ハ
イ
ム
（
社
会
学
者
）
の
講
演
に
お
い
て
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
ま
す
。

社
会
学
は
人
間
の
集
団
を
扱
う
学
問
で
す
が
、
じ
つ
に
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
の
人
間
の
集
団
が
あ
り
、
あ
る
意
味
で

は
そ
れ
ら
人
間
集
団
の
分
類
を
す
る
こ
と
か
ら
社
会
学
の
勉
強
は
始
ま
る
と
い
っ
て
も
い
い
で
し
ょ
う
。 

ま
ず
ク
ラ
ウ
ド
（cro

w
d

）
で
す
が
、
日
本
語
で
は
「
群
衆
」
あ
る
い
は
「
群
集
」
と
訳
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま

た
英
語
で
パ
ブ
リ
ッ
ク
（p

u
b
lic

）
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
「
公
衆
」
と
訳
さ
れ
ま
す
。
パ
ブ
リ

ッ
ク
・
オ
ピ
ニ
オ
ン
（p

u
b

lic o
p

in
io

n

）
と
い
う
英
語
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
を
直
訳
し
ま
す
と
「
公
衆
の
意

見
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
通
常
こ
れ
は
、
「
世
論
」
と
訳
さ
れ
て
い
ま
す
。 

つ
ぎ
に
マ
ス
（m

a
ss

） 

で
す
が
、
英
和
辞
典
を
引
く
と
マ
ス
（m

a
ss

）
と
い
う
の
は
人
を
指
す
だ
け
で
な

く
、
物
を
も
指
す
言
葉
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
大
量
の
塊
、
大
き
な
塊
、
一
定
の
形
の
な
い
大

き
な
人
間
の
塊
（
集
団
）
と
い
う
意
味
で
す
。
こ
の
よ
う
に
、
マ
ス
（m

a
ss

）
に
は
大
き
な
物
の
塊
と
い
う
意

味
と
、
大
き
な
人
の
集
ま
り
、
つ
ま
り
大
群
集
＝
大
衆
と
い
う
二
重
の
意
味
が
あ
る
わ
け
で
す
。
日
本
語
に
は
こ

の
二
重
の
意
味
を
も
つ
適
当
な
言
葉
が
な
い
の
で
、
文
脈
に
応
じ
て
そ
の
つ
ど
「
大
量
」
と
訳
し
た
り
「
大
衆
」

と
訳
し
た
り
、
あ
る
い
は
英
語
を
そ
の
ま
ま
カ
タ
カ
ナ
で
「
マ
ス
」
と
表
記
し
て
い
ま
す
。 

た
と
え
ば
、
マ
ス
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
（m

a
ss 

p
ro

d
u

ctio
n

） 

で
す
が
、
こ
れ
は
大
衆
生
産
で
は
な
く
、
大

量
生
産
と
訳
さ
れ
て
い
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
マ
ス
プ
ロ
で
す
。
つ
ぎ
に
マ
ス
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
（m

a
ss 

co
m

m
u

n
ica

tio
n

）
で
す
が
、
こ
れ
は
直
訳
す
る
と
「
大
量
伝
達
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
通
常
は
マ

ス
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
（
マ
ス
コ
ミ
）
と
カ
タ
カ
ナ
で
表
記
さ
れ
ま
す
。
マ
ス
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
（m

a
ss 

p
ro

d
u

ctio
n

）
と
切
り
離
せ
な
い
も
の
が
マ
ス
コ
ン
サ
ン
プ
シ
ョ
ン
（m

a
ss co

n
su

m
p

tio
n

）、
つ
ま
り
大
量
消

費
で
す
ね
。
大
量
消
費
の
前
提
に
は
大
量
生
産
が
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
大
量
に
商
品
を
生
産
し
た
ら
、
そ
れ
を
大

量
に
消
費
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
す
。
と
こ
ろ
で
大
量
消
費
で
す
が
、
と
き
に
大
衆
消
費
社
会
な
ど
と
い

