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12
個
人
の
利
益
と
全
体
の
利
益

パ
ー
ソ
ン
ズ
が
一
九
〇
八
年
に
ボ
ス
ト
ン

に
お
い
て
職
業
相
談
所
を
開
設
し
て
か
ら
、

近
代
的
な
ガ
イ
ダ
ン
ス
運
動
が
始
ま
っ
た
と

さ
れ
る
（S

tephens,W
.R
.,1970

）。

こ
の
ガ
イ
ダ
ン
ス
運
動
が
始
ま
っ
た
背
景

に
は
二
つ
の
こ
と
が
あ
る
。
一
つ
は
、
工
業

化
に
よ
り
、
個
人
が
選
択
で
き
る
職
業
の
幅

が
広
が
り
、
そ
の
た
め
、
専
門
的
な
職
業
相

談
の
機
関
が
必
要
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

も
う
一
つ
は
、
農
村
か
ら
都
市
へ
の
人
口
の

急
激
な
流
入
と
外
国
人
労
働
者
の
増
加
に
よ

り
、
工
業
化
社
会
に
お
け
る
労
働
者
の
適
切

な
配
置
が
求
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る

（M
adsen,B

.,1986

）。

こ
の
よ
う
に
歴
史
を
辿
れ
ば
、
キ
ャ
リ
ア

ガ
イ
ダ
ン
ス
は
そ
の
始
ま
り
か
ら
、
個
人
の

職
業
選
択
を
援
助
す
る
と
い
う
役
割
と
と
も

に
、
社
会
全
体
に
お
い
て
労
働
力
を
適
切
に

配
分
す
る
と
い
う
役
割
の
あ
っ
た
こ
と
が
わ

か
る
。

パ
ー
ソ
ン
ズ
の
流
れ
を
組
む
キ
ャ
リ
ア
ガ

イ
ダ
ン
ス
の
研
究
者
で
あ
る
ウ
ィ
リ
ア
ム
ソ

ン
は
、
こ
の
こ
と
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る
。「

私
た
ち
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
は
、
パ
ー
ソ
ン

ズ
の
社
会
改
革
の
運
動
を
続
け
て
い
く
と
い

う
重
い
責
任
を
担
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、
社

会
、
そ
し
て
地
方
と
国
を
つ
く
り
直
し
て
い

く
た
め
、
勤
勉
に
仕
事
に
励
ま
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
も
、
国
民
全
員
の
人

間
力
が
、
個
人
の
利
益
、
そ
し
て
全
体
の
利

益
の
両
方
で
、
よ
り
十
分
に
活
用
さ
れ
る
よ

う
に
な
る
こ
と
を
望
む
（W

illiam
son,E

.
G
.,1965,p.43

）。」

具
体
的
に
は
、
ウ
イ
リ
ア
ム
ソ
ン
は
、
キ

ャ
リ
ア
ガ
イ
ダ
ン
ス
に
お
い
て
、
職
業
と
人

の
特
徴
を
客
観
的
に
測
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、

合
理
的
に
マ
ッ
チ
ン
グ
す
る
こ
と
を
実
践
し

た
。こ

う
い
っ
た
社
会
全
体
で
労
働
力
を
適
切

に
配
分
す
る
と
い
う
キ
ャ
リ
ア
ガ
イ
ダ
ン
ス

の
考
え
方
は
、
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
が
ク
ラ
イ
エ

ン
ト
に
指
示
的
に
関
わ
ら
な
い
と
い
う
（
注

１
）、
ロ
ジ
ャ
ー
ズ
（R

ogers,C
.R
.

