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史
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１

は
じ
め
に

行
政
学
に
お
い
て
は
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
も
、
日
本
に
お
い
て
も
、
確
定
し
た
学
説
史
と
い
う
も
の
は
存
在
し
な
い
と
い
っ
て
よ

い
。
特
に
近
年
に
お
け
る
行
政
学
の
発
達
に
つ
い
て
み
る
と
、P

ublic
A
dm

inistration
R
eview

だ
け
を
み
て
い
て
も
、
そ
こ
に
発

表
さ
れ
る
論
文
に
は
、
組
織
論
、
地
方
政
府
論
、
行
政
責
任
論
な
ど
様
々
な
領
域
の
も
の
を
含
ん
で
お
り
、
そ
れ
ら
を
鳥
瞰
す
る
学
説

史
を
書
く
こ
と
な
ど
不
可
能
で
は
な
い
か
と
い
う
印
象
を
う
け
る
。
も
ち
ろ
ん
学
説
史
に
叙
述
さ
れ
る
研
究
は
大
き
な
価
値
を
も
つ
も

の
だ
け
で
あ
っ
て
、
現
在
発
表
さ
れ
て
い
る
成
果
が
す
べ
て
学
説
史
と
し
て
叙
述
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
い
ず
れ
な
ん
ら
か
の

視
点
に
た
っ
た
学
説
史
は
書
か
れ
る
可
能
性
は
あ
る
。
翻
っ
て
考
え
て
こ
れ
ま
で
に
学
説
史
に
つ
い
て
考
察
し
研
究
し
た
も
の
は
か
な

り
多
い
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
も
そ
の
論
旨
の
重
要
な
と
こ
ろ
に
違
い
が
あ
る
こ
と
が
あ
り
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
確
定
し
た
学
説
史
は

な
い
。
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本
稿
に
お
い
て
は
ウ
ッ
ド
ロ
ー
・
ウ
ィ
ル
ソ
ン
に
焦
点
を
当
て
こ
れ
ま
で
の
議
論
も
ふ
ま
え
な
が
ら
、
ウ
ッ
ド
ロ
ー
・
ウ
ィ
ル
ソ
ン

の
学
説
史
上
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を
試
み
る
こ
と
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。

２

日
本
に
お
け
る
こ
れ
ま
で
の
ウ
ィ
ル
ソ
ン
に
関
す
る
研
究

ウ
ィ
ル
ソ
ン
は
日
本
に
お
い
て
こ
れ
ま
で
ど
の
よ
う
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
か
、
こ
の
点
に
つ
い
て
こ
れ
ま
で
に
研
究
さ
れ
た
も
の
を

検
討
す
る
こ
と
か
ら
始
め
た
い
。

辻
清
明
は
次
の
よ
う
に
ウ
ィ
ル
ソ
ン
を
位
置
づ
け
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
技
術
的
行
政
学
の
開
拓
者
的
役
割
を
演
じ
て
い
る
と
述
べ

て
い
る
。
で
は
、
技
術
的
行
政
学
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
学
派
の
基
本
的
立
場
は
、
政
治
と
行
政
の
概
念
を
峻
別

し
、
行
政
を
、
政
治
が
形
成
し
た
意
思
の
技
術
的
遂
行
過
程
と
し
て
把
握
す
る
。
そ
こ
で
は
、
行
政
目
的
に
対
す
る
価
値
判
断
は
考
察

の
課
題
と
な
ら
ず
、
も
っ
ぱ
ら
公
務
（public

job

）
が
い
か
な
る
方
法
と
条
件
の
下
で
、
も
っ
と
も
有
効
に
実
現
さ
れ
る
か
と
い
う

行
政
手
段
の
技
術
的
合
理
性
が
研
究
の
対
象
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
行
政
の
実
効
性
を
判
定
す
る
最
大
唯
一
の
基
準
は
、
科
学
的
管

理
法
の
主
唱
す
る
「
技
術
的
能
率
」
の
原
理
で
あ
る
。
辻
清
明
は
以
上
の
よ
う
に
述
べ
、
こ
の
学
派
は
現
代
行
政
学
の
主
流
で
は
な
い

が
、
そ
の
先
駆
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
最
近
に
至
る
ま
で
の
間
、
も
っ
と
も
長
い
時
期
に
わ
た
っ
て
承
認
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
と
さ

れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。
そ
の
著C

ongressional
G
overnm

ent

（1885

）
や
、

T
he

Study
of

A
dm

inistration

（1887

）
と
い
う
論
文
は
、
こ
の
学
派
な
い
し
現
代
行
政
学
の
形
成
に
と
っ
て
画
期
的
意
義
を
も
っ

て
い
る
。
か
れ
は
「
行
政
は
政
治
の
正
常
な
範
囲
の
外
に
存
在
し
、
行
政
の
問
題
は
政
治
の
問
題
で
は
な
い
」
と
も
、「
行
政
の
領
域

は
、
経
営
の
領
域
で
あ
る
」
と
も
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の
言
葉
は
、
技
術
的
行
政
学
の
基
本
観
念
を
明
確
に
表
現
す
る
も
の
で

（
１
）

あ
る
。
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次
に
、
手
島
教
授
は
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
「
行
政
の
研
究
」
に
つ
い
て
詳
細
に
紹
介
さ
れ
た
の
ち
、
次
の
よ
う
に
論
じ
ら
れ
る
。
ウ
ィ
ル

ソ
ン
の
「
行
政
の
研
究
」
は
極
め
て
綱
領
的
で
あ
る
と
は
い
え
、
ま
ず
、
第
一
に
、
そ
こ
に
お
い
て
初
め
て
体
系
的
に
企
て
ら
れ
た
行

政
の
時
代
的
重
要
性
の
認
識
と
行
政
学
建
設
の
理
論
的
試
み
―
し
か
も
、
そ
れ
は
爾
後
の
ア
メ
リ
カ
行
政
学
に
決
定
的
な
方
向
づ
け
を

与
え
る
―
の
故
に
、
始
祖
と
し
て
ア
メ
リ
カ
行
政
学
史
上
不
滅
の
位
置
を
占
め
る
も
の
で
あ
る
、
と
述
べ
、「
行
政
の
研
究
」
に
展
開

さ
れ
た
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
行
政
理
論
は
、
ア
メ
リ
カ
行
政
学
の
�
真
の
端
緒
�
で
あ
り
、
ま
た
爾
来
今
日
も
な
お
行
政
学
徒
に
と
っ
て
の

�
英
智
の
宝
庫
�
で
あ
る
と
し
、
前
史
に
つ
い
て
の
論
述
は
あ
る
も
の
の
行
政
学
の
始
ま
り
と
し
て
「
行
政
の
研
究
」
が
位
置
づ
け
ら

れ
て

（
２
）

い
る
。
ま
た
、
今
村
教
授
の
見
解
も
ほ
ぼ
同
様
の
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ア
メ
リ
カ
行
政
学
は
、
第
二
八
代
大
統
領
と
な
っ

た
Ｗ
・
ウ
ィ
ル
ソ
ン
（W

.W
ilson

）
が
若
か
り
し
頃
に
執
筆
し
た
小
論
、「
行
政
の
研
究
」（
一
八
八
七
年
）
に
よ
っ
て
産
声
を
上
げ

た
、
と
位
置
づ
け
た
上
で
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
は
、
行
政
の
領
域
を
政
治
固
有
の
領
域
の
外
に
あ
る
「
ビ
ジ
ネ
ス
の
領
域
」
と
し
て
捉
え
、

ア
メ
リ
カ
と
異
な
っ
て
強
固
な
官
僚
制
組
織
を
有
し
て
い
た
ド
イ
ツ
や
フ
ラ
ン
ス
と
の
比
較
を
通
し
て
、
当
時
の
実
践
的
な
政
治
改
革

課
題
に
応
え
う
る
行
政
学
を
樹
立
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
か
つ
そ
れ
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
説
い
た
の
で
あ
る
、
と
述
べ
ら
れ
て

（
３
）

い
る
。
さ
ら
に
、
足
立
忠
夫
は
次
の
よ
う
な
見
解
を
示
し
て
い
る
。
足
立
忠
夫
が
著
わ
し
た
教
科
書
に
よ
る
と
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
「
行

政
の
研
究
」
を
こ
の
国
（
ア
メ
リ
カ
）
の
行
政
学
の
開
幕
と
す
る
の
が
通
説
で
あ
り
、
か
れ
は
こ
の
国
の
行
政
学
の
〈
開
拓
者
〉
で
あ

り
、〈
創
始
者
〉
な
の
で

（
４
）

あ
る（

括
弧
内
千
草
）

。
た
だ
、
な
ぜ
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
を
も
っ
て
創
始
者
と
す
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
詳
し
い
理
由

を
示
し
て
い
な
い
。
こ
の
点
は
、
今
村
教
授
に
つ
い
て
も
あ
て
は
ま
る
点
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
西
尾
教
授
は
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
論
文
「
行
政
の
研
究
」
と
グ
ッ
ド
ナ
ウ
の
『
政
治
と
行
政
』
に
共
通
す
る
主
張
に
つ

い
て
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。「
今
日
で
は
効
率
的
な
行
政
活
動
の
必
要
が
日
増
し
に
強
ま
っ
て
き
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現

在
の
ア
メ
リ
カ
の
政
府
は
こ
の
時
代
の
要
請
に
応
え
う
る
も
の
に
な
っ
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
政
府
と
比
較
し
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て
み
れ
ば
明
ら
か
な
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
ン
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
こ
の
欠
陥
は
合
衆
国
憲
法
に
定
め
ら
れ
て
い
る
三
権
分
立
制

の
仕
組
み
そ
の
も
の
に
起
因
し
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
が
、
よ
り
直
接
的
な
原
因
は
、
こ
の
憲
法
構
造
の
下
で
形
成
さ
れ
て
き
た

政
党
政
治
の
異
常
な
姿
、
こ
と
に
政
党
政
治
が
行
政
の
領
域
を
犯
し
、
行
政
機
構
の
健
全
な
発
達
を
阻
害
し
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
に

あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
現
状
を
改
め
、
時
代
の
要
請
に
的
確
に
応
え
ら
れ
る
よ
う
な
、
有
能
に
し
て
効
率
的
な
政
府
を
建
設
し

て
い
く
た
め
に
は
、
な
に
よ
り
も
ま
ず
、
政
治
の
任
務
と
行
政
の
任
務
と
の
違
い
を
明
確
に
認
識
し
て
両
者
を
区
別
し
、
政
党
政
治
の

介
入
か
ら
自
由
な
行
政
の
領
域
を
確
立
す
る
こ
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
議
院
内
閣
制
と
官
僚
制
の
姿
に
学
び
な
が
ら
、
政
府
の
執
政