わ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
現
代
の
日
本
の
よ
う
に
大
量
の
商
品
が
毎
日
の
よ
う
に
消
費
さ
れ
使
い
捨
て
ら
れ
る
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社
会
、
つ
ま
り
浪
費
が
奨
励
さ
れ
る
社
会
で
す
ね
。
最
後
に
一
番
大
事
な
の
が
、
マ
ス
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
（m

a
ss 

d
e
m

o
cra

cy
）
で
す
が
、
こ
の
訳
語
は
「
大
衆
民
主
主
義
」
で
す
ね
。
普
通
選
挙
法
が
成
立
し
た
こ
と
で
、
人
種
、

性
別
、
貧
富
の
差
、
教
育
の
有
無
を
問
わ
ず
、
誰
で
も
そ
の
国
の
国
民
な
ら
、
一
定
の
年
齢
に
達
す
れ
ば
参
政
権

を
も
ら
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

こ
の
よ
う
に
、
大
量
生
産
・
大
量
（
大
衆
）
消
費
社
会
の
到
来
、
マ
ス
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
飛
躍
的
な
発

達
、
そ
し
て
大
衆
民
主
主
義
の
実
現
、
こ
れ
ら
の
条
件
が
そ
ろ
う
と
き
に
成
立
す
る
の
が
、
マ
ス
・
ソ
サ
エ
テ
ィ

（m
a

ss 
so

cie
ty

）、
つ
ま
り
大
衆
社
会
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
定
義
に
よ
れ
ば
、
今
日
の
日
本
社
会

は
ま
ち
が
い
な
く
大
衆
社
会
、
し
か
も
高
度
の
大
衆
社
会
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。 

 

三 

大
衆
社
会
の
成
立
条
件
は
何
か 

 

二
〇
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
の
欧
米
先
進
諸
国
は
、
も
は
や
一
九
世
紀
の
市
民
社
会
と
は
異
な
る
社
会
形
態
に
な

っ
て
い
る
と
い
う
の
が
、
大
衆
社
会
論
の
共
通
の
認
識
と
な
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
一
九
世
紀
の
市
民
社
会
は

二
〇
世
紀
に
な
る
と
大
衆
社
会
と
呼
ば
れ
る
新
し
い
段
階
に
変
質
を
と
げ
た
と
い
う
わ
け
で
す
。
こ
れ
を
大
衆
社

会
論
で
は
「
近
代
・
現
代
二
段
階
論
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
二
〇
世
紀
の
初
頭
以
降
、
高
度
の
産
業
社

会
が
出
現
す
る
に
つ
れ
て
さ
ま
ざ
ま
な
変
化
が
生
じ
て
き
ま
し
た
が
、
そ
れ
ら
の
変
化
は
多
く
の
場
合
、
ネ
ガ
テ

ィ
ブ
な
評
価
を
受
け
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
変
化
を
説
明
す
る
た
め
に
、
二
〇
世
紀
を
境
に
二
段
階
に
区
分
し
、

一
九
世
紀
の
近
代
市
民
社
会

、
、
、
、
、
、
と
二
〇
世
紀
の
現
代
大
衆
社
会

、
、
、
、
、
、
を
対
比
す
る
こ
と
で
、
そ
の
社
会
形
態
の
変
化
を
学

問
的
に
明
確
化
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
大
衆
社
会
論
が
成
立
し
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
大
衆
社
会
論

で
い
う
大
衆
（
マ
ス
）
と
は
、
い
つ
の
時
代
に
も
ど
こ
の
国
に
も
存
在
す
る
大
衆
（
人
民
、
庶
民
、
労
働
者
、
農

民
）
と
は
概
念
的
に
区
別
さ
れ
る
「
特
殊
二
〇
世
紀
的
産
物
」
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
わ
け
は
こ
こ
に
あ
り
ま
す
（
鈴

木
幸
寿
「
大
衆
化
と
大
衆
社
会
」
『
講
座
社
会
学 

第
七
巻 

大
衆
社
会
』
東
京
大
学
出
版
会
）
。 

so
cie

ty

）
と
い
う
言
葉
を
最
初
に
用
い
る
と
と
も
に
、
そ
の
特
徴
を
明
ら
か
に
し
ま
し
た
。
マ
ン
ハ
イ
ム
は
、

「
現
代
社
会
は
大
規
模
な
産
業
社
会
と
し
て
は
、
す
べ
て
の
衝
動
の
充
足
を
制
限
し
抑
圧
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

