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行
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学
の
歴
史
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展
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の
通
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試
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よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
ろ
。

ア
メ
リ
カ

に
於
け
ろ

一
の
分
科
科
学
と
し
て
の
行
政
学
の
歴
史
は
新
し
い
。
そ
れ
は
、
せ
い
み
＼
今
世
紀
初
め
か
ら
前
世
紀
末
に
遡
う

に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
此
の
こ
と
は
、
そ
れ
以
前

に
行
政
に
関
す
る
技
術
的

・
制
度
的

・
思
想
的
な
文
化
財

が
ア
メ
リ
カ
に
存
在
し
な
か

つ
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
な

い
の
は
勿
論

で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
中
、
来
る
べ
き
行
政
学
の
成
立
に
何
ら

か
の
意
味

で
重
要
な
意
義
を



持

つ
こ
と
と
な
つ
た
も
の
を
、
ア
メ
リ
カ
行
政
学
の
先
史
段
階
と
し
て
先
す
第

一
章

で
取
り
上
げ
る
。

第
二
章
は
ア
メ
リ
カ

行
政
学
の
生
成
期
を
取
り
扱
う
。
十
九
世
紀
末
に
於
け

ろ
産
業
社
会
の
発
展
に
基
く
政
府
行
政
機
能
の
重
要
化
の

現
象
が
、
党
派
的
政
治
(
p
a
r
t
i
s
a
n
 
p
o
l
i
t
i
c
s
)

に
よ
る
行
政
の
自
己
法
則
性
の
危
殆
化
と
い
う
当
時
の
政
府
の
状
況
の
中

で
、
如
何
に
斯

学
の
創
始
者
た
ち
に
ょ
つ
て
受
け
取
ら
れ
、
如
何
に
理
論
化
さ
れ
て
行

つ
た
か
が
検
討
さ
れ
ろ
。
行
政
の
能
働
化

(行
政
能
率
)
と

い
う

時
代
の
要
請
に
応
え
て
生
ま
れ
た
行
政
学
が
、
そ
の
初
期
に
於

い
て
、
行
政
を
政
治
か
ら
切
断
さ
れ
た
技
術

的
過
程
と
し
て
把
え
る
こ
と

に
よ
つ
て
此
の
要
請
を
充
た
し
得

う
と
す
ろ
管
理
学
的
方
向
に
向

つ
た
の
に
は

十
分
の
時
代
的
必
然
性
と
意
義
が
存
し
た

こ
と
が
、
そ

こ
に
於
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

第
三
章

で
は
、

一
九
三
〇
年
代
か
ら
四
〇
年
代
以
降
顕
著
と
な
つ
て
来
た
ア
メ
リ
カ
行
政
学
に
於
け
ろ
変
革
の
動
向
が
論
ぜ
ら
れ
る
。

大
恐
慌
を
契
機
ま
す

る
計
画
経
済
的
体
制
の
登
場
、
そ
れ
に
伴
う
政
府
行
政
機
能
の

一
段
の
量
的

。
質
的
増
強
が
、
行
政
の
政
治
性

.
社

会
性
を
顕
在
化
す
ろ
こ
と
に
よ
つ
て
、
如
何
に
前
代

の
行
政
学
の
理
論
構
造
を
ゆ
る
が
し
、
新
た
な
時
代

の
要
請

(行
政
の
能
働
化
、
正

に
そ
の
た
め
の
行
政
の
視
野

の
広
角
化
)

に
応
じ
た
新
し
い
そ
れ
の
出
現
を
促
し
つ
x
あ
ろ
か
が
、
そ
こ
で
の
考
察
の
主
題
と
な
ろ
。

以
下
詳
述
さ
れ
ろ
斯
か
る
歴
史
的
考
察
の
結
論
ま
し
て
、
我
々
は
次
の
よ
う
に
云
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ

ろ
う
。

一
、
ア
メ
リ
カ
行
政
学
は
二
十
世
紀
の
行
政
学
で
あ
る
。

そ
れ
は
、

「大
社
会
」
G
r
e
a
t
 
S
o
c
i
e
t
y
)

の
出
現
に
伴
う

「職
能
国
家
」

(
S
e
r
v
i
c
e
 
S
t
a
t
e
)

・
「
行
政
国
家
」
(
A
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
e
 
S
t
a
t
e
)

の
所
産
で
あ
り
、

現
代
の
行
政
を

現
代

の
視
角
の
下
に
把
え
よ
う
と
す

ろ
。二

、
ア
メ
リ
カ

行
政
学
は

「
ア
メ
リ
カ
的
」
で
あ
ろ
。
ア
メ
リ
カ
ン
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と

い
う
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
的
枠
組
と
、
理
論
に
於

け

ろ
実
践
的

・
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
志
向
と
に
根
本
的
に
規
定
さ
れ
て
い
ろ
、
と
い
う
意
味
に
於
い
て
そ
う
で
あ
ろ
。
こ
れ
ら
二
つ
の

規
定
因
子
は
、
何
れ
も
イ
ギ
リ
ス
的
遺
産

の
上

に
立
ち
な
が
ら
、
ア
メ
リ
カ

独
自
の
自
然
的

・
社
会
的

・
精

神
的
風
土
の
中

で
独
自
の
自



己
形

成

を
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第

一

章

先

史

期

㎜第

一

僧即

ハ

ミ

ル

ト

ニ

ア

ニ

ズ

ム

我

々
は
、
既

に
合
衆
国
建
国
の
当
初
に
於

い
て
、
初
代
の
財
務
長
官

ハ
ミ
ル
ト
ン
(
H
a
m
i
l
t
o
n
,
 
A
l
e
x
a
n
d
e
r
 
1
7
5
7
-
1
8
0
4
)

の
許
に
、
此

の
国

で
最
初

の
注
目
す
べ
き
体
系
的
行
政
思
想
を
見
出
だ
す

こ
と
が
で
き
ろ
。
ホ
ワ
イ
ト
に
よ
つ
て

「合
衆
国
に
於
け
う
そ
の
世
代

の
最

大
の
行
政
的
天
才

。
あ
ら
ゆ
る
時
代
を
通
じ
て
の
偉
大
な
行
政
家

の

一
人
」
と
讃

せ
ら
れ
る
彼
は
、
当
時
の
困
難
な
国
際
情
勢

の
下
に
、

強
固
な
連
邦
政
府

に
よ
ろ
国
家
的
保
護
育
成
を
求
め
る
新
興
共
和
国
の
若
い
商
工
業
資
本
を
背
景
と
し
て
、
共
和
主
義
原
則
の
許
す
限
り

強
力
な
中
央
執
行
権
.に
好
意
を
寄
せ
ろ
政
治
哲
学
を
抱
懐
し
た
。
そ
れ
は
、
彼
が
合
衆
国
憲
法
草
案
擁
護
の
た
め
に
僚
友
ジ
ェ
イ
(
J
a
y

o
h
n
 
 
1
7
4
5
-
-
1
8
2
9
)

及
び

マ
デ
ィ
ソ

ン
(
M
a
d
i
s
o
n
,
 
J
a
m
e
s
 
1
7
5
1
-
1
8
3
6
)

の
協
力
を
得
て
書

い
た
ア
メ
リ
カ

政
治
思
想
史
上
不
朽

の
名

著ザ

・
フ
エ
デ
ラ
リ

ス
ト
』
(
T
i
e
 
J
e
d
e
r
a
l
a
s
t
,
 
1
7
8
8
)

の
中
に
遺
憾
な
く
展
開
さ
れ
て
い
歴
.σじ

行
政
の
重
視
と

い
う
こ
と
が
、
そ
こ
で
の
彼
の
議
論
を

一
貫
す
る
テ
ー
マ
で
あ
つ
た
。

我

々
は
、

「
政

体
に

つ
い
て
の
論

争
は
愚

者
に
任

せ
て
お
け
、
ー

最
も
よ
く
行
政

さ
れ
ろ
も
の
が
最
良

な
の
だ
、
」
ー

と
云
う
詩
人

の
政
治
的

異

端

に
黙
従
す

る
こ
と
は

で
き

な

い
け
れ
ど
も
、

し
か

し
、
良

い
政
府
の
真

の
試
金

石
は
良

い
行
政
を
生
み
出
す
そ
の
適
性
と
趨
性
と

で
あ
る
、
と
安

ん
じ

て
断
三
口す

る

こ
と
が

で
き

る
。

彼
は

こ
・
で
行
政
に
三
つ
の
要
請
を
加
え
ろ
・
独
立
性
と
強
力
性
と
責
任
性
と
で
あ
餐

先
す

ハ
ミ
ル
ト

ン
は
、

執
行
部
を

そ
の
自
已
の
領
域
内

で
立
法
部
か
ら
独
立
に
活
動
し
得
る
よ
う

紅
織
す
る
こ
と
の
必
要
を
力
説
す

ろ
。
「
執
行
部
は
そ
の
職
務
の
継
続
に
つ
い
て
、
人
民
そ
れ
自
体
を
除
く
何
も
の
か
ら
も
独
立

で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
(㏄ハ]
固
よ
り
彼
は
・

法
の
優
位
ま
憲
法
に
規
定
さ
れ
た
執
行
権
に
対
す
る
立
法
的
抑
制
と
を
是
認
し
は
す
ろ
が
、
な
お
彼
は
、
「
そ
れ
自
身
の
領
域
内
で
独
立
に



行
動
し
得
ろ
執
行
権

の
断
乎
た
ろ
擁
護
者
」

で
あ
ろ
。

次

い
で

ハ
ミ

ル
ト

ン
は
,

良

い
政
府

に

つ

い

て

の
そ

の
見
解

及

び
彼

自

身

の

.↑

ソ

ナ
リ

テ

・
を

反
映

し

て

、

強

力

な

執

行

部

を

推

奨

す

ろ
。

強

力
な

執

行

部

は

共

和

政
府

の
精

神

と

両

立

し

な

い
と

の
議

論

を
排

し

て
、

彼

ぱ

次

の
よ

う

に
述

べ

て

い
ろ

。

執
行
部

に
於

け
る
活
力

は
、
良

い
政
府
を
定
義
す

る
際

の
指
導

的
性

格
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
外
患

に
対
す

る
社
会

の
防
衛

に
不
可
欠

で

あ
り
、
法
律

の
着
実
な
執
行
、
時

に
正
義

の
正
常
な
進
路
を
妨
害
す
る
不
法
且

つ
横

暴
な
結
党
に
対
す

る
財

産
の
防
衛

、
野
望

・
徒
党

・
無
政

府
の
陰
謀

及
び
攻
撃

に
対
す

る
自
由

の
保
全

に
と

つ
て
も
、
劣
ら
ず
不
可
欠

で
あ
.る
。
…
…
…

-
:
.・弱
体
な
執
行
部

は
、
統
治

の
弱
体
な
執

行
を
意
味
す

る
。
弱
体

な
執
行

は
悪

い
執
行

の
別
名

に
外
な
ら
な

い
。
そ
し

て
、
悪
く
執

行

さ
れ

る
統
治

は
、
理
論

に
於

い
て
は
如
何

に
あ
れ
、
実
際
に
於

い
て
は
悪

い
統
治

で
あ
る
。

・.:
.・分
別
あ

る
人

ク
は
す

べ
て
、
活
力
あ
る
執
行
部

の
必
.要
に
同
意
す

る
で
あ

ろ
う

彼

は

、
執

行

部

の
活

力

の
要

素

と

し

て
、

日

統

一
性

、

口

持

続

性

、

日

そ

の
維

持

の
た

め

に
適

当

な
給

与

そ

し

て
四

十
分

の
権

限

の
四

を

挙

げ

ろ
。

此

の
中

、
統

一
性

に
関

し

て

は

、
決

断

性

、

行

動

性

、
秘

密

性

及

び
迅

速

准
.