権
を
統
合
し
、
そ
の
行
政
機
構
に
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
原
理
を
導
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
の
で
あ

（
５
）

っ
た
。」

さ
ら
に
、
西
尾
教
授
は
、
政
治
行
政
分
断
論
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
位
置
づ
け
を
与
え
て
い
る
。「
草
創
期
の
こ
の
種
の
論
説
の

こ
と
を
、
後
世
の
行
政
学
者
た
ち
は
政
治
・
行
政
の
分
離
論
、
分
断
論
、
二
分
論
な
ど
と
命
名
し
た
。
事
実
、
こ
の
種
の
論
説
は
前
章

で
の
べ
た
と
こ
ろ
の
「
分
離
の
規
範
」
の
確
立
を
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
初
め
て
提
唱
し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ

し
て
、
そ
れ
は
世
紀
転
換
期
の
ア
メ
リ
カ
の
課
題
で
あ
っ
た
制
度
改
革
、
な
か
で
も
公
務
員
制
度
改
革
、
地
方
自
治
制
度
改
革
、
軍
制

度
改
革
な
ど
に
ほ
ぼ
共
通
し
て
必
要
な
基
礎
理
論
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
絶
対
君
主
制
時
代
以
来
の
官
僚
制
を
継
承
し
て
い
た
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
大
陸
諸
国
で
は
改
め
て
確
立
す
る
必
要
の
な
か
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
近
代
民
主
制
の
政
党
政
治
の
下
で
官
僚
制
を
弱
体
化

さ
せ
た
イ
ギ
リ
ス
・
ア
メ
リ
カ
で
は
再
確
立
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
い
い
か
え
れ
ば
、
草
創
期
の
政
治
・
行
政
分

離
論
は
現
代
の
公
務
員
制
と
行
政
機
構
を
育
成
す
る
た
め
の
基
礎
理
論
だ
っ
た
と
い
え
る
の
で

（
６
）

あ
る
。」

日
本
の
行
政
学
に
お
け
る
ウ
ィ
ル
ソ
ン
に
関
す
る
研
究
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
何
人
か
の
行
政
学
者
の
見
解
を
み
て
き
た
。
日
本

に
お
け
る
研
究
に
お
い
て
、
多
く
の
研
究
者
が
一
致
し
て
い
る
点
は
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
が
行
政
学
の
創
始
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
、
政

治
行
政
分
断
論
の
立
場
を
と
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
日
本
に
お
け
る
研
究
の
特
徴
は
、
ほ
と
ん
ど
の
研
究
者
が
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「
行
政
の
研
究
」
だ
け
を
も
と
に
し
て
ウ
ィ
ル
ソ
ン
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
著
作
の
中
で
比
較
的
有
名

な
『
コ
ン
グ
レ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
・
ガ
バ
メ
ン
ト
』
を
参
照
し
て
い
る
研
究
も
あ
る
が
、
こ
の
著
書
に
は
、
当
時
の
行
政
学
と
い
う
観
点
か

ら
み
て
も
、
今
日
の
行
政
学
と
い
う
観
点
か
ら
み
て
も
、
行
政
学
に
関
す
る
叙
述
は
ほ
と
ん
ど
な
い
の
で
、
結
論
に
お
け
る
違
い
は
な

い
。
す
な
わ
ち
、
日
本
の
行
政
学
に
お
け
る
ウ
ィ
ル
ソ
ン
研
究
は
「
行
政
の
研
究
」
だ
け
を
も
と
に
し
て
展
開
さ
れ
て
き
た
と
い
っ
て

過
言
で
は
な
い
と
い
え
る
。

日
本
に
お
け
る
ウ
ィ
ル
ソ
ン
研
究
の
も
う
一
つ
の
特
徴
は
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
が
「
行
政
の
研
究
」
を
書
い
た
時
代
と
同
時
代
の
学
問
に

関
す
る
研
究
が
乏
し
い
こ
と
で
あ
る
。
ウ
ィ
ル
ソ
ン
と
と
も
に
行
政
学
の
創
始
者
で
あ
る
と
さ
れ
る
グ
ッ
ド
ナ
ウ
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ

る
こ
と
は
あ
る
が
、
そ
れ
以
外
の
同
時
代
の
学
問
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
日
本
の
研
究
者
の
ウ
ィ
ル
ソ

ン
に
関
す
る
叙
述
を
読
む
と
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
が
あ
た
か
も
孤
立
し
た
研
究
者
で
あ
る
と
い
う
印
象
を
う
け
る
。
確
か
に
、
ア
メ
リ
カ
の

研
究
者
に
お
い
て
も
、
一
般
的
に
は
ウ
ィ
ル
ソ
ン
が
行
政
学
に
つ
い
て
書
い
た
も
の
は
「
行
政
の
研
究
」
だ
け
で
あ
る
と
さ
れ
て
お
り
、

こ
う
し
た
考
え
方
が
、
ほ
ぼ
通
説
と
な
っ
て
い
る
と
い
っ
て

（
７
）

よ
い
。
し
か
し
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
、「
行
政
の
研
究
」
の
他
に
、

ウ
ッ
ド
ロ
ー
・
ウ
ィ
ル
ソ
ン
文
書
や
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
講
義
録
を
参
照
し
た
研
究
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、「
行
政
の
研
究
」
を
こ

れ
ま
で
よ
り
も
詳
細
に
検
討
し
た
研
究
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
単
純
に
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
立
場
を
政
治
行
政
分
断
論
と
位
置
づ
け

る
こ
と
を
考
え
直
そ
う
と
す
る
研
究
も
あ
る
。
そ
こ
で
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
ウ
ィ
ル
ソ
ン
研
究
、
特
に
新
し
い
ウ
ィ
ル
ソ
ン
研
究
に

つ
い
て
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
し

（
８
）

た
い
。
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３

行
政
学
説
史
上
の
諸
問
題

行
政
学
の
学
説
史
に
お
け
る
、
こ
れ
ま
で
多
く
の
研
究
者
に
よ
っ
て
考
え
ら
れ
て
き
た
流
れ
に
つ
い
て
は
、
い
く
つ
か
の
想
定
が

あ
っ
た
と
Ｐ
・
Ｐ
・
Ｖ
・
ラ
イ
パ
ー
は
論
じ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
ラ
イ
パ
ー
の
見
解
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
そ

の
想
定
と
は
次
の
四
つ
で
あ
る
。
第
一
に
、
行
政
学
と
い
う
研
究
分
野
は
ウ
ッ
ド
ロ
ー
・
ウ
ィ
ル
ソ
ン
と
そ
の
論
文
に
始
ま
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
、
一
八
八
七
年
か
ら
現
在
ま
で
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
は
行
政
学
に
お
い
て
、
強
く
継
続
的
な
影
響
を
与
え
て
き
た
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
三
に
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
は
実
際
に
、
政
治
行
政
分
断
論
の
古
典
的
な
概
念
を
信
じ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

第
四
に
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
分
断
論
は
、
現
在
で
は
し
ば
し
ば
不
運
と
み
ら
れ
て
い
る
政
治
と
行
政
の
間
の
区
別
の
発
展
に
特
に
影
響
力

が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で

（
９
）

あ
る
。
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
ラ
イ
パ
ー
は
順
を
お
っ
て
検
討
を
加
え
て
い
る
。

�

ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
同
時
代
人

ま
ず
、
第
一
の
問
題
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
ド
ー
マ
ン
・
Ｂ
・
イ
ー
ト
ン
が
科
学
と
し
て
の
行
政
の
概
念
に
つ
い

て
も
っ
と
も
早
い
言
明
を
し
た
と
ワ
ル
ド
ー
が
述
べ
た
こ
と
を
ラ
イ
パ
ー
は
指
摘
し
て

（
１０
）

い
る
。
そ
し
て
、
イ
ー
ト
ン
に
つ
い
て
ラ
イ

パ
ー
は
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。
イ
ー
ト
ン
は
公
務
員
制
度
改
革
者
の
中
で
、
指
導
的
人
物
で
あ
っ
た
と
位
置
づ
け
て

（
１１
）

い
る
。
そ
し

て
、
一
八
八
〇
年
代
に
お
い
て
イ
ー
ト
ン
は
ウ
ィ
ル
ソ
ン
よ
り
、
公
的
に
は
る
か
に
よ
く
知
ら
れ
た
人
物
で
あ
り
、
イ
ー
ト
ン
の
叙
述

は
公
的
な
事
柄
や
私
的
な
事
柄
に
お
け
る
よ
り
実
際
的
な
経
験
に
も
と
づ
い
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
我
々
は
想
起
す
べ
き
で
あ
る
、
と

主
張
し
て

（
１２
）

い
る
。

イ
ー
ト
ン
は
、
一
八
七
〇
年
に
そ
れ
ま
で
や
っ
て
い
た
実
務
を
退
く
と
市
政
改
革
運
動
と
資
格
任
用
制
の
擁
護
者
と
な

（
１３
）

っ
た
。
イ
ー
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ト
ン
は
グ
ラ
ン
ト
大
統
領
の
公
務
員
制
度
委
員
会
の
委
員
で
あ
っ
た
し
、
一
八
七
二
年
か
ら
七
五
年
ま
で
は
委
員
長
で
あ

（
１４
）

っ
た
。
し
か

し
、
こ
の
委
員
会
は
議
会
の
支
持
が
得
ら
れ
ず
一
八
七
三
年
に
機
能
を
停
止

（
１５
）

し
た
。
だ
が
、
一
八
七
七
年
に
公
務
員
制
度
改
革
運
動
の

支
持
者
で
あ
る
ヘ
イ
ズ
が
大
統
領
と
な
る
と
イ
ー
ト
ン
が
委
員
長
で
あ
る
委
員
会
は
復
活

（
１６
）

し
た
。
ま
た
、
イ
ー
ト
ン
は
、
一
八
七
八
年

に
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
公
務
員
制
度
改
革
協
会
の
創
設
者
に
な
っ
て

（
１７
）

い
る
。
そ
し
て
、
一
八
八
三
年
に
制
定
さ
れ
た
ペ
ン
ド
ル
ト
ン
法

を
起
草
し
た
し
、
ペ
ン
ド
ル
ト
ン
法
の
も
と
で
で
き
た
公
務
員
制
度
委
員
会
の
最
初
の
委
員
長
で
あ

（
１８
）

っ
た
。
そ
の
後
イ
ー
ト
ン
は
、
市

政
改
革
に
努
力
を
傾
け
、
都
市
に
お
け
る
政
府
問
題
に
関
す
る
著
書
を
著
し
、
そ
の
著
書
は
称
賛
さ

（
１９
）

れ
た
。
さ
ら
に
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
大

学
と
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
に
イ
ー
ト
ン
が
寄
贈
し
た
公
法
・
都
市
政
治
講
座
が
で
き
て