そ
の
行
動
を
最
高
度
に
予
測
し
う
る
も
の
と
す
る
が
、
他
方
、
大
衆
社
会
と
し
て
は
、
群
集
に
み
ら
れ
る
よ
う
な

無
定
形
な
人
間
集
合
に
特
有
な
あ
ら
ゆ
る
非
合
理
性
や
情
緒
的
暴
動
を
生
み
出
す
も
の
と
な
る
」
と
述
べ
て
い
ま

す
。
ま
た
、
大
衆
社
会
成
立
の
条
件
と
し
て
、
経
済
的
に
は
資
本
主
義
の
発
達
に
よ
る
独
占
的
大
企
業
の
成
立
と
、

そ
れ
に
と
も
な
う
大
量
生
産
と
都
市
化
傾
向
を
あ
げ
、
政
治
的
に
は
「
根
本
的
民
主
化
（fu

n
d

a
m

e
n

ta
l 

 

d
e
m

o
cra

tiz
a

tio
n

）」
の
傾
向
を
あ
げ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
点
で
は
、
大
衆
社
会
の
成
立
条
件
と
し
て
、
自
由
主

義
的
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
産
業
主
義
を
あ
げ
た
オ
ル
テ
ガ
と
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
ま
す
。 
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二
〇
世
紀
初
頭
の
ド
イ
ツ
が
、
自
由
主
義
的
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
体
制
下
に
あ
っ
た
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
国
か
ら
ナ

チ
ス
に
よ
る
全
体
主
義
体
制
へ
の
移
行
期
に
、
ヒ
ト
ラ
ー
が
政
権
掌
握
後
に
行
な
っ
た
「
強
制
的
等
質
化
政
策
」

│
│

こ
れ
は
ド
イ
ツ
語
で
グ
ラ
イ
ヒ
シ
ャ
ル
ト
ゥ
ン
グ
（G

le
ich

sch
a

ltu
n

g

）
と
呼
ば
れ
る│

│

が
ド
イ
ツ
社

会
の
解
体
に
果
た
し
た
重
要
な
役
割
に
注
目
し
た
の
も
マ
ン
ハ
イ
ム
で
し
た
。
一
言
で
い
え
ば
、
こ
れ
は
政
治
や

社
会
全
体
を
「
均
質
化
」
し
よ
う
と
す
る
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
の
政
策
で
、
中
央
政
府
へ
政
治
的
、
経
済
的
、
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
的
権
力
を
集
中
す
る
こ
と
で
、
政
党
や
労
働
組
合
な
ど
、
国
家
と
個
人
の
あ
い
だ
を
媒
介
す
る
一
切
の

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

中
間
集
団
を

、
、
、
、
、
解
体
、
、
・
無
力
化
し
て
し
ま
う

、
、
、
、
、
、
、
、
と
こ
ろ
に
、
そ
の
ね
ら
い
が
あ
っ
た
の
で
す
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
国
家
の
頂
点
に
位
置
す
る
エ
リ
ー
ト
が
、
社
会
の
底
辺
で
無
力
化
し
た
大
衆
を
直
接
的
・
一
元
的
に
支
配
す

る
こ
と
が
可
能
に
な
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
国
民
の
基
本
的
人
権
の
剥
奪
、
地
方
自
治
の
破
壊
、
議
会
の
有
名

無
実
化
、
ナ
チ
党
以
外
の
政
党
の
解
散
・
抑
圧
、
労
働
組
合
な
ど
職
能
団
体
の
解
体
一
元
化
等
が
次
々
と
合
法
化

さ
れ
、
既
成
事
実
と
な
っ
て
い
っ
た
の
で
す
。
こ
う
し
て
、
党
と
国
家
の
二
元
的
支
配
の
上
に
君
臨
す
る
ヒ
ト
ラ

