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集
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代
か
'
そ
れ
と
も
公
衆
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か 

 
 
 

│
│

ル
・
ボ
ン
と
タ
ル
ド
に
お
け
る
見
解
の
対
立│

│
 

 

一 

群
集
の
時
代
の
到
来
を
予
言
し
た
ル
・
ボ
ン 

 

第
1
回
で
は
大
衆
社
会
論
へ
の
入
門
的
ガ
イ
ダ
ン
ス
を
行
い
ま
し
た
が
;
第
2
回
か
ら
は
;
い
よ
い
よ
大
衆

社
会
論
の
主
役
た
ち
が
登
場
し
ま
す
E
ス
ペ
イ
ン
の
哲
学
者
オ
ル
テ
ガ
は
;
二
〇
世
紀
初
頭
に
刊
行
さ
れ
た
W
大

衆
の
反
逆
Z[
一
九
三
〇
_
の
な
か
で
;
二
〇
世
紀
は
a
大
衆
の
時
代
d
で
あ
る
と
断
言
し
ま
し
た
E
実
を
い
い

ま
す
と
;
二
人
の
フ
ラ
ン
ス
の
学
者
が
;
オ
ル
テ
ガ
よ
り
先
に
二
〇
世
紀
が
一
九
世
紀
と
は
異
質
な
社
会
形
態
に

な
る
と
予
測
し
て
い
た
の
で
す
E
そ
の
二
人
の
フ
ラ
ン
ス
人
学
者
と
い
う
の
は
;
社
会
心
理
学
者
の
ギ
|
ス
タ
~

ヴ
・
ル
・
ボ
ン
と
;
社
会
学
者
の
ガ
ブ
リ
エ
ル
・
タ
ル
ド
で
す
E
今
回
の
議
論
は
;
こ
の
二
人
の
研
究
者
の
見
解

の
対
立
を
め
ぐ
�
て
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
E 

そ
の
う
ち
の
ひ
と
り
;
群
集
心
理
の
研
究
で
知
ら
れ
る
ル
・
ボ
ン
は
;
一
九
世
紀
末
に
刊
行
さ
れ
た
W
群
衆
心 

理
Z[
一
八
九
五
_
の
な
か
で
;
ヨ
~
ロ
�
パ
に
お
い
て
一
九
世
紀
末
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
に
か
け
て
;
民
衆
階

級
の
政
治
的
進
出
が
め
ざ
ま
し
く
;
そ
の
勢
力
が
時
々
刻
々
に
増
大
し
つ
つ
あ
る
事
実
を
踏
ま
え
て
;
い
ま
わ
れ

わ
れ
が
歩
み
入
ろ
う
と
し
て
い
る
新
し
い
時
代
は
;a
群
集
の
時
代
d
に
な
る
と
予
言
し
;
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ

て
い
た
の
で
す
E 

 

現
代
こ
そ
は
;
人
間
の
思
想
が
ま
さ
に
変
化
し
つ
つ
あ
る
危
機
の
一
つ
を
な
し
て
い
る
E
こ
の
よ
う
な

変
化
の
根
底
に
は
;
二
つ
の
根
本
的
な
要
因
が
存
す
る
E
第
一
の
要
因
は
;
文
明
の
あ
ら
ゆ
る
要
素
が
由

来
す
る
宗
教
上
;
政
治
上
;
社
会
上
の
信
念
の
破
壊
と
い
う
こ
と
で
あ
る
E
第
二
の
要
因
は
;
科
学
上
;



市民学びの会 大衆社会論研究会 
大衆社会論への招待 第 2 回 群集の時代か、それとも公衆の時代か 

2 
 

産
業
上
の
近
代
の
発
見
に
よ
�
て
生
じ
た
;
全
く
新
た
な
生
活
状
態
;
思
想
状
態
の
創
始
と
い
う
こ
と
で

あ
る
E
過
去
の
さ
ま
ざ
ま
な
思
想
は
;
動
揺
さ
せ
ら
れ
た
と
は
い
え
;
ま
だ
す
こ
ぶ
る
有
力
で
あ
る
し
;

し
か
も
そ
れ
に
と
�
て
代
わ
る
べ
き
思
想
は
;
形
成
の
過
程
に
あ
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
;
現
代
は
一
種
の