（
２０
）

い
る
。

こ
の
よ
う
に
イ
ー
ト
ン
は
、
あ
る
意
味
に
お
い
て
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
に
先
行
す
る
存
在
で
あ
る
と
も
い
え
る
し
、
行
政
学
と
い
う
学
問

に
お
い
て
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
重
要
な
同
時
代
人
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で

（
２１
）

き
る
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
西
尾
教
授
は
ア
メ
リ
カ
が
当

時
直
面
し
て
い
た
課
題
と
し
て
、
公
務
員
制
度
改
革
、
地
方
自
治
制
度
改
革
、
軍
制
度
改
革
を
あ
げ
て
お
り
、
そ
れ
ら
が
行
政
学
の
成

立
の
背
景
と
な
っ
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
な
か
で
も
、
公
務
員
制
度
改
革
と
地
方
制
度
改
革
は
相
互
に
密
接
な
関
係
を
も
っ

て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
様
々
な
角
度
か
ら
論
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、
人
的
な
側
面
に
お
い
て
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、

イ
ー
ト
ン
は
公
務
員
制
度
改
革
に
指
導
的
な
役
割
を
果
た
す
一
方
で
、
市
政
改
革
に
も
関
与
し
て
い
る
。
ま
た
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
も
後
に

述
べ
る
よ
う
に
公
務
員
制
度
改
革
運
動
に
関
わ
っ
て
い
る
し
、
市
政
改
革
運
動
の
面
に
お
い
て
も
、
投
票
用
紙
短
縮
協
会
の
会
長
を
し

て
（
２２
）

い
る
。
投
票
用
紙
短
縮
協
会
は
当
時
勃
興
し
つ
つ
あ
っ
た
委
員
会
制
を
支
持
し
て
い
る
し
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
は
委
員
会
制
の
後
に
生
ま

れ
た
市
支
配
人
制
に
支
持
を
あ
た
え
て

（
２３
）

い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
公
務
員
制
度
改
革
運
動
と
市
政
改
革
運
動
は
人
的
な
面
に
お
い
て
共
通

す
る
部
分
が
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
も
、
こ
れ
ら
の
運
動
の
な
か
か
ら
、
行
政
学
が
形
成
さ
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
は
い
え
る
と

考
え
ら

（
２４
）

れ
る
。
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し
か
し
、
イ
ー
ト
ン
は
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
唯
一
の
先
駆
者
で
は
な
い
と
ラ
イ
パ
ー
は

（
２５
）

い
う
。
そ
し
て
、
リ
チ
ャ
ー
ド
・
Ｔ
・
エ
リ
ー
も

ま
た
そ
の
よ
う
な
存
在
で
あ
る
と
述
べ
て

（
２６
）

い
る
。
エ
リ
ー
は
一
八
八
〇
年
代
初
頭
に
行
政
に
つ
い
て
の
講
義
を
し
、
行
政
の
研
究
者
で

あ
（
２７
）

っ
た
。
エ
リ
ー
は
ア
メ
リ
カ
的
な
方
法
や
経
験
よ
り
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
経
験
に
よ
っ
て
い
る
と
リ
ン
ク
が
述
べ
て
い
る
こ
と
を
ラ

イ
パ
ー
は
指
摘
し
て

（
２８
）

い
る
。

ラ
イ
パ
ー
の
論
じ
る
と
こ
ろ
に
し
た
が
う
と
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
は
ア
メ
リ
カ
の
行
政
学
の
創
設
者
の
う
ち
の
一
人
に
す
ぎ
な
い
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
現
在
に
お
け
る
ウ
ィ
ル
ソ
ン
に
対
す
る
位
置
づ
け
は
ウ
ィ
ル
ソ
ン
が
大
統
領
に
な
っ
た
こ
と
が
関
係
し
て
い

る
と
ラ
イ
パ
ー
は
考
え
て

（
２９
）

い
る
。

�

ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
影
響
力

続
い
て
ラ
イ
パ
ー
は
、
第
二
の
問
題
、
す
な
わ
ち
、「
行
政
の
研
究
」
の
公
刊
に
続
く
半
世
紀
を
通
し
て
ウ
ィ
ル
ソ
ン
は
行
政
学
に

対
し
て
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
か
と
い
う
問
題
の
検
討
に
進
ん
で
い
く
。
一
八
八
七
年
か
ら
後
の
一
〇
年
間
に
つ
い
て
い
え
ば
、

ウ
ィ
ル
ソ
ン
は
著
作
に
お
い
て
で
は
な
く
、
講
義
と
い
う
場
に
お
い
て
主
要
な
人
物
で
あ

（
３０
）

っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
講
義
も
お
わ
り
、

人
々
の
視
野
か
ら
消
え
て
い

（
３１
）

っ
た
。
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
二
〇
世
紀
の
行
政
に
お
け
る
主
な
学
術
的
遺
産
は
ウ
ィ
ル
ソ
ン
に
学
ん
だ
弟
子
た

ち
で
あ
る
。
そ
う
し
た
人
た
ち
の
中
に
研
究
者
や
改
革
運
動
家
が
い
た
の
で

（
３２
）

あ
る
。
一
九
〇
〇
年
ま
で
に
「
行
政
の
研
究
」
と
講
義
は

忘
れ
去
ら
れ
、
ア
メ
リ
カ
行
政
学
は
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
も
の
と
は
異
な
る
装
い
の
も
と
に
開
花
し
て
い
く
こ
と
に

（
３３
）

な
る
。

そ
の
よ
う
な
時
期
に
、「
行
政
の
研
究
」
は
ど
の
よ
う
な
扱
い
を
う
け
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
一
八
九
〇
年
か
ら
一
九
二
五
年
ま
で
の

間
に
お
け
る
、
当
時
の
ア
メ
リ
カ
の
政
治
学
、
行
政
学
の
文
献
を
調
べ
て
み
て
も
、「
行
政
の
研
究
」
の
註
や
索
引
を
見
出
す
こ
と
は

で
き
な
か
っ
た
と
ラ
イ
パ
ー
は
述
べ
て

（
３４
）

い
る
。
で
は
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
「
行
政
の
研
究
」
の
論
文
を
最
初
に
引
用
し
た
の
は
誰
で
あ
ろ
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う
か
。
そ
の
点
に
つ
い
て
、
ラ
イ
パ
ー
は
、
Ｌ
・
Ｄ
・
ホ
ワ
イ
ト
の
最
初
の
教
科
書
の
第
一
版
に
お
い
て
で
あ
る
よ
う
で
あ
る
と
推
測

し
て

（
３５
）

い
る
。
行
政
学
の
基
本
的
な
教
科
書
と
し
て
は
、
そ
の
他
に
、
Ｗ
・
Ｆ
・
ウ
ィ
ロ
ビ
ー
、
Ｊ
・
Ｍ
・
フ
ィ
フ
ナ
ー
、
Ｈ
・
ウ
ォ
ー

カ
ー
の
も
の
が
あ
る
が
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
論
文
に
言
及
し
て
い
る
の
は
、
ホ
ワ
イ
ト
の
も
の
だ
け
で
あ
る
と

（
３６
）

い
う
。

そ
し
て
、
ラ
イ
パ
ー
自
身
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
論
文
を
読
む
の
は
遅
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
述
べ
た
後
、
次
の
よ
う
に
結
論
づ
け
て
い

る
。
一
九
〇
〇
年
と
第
二
次
世
界
大
戦
の
間
の
時
期
に
ウ
ィ
ル
ソ
ン
と
か
れ
の
論
文
は
ア
メ
リ
カ
行
政
学
の
発
展
に
ほ
と
ん
ど
関
係
が

な
い
か
、
ま
っ
た
く
関
係
が
な
か
っ
た
。
ワ
ル
ド
ー
が
言
っ
て
い
る
よ
う
に「
行
政
の
研
究
」は
長
い
間
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
さ
な
か
っ

た
し
、
注
意
さ
れ
る
こ
と
も
な
か

（
３７
）

っ
た
。

�

ウ
ィ
ル
ソ
ン
と
政
治
行
政
分
断
論

次
に
、
ラ
イ
パ
ー
は
こ
れ
ま
で
の
想
定
の
第
三
の
も
の
、
す
な
わ
ち
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
は
政
治
行
政
分
断
論
を
主
張
し
た
の
か
と
い
う

点
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
ウ
ィ
ル
ソ
ン
が
政
治
行
政
分
断
論
の
立
場
に
立
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
ア
メ
リ
カ
の
研
究
者
に
よ
っ

て
も
、
ま
た
、
日
本
の
研
究
者
に
よ
っ
て
も
広
く
認
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
、
ラ
イ
パ
ー
は
異
な
る
見
解
を
も
ち
、
そ
れ
は
、

今
日
見
ら
れ
る
様
々
な
ウ
ィ
ル
ソ
ン
に
関
す
る
解
釈
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
る
と
主
張

（
３８
）

す
る
。
そ
の
ラ
イ
パ
ー
の
見
解
と
は
ど
う
い
う
も

の
か
。
そ
の
こ
と
に
関
し
て
い
う
と
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
は
典
型
的
な
政
治
行
政
分
断
論
を
考
え
た
わ
け
で
は
な
く
、「
行
政
の
研
究
」
は

こ
の
政
治
行
政
分
断
論
か
ど
う
か
と
い
う
論
点
に
関
し
て
非
常
に
矛
盾
し
、
混
乱
し
て
い
る
の
で
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
が
意
味
し
よ
う
と
し

て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
正
確
な
解
釈
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
論
点
に
関
し
て
は
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
講
義

や
他
の
著
作
は
参
考
に
な
ら

（
３９
）

な
い
。
こ
の
論
点
に
つ
い
て
、
ラ
イ
パ
ー
は
ス
テ
ィ
ル
マ
ン
の
見
解
に
同
意

（
４０
）

す
る
。
ス
テ
ィ
ル
マ
ン
の
見

解
と
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
論
文
は
行
政
を
政
治
か
ら
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
わ
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
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か
と
い
う
こ
と
に
関
す
る
二
つ
の
極
の
間
で
揺
ら
い
だ
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
後
の
世
代
の
学
者
の
双
方
の
議
論
に
十
分

な
材
料
を
提
供
し
た
の
で

（
４１
）

あ
る
。
そ
し
て
、
お
そ
ら
く
、
ほ
ん
と
う
の
と
こ
ろ
は
、
こ
の
争
点
、
す
な
わ
ち
、
行
政
の
領
域
と
政
治
の