ー
に
よ
る
独
裁
体
制
が
完
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。 

 

マ
ン
ハ
イ
ム
は
『
現
代
の
診
断
』（
一
九
四
三
）
の
な
か
で
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。「
ヒ
ト
ラ
ー
戦
略

上
の
秘
策
は
、
諸
個
人
が
所
属
し
て
い
る
諸
集
団
を
解
体
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
諸
個
人
の
精
神
的
な
抵
抗
力
を

 

カール・マンハイム（1893-1947） 

 

  ドイツの社会学者．教育社会学創設者の一人．ユダヤ系ドイツ人の父とハンガ

リー人の母のあいだに，1893 年ブダペスト（ハンガリー）で生まれる．ブダペス

ト大学卒業後，ドイツに留学しフライブルク大学，ハイデルベルク大学等に学ぶ．

1926〜1930 年，ハイデルベルク大学講師を経て，1930 から 1933 年までフラン

クフルト大学社会学教授・社会学部長．1933 年，ナチによってドイツを追われ英

国に亡命．1933〜1945 年ロンドン大学経済学部社会学講師を経て，1945 年同大

学教育学部長就任．主著に『イデオロギーとユートピア』(1929)，『変革期におけ

る人間と社会』(1935)，『現代の診断』（1943），『自由・権力・民主的計画』(1951)

がある．大衆社会分析の出発点を提起した点で評価され，リースマン，フロム，

ミルズなどのアメリカの大衆社会論者は，多かれ少なかれマンハイムからの影響

を受けている．日本では政治学者の丸山真男がマンハイムから大きな影響を受け

ている。 

    

    

 

 

 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8A%E3%83%81%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%83%89%E3%82%A4%E3%83%84
https://kotobank.jp/word/%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E7%9A%84%E4%BA%BA%E6%A8%A9-51583#E3.83.96.E3.83.AA.E3.82.BF.E3.83.8B.E3.82.AB.E5.9B.BD.E9.9A.9B.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E5.B0.8F.E9.A0.85.E7.9B.AE.E4.BA.8B.E5.85.B8
https://kotobank.jp/word/%E5%89%A5%E5%A5%AA-2073971
https://kotobank.jp/word/%E8%AD%B0%E4%BC%9A-49965
https://kotobank.jp/word/%E6%94%BF%E5%85%9A-86273
https://kotobank.jp/word/%E8%A7%A3%E6%95%A3-2200
https://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E8%83%BD%E5%9B%A3%E4%BD%93-80197
https://kotobank.jp/word/%E6%97%A2%E6%88%90%E4%BA%8B%E5%AE%9F-473990
https://kotobank.jp/word/%E7%8B%AC%E8%A3%81-104721
https://kotobank.jp/word/%E3%83%8F%E3%83%B3%E3%82%AC%E3%83%AA%E3%83%BC-117894
https://kotobank.jp/word/%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%83%87%E3%83%AB%E3%83%99%E3%83%AB%E3%82%AF%E5%A4%A7%E5%AD%A6-112958
https://kotobank.jp/word/%E8%8B%B1%E5%9B%BD-443097
https://kotobank.jp/word/%E8%8B%B1%E5%9B%BD-443097
https://kotobank.jp/word/%E4%BA%A1%E5%91%BD-132459
https://kotobank.jp/word/%E3%82%A4%E3%83%87%E3%82%AA%E3%83%AD%E3%82%AE%E3%83%BC-31607
https://kotobank.jp/word/%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%94%E3%82%A2-145219
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打
ち
壊
す
こ
と
に
あ
っ
た
。
か
れ
は
、
集
団
の
絆
を
失
っ
た
人
間
が
、
ち
ょ
う
ど
甲
羅
の
な
い
蟹
と
同
じ
よ
う
な

も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
の
だ
」（
カ
ー
ル
・
マ
ン
ハ
イ
ム
『
現
代
の
診
断│

│

社
会
学
者
の
戦
時
評
論
』

（
マ
ン
ハ
イ
ム
全
集
第
五
巻
、
潮
出
版
社
）
。 

 