に
於

い

て

単

独
制

が
複

数

制

に
遙

か

に
優

ろ

こ
と

が
論

ぜ

ら

れ

て

お
り

、

ま

た
持

続

性

に
関

し

て
ぱ

、

執

行

部

の
長

官

の

地
位

に
或

ろ
程

度

の
持

続

性

を

与

え

ろ

こ
と

が

、

憲

法

上

の
権

力

を
行

使

す

る

に
際

し

て

の
彼

の
個

人

的

強

固

性

及

び

彼

の
F

に
行

わ

れ

ろ
行

政

の
安

定

性

の
た

め

必

要

で
あ

ろ

こ
と

が

説

か

れ

て

い
ろ

。

し

か

し

ハ
ミ

ル
ト

ン
は

、

執

行

部

の
独

立
性

・
強

力
性

に

対
向

せ

し

め
ら

ろ

べ
き
共

和
主

義

的

保
障

の
考

慮

を

も

決

し

て
忘

れ

て

い
な

い
。

適

正
な

対

民
.衆

依
存

さ

適

正

な

個

人

責

任

と

が
斯

か

ろ
も

の
と

し

て
言

及

さ
れ

ろ

。
彼

ぱ

、

世
論

に

よ

う
統

制

が

よ
り

効

果
的

に
行

(a 
vigorous 

E
xecutive)

(energy)

(a 
feeble 

E
xecutive)

(an 
energetic 

E
xecutive)

adequate 
provision 

for 
its  

support)'

(decision)'
(activity)'

(unity)"
(duration)'

(com
petent 

pow
ers)

(secrecy)
(despatch)

(an



わ
れ
、
不
正
の
発
見
が
よ
り
容
易
で
あ
ろ
と
の
理
由
か
ら
、
単
独
制
を
責
任
あ
る
執
行
部
の
立
場
か
ら
も
望

ま
し

い
も
の
と
し
た
。

要
す
う
に
、

ハ
ミ
ル
ト
ン
の
説
く
と
こ
ろ
は
、

ワ
シ
ン
ト
ン

の
云
う

「
有
効
で
責
任
あ
る
執
行

部
」

で
あ
つ
た
。
そ
れ
は
、
責
任
性
を
条
件
に
執
行
権

の
強

化
を
恐
れ
ぬ
も
の
で
あ
る
。

ホ
ワ
イ
ト
は
、
斯
か
る
立
場
が
、

ハ
ミ
ル
ト

ン
そ
の
人
の
専
制
的
な
パ
ー
ノ
ナ
リ
テ
ィ
に
由
来
す
る
の
み
な
ら
す
、
或

ろ
社
会
的
背
景
を

持
つ
も
の
で
あ
ろ
こ
と
を
、
次
の
よ
う
な
言
葉

で
指
摘
し
て
い
ろ
。

「彼
は
、
ア
メ
リ
カ

経
済
は
過
度
の
農
業
依
存
か
ら
脱
し
て
均
衡
の

と
れ
た
農

・
工
業
経
済

へ
と
導
か
る
べ
き
で
あ
る
と
信
じ
た
。

斯
か
る
経
済
は
国
家
的

な
活
動
と
国
家
的
規
模
に
於
け
る

効
果
的

指

導

を
必
要
と
し
た
。
斯
か
る
指
導
に
、
彼
は
現
下

の
経
済
政
策

の
主
要
な
道
具
を
見
た

の
で
あ

つ
た
。
」

ハ
ミ
ル
ト

ン
ぱ
、

ワ
シ
ン
ト
ン
の
片
腕
と
し
て
、

自
ら
の
思
想
を
政
治
的
実
践
に
移
し
た
。
彼
は
、

強
力
な
連
邦
執
行
権

の
た
め
に

は
、

一
七
九

一
年

の
国
立
銀
行
設
立
の
事
例
の
示
す
如
く
、
憲
法
の

「
自
由
な
解
釈
」

に
従

つ
て
行
動
し
、
違
憲

の
嫌
疑
を
も
敢
え
て
辞
さ
な
か
つ
た
。
建
国
当
初
の
特
殊
な
社
会
情
勢
を
背
景
に
中
央
行
政
の
強
力

・
能
働

化
を
要
請
し
た

ハ
ミ
ル
ト
ニ

ア
ニ
ズ
ム
は
、
や
が
て
自
由
放
任
国
家
体
制
の
確
立
と
共
に
屏
息
せ
し
め
ら
れ
る
に
至
る
。
し
か
し
、
そ
の
行
政
思
想

.
行
政
実
践
は
、

十
九
世
紀
末
か
ら
二
十
世
紀

に
か
け
て
の
職
能
国
家
体
制
の
出
現
に
伴

い
、
再
び
新
た
な
装

い
の
下
に
登
場

し
て
来

る
の
で
あ
る

(
ニ
ュ

ー
・
ハ
ミ
ル
ト

ニ
ア

ニ

ム

。
此
の
意
味
で
、
そ
の
持
つ
現
代
的
意
義
は
大
き

い
。

二

)

ア
メ
リ
カ
で

「行
政
の
分
野
に
於
け
る
著
述
は
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
合
衆
国
に
な
つ
て
始
ま
つ
た
。
最
初
に
此
の
語
を
そ
の
近
代
的
用
法
に
於

い
て
定
義
し
、
最
初
に
行
政
思
想
を
…樹
立
し
た
の
は
、
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
・
ハ
ミ
ル
ト
ン
で
あ
つ
た
。
彼
の
考
.兄
は
彼
の
同
時
代
の
国
人
の
多
く

に
△
,わ

な
か

つ
た

け
れ
ど
も

、
彼

の
貢
献

は
独
自

の
も

の
で
あ

つ
た
。」

(W
ashington. 

G
eorge 

1732-99)

(an 
efficient 

and 
responsible 

E
xecutive)

(national)

(free 
construction)
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congenial)

L
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1955, 
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因
.み
に
、

ハ
ミ

ル
ト

ン
は
行
政
を
次
の
よ

う
に
定
義
す

る
。

「
行
政

は
、

そ
の
最
広
義

に
於

い
て
は
、
立
法

・
執

行

。
司
法

を
問

わ
ず
政
治
団
体

の
す

べ
て
の
作
用
を
包
含

す

る
。
し
か
し
、
そ
の
最

も
普
通
な
、
そ
し
て
恐
ら
《
そ

の
最
も
精
確
な
意
味
に
於

い
て
は
、
そ
れ
は
執

行
的
細

目
に
限

ら
れ
、
特

に
執

行
部
門

の
領

域
内

に
含
ま
れ

る
。
対
外
的
交
渉

の
実
際

の
処
理
、
財

政
の
予
備
的
計
画
、
立
法
部
の

一
般
的
な
歳

出
予
算

に
基
く

公
金

の
充
当
と
支
出

、

陸
海
軍

の
編
制
、
戦
争
遂
行

の
指
導
ー

こ
れ
ち
及
び

そ
の
他
同
様

の
性
質

の
事
が
ら
が
、
最
も
妥
当
に
行
政
の
語

に
よ

つ
て
理

解
さ
れ
る
と
思

わ
れ

る
と

こ
ろ
の
も
の
を
形
作

る
。

二

四
)

ワ
シ

ン
ト

ン
の

一
友
人

へ
の
書
簡

二

七

九
〇
年
)
の
中
の
言
葉
。
ー

「
私

は
、
人
民
が
立
法
部

に
疑

い
な
く
自
由
且

つ
平
等
に
代
表

せ

ら

れ
る
こ
と

は
、
有
効

で
責

任
あ

る
執

行
部
と
共

に
、
ア
メ
リ
カ
的
自
由

の
保
持
が
依
存

せ
ね
ば

な
ら
ぬ
大
き

な
支
柱

で
あ

る
、

と
常

に
信

じ
た
。」

よ
り

引
用
。

な
お
、
こ

、
で

を

「
有
効
」

と
し

た
が
、

こ
れ

に
関
し

て
ウ
ォ

ル
ド
ー
は
、

の
語

に
二
義
あ
り

と
し
て
次

の
よ
う

に
云

つ
て
い
る
。
「
こ
れ
ら

の
意
味

の

一
は
哲
学
的

な
そ
れ
と
呼

ば
れ
得

よ
う

。
そ
れ
は
、

或

い
は

の
観
念

で
あ
る
。
…

…
他

の
意
味

は
機
械
的
或

い
は
科
学
的
な
そ
れ

と
呼
ば

れ
得

よ
う
。
そ

の
本
質

は
、
割
合

或
い
は
比

す

な
わ
ち
費
消

さ
れ
た

或

い
は
可
能
な
結
果
と

の

比
較

に
於

け
る
現
実

の
結
果
、

の
観
念

で
あ

る
。

明
ら
か
に
、

は
、
行
政
学

の
文
献

に
於

い
て
、

こ
れ
ら
両
義

に
用

い
ら
れ

て
い

る
。
普
通
、
そ
れ
ら

は
区
別

さ
れ
な
い
。
す

な
わ
ち
、

は

、.

の
同
義
語

と
な

る
。
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を
精
確

に
用

い
る
試
み
が
な
さ
れ
る
と
き

は
、

比

の
観
念
が
強
調
さ
れ
る

。」

ヴ

ィ
ー
グ

は

こ

＼
で

、

ハ
ミ

ル
ト

ニ
ア

ニ
ズ

ム
ー

ハ
ミ

ル
ト

ン
の

行

政

思

想
ー

の
主

張

を

と

定

式

化

し

て

、い

る

。

弟

二

節

ジ

ェ

フ

ァ

ソ

ニ

ア

ニ

ズ

ム

ハ
ミ

ル

ト

ニ
ア

二
ズ

ム
に

あ

つ

て

ぱ

、
行

政

に
於

け

ろ
共

和

主

義

の
要

請

に

よ
り

ぱ

、

行

政

の
強

力

性

の
そ

れ

に
大

き

く

重

心

が
偏

つ

て

い
た

。

同
時

代

に
、

こ
れ

と

並

行

し

つ

奥
、

専

ら

ア

メ
リ

カ

に
於

け

ろ
行

政

の

デ

モ
ク

ラ

テ

ィ
ッ

ク
な

地

盤

の
形

成

に

貢
献

し

た

の

ぱ

、

ハ
ミ

ル

ト

ン
の
偉

大

な

対

抗

者
ジ
ェ
フ

ソ

ン

の
政

治

思

想

で
あ

つ
た

。

。
ッ

ク

に
大

き
な

感

化

を

受

け

た
ア
メ
リ
カ

独

立

宣

言

の
起

草

者

ジ
ェ

フ

ァ
ソ

ン
ぱ

、

政
府

の
権

力

と

執

行

部

の
強

力

性
.を

強

調

す

ろ

ハ
ミ

ル

ト

ン

一
派

の
連

邦

派

に

対

し
、
共

和
派

を

率

い
て
市

民

の
自

由

と

代

表

議

会

の
優

位

を

擁

護

す

ろ
。

我

々
の

〔
目
的
〕

は
、
…
…
議

会
の
、
そ
し
て
人
民
自
体

の
、
多
数
者

の
意
思
を
擁
護
す

る
こ
と

で
あ

つ
た
。
我

々
は
、
人
民
と
共

に
次

の
如
く
信
じ

た
。
人
は
、
自
然

に
ょ

つ
イ、・権

利
と
生
得
の
正
義

の
感
覚

と
を
賦
与

さ
れ
た
理
性
的
動
物

で
あ
り
、
ま
た
彼
自
身

の
選
択
で

〔或

る
〕
人

々
に
委
託

さ
れ

且

つ
彼
自
身

の
意
思

に
農

い
て
彼
ら

の
責
務
と

せ
ら
れ
る
穏
健
な
権
力

に
ょ

つ
て
、
悪
か
ら
抑

止
さ
れ
正
し
く
保
護

せ
ら

れ得

.る
、
と
o

イ

"E
fficient"

W
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inistrative 
State,

 
PP." 201-2.

C
f. 

V
ieg, 

op. 
cit., 

p. 
12.

"readi

ness 
to 

use 
governm

ental 
pow

er 
w

herever 
there 

is 
assurance 

of 
public 

control 
over 

its 
use"

W
hite, 

op. 
cit., 

p. 
92.

C
f. 

W
hite, 

Introduction. 
pp. 

22-3 
; 

L
angrod, 

op. 
cit., 

p. 
36.