過
渡
期
;
混
乱
期
を
な
し
て
い
る
E
従
�
て
;
幾
分
混
沌
と
し
た
こ
の
よ
う
な
時
代
か
ら
;
将
来
ど
ん
な

も
の
が
生
ま
れ
て
く
る
か
を
;
さ
し
あ
た
�
て
予
言
す
る
の
は
容
易
で
は
な
い
E[
中
略
_
し
か
し
;
今
日

か
ら
予
想
し
得
る
こ
と
は
;
将
来
の
社
会
が
;
そ
の
成
立
に
際
し
て
;
近
代
の
最
高
主
権
者
で
あ
る
新
た

な
勢
力
;
す
な
わ
ち
;
群
衆
の
勢
力
を
重
視
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
E[
中
略
_
旧

来
の
信
仰
が
動
揺
し
て
;
消
滅
し
;
ま
た
;
社
会
の
古
い
支
柱
が
交
互
に
崩
壊
し
つ
つ
あ
る
際
に
;
群
衆

の
活
動
こ
そ
は
;
何
も
の
に
も
お
び
や
か
さ
れ
ず
;
そ
の
威
勢
の
ま
す
ま
す
増
大
す
る
唯
一
の
力
と
な
る

の
で
あ
る
E
ま
さ
に
き
た
ら
ん
と
す
る
時
代
は
;
実
に
a
群
衆
の
時
代
d
と
で
も
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
[
ル
・

ボ
ン
W
群
衆
心
理
Z
講
談
社
学
術
文
庫
_E 

  

こ
こ
で
ル
・
ボ
ン
の
い
う
群
集
[
群
衆
_
と
は
;
そ
の
構
成
員
す
べ
て
が
意
識
的
人
格
を
完
全
に
喪
失
し
;
操

縦
者
の
断
言
・
反
復
・
感
染
に
よ
る
暗
示
の
ま
ま
に
行
動
す
る
よ
う
な
集
合
体
を
意
味
し
て
い
ま
す
E
つ
ま
り
ル
・

ボ
ン
は
;
一
八
世
紀
の
百
科
全
書
派
の
知
識
人
た
ち
が
人
間
の
理
性
に
限
り
な
い
信
頼
を
お
い
て
い
た
の
と
は
対

照
的
に
;
人
間
の
理
性
と
い
う
も
の
が
極
め
て
頼
り
な
い
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
の
で
す
E
と
り
わ
け
;
人

 

ギュスターヴ・ル・ボン（1841‐1931） 
 

フランスの社会心理学者．群集心理学を論じて，現代における社会心理

学の源流の一つを担っている．もともと医者として出発したが，その広範

な関心に導かれて考古学や人類学を遍歴し，しだいに社会心理学へとかた

むいていった．かれの名を不朽なものにしたのは，1895 年の《群集心理》

である．群集とは，そのなかですべての個人が意識的な人格を完全に喪失

し，操縦者の暗示のままに行動するような人間集合体である． 

 ル・ボンは，当時のヨーロッパにおいて，19 世紀末から 20 世紀の初頭

にかけて，民衆の政治的進出がめざましく，その勢力が時々刻々に増大し

つつあった時期を，「群集の時代」と呼んでいる．これにたいして『世論

と群集』の著者ガブリエル・タルドは，群集にかわって「公衆の時代」が

これからヨーロッパ社会を席巻するだろうと予言している． 
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間
が
群
集
と
い
う
形
を
と
�
て
同
じ
行
動
を
す
る
と
こ
ろ
に
彼
の
い
う
群
集
心
理
が
生
ま
れ
る
と
考
え
;
そ
の
群

集
心
理
が
;
独
断
;
不
寛
容
;
自
分
に
対
す
る
無
力
感
;
無
責
任
さ
を
生
む
と
い
う
わ
け
で
す
E
そ
し
て
ル
・
ボ

ン
は
;
産
業
革
命
以
後
の
社
会
現
象
の
特
徴
が
;
人
び
と
を
こ
う
し
た
群
集
心
理
に
追
い
や
る
も
の
で
あ
る
と
論

じ
た
の
で
す
E 

 

と
こ
ろ
で
;
ル
・
ボ
ン
は
群
集
の
行
動
や
心
理
の
研
究
を
す
る
さ
い
に
用
い
た
デ
~
タ
を
;
ど
こ
か
ら
得
た
の

で
し
n
う
か
E
ル
・
ボ
ン
に
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
研
究
書
が
あ
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
;
彼
は
一
七
八
九
年