）
の
非

指
示
的
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
（
後
に
来
談
者
中

心
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
へ
発
展
）
に
よ
っ
て
否

定
さ
れ
た
感
が
あ
る
。

ロ
ジ
ャ
ー
ズ
は
、
個
人
が
自
分
自
身
を
、

そ
し
て
、
自
分
自
身
を
取
り
巻
く
環
境
に
対

し
、
ど
の
よ
う
に
感
じ
、
思
い
、
考
え
る
の

か
、
専
門
的
な
用
語
で
言
う
と
、「
現
象
学
的

自
己
理
解
」
が
大
切
で
あ
る
と
考
え
た
。

キ
ャ
リ
ア
ガ
イ
ダ
ン
ス
の
分
野
で
は
、
ス

ー
パ
ー
（S

uper,D
.E
.

）
が
こ
の
考
え
方
を

取
り
入
れ
、「
職
業
発
達
理
論
」
を
展
開
し
た
。

こ
の
理
論
で
は
、
個
人
が
キ
ャ
リ
ア
形
成
を

進
め
て
い
く
上
で
、
自
分
自
身
を
、
そ
し
て

職
業
社
会
を
ど
の
よ
う
に
見
る
の
か
と
い
う

「
自
己
理
解
」
と
「
職
業
理
解
」
の
大
切
さ

が
強
調
さ
れ
た
。

こ
う
い
っ
た
個
人
の
主
観
を
強
調
し
た
キ

ャ
リ
ア
ガ
イ
ダ
ン
ス
の
考
え
方
が
普
及
す
る

こ
と
に
よ
り
、
キ
ャ
リ
ア
ガ
イ
ダ
ン
ス
は
、

当
初
持
っ
て
い
た
ガ
イ
ダ
ン
ス
運
動
と
し
て

の
社
会
的
な
役
割
が
弱
ま
っ
た
か
の
よ
う
に

見
え
る
。

こ
れ
に
対
し
、
ワ
ー
ツ
は
キ
ャ
リ
ア
ガ
イ

ダ
ン
ス
と
は
本
質
的
に
社
会
・
政
治
的

（socio-political

）
な
も
の
で
あ
り
、
そ

の
社
会
的
役
割
か
ら
離
れ
る
こ
と
は
あ
り
得

な
い
と
主
張
す
る
（W

atts,A
.G
.,1996

）。

そ
の
理
由
は
こ
う
だ
。

私
た
ち
の
社
会
で
は
、
職
業
選
択
の
機
会

は
不
平
等
に
割
り
振
ら
れ
て
い
る
。
キ
ャ
リ

ア
ガ
イ
ダ
ン
ス
に
よ
っ
て
、
あ
る
人
に
職
業

選
択
の
機
会
を
提
供
す
る
と
い
う
こ
と
は
、

他
の
人
が
そ
の
機
会
を
失
う
こ
と
で
も
あ
る
。

よ
っ
て
、
社
会
的
に
見
れ
ば
、
キ
ャ
リ
ア
ガ

イ
ダ
ン
ス
の
働
き
は
、
社
会
の
不
平
等
を
増

や
す
か
、
あ
る
い
は
減
ら
し
て
い
る
か
の
ど

ち
ら
か
で
あ
る
。

こ
れ
は
キ
ャ
リ
ア
ガ
イ
ダ
ン
ス
に
関
わ
る

実
践
家
や
研
究
者
と
い
っ
た
心
理
屋
へ
の
痛

烈
な
批
判
で
も
あ
る
。
私
は
ワ
ー
ツ
が
言
い

た
か
っ
た
こ
と
を
説
明
す
る
と
次
の
よ
う
に

な
る
と
思
う
。

「
心
理
屋
は
自
発
性
や
意
欲
と
い
っ
た
個

人
の
意
識
に
集
中
し
、
か
つ
心
理
学
と
い
う

学
問
に
よ
っ
て
社
会
的
に
中
立
性
を
維
持
し

て
い
る
よ
う
に
考
え
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
職
業
選
択
の
機
会
に
関
わ
る
あ
な