四 

市
民
社
会
と
大
衆
社
会
の
ち
が
い
は
何
か 

 

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
二
〇
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
先
進
諸
国
は
、
も
は
や
一
九
世
紀
の
市
民
社

会
と
は
異
な
る
社
会
形
態
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
の
が
、
大
衆
社
会
論
の
共
通
の
認
識
と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ

で
は
近
代
市
民
社
会
と
い
う
の
は
、
ど
の
よ
う
な
社
会
を
い
う
の
で
し
ょ
う
か
。
一
八
世
紀
末
の
フ
ラ
ン
ス
に
お

け
る
市
民
革
命
（
ブ
ル
ジ
ョ
ア
革
命
）
に
よ
っ
て
旧
体
制
（
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
）
が
打
倒
さ
れ
、
封
建
的

な
身
分
制
秩
序
が
崩
壊
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
高
位
の
聖
職
者
（
第
一
身
分
）
や
王
侯
貴
族
（
第
二
身
分
）
な
ど
の

特
権
階
級
が
追
放
さ
れ
、
そ
れ
に
代
わ
っ
て
登
場
し
た
第
三
身
分
と
呼
ば
れ
た
特
権
を
持
た
な
い
平
民│

│

つ
ま

り
貴
族
、
高
い
身
分
の
聖
職
者
、
軍
人
、
役
人
の
い
ず
れ
で
も
な
い
人
々│

│

で
あ
り
、
そ
の
な
か
で
も
と
り
わ

け
ブ
ル
ジ
ョ
ア
と
呼
ば
れ
る
富
裕
な
中
産
階
級│

│

具
体
的
に
は
大
商
人
、
銀
行
家
、
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ャ
な
ど

│
│

が
権
力
を
握
る
よ
う
に
な
っ
た
社
会
、
こ
れ
が
ご
く
簡
単
に
い
う
と
市

民

社

会

シ
ヴ
ィ
ル
・
ソ
サ
イ
エ
テ
ィ

で
す
。
と
こ
ろ
で
、
こ

こ
で
の
市
民
は
英
語
で
は
「
シ
テ
ィ
ズ
ン
」
、
フ
ラ
ン
ス
語
で
は
「
シ
ト
ワ
イ
ヤ
ン
」
と
い
い
ま
す
が
、
現
代
社

会
の
市
民
と
は
ち
が
っ
て
、
当
時
は
平
民
の
な
か
で
も
相
対
的
に
富
裕
層
と
い
う
限
ら
れ
た
人
々
を
指
し
て
い
る

こ
と
に
気
を
つ
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。 

二
十
世
紀
に
入
っ
て
、
工
業
化
が
目
覚
ま
し
い
進
展
を
と
げ
大
量
生
産
・
大
量
消
費
が
可
能
と
な
っ
た
こ
と
で
、

第
二
次
大
戦
後
の
ア
メ
リ
カ
社
会
で
は
、
ガ
ル
ブ
レ
イ
ス
の
「
豊
か
な
社
会
」
が
実
現
し
、
情
報
伝
達
手
段
と
し

て
の
マ
ス
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
驚
異
的
な
発
達
を
と
げ
、
普
通
選
挙
法
が
施
行
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
大
衆

民
主
主
義
（
オ
ル
テ
ガ
の
「
超
民
主
主
義
」
）
が
実
現
し
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
社
会
は
大
衆
社
会
と
呼
ば
れ
、

十
九
世
紀
の
市
民
社
会
と
は
区
別
さ
れ
ま
す
。 

そ
れ
で
は
一
九
世
紀
の
欧
米
の
市
民
社
会
と
、
二
〇
世
紀
に
入
っ
て
実
現
し
た
大
衆
社
会
と
で
は
ど
の
よ
う
に

ち
が
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
あ
る
意
味
で
は
、
こ
の
ち
が
い
に
つ
い
て
研
究
す
る
の
が
大
衆
社
会
論
で
あ
る

と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
一
口
に
欧
米
諸
国
と
い
っ
て
も
、
イ
ギ
リ
ス
や
フ
ラ
ン
ス
な
ど
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
先