の
フ
ラ
ン
ス
大
革
命
と
そ
の
後
の
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
出
現
;
一
八
一
五
年
の
第
二
王
政
復
古
;
一
八
三
〇
年
の
七
月

革
命
;
そ
し
て
一
八
七
一
年
の
パ
リ
・
コ
ミ
|
~
ン
な
ど
に
お
け
る
民
衆
の
行
動
か
ら
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と

は
明
ら
か
で
す
が
;
彼
が
直
接
依
拠
し
た
資
料
の
多
く
は
;
保
守
的
な
歴
史
家
イ
ポ
リ
�
ト
・
テ
~
ヌ
の
W
現
代

フ
ラ
ン
ス
の
起
源
Z[
一
八
七
五│

一
八
九
四
_
に
負
�
て
い
る
こ
と
が
わ
か
�
て
い
ま
す
[
樺
俊
雄
W
革
命
の

幻
想
Z
有
信
堂
_E
か
れ
は
群
集
の
特
性
に
つ
い
て
;a
衝
動
的
で
;
興
奮
し
や
す
く
;
推
理
す
る
力
の
な
い
こ
と
;

判
断
力
お
よ
び
批
判
精
神
を
欠
い
て
い
る
こ
と
;
感
情
の
誇
張
的
で
あ
る
こ
と
;
そ
の
他
こ
う
い
う
群
衆
の
い
く

つ
か
の
特
性
は
;
野
蛮
人
や
小
児
の
よ
う
な
進
化
程
度
の
低
い
人
間
に
も
ま
た
同
様
に
観
察
さ
れ
る
こ
と
で
あ

る
d[
ル
・
ボ
ン
W
群
衆
心
理
Z
講
談
社
学
術
文
庫
_
と
述
べ
て
お
り
;
群
集
を
主
と
し
て
否
定
的
に
と
ら
え
る

貴
族
主
義
的
傾
向
が
あ
る
の
も
;
そ
こ
に
由
来
し
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
E 

 

一
九
世
紀
の
近
代
民
主
主
義
を
支
え
て
い
た
の
は
;
理
性
的
な
判
断
力
を
も
�
た
市

民

シ
ト
ワ
イ
ア
ン

で
あ
り
;a

公

衆

ル
・
プ
ブ
リ
,
ク

d

で
あ
�
た
の
で
す
E
し
か
し
;
ル
・
ボ
ン
の
目
に
し
た
群
集

ル
・
フ
ル

は
;
理
性
的
な
判
断
力
と
は
ほ
ど
遠
い
存
在
で
;a
群

集
心
理
d
に
支
配
さ
れ
て
非
合
理
的
で
破
壊
的
な
直
接
行
動
に
出
る
よ
う
な
野
蛮
な
人
間
の
集
合
体
で
あ
�
た
の

で
す
E 

 

し
か
し
な
が
ら
;
現
代
の
わ
た
し
た
ち
か
ら
見
る
か
ぎ
り
;
今
日
の
群
集
は
ル
・
ボ
ン
が
い
う
よ
う
な
大
き
な

脅
威
と
は
と
う
て
い
思
え
な
い
存
在
に
な
�
て
い
ま
す
E
群
集
は
確
か
に
現
在
も
存
在
す
る
し
;
群
集
心
理
は
依

然
と
し
て
非
合
理
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
と
思
わ
れ
ま
す
E
に
も
か
か
わ
ら
ず
;
そ
れ
は
一
九

世
紀
末
の
よ
う
に
;
も
は
や
人
々
の
注
意
や
関
心
を
引
き
つ
け
る
も
の
で
は
な
く
な
�
て
い
る
の
は
な
ぜ
な
の
で

し
n
う
か
E
こ
の
疑
問
に
社
会
学
者
の
清
水
幾
太
郎
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
答
え
て
い
ま
す
E 

  
 
 

そ
れ
[
群
集
_
が
過
去
[
一
九
世
紀
の
ヨ
)
ロ
+
パ
_
に
お
い
て
著
し
く
目
立
�
た
の
は
;
一
方
か
ら
す
れ

ば
;
個
人
の
理
性
が
深
く
信
じ
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
り
;
さ
ら
に
;
個
人
の
理
性
が
保
た
れ
る
集
団
と
し

て
の
公
衆
へ
の
信
頼
が
あ
�
た
か
ら
で
あ
ろ
う
E
個
人
の
合
理
性
と
い
う
純
白
の
背
景
の
前
で
こ
そ
;
群
集