た
た
ち
（
心
理
屋
）
の
活
動
は
、
社
会
的
な

働
き
と
い
う
視
点
か
ら
見
れ
ば
、
社
会
・
政

治
的
な
も
の
で
あ
る
。

キ
ャ
リ
ア
ガ
イ
ダ
ン
ス
の
社
会
・
政
治
的

キ
ャ
リ
ア
ガ
イ
ダ
ン
ス
と
は
何
か
？

Ｊ
Ｉ
Ｌ
Ｐ
Ｔ
キ
ャ
リ
ア
ガ
イ
ダ
ン
ス
研
究
部
門　

副
主
任
研
究
員　

榧
野　

潤

社
会
・
政
治
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
視
点
か
ら

社
会
・
政
治
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
視
点
か
ら
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な
側
面
を
意
識
し
な
い
な
ら
ば
、
個
人
の
職

業
選
択
、
そ
れ
は
人
生
の
選
択
で
も
あ
る
が
、

そ
れ
に
対
し
、
一
方
的
か
つ
無
意
識
の
う
ち

に
あ
な
た
た
ち
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
押
し
つ
け

て
い
る
こ
と
に
な
る
。」

キ
ャ
リ
ア
ガ
イ
ダ
ン
ス
の
社

会
・
政
治
的
ア
プ
ロ
ー
チ

で
は
、
キ
ャ
リ
ア
ガ
イ
ダ
ン
ス
の
社
会
・

政
治
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
は
何
な
の
だ
ろ
う
。

ワ
ー
ツ
は
、
キ
ャ
リ
ア
ガ
イ
ダ
ン
ス
の
社

会
・
政
治
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
、「
リ
ベ
ラ

ル
」、「
コ
ン
サ
ー
バ
テ
ィ
ブ
（
以
下
『
コ
ン

サ
バ
』
と
い
う
。）」、「
プ
ロ
グ
レ
ッ
シ
ブ
」、

「
ラ
デ
ィ
カ
ル
」
の
四
種
類
に
分
類
し
て
い

る
（
注
２
） 

。

四
種
類
の
ア
プ
ロ
ー
チ

■
リ
ベ
ラ
ル
（liberal

）

リ
ベ
ラ
ル
と
は
、
個
人
が
能
力
や
ス
キ
ル

の
み
な
ら
ず
、
興
味
・
関
心
や
価
値
観
に
応

じ
て
職
業
選
択
の
機
会
を
得
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
援
助
す
る
こ
と
で
あ
る
。
リ
ベ
ラ

ル
で
は
個
人
が
職
業
選
択
を
す
る
権
利
を
尊

重
す
る
。
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
ロ
ジ
ャ
ー

ズ
の
非
指
示
的
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
の
強
い
影

響
を
受
け
て
い
る
。

■
コ
ン
サ
バ
（conservative

）

コ
ン
サ
バ
は
、
個
人
の
職
業
選
択
を
、
労

働
市
場
の
需
要
に
合
う
よ
う
に
社
会
的
に
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
で
あ
る
。
具
体
的
に