(Jefferson, 
T

hom
as 

1743-1826)

(L
ocke, 

John 
1632-1704)

(Federalist)
(R

epublican)

(m
oderate 

pow
ers)



連

邦

派

に
於

け

ろ

執

行

部

偏

重

は

、

共

和

派

と

同
じ

く

政
府

の
基

礎

が
人

民

に

あ

ろ

こ
と

を
認

め

う
と

は

云

え
根

本

に

於

い
て
は
貴

族

主

義

的

で
あ

つ
た

彼

ら

の
、

民
衆

に

対

す

ろ
不

信

の
如

実

の

反
映

に
外

な

ら

な

い
。
彼

ら

が

「
人

民

の
た

め

の
政

府
」
(
g
o
v
e
r
n
m
e
n
t
 
f
o
r

t
h
e
 
p
e
o
p
l
e
)

の
哲

学

は
受

け

容

れ

た

が

、

「
人

民

に

よ

う

政
府

」
(
g
o
v
e
r
n
m
e
n
t
 
b
y
 
t
h
e
 
p
e
o
p
l
e
)

の
哲

学

ぱ
受

け

容

れ

な

か

つ

た

、

と

せ

ら
れ

ろ
所

以

で

あ

ろ

。

こ
れ

に

対

し

て
、

ジ

ェ

フ
ァ

ソ

ン
は

人

民

に
信

頼

す

る

。

そ

の
唯

一
の
著

作

『
ヴ
ァ

ー

ジ

二
ア

覚

え
書

』

(
N
o
t
e
s
 
o
n
 
 
V
i
r
g
i
n
i
a
,
 
1
7
8
1
)

の
中

に

は

次

の
章

句

が
見

え

て

い
る

。

「
す

べ

て
統

治

ぱ

、

人

民

の
支

配
者

の
み

に
委

託

さ

れ

る
と

き

は

堕

落

す

ろ

。

故

に

、
人

民

そ

れ

自

身

が
統

治

の
唯

一
の
安

全

な

受
託

者

で
あ

る
。
」

彼

自
.ら
一、

彼

の
党

ま

連

邦

派

の

反
日

を

、
民

衆

を

愛

す

ろ
者

さ

民

衆

を

信

ぜ

ぬ
者

と

の
そ

れ

と

し

て

い

ろ

の
ぱ

興
味

深

い
。

斯

か

ろ

政

治

哲

学

ぱ

、
責

任

性

を

条

件

に
執

行

権

の
強

大

化

を

恐

れ

ぬ

ハ
ミ

ル

ト

ン
の

そ
れ

と

は

対

蹠

的

に
、

「
穏

健

な

権

力

」

・

「
賢

明

で
控

吏

日

な

政
府

」
の
思

想

に
導

く

も

の

で
あ

つ
た

。

す

な

わ

ち

彼

は

、

デ

モ
ク

ラ

シ
ー

の

「
山
上

の
垂

訓

」

と

ま

で
礼

讃

さ
れ

る
彼

の
有

名

な

第

一
次

大
統

領

就

任

演

説

(
一
八

〇

一
年

)

の
中

で
、
ア
メ
リ
カ

人

に
与

え
ら

れ

た

恩

沢

の
数

々

に

触

れ

た
後

、

次

の

よ

う

に

日諸

つ

て

い
ろ

。

…
と

れ
ら
す

べ
て
の
恵
み
と
共

に
、
我

々
を
幸
福

で
繁
栄

せ
る
国
民
た
ら

し
め
る

の
に
更

に
必
要
な
も

の
は
何
か
。
も
う

一
つ
の
も

の
が
必
要

で
あ

る
。
市
民
諸
君
よ

。
そ
れ

は
、
人

々
が
互

い
に
傷

つ
け
合
う
の
を
抑

止
し
、
そ
の
他

の
点

で
は
彼
ら
を
自
由

に
し
て
彼
ら
自
身

の
生
産
及
び
改
良

を
追
求

さ
せ
、
そ

し
て
勤

労
の
口
か
ら

そ
の
稼

い
だ
パ

ン
を
奪
わ

な
い
賢
明

で
控

え
目
な
政
府
(
a
 
w
i
s
e
 
a
n
d
 
f
r
u
g
a
l
 
g
o
v
e
r
n
m
e
n
t
)

で
あ

る
。
こ
れ
が
良

い
政
府

の
.要
諦

で
あ
り

、
而

し
て
こ
れ
が
我

々
の
幸
福
を
完
成

さ
せ
る
の
に
必
要
な
も

の
で
あ

る
。

彼

に
ま

つ

て
、

公

権

力

は
潜

勢

的

に
自

由

に

ま

つ

て
危

険

な

も

の

で
あ

り

、

広

く
分

散

さ

る

べ
き

も

の

で
あ

ろ

。

「
良

い
政
府

が

実

現

さ

れ

る

の
は

、

権

力

の
統

合

叉

は

集

中

に

よ

つ

て

で
ぱ

な

く

、

そ

の
分

散

に

よ

つ

て

で

あ

る
」

と

彼

は

述

べ

る

。
此

の
制

限

的

・
分

権

的

行

政
(
l
i
m
i
t
e
d
 
a
n
d
 
d
e
c
e
n
t
r
a
l
i
z
e
d
 
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
o
n
)

の
哲

学

は

、

ハ
ミ

ル
ト

ン
の
強

力

・
集

権

的

行

政

の
哲

学

と

対

を
成

し

て

、

自
後



の
ア
メ
リ
カ
行
政
思
想

の
底
を
流
れ
る
二
大
潮
流
の

一
の
源
流
を
形
作
る
も
の
で
あ
ろ
。

当
時

の
商

・
工
業
勢
力
に
バ
ッ

ク
さ
れ
た

ハ
ミ
ル
ト

ニ
ア
ニ
ズ
ム
に
対
し
、
ジ
ェ

フ
ワ・
ソ

ニ
ア

ニ
ズ

ム
は
独
立
自

曲

層
の
基
盤
に

立
脚
す
る
も
の
で
あ
つ
た
。

「
国
家
を
、
正
し
い
指
導

の
下
に
、
各
人
が
彼
自
身
の
耕
地
の
耕
作
或

い
ば
職
人
と
し
て
の
独
立
の
作
業
に

よ
つ
て
そ
の
家
族

の
た
め
の
安
全
を
見
出
だ
し
得
る
よ
う
な
光
輝
あ
る
農
業
民
主
国
家

に
発
展
す
べ
く
運
命
づ

け
ら
れ
た
も
の
と
見
て
と
つ
て
、
ジ
ェ

フ
ァ
ソ
ン
ぱ
、
対
外
関
係
の
処
理
に
必
要
と
さ
れ
る
"
外

の
国
家
的
行
政
の
必
要
を
殆
ど
認
め
な

か
つ
た
。
」
(
ヴ
ィ
ー
グ
)

ジ
ェ
フ
ァ

ソ
ン
の
夢
ぱ
、

「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
商
業
主
義

・
工
業
主
義
か
ら
隔
離

さ
れ
、
完
全
に
自
治
的
農
民
か

ら
構
成
さ
れ
た
田
園
的
共
和
国

」
だ
つ
た
の
で
あ
る
。

連
邦
派
の
施
政
の
後
を
承
け
た
ジ
ェ

フ
ァ
ソ
ン
は
、
し
か
し
、
そ
の
政
治
的
実
践
に
於
、
い
て
、
自
ら
の

「
賢
明
で
控
え
目
な
政
府
」
の

所
説
に
整
合
的
た
り
得
す
し
て
終
つ
た
。
そ
れ
の
み
か
、
誓

て
ハ
ミ
ル
ト
ン
の
国
立
銀
行
設
立
に
強
硬
に
反
対
し
た
そ
の
人
が
、

一
八
〇

三
年

の
ル
イ
ジ
ア
ナ
購
入
、

一
八
〇
七
年

の
出
港
停
止
令

と
、
連
邦
派
時
代
に

え
見
ら
れ
な
か
つ
た
強
力
な
連
邦

執
行
権
の
発
動
を
敢
え
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た

こ
と
ぱ
、
歴
史
の
皮
肉
と
云
う
べ
き
で
あ
ろ
。
丘

の
意
味

で
、
ジ
ェ

フ
ァ
ソ
ン
の

歴
史
的
意
義
を
、
行
政
の
技
術
に
対
す

ろ
貢
献

に
で
は
な
く
、

「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
、
自
由
及
び
人
民

の
白
治

の
能
力
に
つ
い
て
の
彼

の
確

信
」
に
見
た

ホ
ワ
イ
ト
の
評
言
は

鵠
を
得
て
い
る
。

「我
々
ぱ
、
ジ
ェ

フ
ァ
ソ

ン
を
、
他
の
何
び
と
よ
り

以
上
に
、
我
々
が
今
日
好
ん

で
ア
メ
リ
カ

的
生
き
万

と
呼
ぶ
ア
メ
リ
カ
ン
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の

基
本
的
諸

原
則
を

定
式
化
し
た
も
の
と

考
え
る
。
」

(カ
ー
ル

・
ベ
ッ
カ
ー
)

よ
り

引

用

。

ハ
ミ

ル
ト

ン
は

、

実

に
左

の
如

く

述

べ
て

い
る

。

「
す

べ
て
社
会

は
、
少
数
者
と
多
数
者

に
区
分
さ
れ

(agrarian 
dem

ocracy)

(rural 
republic)

(E
m

bargo 
A

cts)

(A
m

erican 
w

ay 
of 

life)

C
f. 

W
hite, 

T
he 

Federalists, 
p. 

511.

C
harles 

A
. 

B
eard, 

R
eadings 

in 
A

m
erican 

G
overnm

ent 
and 

Politics, 
1927, 

p. 
93

C
f. 

W
hite,  

op. 
cit., 

p. 
510.



る
。
前
者

は
富
裕

で
生

れ
の
よ
い
人
々

で
あ
り

、
後

者

は
民
衆

で
あ
る
。
民

の
声
は
神

の
声
と
云
わ
れ

て
来
た
。
此

の
格
言

は
如
何
に
普
遍
的

に

引
川
さ
れ
信

じ
ら

れ
て
来

た
と
し

て
も
、
事
実

に
於

い
て
は
真

で
な
い
。
人
民
は
狂
暴
で
無
節
操

で
あ

る
。
彼
ら
が
正

し
く
判
断
し
た
り
判
定

し

た
り
す
る

こ
と
は
稀

で
あ

る
。
故

に
、
第

一
の
階
級

に
、
統
治

へ
の
明
確
な
永
久
的
参

与
権

を
与
え
よ
。
彼
ら

は
、
変
革

に
ょ

つ
て
何

の
利
益
も

受

け
る
こ
と
が
な

い
故
に
、
常

に
良

い
統
治
を
行

つ
て
行
く

で
あ
ろ
う
。」

よ
り

引
用
。

よ
り

引

用

。

此

の
意
味

で
、
ホ
ワ
イ
ト

は
、

ジ

ェ
フ

ァ
ソ
ン
を
評

し
て

「
彼

は
行
政
の
領

域
で
少
く

と
も

二
重
人
格

を
示

し
た
」
と
云
う
。

グ
リ

ス
ウ

ォ
ル
ド
は
、
こ

＼
に
、
「
英
米

の

政
治
思
想
及
び
行
動
を
歴
史
を
通
じ

て
支
配

し
て
来

た
あ
の

プ
ラ
グ

マ
テ

ィ
ッ
ク
な
経
験

主
義

し
を
見
て
い
る
。

な
お
、

は
、
ジ

ェ
フ

ァ
ソ
ン
の

「
公
務

に
対
す

る
彼

の
関
心

の
高
度

に
道
義

的
な
性
質
」

と
共

に
、
「
彼

の
プ
ラ
グ

マ

テ

ィ
ッ
ク
な
態
度
」

に
言
及

し
て
い
る
。

B
eard, 

op.  
cit., 

pp. 
47-8

W
hite, 

op. 
cit., 

p. 
508.

Jefferson, 
N
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Q

uery 
X
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よ
り

引

用

。

な

お

、

ハ
ミ

ル
ト

ン
と
ジ

ェ
フ

ァ
ソ

ン
の

行
政

思
想

に
関

し

て

は

、

第

三

節

ジ

ャ

ク

ソ

二

ア

ニ

ズ

ム

ア

メ

リ

カ

ン

。
デ

モ
ク

ラ

シ
ー
な

、

ジ
ェ

フ

ワ・
ソ

ニ
ア

ニ
ズ

ム
か

ら

ジ
ャ

ク

ソ

ニ
ア

ニ
ズ

ム
を

経

て
確

立

さ

れ

た

。

ジ
ェ

フ
ァ

ソ

ン

ぱ

、

ホ

フ

ス
タ
ッ

タ
ー

の

い
み
じ

く

も

性

格

づ

け

た
通

り

「
民
主

主

義

者

と

し

て

の
貴

族

主

義

者

」

で
あ

り

、

そ

の
デ

モ
ク

ラ

シ
ー

に
ぱ
必

然

に

限

界

が
あ

つ
た

。

彼

は

「
常

に
群

衆

か

ら

超

越

し

て

い
ろ
。

そ

し

て

、
彼

が

万

人

の
平
等

を

要

求

す

る

の

は

、
彼

が
人

ぱ

平
等

で
あ

る
と

感

じ

取

る

か

ら

で
は

な

く

て

、

人

は

平
等

で

な
け

市

ば

な

ら

ぬ

き
推

論

す

る

か

ら

な

の

で

あ

ろ
。
」

(
チ
ャ

ー

ル

ス

・
M

・
ウ

ィ

ル

ッ
)

東

部

の
独

立

自

営
農

民

を
背

景

と

し

た

ジ
ェ

フ
ァ
ソ

ン
に

対

し

、
西

部

フ

ロ

ン

テ

ィ

ア

の

庶

民

勢

力

に
担

わ

れ

て
登

場

し

た

ジ
ャ

ク

ソ

ン

に
あ

つ

て

は

、

も

は

や
斯

か

ろ
観

念

性

は

見

ら

れ

得

べ
く

も

な

い
。

ジ
ャ

ク

ソ

ニ
ア

ニ
ズ

ム
ぱ
自

ら

の
ま

と

ま

つ
た

文

献

を

持

た

ぬ

け

れ

ど

も

、

そ

の
地

に
着

い
た

デ

モ
ク

ラ

シ

ー

の
考

え

は

、
選

挙

権

の
拡

張

・
公

選

官

吏

の
増

加

・
公

務

任
期

の
短

縮

・
公

職

就

任

の
た

め

の
財

産

上
宗

教

上

の
要

件

の
撤

廃

等

、

そ

の
制

度

化

に
着

日

す

る

こ
と

に

よ

つ

て

十
分

明

ら

か

で
あ

ろ
。

そ

れ

は

、

十

九

世

紀

中

葉

に

於

け

ろ
解

放

さ
れ

た

資
本

主
義

の
拡

大

の

一
象

面

に
外

な

ら

な

か

つ
た

。

「
ジ

ャ

ク

ソ

ン

の
運

動

は

、
拡
大

す

ろ
諸

々

の
機

会

さ

、

政
府

の
行

為

に
起

原

を

持

つ
制

限

・
特

権

を

除

去

す

る

こ
ま

に

よ

つ

て

こ
れ

ら

の
機

会

を

更

に

一
層

増

大

し

よ

う

と

す

ろ
共

通

の
願

望

き

か

ら
成

長

し

た

。

斯

く

て

、
若

干

の
条

件

を

置

け

ば

、

そ

れ

は

本

質

的

に
自

由

放

任

の
運

動

で
あ

り

、

政
府

と

事

業

を

離

縁

せ
し

め

よ

う

と
す

ろ
試

み

で

あ

つ
た

。
」

(
ホ

フ

ス
タ
ッ

タ

ー
)

W
hite,  

op. 
cit. 