領
域
の
適
正
な
関
係
と
い
う
こ
と
は
、
単
に
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
主
た
る
関
心
事
で
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
と
ス
テ
ィ
ル
マ
ン
は
い
う
。

ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
時
代
の
他
の
改
革
者
の
よ
う
に
信
頼
性
を
確
実
に
し
、
正
直
さ
と
責
任
を
改
善
し
、
能
率
を
確
保
す
る
こ
と
な
ど
で
、

政
府
に
道
徳
的
素
質
を
と
り
も
ど
す
こ
と
に
、
よ
り
関
心
が
あ
っ
た
。
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
主
た
る
目
的
は
道
徳
的
改
革
で
あ
り
、
か
れ
は

こ
れ
ら
の
理
想
が
、
行
政
の
実
際
に
役
立
つ
研
究
と
公
務
員
制
度
の
発
展
に
よ
っ
て
、
も
っ
と
も
よ
く
実
現
さ
れ
る
と
考
え
た
。
ウ
ィ

ル
ソ
ン
は
次
の
よ
う
に
い
う
。
我
々
の
理
想
は
、
思
慮
と
活
力
を
も
っ
て
活
動
す
る
の
に
十
分
な
位
、
手
を
い
れ
ら
れ
た
、
自
己
完
結

的
な
公
務
員
制
度
を
も
つ
こ
と
で
あ
る
。
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
一
九
世
紀
的
な
思
考
は
、
未
だ
実
質
的
に
政
治
と
行
政
の
は
っ
き
り
と
し
た

区
別
を
好
む
政
治
的
な
原
理
で
あ
る
二
〇
世
紀
的
な
科
学
的
管
理
法
に
さ
ら
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で

（
４２
）

あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
ス
テ
ィ
ル
マ
ン
は
論
じ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
見
解
は
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
「
行
政
の
研
究
」
を
規
定
し
て
い

る
考
え
方
を
正
確
に
捉
え
て
い
る
と
思
わ
れ
、
ス
テ
ィ
ル
マ
ン
の
考
え
方
を
支
持
す
る
ラ
イ
パ
ー
の
立
場
は
説
得
力
が
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
。

こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
は
公
務
員
制
度
改
革
に
共
感
し
て
い
た
。
後
に
ウ
ィ
ル
ソ
ン
は
全
国
公
務
員
制
度

改
革
連
盟
の
活
動
的
な
メ
ン
バ
ー
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
一
八
八
七
年
以
降
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
は
イ
ー
ト
ン
、
カ
ー
テ
ィ
ス
、
ゴ
ッ
ド

キ
ン
ら
と
緊
密
に
協
働

（
４３
）

し
た
。
そ
し
て
、
ラ
イ
パ
ー
は
次
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
。
だ
れ
も
証
明
で
き
な
い
が
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
政
治

行
政
分
断
論
が
何
ら
か
の
歴
史
的
意
味
を
も
つ
の
は
、
ア
メ
リ
カ
の
公
務
員
制
度
改
革
と
い
う
は
っ
き
り
と
定
義
さ
れ
限
定
さ
れ
た
場

面
に
お
い
て
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
後
の
キ
ャ
リ
ア
と
も
一
致
す
る
と

（
４４
）

い
う
。
さ
ら
に
、
ラ
イ
パ
ー
は
政
治

行
政
分
断
論
の
発
展
と
「
行
政
の
研
究
」
の
影
響
に
つ
い
て
、
明
ら
か
に
な
っ
た
事
実
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
見
解
を
提
案
す
る
。「
行
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政
の
研
究
」
は
、
政
治
行
政
分
断
論
が
発
達
し
た
時
期
に
お
い
て
、
す
べ
て
に
お
い
て
ほ
と
ん
ど
影
響
を
与
え
な
か

（
４５
）

っ
た
。

ウ
ィ
ル
ソ
ン
を
称
賛
し
な
が
ら
も
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
論
文
に
お
け
る
混
乱
を
指
摘
す
る
ラ
イ
パ
ー
に
対
し
て
、
Ｐ
・
Ｊ
・
ク
ー
パ
ー

は
、「
行
政
の
研
究
」
に
対
す
る
行
政
学
者
や
政
治
学
者
の
誤
解
を
強
調

（
４６
）

す
る
。
様
々
な
誤
解
に
関
し
て
ク
ー
パ
ー
は
論
じ
て
い
る
が
、

ま
ず
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
が
政
治
か
ら
離
れ
た
も
の
と
し
て
行
政
学
を
と
り
だ
そ
う
と
し
た
と
い
う
こ
と
は
誤
解
で
あ
り
、「
行
政
の
研
究
」

は
「
行
政
学
は
政
治
学
で
は
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
て

（
４７
）

い
る
。
そ
し
て
、
行
政
法

と
政
治
行
政
分
断
論
と
の
関
係
を
重
視
す
る
ク
ー
パ
ー
は
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
や
グ
ッ
ド
ナ
ウ
の
よ
う
な
初
期
の
研
究
者
は
、
そ
の
論
述
を

正
し
く
読
む
と
、
法
と
政
治
を
行
政
か
ら
分
離
す
る
こ
と
を
支
持
し
た
の
で
は
な
く
、
作
業
枠
組
に
活
用
で
き
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の

概
念
を
混
合
す
る
こ
と
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
と

（
４８
）

い
う
。
こ
の
点
に
関
す
る
ウ
ィ
ル
ソ
ン
に
対
す
る
評
価
は
既
に
論
じ
た
ウ
ィ
ル
ソ
ン

の
も
っ
た
影
響
力
の
問
題
と
も
関
連
す
る
。
ラ
イ
パ
ー
が
「
行
政
の
研
究
」
に
つ
い
て
そ
の
影
響
力
が
あ
ま
り
な
い
と
論
じ
た
こ
と
は

既
に
み
た
が
、
行
政
法
と
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
関
係
を
重
視
す
る
ク
ー
パ
ー
は
ウ
ィ
ル
ソ
ン
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
評
価
を
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
分
断
論
の
行
政
法
に
対
す
る
影
響
は
わ
ず
か
で
あ
る
が
、
実
際
的
で
重
要
性
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
の
で

（
４９
）

あ
る
。
ウ
ィ
ル
ソ
ン
や
グ
ッ
ド
ナ
ウ
の
著
作
は
、
そ
の
立
場
を
そ
こ
な
う
よ
う
に
誤
解
さ
れ
誤
用
さ

（
５０
）

れ
た
。

ク
ー
パ
ー
の
ウ
ィ
ル
ソ
ン
に
対
す
る
評
価
の
あ
り
方
は
、「
行
政
の
研
究
」
と
い
う
論
文
の
学
問
的
位
置
づ
け
と
も
関
連
し
て
い
る
。

こ
の
論
文
は
学
問
上
の
同
僚
に
対
す
る
、
成
熟
し
た
学
者
の
批
判
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
議
論
さ
れ
る
と
い
う
。
し
か
し
、

実
際
は
、
こ
の
論
文
は
勃
興
し
つ
つ
あ
る
分
野
の
若
い
学
者
で
あ
る
ウ
ィ
ル
ソ
ン
が
初
期
に
ま
と
め
た
も
の
で

（
５１
）

あ
る
。
ク
ー
パ
ー
に
よ

る
と
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
に
お
け
る
政
治
行
政
分
断
論
は
通
常
理
解
さ
れ
て
い
る
政
治
行
政
分
断
論
と
は
異
な
っ
た
意
味
合
い
を
与
え
ら
れ

る
。
通
常
理
解
さ
れ
て
い
る
政
治
行
政
分
断
論
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
何
か
を
発
見
す
る
目
的
の
た
め
に
、
概
念
を
工
夫
す
る
時
、

あ
る
い
は
、
教
え
る
手
段
と
し
て
政
治
行
政
分
断
論
を
用
い
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
政
治
行
政
分
断
論
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を
深
刻
に
受
け
止
め
、
広
く
適
用
す
る
こ
と
は
危
険
で
あ
る
と
ク
ー
パ
ー
は
主
張

（
５２
）

す
る
。
し
た
が
っ
て
、
関
心
の
対
象
は
異
な
る
が
、

ラ
イ
パ
ー
の
立
場
と
ク
ー
パ
ー
の
立
場
は
結
論
に
お
い
て
近
い
と
い
え
よ
う
。

�

政
治
行
政
分
断
論
の
発
展
と
ウ
ィ
ル
ソ
ン

政
治
行
政
分
断
論
が
発
展
し
て
い
く
に
あ
た
っ
て
、「
行
政
の
研
究
」
が
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
、
ラ
イ
パ
ー
は
次
の
よ
う
な
事
実

と
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
。
事
実
に
つ
い
て
い
う
と
、
政
治
行
政
分
断
論
が
発
展
し
た
時
期
に
お
け
る
す
べ
て
の
こ
と
に
「
行
政
の
研

究
」
は
影
響
を
与
え
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
可
能
性
の
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
言
う
と
そ
の
論
文
は
、
あ
ら
ゆ
る
こ
と
に
お
い

て
、
政
治
行
政
分
断
論
に
つ
い
て
混
乱
し
て

（
５３
）

い
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
Ｒ
・
Ｔ
・
ゴ
レ
ン
ビ
ュ
ー
ス
キ
ー
も
ま
た
、「
行
政
の
研
究
」

が
行
政
研
究
の
発
展
に
関
係
が
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
唆
し
て

（
５４
）

い
る
。

そ
し
て
、
ラ
イ
パ
ー
は
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。
一
九
世
紀
の
政
治
行
政
分
断
論
に
責
任
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
イ
ー
ト
ン
と
公
務

員
制
度
改
革
運
動
に
お
け
る
仲
間
で
あ
る
。
そ
の
人
々
の
う
ち
の
Ｃ
・
シ
ュ
ル
ツ
、
Ｇ
・
Ｗ
・
カ
ー
テ
ィ
ス
を
初
め
と
す
る
多
く
の
す

ぐ
れ
た
人
々
で
あ
る
。
ウ
ィ
ル
ソ
ン
が
政
治
行
政
分
断
論
に
つ
い
て
混
乱
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
と
す
れ
ば
、
公
務
員
制
度
改
革
運

動
を
行
っ
て
い
る
も
の
は
そ
う
で
は
な
い
。
そ
う
し
た
人
々
は
、
公
務
員
の
人
事
シ
ス
テ
ム
の
あ
る
観
点
以
外
の
と
こ
ろ
で
は
、
党
派

的
な
政
治
を
望
ん
だ
の
で

（
５５
）

あ
る
。

こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
ラ
イ
パ
ー
に
よ
る
と
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
は
政
治
行
政
分
断
論
と
い
う
観
点
か
ら
み
る
と
、
混
乱
し
、
矛