は
、
個
人
が
非
現
実
的
な
職
業
選
択
を
し
な

い
よ
う
に
、
そ
の
人
の
希
望
の
水
準
を
引
き

下
げ
た
り
、
過
剰
な
願
望
を
捨
て
さ
せ
る
よ

う
に
す
る
。

■
プ
ロ
グ
レ
（progressive

）

プ
ロ
グ
レ
は
、
個
人
が
自
分
の
希
望
に
合

っ
た
職
業
選
択
が
で
き
る
よ
う
に
、
コ
ー
チ

ン
グ
や
ア
サ
ー
テ
ィ
ブ
な
ど
の
ト
レ
ー
ニ
ン

グ
で
自
分
自
身
を
変
え
て
い
く
こ
と
を
援
助

す
る
。
個
人
は
自
分
自
身
の
キ
ャ
リ
ア
形
成

上
の
障
害
を
積
極
的
に
取
り
除
く
と
い
う
前

向
き
な
考
え
方
を
す
る
。

■
ラ
デ
ィ
カ
ル
（radical

）

ラ
デ
ィ
カ
ル
は
、
個
人
の
キ
ャ
リ
ア
形
成

上
の
問
題
を
、
性
別
や
年
齢
な
ど
に
よ
っ
て

不
利
益
を
被
る
集
団
あ
る
い
は
社
会
に
共
通

す
る
問
題
と
し
て
捉

え
る
。
よ
っ
て
、
こ

の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
は

労
働
市
場
や
雇
用
の

シ
ス
テ
ム
そ
の
も
の

を
問
題
と
し
、
そ
れ

ら
を
個
人
に
意
識
さ

せ
積
極
的
に
変
え
て

い
こ
う
と
す
る
。

こ
れ
ら
四
種
類
の

ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
キ

ャ
リ
ア
ガ
イ
ダ
ン
ス

の
焦
点
が
「
社
会
」

も
し
く
は
「
個
人
」

の
ど
ち
ら
に
あ
る
の

か
、
そ
し
て
、
そ
の

方
向
性
が
「
変
化
」

に
あ
る
の
か
、
も
し

く
は
「
現
状
維
持
」

に
あ
る
の
か
、
と
い

う
二
つ
の
次
元
か
ら

整
理
さ
れ
る
（
表
１

参
照
）。

ア
プ
ロ
ー
チ
間
の
関
係

ワ
ー
ツ
は
こ
れ
ら
の
四
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ

間
の
関
係
に
つ
い
て
、
失
業
問
題
、
ジ
ェ
ン

ダ
ー
問
題
、
人
種
問
題
な
ど
を
例
に
挙
げ
て

説
明
し
て
い
る
。
そ
の
際
、
キ
ャ
リ
ア
ガ
イ

ダ
ン
ス
が
必
要
と
さ
れ
る
状
況
、
例
え
ば
、

失
業
問
題
な
ら
ば
、
失
業
者
が
仕
事
を
見
つ

け
る
こ
と
が
難
し
い
と
い
う
状
況
を
想
定
し

て
い
る
。

ワ
ー
ツ
の
説
明
か
ら
、
そ
の
エ
ッ
セ
ン
ス

を
抽
出
し
、
四
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
間
の
関
係

に
つ
い
て
説
明
す
る
。

リ
ベ
ラ
ル
で
は
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
が
失
業
者

の
希
望
を
尊
重
す
る
。
よ
っ
て
、
そ
の
希
望

が
非
現
実
的
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
希

望
の
水
準
を
引
き
下
げ
る
な
ど
特
定
の
方
向

へ
誘
導
す
る
こ
と
を
し
な
い
。
し
か
し
、
失

業
者
は
い
ず
れ
現
実
の
厳
し
さ
に
気
づ
き
、

そ
の
希
望
を
引
き
下
げ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
結
末
は
、
最
初
か
ら
労
働
市
場
の
需