, 
p. 

4.
G

risw
old, 

op. 
cit., 

p. 
665
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L
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ジ

ャ

ク

ソ

ニ
ア

ニ
ズ

ム
は

、

ア

メ
リ

カ

の
行

政

に
決

定

的

に

デ

モ
ク

ラ

シ

ー

の
刻

印
を

捺

し

た

。
行

政

に
対

す

ろ
ジ

ャ

ク

ソ

二
ア

ン

・

デ

モ
ク

ラ

シ
ー

の
適

用

ぱ

、
官

職

交

代

制
(
r
o
t
a
t
i
o
n
 
i
n
 
o
f
f
i
c
e
)

の
採

用

に
象

徴

さ

れ

ろ

。

大
統

領

候

補

者
指

名

機

関

と

し

て
議

院

内

コ
ー

カ

ス
が

凋
落

し

て
指

名

全

国

大

会

が

出

現

し

て
来

た

と

い
う

政
党

組

織

の
変
革

、

更

に
成

年

男

子
普

選

に
伴

つ

て
起

つ
た

異

常

な

猟

官

熱

等

を

現

実
的

契

機

と

し

て
生

ま

れ

た

此

の
制

度

の
理

念

は

、

一
八

二
九

年

に

於

け

ろ

ジ
ャ

ク

ソ

ン

の
第

一
年

次

教

書

中

に
表

現

さ
れ

て
余

蘊

が

な

い
。

…
…
す

べ
て
公
職

の
義

務

は
極

め
て
平
易
簡
単

で
あ
り
、
或

い
は
少
く
と
も
そ
う
な
さ
れ
得

る
も
の
で
あ

る
か
ら

、
理
解
力
あ
る
人
な
ら
容
易

に
そ

の

遂
行

の
資
格
を
得
る

こ
と
が

で
き

る
。
そ

し
て
私

は
、
人

々
が
官
職

に
永
く
留

ま
る
こ
と
に
よ

つ
て
、
普

通
彼
ら

の
経
験

に
ょ

つ
て
得
ら
れ
る
よ
り

多
く

の
も

の
が
失
わ
れ
る
、
と
信
ぜ
ざ
る
を
得
な
い
。
・:
-
…
官
職
が
人
民

の
利
益

の
た

め
に
の
み
設

け
ら
れ

て
い
る
国
家

で
は
、
如
何
な
る
も

の
も
、
他

の

も

の
よ
り
"
上

に
は
官
位

に
対
す
る
固
有
の
権

利
な
ど
持

た
な
い
。
官
職

は
、
特
定

の
人

々
を
公

の
費
用

で
養
う
た

め
に
設
置

さ
れ
た
も

の
で
は
な

い
。

故

に
、
免
職

に
ょ

つ
て
如
何
な
る
個
人
的
害
悪
も
加
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
と
い
う

の
は
、
官
職

へ
の
任
命
も
官
職

に
留
ま

る
こ
と
も
権
利

の
問
題

で
は
な
い
の
で
あ

る
か
ら

。
…
…

…
免
職

さ
れ
る
彼

は
、
未

だ
嘗

て
官
職

を
保
有

し
た

こ
と

の
な

い
幾
百
万
の
人

々
が
持
、
つ
の
と
同
じ
生
計
獲
得

の
手
段

(六
)

を
持
つ
。

官
職
交
代
制
ぱ
、
ジ
ャ
ク
ソ
ン
の
予
期
に
反
し
て
、
党
人
任
用
制
日
猟
官
制
(
s
p
o
i
l
s
 
s
y
s
t
e
m
)

に
堕
す
る
運
命
に
あ
つ
た
。

ジ
ャ
ク
ソ

ン
が
官
職
交
代
制
を
導
入
し
た
根
拠
ぱ
、
第

一
に
、
長
期

の
官
職
保
有
は
無
関
心

の
成
長
を
惹
起
す
ろ
故
に
職
員

の
頻
繁
な
変
更
ば
公
務

を
能
率
的
た
ら
し
め
う
と
考
え
た
か
ら
で
あ
り
、
第
二
に
、
此
の
制
度
を

「
共
和
政
の
信
条

の
第

一
の
原
則
」
を
成
す
も
の
と
見
た
か
ら

(八
)

、

で
あ
ろ
。
し
か
し
自
後
、
普
通
選
挙

の
発
展

・
全
国
的
規
模
の
政
党
の
成
長

・
入
口
の
増
大
に
伴

つ
て
、
官
職
交
代
制
は
猟
官
制
に
堕
落

し
て
行
つ
た
。

ヘ
ル
マ
ン
・
フ
ァ
イ
ナ
ー
に
よ
れ
ば
、
日
全
く
の
非
能
率
、
口
公

の
経
費

の
増
加
、
日
猟
官
族
(
a
 
c
l
a
s
s
 
o
f
 
o
f
f
i
c
e

s
e
e
k
e
r
s
)

の
創
生
、
五
政
治
的
腐
敗
、
五
任
命

・
罷
免
を
め
ぐ
つ
て
の
大
統
領
と
上
院
の
聞
の
不
断
の
確
執
、
因
大
統
領
及
び
諸
省
の
長



官

の
側
に
於
け

る
時
間
及
び
労
力
の
恐
ろ
べ
き
浪
費
、
が
そ
の
結
果
で
あ
つ
た
。
「未
だ
嘗
て

↓
国
家
が
こ
れ
ほ

ど
ま
で
に
汚
さ
れ
た
こ
と

ば
な
か
つ
た
。
」
し
か
し
、
官
職
を
利
権
(
p
r
o
p
e
r
t
y
)

と
な
す
考
え
を
打
破
し
、
官
吏
階
級
を
打
倒
し
て
、
す

べ
て
の
市
民
に
自
治
の
事

業
に
参
与
す
る
特
権
を
享
受
す

る
平
等

の
機
会
を
与
え
よ
う
と
い
う
そ
の
志
向
、
要
す
ろ
に
デ

モ
ク
ラ
テ
ィ
ッ

ク
な
理
想
に
対
す
う
そ
の

献
身
に
は
、
没
す

べ
か
ら
ざ
る
歴
史
的
意
義

が
存
す
る
。
そ
し
て
、
た
と
え
綱
紀
水
準
と
行
政
能
率
の
低
下
を
招
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ

ぱ
自
後

の
ア
メ
リ
カ
の
行
政

の
理
論

・
実
践
に
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
不
動

の
地
盤
を
決
定
的
に
準
備
し
た
の
で
あ

つ
た
。

「斯
く
し
て
、
ア

メ
リ
カ
行
政
組
織

の
主
要
な

一
の
新
要
素
i

そ
の
諸
制
度
の
デ

モ
ク
ラ
テ
ィ
ッ
ク
な
性
格
t

が
導
入
さ
れ
た
。
ジ
ャ
ク
ソ
ン
の
理
論

の
、

複

雑

な

社

会

に
於

け

ろ
必

然

的

限

界

に

も
拘

ら
す

、

行

政

の

デ

モ
ク

ラ

テ

ィ
ッ

ク

な

婬

質

は

、

そ

の
顕

著

な

特

徴

の

一
と

し

て
存

続

す

ろ
。
」

(
ホ

ワ

イ

ト
)

一
八

三

一
年

、

時

恰

か

も

ジ
ャ

ク

ソ

ン
治

政

の
初

期

に

当

つ

て

ア

メ
リ

カ

に
旅

し

た

フ
ラ

ン

ス

の
若

き

裁
判

官

ト

ッ

ク

ヴ

ィ
ル
(
T
o
c
q
u
e
v
i
l
l
e
,
 
A
l
e
x
i
s
 
d
e
 
1
8
0
5
-
5
9
)

の
〔

を

瞠

ら

し

め

た

も

の

が
、

他

の
何

も

の

で
も

な

く

実

に

「
ア
メ
リ
カ

の
ヂ

モ

ク

ラ

シ
ー

」

で

あ

つ
た

こ

と

は

、
決

し

て
故

な

し

と
し

な

い
の

で
あ

る

。

な

お
、

ジ

ャ

ク

ソ

ニ
ア

ン

・
デ

モ

ク

ラ

シ
ー

が

、

他

の
面

よ
り

み

ろ

と

き

、

官

職

交

代

制

か

ら
猟

官

制

を

帰

結

す

る

こ

と

に

よ

つ

て
、

却

つ

て
デ

モ
ク

ラ

テ

ィ
ッ

ク
な

政
府

の
存

続

を
脅

す

も

の
と

な

り

十
九

世

紀

末

に

於
、け

ろ
政

府

改

革

運

動

を
誘

起

し

、

ア

メ

リ

カ
行

政

学

誕

生

の

一
契

機

を

提

供

す

ろ

こ
と

と

な

つ
た

事

情

に

つ

い
て

は

、

後

述

さ

れ

る

で
あ

ろ

う
。

要

す

る

に

、

ジ
ャ

ク

ソ

ニ
ア

ユ
ズ

ム
は

、

ア
メ
リ
カ
の
行
政
に
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の

消
し
難

い
刻
印
を

捺
し
た
さ
同

時
に
、

デ

モ
ク
ラ
シ
ー
t

政
治
(
p
o
l
i
t
i
c
s
)

ー

が
党
派
性

(
p
a
r
t
i
s
a
n
s
h
i
p
)

と

い
う
粗
野
な
生
ま
の
形
で
行
政
を
支
配
す
ろ
こ
と
が
如
何
に
後
者
の
自
己
法
則
性
を
害
し
、
従

つ
て
そ
の
機
能
を
阻

害
す
る
も

の
で
あ
ろ
か
を
実
証
し
た
も

の
で
も
あ
つ
た

の
で
あ
ろ
。

(
一
)
C
f
.
 
H
o
f
s
t
a
d
t
e
r
,
 
 
o
o
.
 
c
i
t
.
 
,
 
p
.
 
1
8
 
f
f
.

(
二
)
O
p
.
 
c
i
t
.
,
 
p
.
 
1
9
.

よ

り

引
用

。

(
三
)
O
p
.
 
c
i
t
.
,
 
P
.
 
5
6
.