進
的
な
地
域
に
比
べ
る
と
、
ド
イ
ツ
、
イ
タ
リ
ア
、
ス
ペ
イ
ン
な
ど
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
中
で
も
相
対
的
に
後
進
的

で
あ
っ
た
地
域
で
は
、
市
民
社
会
と
し
て
の
成
熟
が
遅
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
二
〇
世
紀
に
入
っ
て
急
速
に
工
業
化
、

都
市
化
が
進
ん
だ
こ
と
で
、
都
市
部
で
は
大
衆
社
会
的
な
状
況
が
生
ま
れ
、
そ
の
結
果
、
こ
れ
ら
後
進
的
な
地
域

で
は
二
〇
世
紀
初
頭
に
独
裁
的
な
政
権
が
次
々
と
誕
生
し
て
い
ま
す
。 

と
こ
ろ
で
、
わ
が
国
は
明
治
維
新
に
よ
っ
て
ア
ジ
ア
で
唯
一
急
速
な
近
代
化│

│

そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
西、
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欧
化
、
、
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
が│

│

に
成
功
し
た
と
い
わ
れ
ま
す
が
、
そ
れ
で
は
日
本
も
西
欧
諸
国
と
同
じ
意
味
で

の
市
民
社
会
に
仲
間
入
り
し
た
と
い
え
る
の
か
と
い
う
と
、
そ
の
答
え
は
残
念
な
が
ら
「
ノ
ー
」
で
す
。
そ
の
理

由
は
、
日
本
の
明
治
維
新
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
や
イ
ギ
リ
ス
な
ど
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
革
命
と
は
違
っ
て
、
旧
い
封
建
的

な
制
度
（
地
主
制
度
や
家
制
度
）
が
完
全
に
は
払
拭
さ
れ
ず
に
残
存
し
た
た
め
、
い
ま
だ
に
先
進
諸
国
の
な
か
で

は
女
性
の
社
会
的
地
位
が
低
く
、
人
権
意
識
が
弱
く
、
個
我
の
確
立
が
不
十
分
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。 

明
治
以
降
の
わ
が
国
の
近
代
化
を
見
る
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
よ
う
に
長
い
歳
月
を
か
け
て
徐
々
に
内
発
的

、
、
、

に
発
展
を
遂
げ
た
わ
け
で
な
く
、
西
欧
列
強
に
追
い
つ
く
た
め
に
、
国
（
明
治
政
府
）
が
「
富
国
強
兵
」
や
「
殖

産
興
業
」
な
ど
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
掲
げ
、
い
わ
ば
下
か
ら
の

、
、
、
、
民
間
主
導
で
は
な
く
、
上
か
ら
の

、
、
、
、
官
主
導
で
短
期
間

に
急
速
に
成
し
と
げ
ら
れ
た
わ
け
で
す
。
と
こ
ろ
で
、
日
本
の
よ
う
に
欧
米
を
モ
デ
ル
と
し
た
近
代
化
の
パ
タ
ー

ン
を
社
会
学
で
は
「
後
発
的
近
代
化
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
こ
こ
で
私
た
ち
の
念
頭
に
浮
か
ぶ
興
味
深
い
講
演
が

あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
明
治
四
四
年
に
夏
目
漱
石
が
お
こ
な
っ
た
「
現
代
日
本
の
開
化
」
と
い
う
講
演
で
す
。
そ
の

な
か
で
漱
石
は
、
西
洋
の
開
化
（
近
代
化
）
は
長
い
時
間
を
か
け
て
ゆ
っ
く
り
と
発
展
を
と
げ
た
内、
発
的
、
、
な
近
代

化
で
あ
っ
た
が
、
日
本
の
近
代
化
は
外
発
的

、
、
、
で
、
上
滑
り
な
も
の
で
あ
る
と
述
べ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
日
本
の

近
代
化
は
、
徳
川
時
代
の
二
〇
〇
年
を
超
え
る
長
い
鎖
国
が
続
い
た
こ
と
で
、
太
平
の
世
で
眠
り
込
ん
で
い
た
日