要
に
合
う
よ
う
に
社
会
的
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

す
る
コ
ン
サ
バ
と
同
じ
で
あ
る
。
唯
一
の
違

い
は
、
失
業
者
の
意
思
を
尊
重
す
る
か
し
な

い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

コ
ン
サ
バ
で
は
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
が
ゲ
ー
ト

キ
ー
パ
ー
（gatekeeper

）
の
役
割
を
す
る
。

失
業
者
が
非
現
実
的
な
職
業
選
択
を
す
る
機

会
を
制
限
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
失
業

の
原
因
が
個
人
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
年
齢

差
別
な
ど
社
会
構
造
に
問
題
が
あ
る
場
合
、

コ
ン
サ
バ
で
は
現
状
を
維
持
す
る
だ
け
で
あ

り
、
そ
の
問
題
の
解
決
に
は
つ
な
が
ら
な
い
。

プ
ロ
グ
レ
で
は
、
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
が
失
業

者
に
就
職
を
す
る
上
で
の
障
害
を
克
服
す
る

よ
う
に
積
極
的
に
勧
め
る
。
し
か
し
、
あ
る

個
人
が
そ
の
障
害
を
乗
り
越
え
、
希
望
先
に

就
職
で
き
た
と
し
て
も
、
社
会
構
造
に
問
題

が
あ
る
場
合
、
か
え
っ
て
個
人
が
そ
の
障
害

を
乗
り
越
え
た
こ
と
自
体
が
、
そ
の
問
題
を

強
化
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。

例
え
ば
、
男
性
ば
か
り
の
職
場
が
あ
り
、

あ
る
女
性
が
そ
の
職
場
へ
の
就
職
を
希
望
し

た
と
す
る
。
プ
ロ
グ
レ
で
は
、
カ
ウ
ン
セ
ラ

ー
は
、
そ
の
女
性
が
男
性
と
同
じ
よ
う
に
働

く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
自
分
自
身
の
意

識
や
行
動
を
変
え
て
い
く
こ
と
を
勧
め
る
。

よ
っ
て
、
そ
の
女
性
が
そ
の
職
場
に
就
職
し
、

適
応
で
き
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
男
性
と
同

じ
よ
う
に
働
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ

た
か
ら
で
あ
る
（
同
化
）。
一
方
、
そ
れ
以

外
の
女
性
に
と
っ
て
は
働
き
に
く
い
職
場
で

あ
る
こ
と
は
変
わ
り
な
い
。

突
き
詰
め
て
考
え
る
と
、
問
題
の
解
決
は

ラ
デ
ィ
カ
ル
に
な
る
。

例
え
ば
、
あ
る
失
業
者
が
自
分
の
希
望
に

合
う
就
職
が
で
き
る
よ
う
に
一
生
懸
命
努
力

し
た
が
、
就
職
で
き
な
か
っ
た
と
す
る
。
リ

ベ
ラ
ル
や
プ
ロ
グ
レ
の
場
合
、
カ
ウ
ン
セ
ラ

ー
は
失
業
者
が
自
分
自
身
の
努
力
不
足
と
い

っ
た
問
題
と
し
て
考
え
る
よ
う
に
追
い
込
ん

で
し
ま
う
。

ラ
デ
ィ
カ
ル
の
場
合
、
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
は

問
題
を
失
業
者
個
人
の
責
任
に
求
め
な
い
。

社
会
に
お
け
る
、
そ
の
人
が
所
属
し
て
い
る

社
会
階
層
や
集
団
の
問
題
へ
意
識
を
向
け
さ

せ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
が
先
導
し
て
ラ

デ
ィ
カ
ル
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
失
業
者
個
人
に

適
用
し
て
も
、
本
人
が
そ
の
必
要
性
を
感
じ

な
け
れ
ば
、
そ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
絵
に
描
い

た
餅
に
な
る
。

ま
た
、
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
が
失
業
者
の
所
属

す
る
社
会
階
層
や
集
団
の
問
題
へ
と
意
識
化

す
る
よ
う
に
方
向
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

社会に焦点 個人に焦点

変化 ラディカル（社会改革） プログレ（個人の変化）

現状維持 コンサバ（社会的コントロール） リベラル（非指示）

表１　４つの社会・政治的アプローチ（Watts, A.G., 1996）
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コ
ン
サ
バ
の
現
実
的
な
考
え
方
の
良
さ
に
注