の
不
吉
な
黒
い
姿
は
明
瞭
に
浮
き
出
て
い
た
に
違
い
な
い
E
そ
し
て
;
他
方
か
ら
す
れ
ば
;
強
固
な
組
織
を

持
つ
大
き
な
集
団
が
未
だ
十
分
な
発
達
を
遂
げ
て
い
な
か
�
た
と
い
う
こ
と
も
あ
ろ
う
E
合
理
的
に
編
成
さ

れ
た
巨
人
の
よ
う
な
集
団
;
な
か
ん
ず
く
;
そ
の
代
表
者
た
る
国
家
の
手
に
独
占
さ
れ
た
強
力
な
武
器
;
未

だ
そ
う
い
う
も
の
が
問
題
に
な
ら
ぬ
場
合
は
;
確
か
に
街
上
の
群
集
は
恐
怖
の
対
象
で
あ
る
E
こ
れ
も
;
個
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人
の
合
理
性
へ
の
信
仰
と
あ
い
ま
�
て
;
群
集
が
目
立
つ
た
め
の
背
景
を
形
作
る
[
清
水
幾
太
郎
W
社
会
心

理
学
Z
岩
波
書
店
_E 

 

二 

二
〇
世
紀
は
群
集
の
時
代
で
は
な
く
公
衆
の
時
代
で
あ
る 

│
│

タ
ル
ド
に
よ
る
ル
・
ボ
ン
批
判│

│
 

 

こ
の
よ
う
に
;
二
〇
世
紀
は
a
群
集
の
時
代
d
に
な
る
と
い
う
の
が
ル
・
ボ
ン
の
予
想
だ
�
た
の
で
す
が
;
同

時
代
の
フ
ラ
ン
ス
の
社
会
学
者
ガ
ブ
リ
エ
ル
・
タ
ル
ド
は
W
世
論
と
群
集
Z[
一
九
〇
一
_
の
な
か
で
ル
・
ボ
ン

の
見
解
を
批
判
し
て
;
二
〇
世
紀
は
ル
・
ボ
ン
の
い
う
群
集
の
時
代
で
は
な
く
;
公
衆
の
時
代
に
な
る
と
主
張
し

て
い
ま
す
E 

 

群
集
は
魅
力
的
で
;
見
る
人
の
眼
を
い
や
お
う
な
く
奪
う
ば
か
り
で
は
な
い
E
群
集
と
い
う
名
を
聞
い

た
だ
け
で
も
;
現
代
の
読
者
は
引
き
つ
け
ら
れ
て
し
ま
う
E
そ
こ
で
著
述
家
の
な
か
に
は
;
こ
の
あ
い
ま

い
な
こ
と
ば
で
;
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
人
間
集
団
を
意
味
さ
せ
よ
う
と
し
す
ぎ
る
か
た
む
き
が
あ
る
E
こ
う

い
う
混
乱
は
や
め
て
も
ら
わ
ね
ば
い
け
な
い
E
こ
と
に
;
群
集
と
公
衆
;
;
と
を
混
同
し
て
は
い
け
な
い
E[
中

略
_
印
刷
術
が
発
明
さ
れ
て
こ
の
か
た
の
現
代
は
;
ま
�
た
く
ち
が
�
た
種
類
の
公
衆
を
出
現
さ
せ
た
E

 
ガブリエル・タルド（1843−1904） 

フランスの社会心理学者．パリ大学で法律を学び，裁判官の仕事

の傍ら犯罪の研究に従事．1890 年に『模倣の法則――社会学的研究』

を発表し，社会学を一般に受容させた人物の一人である．エミール・

デュルケムが 1893 年の『社会分業論』においてタルドの模倣説を

批判したのをきっかけに，分業が道徳的な事実であるか否か，犯罪

が正常であるか否か，社会が実在するのか否か（社会実在論）とい

った多岐にわたる論点をめぐって論争が繰り広げられた．1901 年に

は『世論と群集』を刊行．ル・ボンの群集心理学を批判し，直接対

面的な関係によって結合する群集に対して，メディアを介した遠隔

作用によって間接的に結合する公衆概念を提示した．1895 年，パリ

社会学会会長．1900 年，コレージュ・ド・フランス教授に就任．パ

リにて死去． 
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公
衆
は
た
え
ず
増
大
し
;
そ
の
無
限
の
広
が
り
こ
そ
;
現
代
を
も
�
と
も
よ
く
示
す
特
徴
の
ひ
と
つ
と
な