盾
が
あ
り
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
と
政
治
行
政
分
断
論
と
の
関
係
は
断
ち
切
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
時
代
に
お
い
て
、

「
行
政
の
研
究
」
と
い
う
論
文
の
影
響
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
ラ
イ
パ
ー
は
、「
行
政
の
研
究
」
を
低

く
評
価
し
て
い
る
の
で
も
な
け
れ
ば
、
ま
た
、
そ
の
価
値
を
否
定
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
ラ
イ
パ
ー
は
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
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研
究
を
称
賛
し
、
高
く
評
価
し
た
上
で
、
こ
れ
ま
で
行
政
学
に
お
い
て
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
に
関
し
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
こ
と
を
批
判
し
、

こ
れ
ま
で
あ
ま
り
論
じ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

４

ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
行
政
論
の
諸
相

�

ウ
ィ
ル
ソ
ン
と
法
律
学

ク
ー
パ
ー
は
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
と
法
律
学
と
の
関
係
を
重
視
し
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
政
治
行
政
分
断
論
の
行
政
法
に
対
す
る
影
響
を
理
解

す
る
人
々
に
と
っ
て
ウ
ィ
ル
ソ
ン
自
身
の
学
問
的
発
展
に
留
意
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
こ
と
に
注
意
を
喚
起
し
て

（
５６
）

い
る
。
そ
し
て
、

ウ
ィ
ル
ソ
ン
と
法
律
学
と
の
関
係
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
ウ
ィ
ル
ソ
ン
は
二
種
類
の
訓
練
を
う
け
た
専
門
職
で
あ
る
と

さ
れ
る
。
ま
ず
、
法
律
家
と
し
て
教
育
を
う
け
、
の
ち
に
政
治
学
を
研
究
す
る
た
め
に
ジ
ョ
ン
ズ
・
ホ
プ
キ
ン
ス
大
学
に
行
っ
た
。
こ

こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
行
政
学
を
公
法
の
一
部
と
し
て
定
義
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
は
自
分
を
公

法
の
教
授
と
し
て
考
え
て

（
５７
）

い
た
。
そ
し
て
、
大
き
な
問
題
で
は
な
い
が
、
重
要
な
こ
と
は
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
が
法
と
行
政
の
研
究
を
す
る

時
に
と
っ
た
比
較
と
い
う
方
法
に
関
連
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
当
時
の
行
政
法
を
研
究
す
る
多
く
の
学
者
に
よ
っ
て
使
わ
れ
た
方
法

だ
っ
た
の
で
あ
る
。
ど
う
し
て
そ
う
で
あ
っ
た
か
と
い
う
と
、
こ
の
領
域
に
お
け
る
唯
一
の
体
系
的
な
研
究
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
研
究
者

に
よ
っ
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
ク
ー
パ
ー
は
グ
ッ
ド
ナ
ウ
と
フ
ロ
イ
ン
ド
の
研
究
を
参
照
し

て
（
５８
）

い
る
。
そ
し
て
、
行
政
学
と
い
う
観
点
か
ら
み
る
と
、「
行
政
の
研
究
」
は
、
行
政
の
お
か
れ
て
い
る
環
境
の
政
治
的
要
素
か
ら
は

な
れ
た
科
学
と
し
て
の
行
政
の
研
究
を
支
持
し
た
と
い
う
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
と
ク
ー
パ
ー
は
述
べ
て

（
５９
）

い
る
。
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ウ
ィ
ル
ソ
ン
に
お
け
る
比
較
研
究
の
問
題

こ
の
比
較
研
究
の
問
題
は
こ
れ
ま
で
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
こ
と
を
論
じ
る
上
で
極
め
て
重
要
視
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
に
お
け
る
比
較
研
究
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
検
討
し
た
も
の
は
あ
ま
り
な
い
と
い

え
る
。
ク
ー
パ
ー
が
論
じ
て
い
る
よ
う
に
、
行
政
が
お
か
れ
て
い
る
レ
ジ
ー
ム
を
我
々
が
受
容
で
き
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
か
か

わ
り
な
く
行
政
の
思
想
と
技
術
を
借
り
る
べ
き
で
あ
る
と
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
は
主
張
し
て

（
６０
）

い
る
。
し
か
し
、
ク
ー
パ
ー
の
用
語
法
で
い
う

と
、
ア
メ
リ
カ
の
知
的
な
フ
ィ
ル
タ
ー
を
と
お
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
ウ
ィ
ル
ソ
ン
は
述
べ
て

（
６１
）

い
る
。
こ
れ
は
、
ど
う

い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
は
、
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。
す
べ
て
の
行
政
は
同
じ
で
あ
る
と
か
、

行
政
は
そ
れ
が
行
わ
れ
て
い
る
レ
ジ
ー
ム
か
ら
は
な
れ
た
一
般
的
な
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
わ
け
で
は

（
６２
）

な
い
。
そ
し
て
、
ク
ー

パ
ー
は
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
が
次
の
よ
う
に
主
張
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
も
し
も
、
我
々
が
大
陸
の
行
政
の
科
学
を
採
用
し
よ

う
と
す
る
な
ら
ば
、
我
々
は
そ
れ
を
ア
メ
リ
カ
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
単
に
言
葉
だ
け
で
形
式
的
に
な
さ
れ

る
の
で
は
な
く
、
思
想
、
原
則
、
そ
し
て
、
目
的
に
お
い
て
も
徹
底
的
に
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
の
憲
法

の
基
本
精
神
を
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
官
僚
的
な
熱
を
そ
の
血
管
か
ら
取
り
除
き
、
大
い
に
自
由
な
ア
メ
リ
カ
的
な
精

神
を
吸
い
込
ま
な
け
れ
ば
な
ら

（
６３
）

な
い
。

で
は
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
見
解
は
ど
う
考
え
ら
れ
た
か
と
い
う
と
、
ク
ー
パ
ー
は
次
の
よ
う
に
い
う
。
そ
れ
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
も
の
で

あ
る
と
い
う
だ
け
で
、
行
政
の
知
識
を
拒
絶
す
る
も
の
よ
り
も
他
か
ら
借
り
て
き
た
思
想
の
ア
メ
リ
カ
化
を
主
張
す
る
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の

方
が
評
価
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
ア
ン
グ
ロ
・
ア
メ
リ
カ
ン
に
お
け
る
法
的
な
、
そ
し
て
、
政
治
的
な
遺
産
以
外
の
と
こ
ろ
か
ら
知
的
な

借
り
物
を
す
る
こ
と
が
む
ず
か
し
い
こ
と
で
あ
る
こ
と
が
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
、
こ
う
し
た
む
ず
か
し
さ
は
、
大
陸
か

ら
行
政
法
の
概
念
を
借
り
て
く
る
こ
と
に
関
心
の
あ
る
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
よ
う
な
研
究
者
に
は
特
に
あ
て
は
ま
っ
た
の
で

（
６４
）

あ
る
。
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行
政
法
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
の
導
入
に
つ
い
て
ウ
ィ
ル
ソ
ン
は
ど
の
よ
う
に
考
え
た
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
ク
ー
パ
ー
は
次
の
よ
う
に

論
じ
て
い
る
。
ウ
ィ
ル
ソ
ン
は
終
生
、
イ
ギ
リ
ス
に
親
近
感
を
も
っ
て
い
た
が
、
行
政
法
の
研
究
を
始
め
た
と
き
、
フ
ラ
ン
ス
と
ド
イ

ツ
か
ら
学
ぶ
必
要
が
あ
る
こ
と
を
理
解
し
た
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
ら
の
国
々
の
ほ
う
が
イ
ギ
リ
ス
よ
り
進
ん
で
い
た
の
で

（
６５
）

あ
る
。
し
か

し
、
周
知
の
よ
う
に
ア
メ
リ
カ
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
法
伝
統
に
基
い
て
い
た
の
に
対
し
て
、
大
陸
諸
国
は
ロ
ー
マ
法
を
継
受
し
た
法

体
系
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
は
、
日
本
の
法
律
学
に
お
い
て
も
し
ば
し
ば
強
調
さ
れ
る
点
で
あ
る
。
日
本
の
法
律
学
に
お
い
て
は
大
陸
法

と
英
米
法
が
区
別
さ
れ
、
ロ
ー
マ
法
を
継
受
し
、
成
文
法
が
基
本
と
な
る
大
陸
法
と
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
イ
ク
イ
テ
ィ
を
基
本
と
し
、

判
例
法
に
基
く
英
米
法
と
の
違
い
に
つ
い
て
の
指
摘
は
教
科
書
な
ど
で
よ
く
見
受
け
ら
れ
る
。
英
米
法
の
研
究
に
お
い
て
、
ダ
イ
シ
ー

が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
大
陸
の
行
政
法
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
っ
た
こ
と
は
有
名
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
イ
ギ
リ
ス
や
ア
メ

リ
カ
と
大
陸
法
の
国
々
で
は
、
法
律
学
に
対
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
に
お
け
る
相
違
が
大
き
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
ク
ー

パ
ー
は
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
に
よ
る
ダ
イ
シ
ー
の
『
憲
法
の
研
究
』
に
対
す
る
コ
メ
ン
ト
は
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
が
ダ
イ
シ
ー
を
あ
ま
り
に
狭
く

厳
格
で
あ
る
と
考
え
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
は
大
陸
の
行
政
法
は
法
の
支
配
の
我
々
の
伝
統

に
適
合
す
る
よ
う
に
う
ま
く
変
え
ら
れ
る
か
ぎ
り
で
借
り
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
は
っ
き
り
と
さ
せ
た
。
ウ
ィ
ル
ソ
ン
が

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
、
狭
く
定
義
さ
れ
た
行
政
法
の
法
典
を
借
り
た
く
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
が
借
り
た
も
の
は
、
よ
り
広
く
適
用

可
能
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
行
政
の
概
念
で
あ

（
６６
）

っ
た
。
そ
し
て
、
研
究
と
実
務
の
分
野
と
し
て
ア
メ
リ
カ
行
政
法
の
誕
生
に
関
係
し
た
、

ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー
ル
以
前
の
多
く
の
研
究
者
は
行
政
法
に
関
係
し
て
議
論
す
る
と
き
に
行
政
へ
の
幅
広
い
ア
プ
ロ
ー
チ
を
共
有
し
て
い
た

の
で

（
６７
）

あ
る
。

ウ
ィ
ル
ソ
ン
に
お
け
る
比
較
研
究
の
問
題
に
つ
い
て
、
注
目
す
べ
き
見
解
を
提
示
し
て
い
る
の
が
、
ス
テ
ィ
ル
マ
ン
で
あ
る
。
ス