本
が
、
幕
末
の
黒
船
来
襲
に
よ
り
突
然
眠
り
を
覚
ま
さ
れ
、
文
明
開
化
と
い
う
名
の
西
洋
文
明
の
刺
激│

│

こ
れ

を
「
西
欧
の
衝
撃

ウ
ェ
ス
タ
ン
・
イ
ン
パ
ク
ト

」
と
呼
ん
で
い
ま
す│

│

に
跳
ね
上
っ
て
、
外
か
ら
無
理
押
し
に
押
さ
れ
て
否
応
な
し
に
も

た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
で
す
（
夏
目
漱
石
著
『
現
代
日
本
の
開
化
』
筑
摩
書
房
）
。 

明
治
維
新
後
の
日
本
は
経
済
面
や
技
術
面
で
は
西
洋
に
追
い
つ
き
、
あ
る
い
は
追
い
越
し
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
、
市
民
社
会
と
し
て
の
十
分
な
成
熟
を
経
な
い
ま
ま
に

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
戦
後
の
高
度
経
済
成
長
に
よ
っ
て
急
速
に
大
衆
社
会

状
況
に
突
入
し
て
し
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
の
結
果
、
現
代
日
本
社
会
に
は
伝
統
的
な
「
ム
ラ
状
況
」
と

現
代
的
な
「
マ
ス
状
況
」
が
混
在
し
て
い
る
と
い
う
の
が
、
わ
が
国
に
お
け
る
「
大
衆
社
会
論
争
」
の
争
点
の
一

つ
で
あ
っ
た
の
で
す
（
松
下
圭
一
「
大
衆
国
家
の
成
立
と
そ
の
問
題
性
」『
思
想
』
岩
波
書
店
）
。
本
稿
で
は
そ
の

詳
細
に
立
ち
入
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
欧
米
の
大
衆
社
会
論
と
ち
が
っ
て
、
わ
が
国
の
大
衆
社
会
論
争
の
特

色
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
者
と
大
衆
社
会
論
者
と
の
間
で
戦
わ
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
。 

  
 

一
九
五
六
年
末
か
ら
一
九
五
八
年
に
か
け
て
わ
が
国
の
論
壇
を
風
靡
し
た
い
わ
ゆ
る
「
大
衆
社
会
論
争
」

は
、
欧
米
を
モ
デ
ル
と
し
て
、
近
代
と
現
代
の
構
造
的
差
異
の
認
識
を
め
ぐ
っ
て
展
開
さ
れ
た
。
そ
の
際
、

マ
ル
ク
ス
主
義
者
と
い
わ
ゆ
る
大
衆
社
会
論
者
の
あ
い
だ
の
論
争
と
い
う
形
を
と
っ
た
こ
と
が
、
わ
が
国

に
お
け
る
大
衆
社
会
論
の
方
向
を
大
き
く
規
定
し
た
こ
と
は
、
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
二
つ

の
立
場
の
う
ち
後
者
、
す
な
わ
ち
大
衆
社
会
論
者
の
な
か
に
は
、
社
会
学
、
政
治
学
、
あ
る
い
は
歴
史
学

を
専
門
と
す
る
学
者
が
含
ま
れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
立
場
か
ら
こ
の
論
争
に
加
わ
っ
て
い
る
が
、

そ
の
な
か
で
政
治
学
者
の
松
下
圭
一
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
理
論
を
「
特
殊
二
十
世
紀
的
『
政
治
状
況
』
」
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の
な
か
で
い
か
に
発
展
さ
せ
る
か
と
い
う
、
明
確
な
問
題
意
識
の
も
と
に
、
独
自
の
大
衆
社
会
論
を
展
開

し
た
点
で
特
異
な
位
置
を
占
め
て
い
る
（
村
井
忠
政
『
ア
メ
リ
カ
大
衆
社
会
論
研
究
』
杉
山
書
店
）
。 

 
 

 

 

わ
が
国
に
お
け
る
「
大
衆
社
会
論
争
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
て
取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
た
い
と
思
い

ま
す
。《
こ
の
項
次
回
に
続
く
》 

 

 