�
て
い
る
E
さ
て
群
集
心
理
学
は
す
で
に
建
設
さ
れ
;
あ
と
に
は
公
衆
心
理
学
を
つ
く
る
仕
事
が
残
�
て

い
る
[
ガ
ブ
リ
エ
ル
・
タ
ル
ド
W
世
論
と
群
集
Z
未
来
社
_E 

 

 

そ
れ
で
は
;
タ
ル
ド
の
い
う
公
衆
と
い
う
新
し
い
社
会
集
団
と
は
;
ど
の
よ
う
な
人
々
を
指
し
て
い
る
の
で
し

n
う
か
E
ま
た
;
そ
れ
は
ど
の
よ
う
に
し
て
生
ま
れ
た
の
で
し
n
う
か
E
こ
の
疑
問
に
対
し
て
タ
ル
ド
は
;
群
集

と
公
衆
を
対
比
す
る
こ
と
で
;
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
集
団
の
特
色
に
つ
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
ま
す
E
群

集
の
場
合
;
そ
の
成
員
が
空
間
的
に
ま
た
物
理
的
に
近
接
し
て
い
な
け
れ
ば
存
在
で
き
な
い
の
に
対
し
;
公
衆
は

群
集
と
は
ま
�
た
く
ち
が
�
て
;a
精
神
的
な
集
合
体
で
;
肉
体
的
に
は
分
離
し
心
理
的
に
だ
け
結
合
し
て
い
る

個
人
た
ち
の
散
乱
分
布
で
あ
る
d[
ガ
ブ
リ
エ
ル
・
タ
ル
ド
W
世
論
と
群
集
Z
未
来
社
_
と
し
;
こ
こ
に
両
社
会

集
団
の
決
定
的
な
違
い
が
あ
る
と
考
え
た
の
で
す
E
タ
ル
ド
は
印
刷
術
が
発
明
さ
れ
た
こ
と
に
よ
�
て
;
コ
ミ
|

ニ
ケ
~
シ
/
ン
手
段│

│

当
時
は
主
な
メ
デ
3
ア
は
新
聞
と
雑
誌
で
し
た│

│

が
目
覚
ま
し
く
進
歩
し
た
こ
と

に
よ
り
;
人
々
は
間
接
的
接
触
で
集
団
を
形
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
�
た
と
い
う
の
で
す
E 

つ
ま
り
;
タ
ル
ド
の
い
う
公
衆
と
は
;
識
字
率
の
低
か
�
た
一
九
世
紀
の
ヨ
~
ロ
�
パ
市
民
社
会
で
;
ブ
ル
ジ 

/
ア
と
呼
ば
れ
て
い
た
資
産
と
暇
と
教
養
の
あ
る
富
裕
層
だ
�
た
の
で
す
E
か
れ
ら
に
は
;
日
頃
か
ら
新
聞
を
読

む
習
慣
が
身
に
つ
い
て
お
り
;
サ
ロ
ン
や
カ
フ
H
や
ク
ラ
ブ
な
ど
で
親
し
い
仲
間
と
;
文
学
や
芸
術
;
さ
ら
に
は

世
相
や
政
治
と
い
�
た
話
題
を
め
ぐ
�
て
議
論
を
戦
わ
せ
る
と
い
う
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
が
身
に
つ
い
て
い
ま
し

た
E
タ
ル
ド
は
;
こ
こ
か
ら
a
公
衆
の
意
見
[public opinion

_d;
す
な
わ
ち
;a
世
論
d
が
生
ま
れ
た
と
考
え

た
の
で
す
E
タ
ル
ド
は
;
フ
ラ
ン
ス
革
命
以
降
の
ヨ
~
ロ
�
パ
近
代
市
民
社
会
に
お
い
て
;
群
集
の
も
つ
政
治
的
・

社
会
的
な
力
が
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
�
た
こ
と
は
認
め
な
が
ら
も
;
新
聞
が
出
現
し
た
こ
と
に
よ
�
て
;
群
集

の
直
接
行
動
[
デ
モ
や
破
壊
活
動
_
に
代
わ
�
て
;
よ
り
理
性
的
な
世
論
が
政
治
の
世
界
で
大
き
な
役
割
を
果
た

す
よ
う
に
な
る
と
考
え
;
つ
ぎ
の
よ
う
に
説
い
た
の
で
す
E 

 