テ
ィ
ル
マ
ン
は
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
比
較
研
究
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。
ウ
ィ
ル
ソ
ン
は
外
国
の
や
り
方
を
取
り
入
れ
る
こ
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と
に
つ
い
て
、
す
す
め
る
こ
と
は
し
な
い
。
ウ
ィ
ル
ソ
ン
は
次
の
よ
う
に
い
う
。
我
々
の
政
治
が
理
論
の
根
本
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
別
の
場
所
で
の
最
終
的
な
経
験
に
よ
っ
て
是
認
さ
れ
る
ば
か
り
で
な
く
ア
メ
リ
カ
の
経
験
に
適
し
た
も
の
が
、
選
好
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
最
終
的
に
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
は
非
常
に
保
守
的
な
ダ
イ
ウ
ィ
ニ
ズ
ム
に
と
ら
わ
れ
て
い
た
の
で
、
外
国
の
制
度
の

ア
メ
リ
カ
へ
の
大
規
模
な
導
入
を
受
容
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で

（
６８
）

あ
る
。
そ
し
て
、
次
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
も

し
れ
な
い
と
ス
テ
ィ
ル
マ
ン
は
い
う
。
明
晰
な
定
義
を
す
る
こ
と
は
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
論
文
に
お
け
る
主
要
な
意
図
で
な
か
っ
た
。
む

し
ろ
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
と
改
革
者
集
団
に
と
っ
て
、
よ
り
重
要
な
こ
と
は
執
行
機
関
を
強
化
し
、
機
関
を
集
権
化
す
る
努
力
を
正
当
化
し
、

議
会
の
無
責
任
を
抑
制
す
る
適
当
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
み
つ
け
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
行
政
の
高
次
の
法
に
抽
象
的
に
訴
え
か

け
る
よ
り
も
、
政
府
に
お
け
る
彼
ら
の
道
徳
的
改
革
に
対
す
る
よ
り
よ
い
正
当
化
理
由
と
し
て
、
何
が
役
立
つ
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ

は
、
政
府
の
す
り
へ
っ
た
神
経
を
治
癒
す
る
の
に
必
要
な
あ
る
種
の
道
徳
的
に
元
気
づ
け
る
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ

（
６９
）

れ
る
。
こ
こ
に

お
い
て
、
ス
テ
ィ
ル
マ
ン
は
比
較
研
究
と
い
う
方
法
論
の
奥
に
あ
る
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
意
図
を
探
ろ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ゴ
レ
ン
ビ
ュ
ー
ス
キ
ー
も
ま
た
公
務
員
制
度
改
革
と
道
徳
と
の
関
連
に
言
及
し
て

（
７０
）

い
る
。

�

ウ
ィ
ル
ソ
ン
と
グ
ッ
ド
ナ
ウ

ク
ー
パ
ー
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
法
律
学
の
領
域
に
お
け
る
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
同
時
代
人
と
し
て
は
、
グ
ッ
ド
ナ
ウ
、
ア
ー
ネ
ス
ト
・

フ
ロ
イ
ン
ト
、
ジ
ョ
ン
・
デ
ィ
ッ
キ
ン
ソ
ン
な
ど
の
人
々
が
お
り
、
こ
れ
ら
の
人
々
が
行
政
法
と
い
う
分
野
を
生
み
出
し
て

（
７１
）

い
た
。

ク
ー
パ
ー
は
ラ
イ
パ
ー
と
は
対
照
的
な
ウ
ィ
ル
ソ
ン
に
対
す
る
評
価
を
す
る
。
す
な
わ
ち
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
行
政
学
と
行
政
法
学
に
お

け
る
評
価
は
現
在
に
お
け
る
も
の
よ
り
も
高
い
と
い
え
る
も
の
で

（
７２
）

あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
が
ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー
ル
期
以
前
に
つ
い
て
論
じ

ら
れ
て
い
る
の
で
、
ク
ー
パ
ー
と
ラ
イ
パ
ー
の
見
解
の
相
違
は
大
き
い
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
ら
の
人
々
の
中
で
、
し
ば
し
ば
、
ウ
ィ
ル
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ソ
ン
と
並
ぶ
行
政
学
の
創
始
者
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
グ
ッ
ド
ナ
ウ
は
議
論
の
対
象
と
さ
れ
て
き
た
。

ウ
ィ
ル
ソ
ン
が
ジ
ョ
ン
ズ
・
ホ
プ
キ
ン
ス
大
学
で
行
政
の
研
究
に
つ
い
て
講
義
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
グ
ッ
ド
ナ
ウ
は
コ
ロ
ン
ビ

ア
大
学
で
都
市
政
府
論
と
行
政
法
を
教
え
て

（
７３
）

い
た
。
グ
ッ
ド
ナ
ウ
は
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
法
と
行
政
を
研
究
し
、
そ
こ
で
学
ん
だ
こ
と

を
ア
メ
リ
カ
の
行
政
の
問
題
に
適
用
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
グ
ッ
ド
ナ
ウ
の
努
力
は
、
一
八
九
三
年
の
『
比
較
行
政
法
』、
一
九
〇
〇

年
の
『
政
治
と
行
政
』、
一
九
〇
五
年
の
『
合
衆
国
に
お
け
る
行
政
法
原
理
』
な
ど
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
グ
ッ
ド
ナ
ウ
の
ア
プ
ロ
ー

チ
は
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
非
常
に
よ
く
似
て
い
て
、
行
政
と
法
に
対
す
る
広
い
見
方
を
し
た
と
い
う
こ
と
と
、
二
人
と
も
、

活
動
を
行
っ
て
い
る
政
府
の
こ
と
を
強
調
し
、
憲
法
が
静
的
で
、
構
造
に
お
け
る
も
の
だ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
た
と
い

う
こ
と
を
ク
ー
パ
ー
は
指
摘
し
て

（
７４
）

い
る
。

そ
し
て
、
ク
ー
パ
ー
は
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。
ウ
ィ
ル
ソ
ン
は
明
ら
か
に
グ
ッ
ド
ナ
ウ
の
影
響
を
受
け
、
グ
ッ
ド
ナ
ウ
の
こ
と

を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
研
究
者
に
対
し
て
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
も
っ
と
も
す
ぐ
れ
た
研
究
者
の
一
人
で
あ
る
と
言
及
し
て
い
る
。
ウ
ィ
ル

ソ
ン
は
グ
ッ
ド
ナ
ウ
の
『
比
較
行
政
法
』
を
使
い
、
そ
れ
は
、
行
政
に
つ
い
て
の
分
離
し
た
学
問
を
特
に
扱
っ
た
英
語
で
書
か
れ
た
唯

一
の
体
系
的
な
研
究
で
あ
る
と

（
７５
）

い
う
。

そ
し
て
、
ク
ー
パ
ー
は
、
グ
ッ
ド
ナ
ウ
の
著
作
、
特
に
『
政
治
と
行
政
』
に
言
及
し
て
い
る
。
グ
ッ
ド
ナ
ウ
の
『
政
治
と
行
政
』
は
、

政
治
行
政
分
断
論
を
強
め
て
い
る
と
解
釈
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
グ
ッ
ド
ナ
ウ
も
ま
た
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
よ
う
に
過
度
に
単
純
化
さ
れ
、

誤
っ
て
解
釈
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
グ
ッ
ド
ナ
ウ
に
よ
る
と
、
政
治
は
相
対
的
に
国
家
の
意
思
の
表
現
に
関
わ
り
、
行
政
は
国
家
の
意
思

の
実
行
を
行
っ
て
い
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
程
度
の
問
題
で

（
７６
）

あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
グ
ッ
ド
ナ
ウ
が
政
府
活
動

の
二
つ
の
面
に
お
い
て
選
択
を
さ
せ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
し
か
し
、
グ
ッ
ド
ナ
ウ
は
一
九
〇
五
年
の
『
合
衆
国
に
お
け
る
行
政

法
の
原
理
』
に
お
い
て
そ
の
双
方
の
も
つ
意
味
あ
い
の
考
察
を
行
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
問
題
と
は
政
治
的
活
動
と
行
政
的
活
動
の
相
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互
関
連
に
と
も
な
う
一
群
の
問
題
で
あ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
、
グ
ッ
ド
ナ
ウ
は
次
の
よ
う
な
関
心
を
も
っ
た
と
ク
ー
パ
ー
は
い
う
。
そ

れ
は
現
代
政
府
の
問
題
と
政
府
が
機
能
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
複
雑
な
環
境
に
つ
い
て
で
あ
る
。
そ
し
て
、
二
〇
世
紀
に
お
い
て
は
公

的
、
あ
る
い
は
、
私
的
な
生
活
に
関
わ
る
多
く
の
領
域
に
関
係
す
る
重
要
な
事
柄
に
お
い
て
行
政
官
に
広
い
裁
量
を
与
え
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
を
理
解
し
た
。
グ
ッ
ド
ナ
ウ
は
通
常
の
政
府
活
動
に
お
い
て
、
政
治
と
行
政
が
相
互
に
排
他
的
で
あ
る
こ
と
を
期
待
し
な

か
っ
た
。
グ
ッ
ド
ナ
ウ
に
よ
る
と
、
行
政
の
問
題
を
扱
う
や
り
方
を
議
論
し
、
権
力
の
濫
用
か
ら
守
り
、
基
本
的
な
憲
法
的
な
枠
組
み

を
守
る
や
り
方
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、
政
治
行
政
分
断
論
は
有
用
で

（
７７
）

あ
る
。

そ
れ
に
続
け
て
、
ク
ー
パ
ー
は
ウ
ィ
ル
ソ
ン
と
グ
ッ
ド
ナ
ウ
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
主
張
し
て
い
る
。
ウ
ィ
ル
ソ
ン
と
グ
ッ
ド
ナ
ウ

に
お
い
て
は
行
政
学
の
研
究
は
法
と
政
治
と
管
理
を
含
ん
で
い
た
。
グ
ッ
ド
ナ
ウ
に
よ
る
と
行
政
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
も
の
は
、
行

政
の
作
用
と
、
そ
れ
と
立
法
府
や
司
法
府
の
作
用
と
の
関
係
を
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
。
ウ
ィ
ル
ソ
ン
と
グ
ッ
ド
ナ
ウ
は

そ
の
著
作
に
加
え
て
、
公
法
と
行
政
学
の
指
導
者
と
し
て
重
要
で
あ

（
７８
）

っ
た
。

５

お
わ
り
に

本
稿
に
お
け
る
再
検
討
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
の
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
と
ら
え
か
た
の
他
に
も
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
学
説
を
解
釈
す
る
方
法

の
あ
る
こ
と
を
示
す
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
る
。
そ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
の
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
学
説
の
と
ら
え
か
た
、
例
え
ば
、
行
政
学
を