よ

り

引

用

。

(
七
)

ホ
ワ
イ
ト
は
、
ジ

ャ
ク
ソ

ン
を

「
猟

官
制

の
創
始
者
」
・と
な
す
見
解
を
斥

け
て
云

う
。

「
ジ

ャ
ク
ソ

ン
は
、
連
邦

の
経
験

の
最
初

の
四
十
年
に

於

い
て
成

長
し
て
来

た
事
態
に
照
ら
し
て
重
要
で
あ

つ
た
諸

理
由

か
ら

、
連
邦
制
度

に
交

代
制

を
導

入
し
た
。
彼

は
猟
官
制
を
導
入
し

は
し
な

か

つ
た
。
彼

の
個
人
的
な
廉

直
性

の
標
準

は
や
ま

し
い
も

の
で
あ
り

、
ま
た
彼
は
公
務

に
於

け
る
誠
実
と
適
性

の
高
水
準
を
固
執

し
た
。
」

な
お

第

二

章

生

成

期

第

一

節

行

政

学

生

成

の

基

盤

ア
メ
リ
カ

行
政
学
の
誕
生
は
、
此

の
国
に
於
け
ろ
産
業
社
会
の
発
展
に
伴
う
職
能
国
家

・
行
政
国
家
の
体
制

の
出
現
と
時
を
同
じ
く
す

ろ
。
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十
九
世
紀
後
半
、
ア
メ
リ
カ

資
本
主
義
は
驚
異
的
な
飛
躍
的
発
展
を
遂
げ
た
。
工
業
生
産
高
に
於

い
て
、

一
八
四
九
年
か
ら

一
八
九
九

年
の
闇
に
実
に

一
三
倍
の
増
大
が
見
ら
れ
、

一
八
六
〇
年

に
は
世
界
第
四
位
で
あ
つ
た

の
が
、

一
八
八
〇
年

に
は
早
く
も
世
界

の
王
座
を

占
め
る
に
至
つ
て
い
ろ
。
鉄
道
哩
数
は
、

一
八
六
〇
年

の
三
万
哩
か
ら
、

一
九
〇
〇
年
に
ぱ
全

ヨ
ー

ロ
ッ
パ

の
そ
れ
を
凌
ぐ
二
〇
万
哩
に

達
し
た
。
し
か
も
、

一
八
八
〇
年
代
に
西
漸
運
動
(
W
e
s
t
w
a
r
d
 
M
o
v
e
m
e
n
t
)

が
終
焙
し
、

一
八
九
〇
年

フ

ロ
ン
テ
ィ
ア
の
消
滅

(
P
a
s

s
i
n
g
 
o
f
 
t
h
e
 
F
r
o
n
t
i
e
r
)

が
認
め
ら
れ
う
に
及
ん
で
、
国
内
市
場

の
外
延
的
拡
大
ぱ
停
滞
し
た
。

斯
く
て
、
資
本
聞
の
競
争
は
必
然
的
に

激
化
し
、
独
占
段
階

の
進
行
が
開
始
す
ろ

(大
企
業
B
i
g
 
B
u
s
i
n
e
s
s

の
出
現
)。
当
時
の
ア
メ
リ
カ

石
油
工
業

の
九
〇
%
以
上
を
支
配
し
た

ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
ー
の

ス
タ
ン
ダ
ー
ド
石
油
ト
ラ
ス
ト
が

成
立
し
た

の
は

一
八
八
二
年
の
こ
と
で
あ
つ
た
。

人
口
ぱ
都
市
に
集
中
し
始
め

都

市
化
u
r
b
a
n
i
z
a
t
i
o
n
)

、
富

の
集
中
の
他
極
に
極
度

の
貧
困
が
発
生
し

(貧
民
窟
s
l
u
mの
膨
脹
)、
巨
大
な
独
占
の
現
出
ぱ
労
働
条
件
の

悪
化
を
も
た
ら
し
て
労
働
運
動

の
成
長
を
促
し
た
。

一
八
七
七
年

の
鉄
道
大

ス
ト
ラ
イ
キ
を
始
め
と
し
て
労
働
争
議
は
頻
発
、

一
八
八
六

年
に
は
ア
メ
リ
カ

労
働
総
同
盟
(
A
F
L
)が
結
成
さ
れ
た
。

今
や
、
政
府
は
漸
く
従
来

の
自
山
放
任
主
義
的
立
場
に
と
黛
ま
ろ
こ
さ
を
得

娠
く
な
つ
た
。
事
実
、
そ
の
実
効
は
と
も
か
く
、

一
八
八
七
年
に
は
大
鉄
道
企
業
規
制
の
た
め
に
州
際
通
商
法
(
I
n
t
e
r
s
t
a
t
e
 
C
o
m
m
e
r
c
e

A
c
t

)
が
、

」
八
九
〇
年
に
は
ト
ラ
ス
ト
禁
止
の
口
的
で
シ
ャ
ー
マ
ン
法
(
S
h
e
r
m
a
n
 
A
n
t
i
-
T
r
u
s
t
 
A
c
t
)

が
制
定
さ
れ
て
い
ろ
。
す
な
わ

ち
、
国
民
の
福
祉

の
た
め
の
政
府

の
積
極
的
保
護

・
干
渉
の
方
向
が
、
時
代

の
社
会
的
要
請
と
な
つ
て
来
た

の
で
あ
ろ

(職
能
国
家
体
制

へ
の
移
行
)
。

こ
x
に
、
政
府
機
能
は
俄
か
に
拡
大

・
強
化
の
兆
し
を
見
せ
始
め
る
と
共
に
、
斯
く
拡
大

.
強
化
さ
れ
て
行
く
政
府
機
能

の
大
半
を
担
当
す
べ
き
行
政
権

の
、
立
法
権

に
対
す
る
比
重
増
大

の
趨
勢
が
現
出
す
る

(立
法
国
家
か
ら
行

政
国
家

へ
の
推
移
)。

ア
メ

リ
カ
行
政
学
ぱ
、
以
上
述
べ
た
よ
う
な
ア
メ
リ
カ

社
会
の
構
造
的
変
化
、
そ
れ
に
基
く
政
府
行
政
機
能

の
重
要
化
、
そ
し
て
こ
れ
に
必
然

に
伴
つ
た
行
政
に
対
す
る
実
践
的

・
理
論
的
関
心
の
増
大
を
母
胎
と
し
て
誕
生
し
た
。
「何
れ
に
せ
よ
、
『
行
政
学
』

は
、
グ

レ
ィ
ア
ム

。

ウ
ォ
ー
ラ
ス
(
G
r
a
h
a
m
 
W
a
l
l
a
s
)

が
大
社
会
(
G
r
e
a
t
 
S
o
c
i
e
t
y
)

と
名
づ
け
た
現
代
世
界
に
対
す

る
、
そ
の
創
始
者
た
ち
の
側
に
於
け
ろ



反
応

で
あ
ろ
。
」
(
ウ
ォ

ル
ド
ー
)

行
政
に
対
す

ろ
実
践
的

・
理
論
的
関
心

の
増
大
は
、
新
し

い
時
代

の
重
責
を
担
う
べ
き
政
府
が
、
当
時
、
腐

敗

・
浪
費

・
非
能
率
の
極

に
達
し
て
い
た
ま

い
う
事
情
に
ょ
つ
て
倍
加
さ
れ
た
。

「官
職
交
代
制
に
始
ま
つ
た
公
務
水
準
の
急
下
降
は

、
南
北
戦
争
及
び
戦
争
直
後

の
時
代
に
急
速
化
し
た
。

ニ
ュ
ー

ヨ
ー
ク
市
に
於
、け
ろ
ボ
ス
・
ト
ゥ
ウ
ィ
ー
ド

と
彼

の
途
方
も
な

い
盗
み
、

多
く
の
州
首
府

と
若
干
の
連
邦
機
関
に
於
、け
ろ
汚
職
、
そ
し
て
党
の
た
め
に
ぱ
国
家
を
顧
み
な

い
と

い
う
時
代
が
こ
れ
で
あ

つ
た
。」
(
ホ
ワ
イ
ト
)

此

の
事
態

の
粛
正

・
改
善
を
口
指
し
て

十
九
世
紀
末
自
覚
あ
る
市
民
の
間
に
起
つ
た
政
府

改
革
運
動

は
、
科
学
的
管
理
運
動

と
提
携
し
て
、
ア
メ
リ
カ

行
政
学

の
成
立
と
そ
の
方
向
づ
け
に

極
め
て
大
き
な
役
割
を
演
じ
た
の
で
あ
つ
た
。
政
府
改
革
運
動
の
鉾
先
は
、
特
に
公
務
員
制
度

、
選
挙
制

、
そ
し
て
市
政

へ
と
向
け
ら

れ
た
。就
中
、
政
府
堕
落
の

一
大
禍
根
と
口
さ
れ
た
党
人
任
用
制
-
猟
官
制

を
廃
棄
し
資
格
任
用
制

を
以
て
こ
れ
に
代
え
よ
う
と
す

ろ
公
務
員
制
度
改
革

の
主
張
ぱ
、

早
く
も

一
八
八
三
年
、

連
邦
公
務
員
法

の
制
定
に
そ
の
最
初

の
結
実
を
見
ろ
に
至
つ
て

い
る
。

す
ぐ
れ

て
道
義
的

な
動
機
に
導
か
れ
た
政
府

改
革
運

に
対
し
、

一
八
八
〇
年
代
に
於
け

ろ

テ
イ
ラ
ー

の
提
唱

に
源
を
発
し
た
科
学
的
管

理
運
動
は
、
政
府
事
務
能
率
化
の
問
題
に
世
人
の
関
心
を
促
す
こ
と
多
大
で
あ
つ
た
。

如
上
の
ア
メ
リ
カ

行
政
学
誕
生

の
経
緯
は
、
そ
れ
が
そ
の
生
成
期
に
於

い
て
行
政
の
技
術
性
を
重
視
す
ろ
方
向
に
向
つ
た
事
実
に
説
明

を
与
え
ろ
も
の
で
あ
る
。
け
だ
し
、
行
政
を
そ
の
不
経
済

・
非
能
率

の
禍
根
と
見
ら
れ
た
政
治

の
容
隊
か
ら
解
放
し
、
斯
く
す
る
こ
と
に

ょ
つ
て
そ
の
独
自
の
機
能
を
十
分
に
発
揮

せ
し
め
ろ
こ
と
、
す
な
わ
ち
行
政
の
自
己
法
則
性
11
専
門

・
技
術
性
を
強
調
す
る
こ
さ
こ
そ
、

当
時
に
於

い
て
は
、
行
政
の
強
力

・
能
働
化
の
時
代
的
要
請
に
応
え
ろ
所
以
に
外
な
ら
な
か
つ
た
か
ら

で
あ

る
。
こ
N
か
ら
、
技
術
学
的

な

「能
率
」
を
最
高
価
値
ま
し
、

「
政
治
と
行
政
の
分
断
」
を
基
本
前
提
と
し
て
、
実
証
的
な
調
査
研
究
を
行
い
、
以
て
能
率
実
現
の
た

(a 
response)

(T
w

eed)
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R
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め
の

「
原
理
」
を
見
出
だ
そ
う
と
す
る
生
成
期

の
ア
メ
リ
カ
行
政
学
の
理
論
構
造
が
生
ま
れ
て
来
ろ
。

「職
能
国
家
の
最
も
顕
著
な
特
徴
は
、
行
政
の
卓
越

で
あ
る
。
政
府
が
比
較
的
受
働
的
な

役
割

か
ら
ま
す
く

能
働
的
な
役
割
に
転

ず
る
に
従

つ
て
、
政

府
は
不
可
避

的
に
そ
の
行
動

の
機
構
を
拡
張
す

る
。
此

の
機
構

は
、
常
設
的
制
度

の
性
格

を
と
る
。

何
と
な
れ
ば
、

政

府
は
、
作
業

の
継
続
性

に
ょ

つ
て
の
み
果

た
さ
れ
得

る
継
続
的
責

任

を
引
き
受
け
る
こ
と
を
余

儀
な
く

さ
れ

る
の
で
あ
る
か
ら
。
」

選
挙
の
腐
敗

に
対
し

て
は
、
改
革
論
者
た
ち
は
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
式
投
票
法

の
採
用
を
提

唱
し
て
戦
.
つ
た
。
彼
ら

の
.戦

い
は
、

一
八
八
八
年

マ
サ

チ
ュ
ー
セ

ッ
ツ
州
が
此

の
方
法
を
実
施

し
て
か
ら
十
年
を
出

な
い
間

に
、
殆
ど
す

べ
て
の
州

で
勝
利
を
収

め
た
。

市
政
改
革
運

動
の
成

果
と
し
て
、

一
八
九

四
年
、
「
全
国
都

市
連
盟
」

が
設
立
さ
れ

て
い
る
。

一
九
五
五

年

の
同
連
盟
の
案
内
書

に
よ
れ
ば
、
此

の
間
の
事
情

は
次

の
通
り

で
あ
る
。
一

八
九

四
年
に
於

い
て
、
市

政

は
酷

く
腐
敗

し
無
能

で
あ

つ
た
。
此

の
年
、
多
く

の
都
市

か
ら

の

一
四

五
人

の
毅
然

た
る
市
民
が
、

こ
れ

に

つ
い
て
何
ご
と

か
を
な
す

た
め
に
、
フ
ィ

ラ
デ

ル
フ

ィ
ア
に
会

し
た
。

シ
ォ
ド

ァ

・
ル
ー
ズ

ベ
ェ
ル
ト

.
ル
イ

ス

・
D

・
ブ
ラ

ン
ダ
イ

ス
、
カ
ー

ル

・
シ
ュ
ル
ツ
、
チ

ャ
ー
ル
ス

・
W

・
エ

リ
オ

ッ
ト

及
び

マ
ー
シ

ャ
ル

・
フ
ィ
ー
ル
ド
が
発
起
人

の
中

に
い
た
。

「
此
の
会
合
か
ら
全
国
都
市

連
盟
が
生
ま
れ
た
。
そ
れ

は
、
根
柢

の
政

府

の
水
準
の
向
上

に
献
身
す

る
市

民
の
た
め
の
非

党
派
的

・
非
営

利
的

な
情
報
交
換

所

で
あ
る
。」

そ

こ
で
ウ
ォ
ル
ド
ー
は
、

特

に
初

期
の
公
務
員
制
度
改
革
論

者
た
ち
の
主
た
る
関
心

事
は
、
よ
り

大
な

る
行
政
能
率

で
は
な
ぐ

、

「
デ

モ
ク
ラ
シ
ー
を
浄
化

し

振
興
す

る
こ
と
」

(prom
inence 

of public 
adm

inistration)

(perm
anent  

e_tablishm
ent)

Fritz 
M

orstein-M
arx, 

"T
he 

Social 
Function 
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G

overnm
ent,"

E
lem
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of 
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A

dm
inistration, 

p. 
106.
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p. 
3. 