新
聞
こ
そ
が
;
議
会
や
ク
ラ
ブ
で
の
演
説
に
翼
を
与
え
;
全
世
界
を
飛
び
ま
わ
ら
せ
る
E
公
衆
の
形
を

と
�
た
諸
党
派
が
ど
ん
ど
ん
国
際
化
す
る
と
;
相
互
の
敵
意
は
よ
り
恐
る
べ
き
も
の
に
な
る
か
も
し
れ
な

い
E
[
し
か
し
そ
の
反
面
_
恒
久
平
和
条
約
の
希
望
さ
え
も
て
る
よ
う
に
な
る
E
[
中
略
_
一
社
会
内
に
共

存
し
混
合
し
て
い
る
公
衆
は
多
数
で
;
あ
い
異
な
�
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
;
い
く
つ
か
の
重
要
な
点

で
は
部
分
的
に
一
致
し
;
い
�
し
n
に
な
�
て
一
つ
の
同
じ
公
衆
を
形
づ
く
る
よ
う
に
み
え
る
E
こ
の
一

致
は
a
世
論
d
と
よ
ば
れ
;
そ
の
政
治
上
の
比
重
は
た
え
ず
増
大
す
る
[
ガ
ブ
リ
エ
ル
・
タ
ル
ド
W
世
論

と
群
集
Z
未
来
社
_E 
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こ
こ
ま
で
の
議
論
を
ま
と
め
る
と
;
ル
・
ボ
ン
が
;
ヨ
~
ロ
�
パ
社
会
は
a
群
集
の
時
代
d
に
突
入
し
つ
つ
あ

る
と
予
想
し
;
そ
こ
に
お
い
て
は
群
集
の
勢
力
が
ま
す
ま
す
強
ま
り
;
政
治
の
世
界
に
お
い
て
も
か
れ
ら
の
存
在

は
無
視
で
き
な
い
も
の
と
な
る
と
予
言
し
た
の
に
対
し
て
;
タ
ル
ド
は
;
印
刷
術
の
進
歩
に
よ
り
新
聞
と
い
う
新

し
い
メ
デ
3
ア
が
生
ま
れ
;
資
産
と
余
暇
と
教
養
の
あ
る
市
民
社
会
の
ブ
ル
ジ
/
ア
た
ち
が
世
論
[
公
衆
の
意
見
_

を
形
成
し
政
治
を
動
か
す
こ
と
に
な
る
と
反
論
し
た
の
で
す
E
ル
・
ボ
ン
の
a
群
集
d;
と
り
わ
け
a
群
集
心
理
d

の
観
念
が
;
民
主
主
義
に
た
い
す
る
絶
望
を
現
わ
し
て
い
る
と
す
れ
ば
;
タ
ル
ド
の
a
公
衆
d
の
観
念
は
;
民
主

主
義
に
た
い
す
る
希
望
を
告
げ
る
も
の
で
あ
�
た
E
こ
の
意
味
で
は
;
タ
ル
ド
の
a
公
衆
d
の
観
念
は
;
清
水
の

い
う
よ
う
に
一
九
世
紀
末
以
来
の
群
集
心
理
の
研
究
に
与
え
ら
れ
た
救
い
で
あ
�
た
と
い
え
る
で
し
n
う
E 

 