創
始
し
た
こ
と
な
ど
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
く
、
従
来
の
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
論
文
の
読
み
方
に
比
べ
て
、
よ
り
多
く
の
こ
と
を
ウ
ィ
ル

ソ
ン
の
研
究
か
ら
ひ
き
だ
そ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
学
説
に
対
す
る
よ
り
多
様
な
考
え
方
を

う
み
だ
し
、
よ
り
多
く
の
こ
と
を
ウ
ィ
ル
ソ
ン
か
ら
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
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（
１
）

辻

清
明
『
行
政
学
概
論
』
上
巻
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
六
年
）
三
七
―
三
九
頁
。

辻

清
明
に
よ
る
『
年
報
行
政
研
究
』
に
発
表
さ
れ
た
論
文
に
お
い
て
は
、
別
の
分
類
が
試
み
ら
れ
、
そ
こ
で
は
、
能
率
学
派
、
人
間
関

係
学
派
、
社
会
学
派
と
い
う
分
類
が
な
さ
れ
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
は
能
率
学
派
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
辻
清
明
「
現
代
行
政
学
の
動
向

と
課
題
」
日
本
行
政
学
会
編
『
年
報
行
政
研
究
�
』（
勁
草
書
房

一
九
六
三
年
）。

（
２
）

手
島

孝
『
ア
メ
リ
カ
行
政
学
』（
日
本
評
論
社
、
一
九
六
四
年
）
三
七
―
四
〇
頁
。

（
３
）

今
村
都
南
雄
・
武
藤
博
己
・
沼
田
良
・
佐
藤
克
廣
・
前
田
成
東
『
ホ
ー
ン
ブ
ッ
ク
基
礎
行
政
学
』（
北
樹
出
版

二
〇
〇
六
年
）
二
〇
頁
。

今
村
都
南
雄
執
筆
部
分
。

（
４
）

足
立

忠
夫
『
新
訂
行
政
学
』（
日
本
評
論
社

一
九
九
二
年
）
一
〇
八
頁
。

（
５
）

西
尾

勝
『
行
政
学
』（
有
斐
閣

二
〇
〇
一
年
）
二
八
―
二
九
頁
。

（
６
）

同
上
、
二
九
頁
。

（
７
）

P
hillip

J.C
ooper, “

T
he

W
ilsonian

D
ichotom

y
in

A
dm

inistrative
L
aw

, ”
in

Jack
R
abin

and
Jam

es
S.B

ow
m
an

（eds.

）,

P
olitics

and
A
dm

inistration,D
ekker,1984.p.81.

（
８
）

Jack
R
abin

and
Jam

es
S.B

ow
m
an

（eds.

）,P
olitics

and
A
dm

inistration,D
ekker,1984.

に
収
録
さ
れ
て
い
る
論
文
は
、
そ
う

し
た
研
究
で
あ
る
。

（
９
）

P
aul

P
.V

an
R
iper, “

T
he

P
olitics

―A
dm

inistration
D
ichotom

y:C
oncept

or
R
eality?, ”in

Jack
R
abin

and
Jam

es
S.B

ow
-

m
an

（eds.),P
olitics

and
A
dm

inistration,D
ekker,1984.p.204.

（
１０
）

ibid.
p.

205.
D
.
W

aldo,
T
he

A
dm

inistrative
State,

T
he

D
onald

P
ress

C
om

pany,
1988.

p.
40.

ワ
ル
ド
ー
は
、「
行
政
の
研

究
」
が
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
、
初
め
て
行
政
と
い
う
主
題
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
で
は
な
く
、
イ
ー
ト
ン
の
公
務
員
制
度
に
関
す
る
著
作
が

先
に
で
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

（
１１
）

P
aul

P
.V

an
R
iper, “

T
he

P
olitics

―A
dm

inistration
D
ichotom

y:C
oncept

or
R
eality?, ”in

Jack
R
abin

and
Jam

es
S.B

ow
-
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m
an

（eds.

）,P
olitics

and
A
dm

inistration,D
ekker,1984.p.206.

（
１２
）

ibid.p.206.
（
１３
）

ibid.p.206.
（
１４
）

こ
の
委
員
会
は
も
と
も
と
Ｇ
・
Ｗ
・
カ
ー
チ
ス
を
委
員
長
と
し
て
い
た
が
、
一
八
七
二
年
に
イ
ー
ト
ン
が
委
員
長
に
な
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
辻

清
明
「
ア
メ
リ
カ
の
公
務
員
制
」（
辻

清
明
『
公
務
員
制
の
研
究
』〔
東
京
大
学
出
版
会

一
九
九
一
年
〕）、
一
九
一
頁
。P

aul

P
.
V
an

R
iper, “

T
he

P
olitics

―A
dm

inistration
D
ichotom

y:
C
oncept

or
R
eality?, ”in

Jack
R
abin

and
Jam

es
S.

B
ow

m
an

（eds.

）,P
olitics

and
A
dm

inistration,D
ekker,1984.p.206.

（
１５
）

辻

清
明
「
ア
メ
リ
カ
の
公
務
員
制
」（
辻

清
明
『
公
務
員
制
の
研
究
』〔
東
京
大
学
出
版
会

一
九
九
一
年
〕）、
一
九
一
頁
。

（
１６
）

同
上
、
一
九
一
頁
。

（
１７
）

P
aul

P
.V

an
R
iper, “

T
he

P
olitics

―A
dm

inistration
D
ichotom

y:C
oncept

or
R
eality?, ”in

Jack
R
abin

and
Jam

es
S.B

ow
-

m
an

（eds.

）,P
olitics

and
A
dm

inistration,D
ekker,1984.p.206.

（
１８
）

辻
清
明
「
ア
メ
リ
カ
の
公
務
員
制
」（
辻
清
明
『
公
務
員
制
の
研
究
』〔
東
京
大
学
出
版
会

一
九
九
一
年
〕）、
一
九
二
頁
。P

aul
P
.V

an

R
iper, “

T
he

P
olitics

―A
dm

inistration
D
ichotom

y:C
oncept

or
R
eality?, ”in

Jack
R
abin

and
Jam

es
S.B

ow
m
an

（eds.),P
oli-

tics
and

A
dm

inistration,D
ekker,1984.p.206.

（
１９
）

D
orm

an
B
.E

aton,T
he

G
overnm

ent
of

M
unicipalities,T

he
M

acm
illan

C
om

pany,1899.P
aul

P
.V

an
R
iper, “

T
he

P
oli-

tics

―A
dm

inistration
D
ichotom

y:C
oncept

or
R
eality?,” in

Jack
R
abin

and
Jam

es
S.B

ow
m
an

（eds.),P
olitics

and
A
dm

ini-

stration,D
ekker,1984.p.206.

（
２０
）

拙
稿
「
グ
ッ
ド
ナ
ウ
の
地
方
自
治
論
�
」
自
治
研
究

第
六
五
巻

第
五
号
。P

aul
P
.V

an
R
iper, “

T
he

P
olitics

―A
dm

inistration

D
ichotom

y:
C
oncept

or
R
eality?, ”in

Jack
R
abin

and
Jam

es
S.

B
ow

m
an

（eds.

）,P
olitics

and
A
dm

inistration,
D
ekker,

1984.p.206.
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（
２１
）

ibid.p.206.

（
２２
）

R
ichard

J.
Stillm

an
II,

T
he

R
ise

of
the

C
ity

M
anager,

U
niversity

of
N
ew

M
exico

P
ress,

1974.
p.

15.

吉
村

正
『
シ

テ
ィ
・
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
』（
東
海
大
学
出
版
会

一
九
七
七
年
）
二
九
―
三
〇
頁
。

（
２３
）

B
radley

R
obert

R
ice,

P
rogressive

C
ities,

U
niversity

of
T
exas

P
ress,

1977.
p.

102.

吉
村

正
、
前
掲
書
、
三
〇
頁
。
拙
稿

「
ア
メ
リ
カ
の
都
市
政
府
形
態
論
の
再
検
討
」
高
岡
法
学
第
一
一
巻
第
一
号
を
参
照
。

（
２４
）

公
務
員
制
度
改
革
運
動
、
市
政
改
革
運
動
、
行
政
学
、
こ
れ
ら
は
相
互
に
密
接
な
関
係
を
も
っ
て
い
る
。
公
務
員
制
度
改
革
運
動
と
市

政
改
革
運
動
の
関
係
に
つ
い
て
は
少
し
論
じ
た
が
、
グ
ッ
ド
ナ
ウ
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
グ
ッ
ド
ナ
ウ
が
ウ
ィ
ル
ソ
ン
と

並
ぶ
行
政
学
の
創
始
者
で
あ
る
こ
と
は
、
す
で
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
グ
ッ
ド
ナ
ウ
は
全
国
都
市
連
盟
に
関
わ
り
、
市
政
改
革
運
動
に
お
い

て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
。
ま
た
、
市
政
学
に
つ
い
て
書
い
た
も
の
も
多
い
。
他
方
市
政
改
革
運
動
の
過
程
に
お
い
て
生
ま
れ
て
き
た
市

支
配
人
制
は
、
そ
の
後
の
行
政
学
の
展
開
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
と
い
え
る
。
公
務
員
制
度
改
革
運
動
、
市
政
改
革
運
動
、
そ
し
て
、

市
政
学
の
中
か
ら
行
政
学
は
生
ま
れ
、
こ
れ
ら
の
も
の
に
よ
っ
て
、
行
政
学
は
さ
ら
な
る
発
展
を
遂
げ
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
と

い
え
る
。
拙
稿
「
グ
ッ
ド
ナ
ウ
の
地
方
自
治
論
」
自
治
研
究
第
六
五
巻
（
一
〜
八
完
）。
西
尾
勝
『
行
政
学
の
基
礎
概
念
』（
東
京
大
学
出
版

会

一
九
九
〇
年
）
第
一
章
を
参
照
。

（
２５
）

P
aul

P
.V

an
R
iper, “

T
he

P
olitics

―A
dm

inistration
D
ichotom

y:C
oncept

or
R
eality?, ”in

Jack
R
abin

and
Jam

es
S.B

ow
-

m
an

（eds.

）,P
olitics

and
A
dm

inistration,D
ekker,1984.p.206.

（
２６
）

ibid.p.206.R
ichard

J.Stillm
an

II, “
W

oodrow
W

ilson
and

the
Study

of
A
dm

inistration:A
N
ew

L
ook

at
an

O
ld

E
s-

say, ”A
m
erican

P
olitical

Science
R
eview

,V
ol.67.1973,p.583.

（
２７
）

P
aul

P
.V

an
R
iper, “

T
he

P
olitics

―A
dm

inistration
D
ichotom

y:C
oncept

or
R
eality?, ”in

Jack
R
abin

and
Jam

es
S.B

ow
-

m
an

（eds.