W
hite, 

Introduction, 
p. 

19.

(short 
ballot)

(N
ational 

M
unicipal 

L
eague)

(R
eport 

and 
D

irectory)

(grass 
roots 

governm
ent)

(clearing 
house)

C
f. 

W
aldo, 

op. 
cit. 

, 
p. 

28.
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で
あ

つ
た
と
し
、
そ
れ
が
専
ら
道
義

的

(ヨ
o
鳳
巴
)

で
あ

つ
た

こ
と
を
指
摘

し
て
い
る
。

科

学
的
管

理
運

動
は
、
生

産
能
力
が
市
場

の
消
化
能
力
を
オ

ー
ヴ

ァ
ー
し
始

め
そ
の
対
策
と

し
て
産
業
合
理
化
が
推
進

さ
れ
始

め
た
十
九
世
紀

末
葉

か
ら

二
十
世
紀
初
葉

に
か
け
て
の
い
わ
ゆ
る

「
産
業
革
命

の
第
二
段
階
」
に
於

け
る

一
連

の
運
動

で
あ
る
。
科
学
的
方
法

に
よ

つ
て
、
事
実

を
厳
密

に
観

察
し
、
分
析

し
、
綜

合
し
て
企
業
の
最
高
能
率
実
現

の
た
め
の
原
理

を
見
出
だ
そ
う
と
す

る
も

の
で
あ
り

、
此

の
ア
プ

ロ
!
チ

が
、

同
時
代
.に
行
政

の
不
経
済

・
非
能
率
を
改
革

し
産
業
社
会

の
発
展

に
伴
う
行
政
事
務

の
複
雑

・
膨
大
化

に
対
処

せ
ん
と
す

る
志
向

に
導
か
れ

て
興

つ
た
ア
メ
リ
カ

行
政
学

に
、
至
大
の
影
響

を
与
え
ず

に
は
お
か
な
か

つ
た
こ
と
は
、
容
易

に
理

解
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。
因
み
に
、
ホ
ワ
イ
ト

は
、
科
学

的
管

理
運
動
の
根
本
命
題
と

し
て
次

の
三

つ
を
挙
げ

て
い
る
。

日
或

る
仕

事
を
遂
行
す

る
に
は

一
の
最
良

の
方
法

が
存
在
す
る
。
⇔
此

の
方
法
は
科
学
的
実
験

に
ょ

つ
て
発
見
さ
れ
る
。
⇔
そ
れ
を
発

見
す

る
た
め

の

主

導

権

と
青
任
を

と
る
の
が
管

理

の
責
務

で
あ
る
。

な
お

第

二

節

政

治

と

行

政

の

分

断

前

述

の
よ

う
な

時

代

の
動

き

の
中

に

い

ち
早

く
行

政

単
成

立

の
気

運

を

見

た

の

ぱ

、
当

時

プ

リ

ン

ス
ト

ン
の
講

壇

に
あ

つ
た
後

の
合

衆

国

第

二

八
代

大

統

領

ウ

ィ

ル

ソ

ン

一・。
㎝
①
1

お
蛍
)
そ

の
人

で
あ

つ
た

。

ト
ッ

ク

ヴ

ィ
ル

が
ア
メ
リ
カ

に

於

け

ろ
行

政

の
科

学

の
欠

如

を

指

摘

し

た

の
ぱ

、

既

に
早

く

一
八

三

五
年

の

こ

と

で

あ

る
。

自
来

半

世

紀

、

奇

し
く

も

州
際

通

商

法

の
制

定

(州
際

通
商
委
員
会

の
設
置
)

と
年

を

同

じ

く

し

て
、

ウ

ィ
ル

ツ

ン
は
、

将

に

生
れ

出

で
な

ん

と

す

る
ア
メ
リ
カ

行

政

学

の
た

め

の

綱

領

を

書

い
た

。

ウ
ォ

ル
ド

ー

は

、

此

の

一
致

ぱ
重

大

で

あ

る
と

云

う

。

け

だ

し

、
州

際

通

商

委
員

会

の
設

置

こ
そ

、

「
大

社

会

」

の

到
来

を
合

図

す

う
も

の
に

外

な

ら

な

か

つ
た

の

で

あ

る

か

ら

。

「
行

政

の
研

究

」

と
題

さ

れ

た

此

の

一
八

八

七
年

の

一

文

で
、

ウ

ィ
ル

ソ

ン
は

、
先

す

行

政

prom
otion 

of 
dem

ocracy)
 (m

oral)

(one 
best 

w
ay)

nagem
ent)

W
hite, 
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p. 
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Palew
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L
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の
科
学
の
レ
ー
ゾ

ン
・
デ
ー
ト
ル
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
述

べ
ろ
。

「
生
活
白
体
が
単
純
で
あ
つ
た
が
故
に
政
府
の
機
能
が
単
純
で
あ
つ

た
」
時
代
に
は
、
政
府
の

憲

政

に
関
す
ろ
問
題
が
専
ら
理
論
的

・
実
践
的
関
心
を
奪
つ
て
い
た
の
は
当
然
で
あ
る
。
し
か
し
、
彼

の
世
紀
、
特
に
彼

の
世
代
に
入
つ
て
か
ら
の
急
激
な
社
会
的
発
展
ぱ
、
政
府
の
機
能
の
増
大

・
複
雑
困
難
化
を
も
た
ら
し
、
従
来

「
博
士

連
が
原
則
に
つ
い
て
合
意
し
た
後
書
記
た
ち
が
処
理
し
得
ろ

『
実
際
上
の
細
々
し
た
事
が
ら
』
と
し
て
閑
却

さ
れ
」
て
来
た

行

政

の
問
題
を
大
き
ぐ
前
面
に
押
し
出
し
て
来
た
。
け
だ
し
、

「毎
日
、
国
家
が
な
さ
ね
ば
な
ら
ね
新
し

い
事
が
ら
を
見
う
と
す
う
な
ら
ば
、

次
の
問
題
は
、
国
家
が
そ
れ
ら
を
如
何
に
し
て
な
す
べ
き
か
を
明
瞭
に
見
る
こ
と
で
あ
る
。
」

こ
れ
が
、
政
府
の
進
路
を
真
直
ぐ
に
し
、
そ
の
経
営
を
よ
り
少
く
非
経
営
的
(
l
e
s
s
 
u
n
b
u
s
i
n
e
s
s
l
i
k
e
)

に
し
、

そ
の
組
織
を
整
頓
し
純
化
し
て
、

そ
の
義
務
を
.義
務
遵
守
(
d
u
t
i
f
u
l
n
e
s
s
)

を
以
て
飾
ろ
こ
と
に
努
む
べ
き
行
政
の
科
学
(
a
 
s
c
i
e
n
c
e
 
o
f
 
 
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
o
n
)

が
存
在
せ
ね
ば
な
ら
ぬ

(五
ノ

所

以
で
あ

る
。

こ

N
か

ら

、
斯

か

ろ
行

政

の
科

学

の

目

的

と

す

べ

き
と

こ

ろ

ぱ
自

ら

明

ら

か

で
あ

"、
。

行
政
の
研
究
の
目
的

は
、
第

一
に
、
政

府
は
、
如
何
な
る
こ
と
を
適
切

。
有
効

に
な
し
得
る
か
、
算

二
に
、
如
何

に
し
て
こ
れ
ら
適
切
な
事
が
ら
を
、

で
き
る
限
り

最
大

の
能
率

と
で
き

る
限
り
最
小

の
金
銭
及
び
労
力

の
費
消

と
で
な

し
得

る
か
、

を
発

見
す

る
に
あ

る
。

行
政

の
研
究

の
日
的

は
、
執
行
方
法

を
経
験
的
実
験

の
混
乱
と
高
価
と
か
ら
救

い
、
そ
れ
を
強
固

な
原
理
に
深
く
根

づ
い
た
基
礎

の
上
に
置
く

こ
と

で

あ
ソ電

彼

は

、

此

の
よ

う

な

行

政

の
研

究

ぱ

、

行

政

を

政

治

か

ら

切

り

離

す

こ

と

に

よ

つ
て
初

め

て
可

能

に
な

ろ

と
考

え
た

。

行
政

は
益
法

の
詳
細

な
維
織
的

な
執

行
で
あ

る
。

一
般
的
な
法
律

の
特

殊
的
適
用
は
、
す

べ
て
行
政

の
行
為

で
あ

る
。

例
え
ば
、
税
金

の
賦
課
と
徴

収
、
犯
罪
者
の
処
刑

、
郵
便
物

の
輸

送
と
配
達
、
陸
海
軍

の
装
備

と
募
集
等

は
、
す

べ
て
明
ら
か

に
行
政

の
行
為

で
あ
る
。

し
か
し
、

こ
れ
ら

の
な

さ
る

べ
き
事
項
を
指
図

す
る

一
般
的
法
律

は
、
同
じ
く
明

ら
か
に
、
行

政
の
外

に
あ
り
上

に
あ

る
。
政
府
行
為

の
広
汎
な
計
画
は
行
政
的

で
は
な

い
。
斯
か
る

プ
ラ
ン

(八
)

計

画

の
詳

細

な

執

行

が

行

政

的

で
あ

る
。



行
政
の
分
野
は
経
営
(
b
u
s
i
n
e
s
s
)

の
分
野
で
あ

る
。
そ
れ

は
、
政
治

の
焦
り
と
争

い
と
か
ら
免
れ

て
お
り

、
大
部
分

の
点

で
憲
法
研
究

の
論
争
点
か

ら

さ
え
も
離
れ

て
い
る
。
そ
れ

は
、
会
計
事
務
所

の
手
続

が
社
会
生
活

の

一
部

で
あ
り
、
機
械

が
工
業
製
品

の
部
分

で
あ

ア
}
が
如
く

に
、
政
治
生
活

の

一

(九
)

部

で
あ
る
に
過
ぎ

な
い
。

…
…
行
政

は
政
治

の
固
有

の
領
域

の
外

に
あ
る
。
行
政
問

題
は
政
治
問
題

で
は
な

、い
。

政
治
は
、
行
政
の
た
め
に
仕
事
(
t
a
s
k
s
)
を
設
定

し
は
す
る

け
れ
ど
も
、
そ

の
職
務
(
o
f
f
i
c
e
s
)

を
左
右
す

る
こ
と
は
許
さ
る

べ
き

で
な

い
。

こ
れ
は
、
立
派
な
典
拠

の
あ
る
区
別

で
あ
る
。
す
ぐ
れ
た
ド
イ

ツ
の
著

者
た
ち
が
そ
れ
を
勿
論

の
こ
と
と
し
て
主
張

し
て
い
る
。
例
え
ば
、
ブ

ル
ン
チ

ュ
リ
(
B
l
u
n
t
s
c
h
l
i
)

は
、

行
政

を
政
治

か
ら
も
法

か
ら
も
分
離

す
る

こ
と
を
我

々
に
命
ず
る
。
彼

は
云
う
。
政
治
は

「
大
き

な
普
遍
的
な
事
項

に
於

け

る
」
国
家

活
動
で
あ
り

、
「
他
方
、
行
政

は
個

ク
的
な
小
さ
な
事
項

に
於

け
る
国
家

の
活
動

で
あ
る
。

斯
く

て
、
政
治
は
政
治
家

の
特
殊

領
域

で
あ
り
、

行
政

は
技
術
的

な
官
吏

の
特

殊
領
域

で
あ
る
。」

「
政
策

は
、
行

政
の
助

け
な
し
に
は
側

ご
と
も

で
き
な

い
。」

し
か
し
、
そ
れ
故
に
行

政
が
政

治
で
は
な

い
。
し
か
し
我

々
は
、
此

の
立
場

を
と
る
の
に
ド

イ
ツ
の
典
拠
を
要

し
な

い
。
此

の
行
政
と
政

治
の
差
別
(
d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
t
i
o
n
 
b
e
t
w
e
e
n
 
a
d
m
i
n
i
s

t
r
a
t
i
o
n
 
 
a
n
d
 
p
o
l
i
t
i
c
s
)

は
、
今
.や
幸

い
に
も
、
余
り

に
も
明
瞭
な
の

で
、
こ
れ
以
上
論
義

を
必
要
と
し
な

い
。

ウ

ィ
ル

ソ

ン

の
此

の
見
解

は

、

以
後

五

十
年

の
闇

一
の
教

義

と
し

て
ア
メ
リ
カ

行

政

学

を
支

酎

し

、
そ

の
技

術

学

的

発
達

に

理
論

的

基

点

を

与

え

バ
ー役

割

を

果

す

こ

と

に
な

る

政

治

と
行

政

の
分

断
論
(
d
i
c
h
o
t
o
m
y
)

の
嗜

矢

で
あ

る
。
彼

ぱ

、
ア
メ
リ
カ

行

政

学

を
建

設

す

る
に

当

つ

て

の
比

較

的
方

法
(
c
o
m
p
a
r
a
t
i
v
e
 
m
e
t
h
o
d
)