公
衆
の
観
念
が
作
り
出
さ
れ
る
こ
と
に
よ
�
て
;
民
主
主
義
は
ル
・
ボ
ン
の
加
え
た
打
撃
か
ら
漸
く
立

ち
直
る
機
会
を
掴
ん
だ
の
で
あ
る
E
ル
・
ボ
ン
は
;
民
主
主
義
の
基
礎
に
群
衆
を
発
見
し
;
群
集
の
非
合

理
性
を
暴
露
す
る
こ
と
に
よ
�
て
;
同
時
に
;
民
主
主
義
へ
の
不
信
を
表
明
し
た
の
で
あ
�
た
E
民
主
主

義
を
擁
護
し
よ
う
と
欲
す
る
人
々
が
;
タ
ル
ド
の
指
し
た
道
に
従
�
て
;
民
主
主
義
の
基
礎
に
群
集
の
代

わ
り
に
公
衆
を
据
え
よ
う
と
試
み
た
の
は
自
然
の
成
り
行
き
で
あ
�
た
に
違
い
な
い
E
ヴ
�
イ
マ
~
ル
時

代
の
ド
イ
ツ
の
研
究
者
た
ち
の
努
力
は
;
も
�
ぱ
ら
こ
の
方
向
に
属
す
る
も
の
で
あ
�
た
E
公
衆
へ
の
こ

う
し
た
信
頼
は
;
言
う
ま
で
も
な
く
;
多
く
の
人
々
の
間
接
的
接
触
の
上
に
成
り
立
つ
近
代
的
集
団
へ
の

信
頼
に
ほ
か
な
ら
な
い
E
群
衆
の
う
ち
に
亡
び
た
理
性
と
意
志
と
創
意
と
を
;
新
し
い
平
面
と
規
模
と
に

お
い
て
生
か
す
近
代
的
集
団
へ
の
信
頼
で
あ
る
E
事
実
;
そ
の
後
の
半
世
紀
を
通
じ
て
;
交
通
通
信
の
技

術
は
非
常
な
進
歩
を
遂
げ
;
ジ
�
~
ナ
リ
ズ
ム
は
マ
ス
コ
ミ
|
ニ
ケ
~
シ
/
ン
[m

ass com
m

unication

_

と
い
う
名
称
を
必
要
と
す
る
ま
で
に
発
達
し
た
E
そ
し
て
;
そ
れ
に
応
じ
て
;
公
衆
も
ま
た
著
し
く
拡
大

し
発
展
し
来
�
て
い
る
E
し
か
し
な
が
ら
;
公
衆
は
;
今
日
に
あ
�
て
も
;
か
つ
て
多
く
の
研
究
者
が
こ

れ
に
託
し
た
;
目
覚
め
た
理
性
;
自
由
な
意
志
;
豊
か
な
創
意
と
い
う
も
の
を
有
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
E

孤
独
な
個
人
は
;
こ
の
緩
い
か
つ
軽
い
結
合
の
う
ち
で
;
依
然
;
そ
の
知
恵
を
保
持
し
て
い
る
で
あ
ろ
う

か
[
清
水
幾
太
郎
W
社
会
心
理
学
Z
岩
波
書
店
_E 

 

三 

清
水
幾
太
郎
の
@
新
し
い
群
集
C
観
念
の
提
唱 

 

と
こ
ろ
で
;
二
〇
世
紀
に
台
頭
し
て
き
た
新
し
い
支
配
的
勢
力
を
め
ぐ
る
右
に
み
た
よ
う
な
ル
・
ボ
ン
と
タ
ル

ド
の
議
論
は
;
現
代
の
大
衆
社
会
論
の
な
か
で
は
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
E
ま

た
こ
の
点
に
関
し
て
;
わ
が
国
に
お
け
る
大
衆
社
会
論
者
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
E
ま
ず
;
わ

が
国
で
大
衆
社
会
論
に
い
ち
早
く
注
目
し
た
清
水
幾
太
郎
は
;
大
衆
を
タ
ル
ド
の
公
衆
よ
り
も
む
し
ろ
ル
・
ボ
ン
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の
群
集
に
近
い
非
合
理
的
存
在
と

し
て
と
ら
え
;
そ
れ
に
a
新
し
い
群
集
d
と
い
う
呼
称
を
つ
け
て
い
ま
す
E 

 

清
水
は
;
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
ア
メ
リ
カ
で
盛
ん
に
お
こ
な
わ
れ
た
マ
ス
・
メ
デ
3
ア
研
究
の
成
果
を
踏
ま

え
;
二
〇
世
紀
に
入
�
て
テ
ク
ノ
ロ
ジ
~
が
飛
躍
的
に
発
展
し
た
こ
と
に
よ
り
;
マ
ス
コ
ミ
の
発
達
;
ビ
|
ロ
~

ク
ラ
シ
~
[
官
僚
制
_
の
拡
大
;
さ
ら
に
集
団
の
無
政
府
状
態
が
結
果
し
;
こ
れ
ら
三
つ
の
側
面
が
総
合
さ
れ
る

と
こ
ろ
に
;
一
個
の
巨
大
な
群
集
が
出
現
し
た
と
し
;
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
E 

 

三
つ
の
側
面
を
有
す
る
夥
し
い
個
人
と
集
団
と
の
群
は
;
全
体
と
し
て
;
一
つ
の
群
集
に
ほ
か
な
ら
な

い
E
私
は
;
仮
に
;
こ
れ
を
新
し
い
群
集
あ
る
い
は
大
衆
と
名
づ
け
よ
う
と
思
う
E
新
し
い
群
集
は
タ
ル

ド
以
来
の
公
衆
の
観
念
の
;
い
わ
ば
自
己
否
定
と
し
て
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
[
清
水
幾
太
郎
W
社
会
心