）,P
olitics

and
A
dm

inistration,D
ekker,1984.p.206.

（
２８
）

ibid.
p.

206.

エ
リ
ー
は
グ
ナ
イ
ス
ト
、
ロ
ー
レ
ン
ツ
・
ヤ
コ
ブ
・
フ
ォ
ン
・
シ
ュ
タ
イ
ン
、
ロ
ベ
ル
ト
・
フ
ォ
ン
・
モ
ー
ル
、
カ
ス
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パ
ー
・
ブ
ル
ン
チ
ュ
リ
な
ど
を
扱
っ
た
と
ス
テ
ィ
ル
マ
ン
は
述
べ
て
い
る
。R

ichard
J.

Stillm
an,

II, “
W

oodrow
W

ilson
and

the

Study
of

A
dm

inistration:A
N
ew

L
ook

at
an

O
ld

E
ssay, ”A

m
erican

P
olitical

Science
R
eview

,
V
ol.

67.
1973,

p.
583.

ブ
ル

ン
チ
ュ
リ
と
ウ
ィ
ル
ソ
ン
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、R

obert
D
.M

iew
ald, “

T
he

O
rigins

of
W

ilson’s
T
hought, ”in

Jack
R
abin

and

Jam
es

S.B
ow

m
an

（eds.

）,P
olitics

and
A
dm

inistration,D
ekker,1984.

を
参
照
。

（
２９
）

P
aul

P
.V

an
R
iper, “

T
he

P
olitics

―A
dm

inistration
D
ichotom

y:C
oncept

or
R
eality?, ”in

Jack
R
abin

and
Jam

es
S.B

ow
-

m
an

（eds.
）,P

olitics
and

A
dm

inistration,D
ekker,1984.p.207.

（
３０
）

ibid.p.207.

（
３１
）

ibid.p.207.

（
３２
）

ibid.p.207.

（
３３
）

ibid.p.207.

（
３４
）

ibid.p.207.

（
３５
）

ibid.p.208.

（
３６
）

ibid.p.208.

（
３７
）

ibid.p.208.

（
３８
）

ibid.pp.208

―209.

（
３９
）

ibid.pp.208

―209.

（
４０
）

ibid.p.209.

（
４１
）

R
ichard

J.Stillm
an

II, “
W

oodrow
W

ilson
and

the
Study

of
A
dm

inistration:
A

N
ew

L
ook

at
an

O
ld

E
ssay, ”A

m
eri-

can
P
olitical

Science
R
eview

,
V
ol.

67.
1973,

p.
586.

P
aul

P
.
V
an

R
iper, “

T
he

P
olitics

―A
dm

inistration
D
ichotom

y:
C
on-

cept
or

R
eality?, ”in

Jack
R
abin

and
Jam

es
S.B

ow
m
an

（eds.

）,P
olitics

and
A
dm

inistration,D
ekker,1984.p.209.
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（
４２
）

R
ichard

J.Stillm
an

II, “
W

oodrow
W

ilson
and

the
Study

of
A
dm

inistration:
A

N
ew

L
ook

at
an

O
ld

E
ssay, ”A

m
eri-

can
P
olitical

Science
R
eview

,
V
ol.

67.
1973,

p.
586.

P
aul

P
.
V
an

R
iper, “

T
he

P
olitics

―A
dm

inistration
D
ichotom

y:
C
on-

cept
or

R
eality?, ”in

Jack
R
abin

and
Jam

es
S.B

ow
m
an

（eds.

）,P
olitics

and
A
dm

inistration,D
ekker,1984.p.209.

（
４３
）

ibid.p.209.

（
４４
）

ibid.p.209.

（
４５
）

ibid.p.209.

（
４６
）

P
hillip

J.C
ooper, “

T
he

W
ilsonian

D
ichotom

y
in

A
dm

inistrative
L
aw

, ”in
Jack

R
abin

and
Jam

es
S.

B
ow

m
an

（eds.

）,

P
olitics

and
A
dm

inistration,D
ekker,1984.p.80.

（
４７
）

ibid.pp.80

―82.

（
４８
）

ibid.p.80.

（
４９
）

ibid.p.80.

（
５０
）

ibid.p.80.

（
５１
）

ibid.p.81.

（
５２
）

ibid.p.84.

（
５３
）

P
aul

P
.V

an
R
iper, “

T
he

P
olitics

―A
dm

inistration
D
ichotom

y:C
oncept

or
R
eality?, ”in

Jack
R
abin

and
Jam

es
S.B

ow
-

m
an

（eds.

）,P
olitics

and
A
dm

inistration,D
ekker,1984.p.209.

（
５４
）

R
obert

T
.G

olem
biew

ski, “
W

ays
in

W
hich “

T
he

Study
of

A
dm

inistration
”C

onfounds
the

Study
of

A
dm

inistration, ”

in
Jack

R
abin

and
Jam

es
S.B

ow
m
an

（eds.

）,P
olitics

and
A
dm

inistration,D
ekker,1884

p.236.

（
５５
）

P
aul

P
.V

an
R
iper, “

T
he

P
olitics

―A
dm

inistration
D
ichotom

y:C
oncept

or
R
eality?, ”in

Jack
R
abin

and
Jam

es
S.B

ow
-

m
an

（eds.

）,P
olitics

and
A
dm

inistration,D
ekker,1984.p.209.
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（
５６
）

P
hillip

J.C
ooper, “

T
he

W
ilsonian

D
ichotom

y
in

A
dm

inistrative
L
aw

, ”in
Jack

R
abin

and
Jam

es
S.

B
ow

m
an

（eds.

）,

P
olitics

and
A
dm

inistration,D
ekker,1984.pp.84

―85.
（
５７
）

ibid.p.85.
（
５８
）

ibid.p.85.

（
５９
）

ibid.p.85.

（
６０
）

ibid.p.85.

（
６１
）

W
.W

ilson,T
he

Study
of

A
dm

inistration,
P
olitical

Science
Q
uarterly,

V
ol.

2.
June,

1887.
p.

219.

ウ
ィ
ル
ソ
ン
は
フ
ィ
ル

タ
ー
で
は
な
く
憲
法
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
る
。P

hillip
J.

C
ooper, “

T
he

W
ilsonian

D
ichotom

y
in

A
dm

inistrative
L
aw

, ”in

Jack
R
abin

and
Jam

es
S.B

ow
m
an

（eds.

）,P
olitics

and
A
dm

inistration,D
ekker,1984.p.85.

（
６２
）

ibid.p.85.

（
６３
）

ibid.p.85.

（
６４
）

ibid.p.85.

（
６５
）

ド
イ
ツ
公
法
学
に
つ
い
て
は
、
辻

清
明
『
行
政
学
概
論
』
上
巻
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
六
年
）
第
一
章
第
四
節
、
及
び
第
二

章
第
二
節
を
参
照
。
ウ
ィ
ル
ソ
ン
と
ド
イ
ツ
の
学
問
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、R

obert
D
.

M
iew

ald,
“

T
he

O
rigins

of
W

ilson's

T
hought, ”in

Jack
R
abin

and
Jam

es
S.

B
ow

m
an

（eds.

）,P
olitics

and
A
dm

inistration,
D
ekker,

1984.

を
参
照
。P

hillip
J.

C
ooper, ”T

he
W

ilsonian
D
ichotom

y
in

A
dm

inistrative
L
aw

, ”in
Jack

R
abin

and
Jam

es
S.

B
ow

m
an

（eds.

）,P
olitics

and

A
dm

inistration,D
ekker,1984.pp.85

―86.

（
６６
）

ibid.p.86.

（
６７
）

R
ichard

J.Stillm
an,II, “

W
oodrow

W
ilson

and
the

Study
of

A
dm

inistration:A
N
ew

L
ook

at
an

O
ld

E
ssay, ”A

m
eri-

can
P
olitical

Science
R
eview

,V
ol.67.1973,p.584.
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（
６８
）

ibid.p.587.

（
６９
）

ibid.p.587.

（
７０
）

R
obert

T
.G

olem
biew

ski, “
W

ays
in

W
hich “

T
he

Study
of

A
dm

inistration ”C
onfounds

the
Study

of
A
dm

inistration, ”

in
Jack

R
abin

and
Jam

es
S.B

ow
m
an

（eds.

）,P
olitics

and
A
dm

inistration,D
ekker,1984.p.236.

（
７１
）

P
hillip

J.C
ooper, “

T
he

W
ilsonian

D
ichotom

y
in

A
dm

inistrative
L
aw

, ”in
Jack

R
abin

and
Jam

es
S.

B
ow

m
an

（eds.

）,

P
olitics

and
A
dm

inistration,D
ekker,1984.p.87.

（
７２
）

ibid.p.87.

（
７３
）

拙
稿
「
グ
ッ
ド
ナ
ウ
の
地
方
自
治
論
�
」
自
治
研
究
第
六
五
巻
第
五
号
を
参
照
。P

hillip
J.C

ooper, “
T
he

W
ilsonian

D
ichotom

y
in

A
dm

inistrative
L
aw

, ”in
Jack

R
abin

and
Jam

es
S.B

ow
m
an

（eds.

）,P
olitics

and
A
dm

inistration,D
ekker,1984.p.87.

（
７４
）

ibid.p.87.

（
７５
）

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
こ
と
に
関
す
る
研
究
と
い
う
点
で
は
、
グ
ッ
ド
ナ
ウ
の
方
が
ウ
ィ
ル
ソ
ン
よ
り
も
先
行
し
て
い
た
と
考
え
る
。
グ
ッ
ド

ナ
ウ
は
一
八
八
二
年
に
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
か
ら
招
か
れ
た
際
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
留
学
し
て
い
る
し
、
プ
ロ
シ
ア
に
つ
い
て
書
い
た
論
文
も
あ

る
。F

.J.G
oodnow

, “
L
ocal

G
overnm

ent
in

P
rossia

I, ”P
olitical

Science
Q
uarterly,V

ol.4,1889.F
.J.G

oodnow
, “

L
ocal

G
ov-

ernm
ent

in
P
rossia

II, ”P
olitical

Science
Q
uarterly,V

ol.5.1890.

（
７６
）

P
hillip

J.C
ooper, “

T
he

W
ilsonian

D
ichotom

y
in

A
dm

inistrative
L
aw

, ”in
Jack

R
abin

and
Jam

es
S.

B
ow

m
an

（eds.

）,

P
olitics

and
A
dm

inistration,D
ekker,1984.p.87.

（
７７
）

ibid.p.88.

（
７８
）

ibid.p.88.

駿河台法学 第２２巻第１号（２００８）６３