意
を
向
け
な
く
さ
せ
る
と
い
う
問
題
も
あ
る
。

心
理
屋
の
社
会
改
革

ワ
ー
ツ
に
よ
る
と
、
キ
ャ
リ
ア
・
ガ
イ
ダ

ン
ス
の
現
場
で
は
、
こ
れ
ら
四
つ
の
ア
プ
ロ

ー
チ
が
混
在
し
て
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
。

プ
ロ
の
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
は
一
つ
の
社
会
・
政

治
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
固
執
す
る
の
で
は
な
く
、

状
況
に
応
じ
て
、
道
徳
的
か
つ
実
践
的
に
適

切
な
社
会
・
政
治
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
選
択
す

る
と
し
て
い
る
。

さ
て
、
ワ
ー
ツ
は
心
理
学
者
で
あ
り
、
心

理
屋
を
批
判
し
な
が
ら
も
、
心
理
屋
と
し
て

の
社
会
改
革
の
道
筋
に
つ
い
て
説
明
し
て
い

る
。そ

れ
は
、
リ
ベ
ラ
ル
が
コ
ン
サ
バ
と
同
じ

結
末
に
な
ら
な
い
よ
う
に
、
ラ
デ
ィ
カ
ル
や

プ
ロ
グ
レ
へ
と
移
行
す
る
こ
と
が
大
切
だ
と

い
う
。
そ
の
た
め
に
は
、
個
人
の
自
律
性

（autonom
y

）
を
尊
重
す
る
こ
と
だ
と
い
う
。

つ
ま
り
、
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
が
社
会
や
個
人

の
変
化
を
方
向
づ
け
る
の
で
は
な
く
、
目
の

前
の
ク
ラ
イ
エ
ン
ト
の「
自
分
が
変
わ
ろ
う
」

あ
る
い
は
「
社
会
を
変
え
よ
う
」
と
い
う
意

識
を
尊
重
す
る
こ
と
で
あ
る
。

個
人
を
対
象
と
し
た
こ
れ
ら
の
地
道
な
取

り
組
み
が
い
ず
れ
は
個
人
の
変
化
へ
、
そ
し

て
社
会
改
革
に
つ
な
が
っ
て
い
く
と
考
え
る
。

私
が
こ
こ
で
思
い
出
す
の
は
、「
小
さ
な
こ

と
か
ら
コ
ツ
コ
ツ
と
」
と
い
う
言
葉
だ
。
心

理
屋
の
社
会
改
革
と
は
、
経
済
、
経
営
、
社

会
、
法
律
を
専
門
と
す
る
学
者
が
考
え
る
ト

ッ
プ
ダ
ウ
ン
式
の
発
想
で
は
な
く
、
ど
ち
ら

か
と
言
え
ば
、
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
式
の
そ
れ
な

の
だ
と
思
う
。
忍
耐
強
く
な
け
れ
ば
や
っ
て

ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

（
注
１
）
ロ
ジ
ャ
ー
ス
は
初
期
の
非
指
示
的
カ
ウ
ン
セ
リ

ン
グ
に
お
い
て
次
の
四
つ
の
技
法
を
重
視
し
て
い
る
。

「
あ
い
づ
ち
」、「
う
な
ず
き
」
な
ど
の
「
単
純
な
受
容
」。

ク
ラ
イ
エ
ン
ト
の
話
の
内
容
を
伝
え
返
す
「
内
容
の
再

陳
述
」。
ク
ラ
イ
エ
ン
ト
が
感
じ
、
表
明
し
て
い
る
感

情
を
反
射
し
て
返
す
「
感
情
の
反
射
」。
ク
ラ
イ
エ
ン

ト
は
体
験
し
て
い
る
が
意
識
さ
れ
て
い
な
い
感
情
を
言

葉
に
し
て
返
す
「
明
確
化
」。（
社
団
法
人
日
本
産
業
カ

ウ
ン
セ
ラ
ー
協
会
、
二
〇
〇
七
）

（
注
２
）
ワ
ー
ツ
は
こ
れ
ら
の
名
称
に
つ
い
て
、
あ
く
ま

で
キ
ャ
リ
ア
・
ガ
イ
ダ
ン
ス
の
社
会
・
政
治
的
ア
プ
ロ

ー
チ
と
し
て
の
名
称
で
あ
り
、
政
治
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

と
し
て
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
（leberalism

）
な
ど
の
用

語
と
の
関
係
は
全
く
な
い
と
説
明
し
て
い
る
。

【
参
考
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献
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