の
必
要

を

強

調

す

る

の

で

あ

る

が

、

行

政

と

政

治

の
区

別

こ
そ

、

行

政

の
分

野

に

於

け

ろ
此

の
方

法

を

極

め

て
安

全

な

も

の
た

ら

し

め

る

、

ま
見

る

。
す

な

わ

ち

、
彼

は

、

「
殺

意

あ

る
男

が

ナ

イ

フ
を

器
用

に
研

ぐ

の

を

見

う

な

ら
ば

、
私

ぱ
彼

の

ナ
イ

フ
の
研

ぎ

万
を

、
彼

の
そ

れ

で
人

を

殺

そ

う

と

い
う

蓋

然

的

故

意

を

借

り

ろ

こ

と

な

し

に

、
借

り

る

こ

と

が

で

き

ろ

。

同

じ

よ

う

に
、

君

主

主

義

者

が
徹

底

的

に
官

庁

を

う

ま
く

管

理

し

て

い
る

の
を

見

る
な

ら
ば

、

私

ぱ
彼

の
経

営

方

法

を

、
私

の

(
二

二
)

共
和
主
義
約
諸
点
の

一
つ
だ
に
変
更
す
る
こ
乏
な
く
、
学
び
取
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
云
う
の
で
あ
る
。
斯

か
ろ
観
点
か
ら
、
彼

は
、
独

仏
行
政
学
の
先
進
的
理
論
を

「
ア
メ
リ
カ
化
」
し
つ
x
摂
取
す

べ
き
こ
き
を
説

い
て
い
る
。



こ
う

し

て

、
続

く

成

長
期

に

於

け

る

ア

メ
リ

カ
行

政

学

の
基
本

方

向

は
指

し

示

さ

れ
た

。

そ

の
際

、
我

々

は

、

ウ

ィ

ル

ソ

ン
が

ア

メ

リ

カ
行

政

学

の
根

本

前

提
た

る

べ
き

デ

モ
ク

ラ

シ
ー

の
要

請

を
繰

り
返

し

強

調

し

、
結

論

に

近

く

次

の

よ

う

に
述

べ
て

い
る

こ
と

を

、

忘

れ

て
は

な

ち

な

い
。

「
我

々

自

身

の
政

治

上

の
主

義

が

、
す

べ

て
の

理
論

の
試

金

石

で
な

け

れ

ば

な

ら

な

い
。

ア

メ

リ

カ

の

た

め

の

行

政

の

科

学

が

基

く

べ
き

諸

原

理

は

、

デ

モ
ク

ラ

テ

ィ
ッ

ク

な

政
策

を

著

し

く

核

心

に
持

つ

と

こ

ろ

の
諸

原

理

で
な
け

れ

ば

な

ら

な

い
。
」

ウ

ィ

ル

ソ

ン
の
開

拓

者

的

業
績

は
、.
し

か

し

、
結

局

綱

領

的

な

も

の

で
あ

つ
た

。

「
未

来

の
大
統

領

ウ

ィ
ル

ソ

ン
が

此

の
新

興

分

野

に

対

し

て
親

た

ろ
関

係

を

占

め
た

と

し

て
も

、

彼

は

そ

の
後

子

の
責

任

を

殆

ε
何

ら

認

め

な

か

つ
た

。

ま

た

、

そ

の

こ

ま

に

つ

い

て
な

ら

ば

、
彼

白

ら

の

国
家

行

政

ぱ

公

務

の
管

理

に
於
、
い
て
優

れ

た

水

準

の
実
績

を

示
し

も

し

な

か

つ
た

。
」

(
ス

ィ
ッ

フ

ィ

ン
)

斯

く

て
、

実

質

的

に

は

、

「
ア

メ

リ

カ
行

政

学

の
父

」
な

る
尊

称

ぱ

、

彼

の
同

時

代

人

、

コ

・
ン
ビ

ア

の
グ

ッ

ド

ナ
ウ
(
G
o
o
d
n
o
w
,
 
F
r
a
n
k
 
J
.
 
 
1
8
5
9
�



そ

の
後

一
九

一
四
年

以
後

十

五
年

間

総

長

を

勤

め
た

ジ
ョ

ン

・
ホ

プ

キ

ン

ス
大

学

か
ら

は
、
彼

の
薫

陶

の
下

に
、

フ
ェ

づ.
リ

ー
(
F
a
i
r
l
i
e
,

J
o
h
n
 
 
A
.
)

、

フ

ロ
イ

ン
ド
(
F
r
e
u
n
d
,
 
E
r
n
s
t
)

、

ハ
ー

ト
(
H
a
r
t
,
 
J
a
m
e
s
)

等

有

力

な

学

者

が
輩

出

し

た

。

し

か
し

、
師

の
衣

鉢

を

継

ぐ

彼

ら

の
法

律

的
方

法

ぱ

、
結

局

、

ド

イ

ツ
行

政

法

学

の
場

合

の
よ

う

に
行

政

学

を

支

配

す

る

に

至

ら

な

か

つ
た

の
は

勿
論

、
却

つ

て
後

者

か
ら

疎

外

さ

れ

て
法

律

学

の

一
分

科

と

し

て

の
行

政

法

単

の
路

を

辿

ら

ざ

ろ
を

得

な

か

つ
た

。
ア
メ
リ
カ

行

政

学

の
此

の

「
反

法
律

的
気

性

」
(
a
n
t
i
-
l
e
g
a
l
 
t
e
m
p
e
r
)

は

、

何

よ

り

も

先
す

、

そ

の

プ

ラ

グ

マ
テ

ィ
ッ

ク
な

動

的

性

格

に
帰

せ
ら

る

べ

き

も

の

で
あ

ろ

う

。

け

だ

し

、
改

革

の
要

請

に

動

機

づ

け

ら

れ

、

実
践

ま

の
緊
密

な

接

触

の
下

に
展

開

さ

れ

て
行

く

ア

メ

リ

カ
行

政
学

に

ま

つ

て
、

静

的

・
形

式

的

な

法

律

的

ア

プ

ロ
ー

チ
に

多

く

を

俟

つ

こ

と

は

到
底

で
き

な

い
故

で

あ

る

。
更

に

、

ウ

ィ

ル

ソ

ン
に

よ

つ
て

示
唆

さ

れ

グ
ッ

ド

ナ
ゥ

に
そ

の
成

果

を

見

た

比

較

的

方

法

汰

、

こ

の
後

久
し

く

顧

み
ら

れ

る

こ
と

が
な

く

な

る
。

こ
れ

ぱ

、
範

を

私

企

業

に

き
り

つ

x
徹

頭
徹

尾

白

国

の
行

政

の
診

断

・
処

万

に
専

念

す

る
方

針

を

採

る

に

至

つ
た
ア
メ
リ
カ

行

政
学

の
孤

立

主
義

に
由

来

す

る
結

果

で
あ

る
。

グ
ッ

ド

ナ
ゥ

が
ア
メ
リ
カ

行

政

学

の
歴

史

に
残

し

た

大

き

な
遺

産

の

一
ぱ

、

そ

の

一
九

〇

〇
年

の

『
政

治

と

行

政

」
(
P
o
l
i
t
i
c
s
 
a
n
d

A
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
o
n
)

で
あ

ろ

う

。

「
殆

ど

の

そ

の
後

の
行

政

学

徒

ぱ

、

た

と

え

そ

れ

を

読

ん

で

い
な

く

て
も

、
ま

た

『
政
治

』

と

口、行

政
』

の
適

用

に
関

し

て
全

く

反
対

の
結

論

に

到

達

す

る
場

合

で
も

、

十

八
世

紀

の

学

者

が

ニ

ュ
ー

ト

ン

の

『
原

理
』
(
P
r
i
n
c
i
p
i
a
)

を

重

ん

じ

た

よ

う

に

『
政

治

と

行

政

』

を

重

ん

じ

て
来

た

。
」

(
ウ
ォ

ル
ド

ー
)

此

の
書

で

、

グ
ッ

ド

ナ
ゥ

ぱ
先

す

、

政

治

と

行

政

の
分

断
論

に
占

典

的

表

現
を

与

え
た

。

国
家

有
機

体

説

に
言

及

し

た

後

、
彼

は

次

の

よ

う

に
説

く

。

此

の
国

家
観

に
如
何
な
る
真
理
或

い
は
誤
謬
が
存
し
よ
う
と
も
、
政

治
的
藷
機
能
が
、
自
意
識
あ
る
人
格

の
精

神
作

用
と
活

動
と
に
も
同
じ
よ
う
に
適

用

で
き
る
二

つ
の
種
別
に
無
理
な
く
分
類
さ
れ
る
と
い
う

こ
と

は
、

依
然

と
し

て
真
理

で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、

政
治

的
統

一
体
と
し

て
の
国
家

の
活
動

は
、
そ

の
意
思

の
表
現
(
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
)

に
必
要
な
作
用
か
、
又

は
そ

の
意
思

の
執
行
(
e
x
e
c
u
t
i
o
n
)

に
必
要
な
作
用
か
か
ら
成

つ
て
い
る
。

国
家
或



い
は
主
権
者
の
意
思
は
・
政
治
的
活

動
が
な
さ
れ

る
前

に
、
作
り
上
げ
ら
れ
形
成
(
f
o
r
m
u
l
a
t
e
)

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

国
家
或

い
は
主
権
者

の

意
思
は
、
若

し
統
治
的
活
動
と
な
る

べ
き

で
あ
る
な
ら
ば
、
表
現

さ
れ

た
後

、
執
行

さ
れ

な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。
更

に
、
国
家
或

い
は
そ

の
諸
機

関

の
す

べ
て
の
活
動

は
・
此

の
意
思

の
形
式
を
容
易

に
す

る
か
或

い
は
そ

の
執
行
を
助

け
る
か

の
目
的

で
行
わ
れ
る
。
此

の
こ
と
は
、
統
治
組
織

の
形
式
的
性
格

が
ど
ん
な
で
あ

つ
て
も
、
此

の
通
り

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
れ
ら

二

つ
の
機
能

の
間

の
区
別

は
、
更

に
、
心
理
学
的
な
理
由

に
よ

つ
て
必
要
と
さ
れ
る
。
単

一
人
の
場

合
に
は
、
彼

は
当
然
彼

の
意
思
を
自
ら
形

成
も

し
執
行
も
す

る
の
だ

が
、
此

の
意
思
が

そ
の
執
行

さ
れ

る
前

に
形
成

さ
れ

る
こ
と
が
必
要

で
あ
る
。
政
治
的
行
動

の
場

合

に
は
,
主
権
者

の
意
思
が

そ
の
執
行

さ
れ
得

る
以
前

に
形
成

さ
れ
或

い
は
表
現

さ
れ
る

こ
と
が
必
要

で
あ
る

の
み
な
ら
ず

、
ま
た
そ
の
意

思
の
執

行
が
そ
れ

を
表
現
す

ろ
機
関
と

は

別

の
機
関

へ
大
部
分
委

ね
ら
れ

る
こ
と
が
必
要

で
あ

る
。
政
治
的
条
件

の
非
常
な
複
雑

さ

は
、
同

一
の
統
治
機

関
が
両
機

能
の
遂
行
を
同

じ
程
度

に
委

ね

ら
れ
る
と

い
う

こ
と
を
実
際
不
可
能
な
ら

し
め
る
。

故

に
、
単

に
こ
れ

ら
二

つ
の
機
能

が
あ

ら
ゆ

る
種
類

の
政
府

に
於

い
て
区
別
さ
れ
得
る
と

、い
う

の
み
な
ら
ず
、
ま

た
す

べ
て
の
政
府

に
於

い
て
多
か
れ

少
か
れ
分
化

さ
れ

た
諸
機
関

が
設
け
ら
れ
る
と

い
う
の
が
事
実

で
あ

る
。

こ
う

い
う
わ

け
で
、
す

べ
て
の
統
治
組
織

に
は
、

二

つ
の
太
来
的

叉
は
究
極
的
な
統
治

の
機
能
が
存
在
す
る
。
す
な
わ

ち
、
国
家

の
意
思
の
表
現

と
そ

の
意
思

の
執
行
と

で
あ

る
。
ま

た
、
あ

ら
ゆ
る
国

家
に
、
別

々
の
機
関
、が
存
在

し
、

そ
の
各

々
が

こ
れ
ら

の
機
能

の
中

の

一
の
遂

行
に
主
と
し
て
従
事
す

る
。
こ
れ
ら

の
機
能

は
、
そ
れ
み
＼
政
治
(
P
o
l
i
t
i
c
s
)

で
あ
り

行
政
(
A
d
m
i
n
i
Q
t
r
a
t
i
o
n
)