理
学
Z
岩
波
書
店
_E 

 

つ
ま
り
;
清
水
に
よ
れ
ば
;
一
九
世
紀
の
a
公
衆
の
時
代
d
が
終
わ
り
;
そ
の
自
己
否
定

;
;
;
;
の
結
果
と
し
て
二
〇

世
紀
に
入
�
て
か
ら
a
新
し
い
群
集
d;
つ
ま
り
a
大
衆
d
の
時
代
が
成
立
し
た
と
い
う
わ
け
で
す
E
戦
後
ア
メ

リ
カ
の
大
衆
社
会
論
者
の
一
人
;
Ｃ
・
ラ
イ
ト
・
ミ
ル
ズ
も
;
現
代
の
ア
メ
リ
カ
社
会
に
あ
�
て
は
公
衆
と
い
う

概
念
は
も
は
や
事
実
;
;
の
描
写
で
は
な
く
;
あ
る
理
想
;
;
の
主
張
で
あ
り
;
事
実
を
装
�
た
正
統
化
の
主
張
で
あ
る
と

述
べ
;
現
代
ア
メ
リ
カ
社
会
は
公
衆
社
会
か
ら
大
衆
社
会
へ
の
道
を
か
な
り
進
ん
で
い
る
と
結
論
づ
け
て
い
る
E

か
れ
の
説
明
に
よ
れ
ば
;
公
衆
社
会
と
大
衆
社
会
の
根
本
的
な
ち
が
い
は
;
つ
ぎ
の
よ
う
な
コ
ミ
|
ニ
ケ
~
シ
/

ン
の
様
式
に
あ
る
と
い
う
の
で
す
E 

 

社会学者（1907－1988）。東京生まれ。東京大学文

学部社会学科卒業後，同大学助手を経て読売新聞社

の論説委員．1946 年「二十世紀研究所」を主宰，戦

後日本の民主化に対応するべく，知識人集団を組

織．1949～69 年学習院大学教授．この間『世界』

に論文「今こそ国会へ――請願のすすめ」を発表，

基地闘争や 60 年安保闘争の先頭に立った。安保以

後，左翼陣営を離れ，「現代思想研究会」を発足．

著書『現代思想（上・下）』（岩波全書・1966）でマ

ルクス主義を批判，その思想転向が論議を呼んだ．

さらに『日本よ国家たれ――核の選択』（文藝春秋・

1980) では戦後民主主義そのものを批判。［主著］

『流言飛語』（日本評論社・1937）．『社会学講義』（日

日書院・1948）．『社会心理学』（岩波書店・1951）．

『論文の書き方』（岩波新書・1959）．『オーギュス

ト・コント』（岩波新書・1978）．『清水幾太郎著作

集』全 19 巻（講談社）． 
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公
衆
社
会
で
は
;
討
論
が
支
配
的
な
コ
ミ
|
ニ
ケ
~
シ
/
ン
の
手
段
で
あ
り
;
マ
ス
・
メ
デ
3
ア
は
;

た
と
え
存
在
し
て
い
る
ば
あ
い
に
も
;
た
ん
に
討
論
を
広
め
活
発
に
し
;
面
接
関
係

;
;
;
;
に
も
と
づ
く

;
;
;
;
;
公
衆
;
;[
プ

ラ
イ
マ
リ
~
・
パ
ブ
リ
�
ク
_
を
相
互
に
結
び
つ
け
る
だ
け
の
も
の
で
あ
る
E
大
衆
社
会
で
は
;
支
配
的

な
コ
ミ
|
ニ
ケ
~
シ
/
ン
の
型
は
;
制
度
化
さ
れ
た
メ
デ
3
ア

;
;
;
;
市
場
;
;
[
メ
デ
3
ア
・
マ
~
ケ
�
ト
_
と
な

る
E
す
な
わ
ち
;
所
与
の
マ
ス
・
メ
デ
3
ア
の
内
容
を
受
け
取
る
だ
け
の
存
在
と
な
る
[
Ｃ
・
ラ
イ
ト
・

ミ
ル
ズ
W
パ
ワ
~
・
エ
リ
~
ト
Z
ち
く
ま
学
芸
文
庫
_E
À
こ
の
項
;
次
回
へ
続
く
Ã 

  

 
  