で
あ

る
。

グ
ッ

ド

ナ
ゥ

は

、

し

か

し

、

政

治

と
行

政

を

単

に

分

別

し

た

の

み

で

は

な
く

、
両

者

の
関

連

に
も

亦

そ

の
考

察

の
眼

を
向

け

た

。
彼

は

、

現

実

の

政

治

的

必
要

が
、

極

端

な

権

力
分

立

原

理

に

反
し

て
、

国

家

意

思

の
表

現

と

執

行

の
間

の
調

和

を
要

求

す

る
、

と

な

す

。

「
法

律

と

そ

の

執

行

と

の
間

の
調

和

の
欠

如

ぱ

政

治
的

麻

痺

を

帰

結

す

ろ
。

行

為

の
規

則

す

な

わ
ち

国

家

意

思

の

表

現

ぱ

、
若

し

執

行

さ
れ

な

い

な

ら

ば

無

に
等

し

い
。

そ

れ

ぱ

単

な

る
b
r
u
t
u
m
 
f
u
l
m
e
o
n

(
無
力
な
雷
鳴
)

で
あ

る
。

」

此

の
調

和

を

得

る
た

め

に

ぱ

、

国

家

意

思

を

表

現
す

ろ
機

関

か

、

そ

れ

を
執

行

す

る
機

関

か

、
何

れ

か

の
独

立

が
犠

牲

と

さ
れ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い
。

「
民

主

政

治
(
p
o
p
u
l
a
r
 
g
o
v
e
r
n



m
e
n
t

)

は

執

行

の
機

関

が
表

現

の
機

関

に

従

属

す

べ
き

こ
と

を

要

求

す

る
。

何

と

な

れ
ば

、

後

者

ぱ

、

事

物

の
本

性

に
於

い

て
、

執

行

の
機

関

よ

り

も

遙

か

に
人

民

を

代

表

す

る
も

の
た

ら

し

め
ら

れ

得

る

か

ら

。
」

換
言

す
れ
ば
、
実
際
上
の
政
冶
的
必
要

は
、
政
治

の
機
能
を
行
政

の
そ
れ

か
ら
離
れ

て
考
え
る

こ
と
を
不
可
能
な
ら
し
め
る
。
政
治

は
行
政
に
対

し
て

或

る
統
制
(
a
 
c
e
r
t
a
i
n
 
c
o
n
t
r
o
l
)

を
及
ぼ
さ
な

け
れ
ば
な
ら
な

い
。
…
…

砂

に
、
政
治

の
機
能

は
、
第

一
次
的
に
国

家
意
思
の
表
現

に
関

係
す
る

一
方
、
第
二
次
的
に
は
そ
の
意
思
の
執
行

に
関
係
す
縫

喝

グ
ッ

ド

ナ

ウ

に

よ

れ

ば

、

此

の

必
須

の

「
或

る
統

制

」

は

フ
ォ

ー

マ

ル
な
統

治

組

織

の
中

に

か

叉

は
そ

の
外

部

及

び

政

党

に

於

い
て
見

出

だ

さ

れ

得

う
も

の

で

あ

る

が

、

そ

れ

ぱ

、

政

治

と

行

政

の
間

に
調

和

を

生

み
出

す

と

い
う

そ

の

レ
ー

ゾ

ン

・
デ

ー
ト

ル

の
範

国

を

超

え

る

も

の

で
あ

つ

て

ぱ
な

ら

な

い
。

故

に
、
国
家
意
思

の
執

行
を
確

保
す

る
た
め

に
政
治

は
行
政

に
対

し
て
統
制
を
及
ぼ
す

べ
き

で
あ

る
と
共
に
、
民
主
政
治
(
p
o
p
u
l
a
r
 
g
o
v
e
r
n
m
e
n
t
)

と
能
率
的

行
政
(
e
f
f
i
c
i
e
n
t
 
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
o
n
)

両

者
の
た
め
に
、
此

の
統
制

は
そ

の
存
在

の
正
当
な
目
的

が
達

せ
ら
れ

る
の
に
必
要
な
限
度
を
超

え

(
三
五
)

る
こ
と
を
許
さ
る
べ
き
で
は
な
い
。

此
の

「
必
要
な
限
度
」
を
劃
定
す
る
に
際
し
て
、
グ
ッ
ド

ナ
ゥ
は
行
政
機
能
を
次
の
よ
う
に
分
析
し
た
。

先
す
、
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
o
n
 
o
f

j
u
s
t
i
c
e

と
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
o
n
 
o
f
 
g
o
v
e
r
n
m
e
n
t

と
が
区
別
さ
れ

る
。

次

い
で
後
者
は
、

日
準
司
法
的
な
機
能
及
び
統
計
的
半
科
学

的
な
機
能
、
口
国
家
意
思
11
法
律
を
執
行
す
る
機
能
す
な
わ
ち
執
行
的
な
機
能
、
日
政
的
組
織
を
設
立
し
維
持
し
発
展
さ
せ
る
機
能
、
に

分
類
さ
れ
る
。

斯
く
分
析
し
た
上

で
、

彼
は
、

事
理
の
当
然
と
し
て
此
の
中
執
行
的
機
能
の
み
が
政
治
の
統
制
に
服
す
べ
き
も
の
で
あ

り
、
他
は
、
全
然
で
は
な
い
と
し
て
も
・
極
め
て
広
汎
に
政
治
の
統
制
を
受
け
ぬ
も
の
で
あ
る
・
と
し
た

以
上
の

『
政
治
と
行
政
』
に
於
け
る
グ
ッ
ド
ナ
ウ
の
所
論
は
、
し
か
し
、
続
く
時
代
の
理
論
家

・
実
践
家

に
よ
つ
て
分
断
論
と
し
て
単

純

に
受
け
取
ら
れ
る
時
代
的
宿
命
に
あ
つ
た
。
斯
く
て
、
ア
メ
リ
カ

行
政
学
の
二
人
の
創
始
者
ウ
ィ
ル
ソ
ン
と
グ
ッ
ド
ナ
ゥ
は
、
同
時

に



初
期
に
於
け

る
そ
の
合
言
葉

「
政
治
と
行
政
の
分
離
」
の
創
唱
者
で
あ
つ
た
わ
け
で
あ
ろ
。
此
の
ド
グ
マ
が

「合
言
葉
」
(
s
h
i
b
b
o
l
e
t
h
)

と
な
つ
た
所
以
と
し
て
は
、
根
本
的
に
は
、
そ
れ
が
此
の
期
の
ア
メ
リ
カ

行
政
学
の
技
術
学
的
方
向
の
恰
好

の
拠
り
所
を
提
供
す
う
も
の

(
三
九
)

で
あ

つ
た

こ
と

(
ス
イ
ッ
フ

ィ
ン
は
此

の
ド
グ

マ
の
プ
ラ
グ

マ
テ
ィ
ッ
ク
な
性
格
を
指
摘

し
て

い
る
)
、

そ

し

て
附

随

的

に
は

、

そ
れ

が
当

面

ア

メ

リ

カ

に

適
用

す

る
た

め

学
ば

れ

つ

Σ
あ

つ
た

イ
ギ

リ

ス
の

政
府

機

構

の
経

験

に
合

致

す

る
と
看

做

さ
れ

た

こ
と

、

そ

れ

が

ア

メ

リ

カ

の
権

(
四
〇
)

力
分

立

の
ド

ク

マ
と

見

事

に
調

和

す

る
と

思

わ
れ

た

こ

と
等

を

挙

げ

る

こ
と

が

で
き

よ

う

。

(
一
)
C
f
.
 
T
o
c
q
u
e
v
i
l
l
e
,
 
D
e
m
o
c
r
a
c
y
 
i
n
 
A
m
e
r
i
c
a
,
 
 
P
h
i
l
l
i
p
s
 
B
r
a
d
l
e
y
,
 
e
d
.
 
,
 
V
i
n
t
a
g
e
 
e
d
.
 
,
 
1
9
5
4
,
 
V
o
l
.
 
I
,
 
p
p
.
 
2
1
9
-
2
0
.

・

こ

＼

で
ト

ッ
ク

ヴ
ィ
ル
は
、

「
合
衆
国
に
於

け
る
行
政

の
不
安
定
性
(
i
n
s
t
a
b
i
l
i
t
y
)

」
を
論
じ
た
序

で
に
、
次
の
よ
う

に
書

い
て
い
る
。

「
行
政
の
不

安
定
性

は
民
衆

の
習
慣

に
ま

で
滲
透

し
て
い
る
。
そ
れ

は
、

一
般
的
嗜

好
に
適
合
す

る
よ
う

に
さ
え
思
わ
れ
、
何

び
と
も

、
彼

の
時

代
以
前

に
起

つ
た
事
を
顧
慮

し
な

い
。
す
な
わ
ち
、
そ
う
す
る
こ
と
が
極

め

て
容
易

で
あ

る
場
合

で
も
、
整
然
た
る
体
系
が
追
求

さ
れ
た
り

、
記
録

が
取
ら
れ

た
り

、
文
書

が
編
纂

さ
れ

た
り
す

る
こ
と
は
な
い
。
そ
う
い
う
も

の
が
存
在
す
る
と

こ
ろ
で
は
、
殆

ど
河

の
保
存
措

置
も
講

ぜ
ら
れ

て
い
な

い
。

私

は
、
私

の
書
類

の
中
に
幾

つ
か

の
原
本

の
公
文
書

を
持

つ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
、
官
庁

に
於

い

て
私
の
質
問

の
或

る
も

の
に
対
す
る

回
答

と

し
て
私

に
駐
こ
え
ら
れ
た
も
の
な
の
で
あ

る
。
ア
メ
リ
カ

で
は
、
社

会

は
、
戦
場

に
於

け
る
軍
隊

の
如
く
、
手
か
ら

口

へ
の
生
活

を
し
て
、い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
そ
れ

に
も
拘
ら
ず
、
行
政

の
技
術

は
疑

い
も
な
く
科
学

で
あ
り

、
而

し
て
如
何
な
る
科
学
も
、
次

々
の
世

代
の
発
見

・
観
察

が
そ

の
生
起
す
る
順
序

で
連
絡
せ

ら
れ
な

い
限
り

、
改

良
さ
れ
得
な
い
。
或

る
人
が
、
そ
の
短

い

一
生
の
問
に
、

一
の
事
実
を
観

察
し
、
他
の
人
が

一

の
観
念

を
考

え
出
す

。
前

者
は
実
行

の
手
段

を
発
明
し
、
後

者
は
真

理
を
公
式
に
還
元
す
る
。
そ
し

て
人
類
は
、
進
行
中

の
個
人
的

経
験
を
集

め

て
、
漸

次
科

学
を
形
成
し

て
行

《
。

し
か

し
、
ア
メ
リ
カ

に
於

い
て
行
政

を
担
当
す

る
人

々
は
殆

ど
互

い
に
教
え
合
う

こ
と
が
な
い
。
彼

ら
が
社

会

の
指
導

を
引
き

受
け
る
場
合
、
彼
ら
は
、
単

に
社
会

に
広
く
伝
播
さ
れ
て

い
る
と
こ
ろ
の
知
識

を
所
有
す

る
の
み

で
あ

つ
て
、
彼

ら
自

身
に
特

有

の
知
識

を
所
有
す

る
も

の
で
は
な

い
の
で
あ
る
。
」

(
二
)
W
a
l
d
o
,
 
T
h
e
 
A
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
e
 
S
t
a
t
e
,
 
p
.
 
4
.



此

の
外

に
、

ウ
ィ
ル
ソ

ン
の
左
の
諸
著
も
参
照

さ

る

べ
き

で
あ

ろ

う

。

因
み

に
、
彼

の
時
代
、
同
じ
く
行
政

の
政
治
か
ら

の
は
つ
き

り
し
た
分
離

を
説
い
た
者

に
、
ス
テ

イ

ッ
ク

ニ
ー

が
あ

る

よ
り

引
用

。
、
実

際

、

一
八

九

三

年

に

を
世

に
問
う

て
以

来

、

等

々
、
彼
が
此

の
新
興
分

野

に
遺
し
た
足
跡
は

「
行
政
学

の
父
」
な
る
尊
称

に
相
応
わ

し
い
も

の
で
あ

つ
た
。
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グ

ッ
ド

ナ

ウ

は

、

一
八

八

二
年

コ

ロ

ン
ビ

ア
大

学

で

の
学

位

を
得
.、
次

い

で

パ

リ

の

及
び

ベ
ル
リ

ン
大
学

に
遊
び
、
行
政
法
を
専
攻

し
た
。

「
そ

の
種

々
の
著
作

の
中

で
、
彼
は
、
…
-

一
般
に
行

政
研

究
、
特
殊
的

に

は
行
政
法
研
究

に
於

い
て
比
較
的
方
法

を
適
用
す
る

こ
と
が
絶
対

に
必
要
で
あ

る
と

い
う
考
え

…
…
を
強
調

し
主
張
す

る
。
」

「
行

政
現
象

を
研
究
す
る
に

は
多
く

の
方
法
が
あ
る
。

最
初
の
体

系
的

な
ア
メ
リ
カ
的

ア
プ

ロ
ー
チ
は
法

を
通
じ

て

の
も
の

で
あ
り

、
官
庁

の
法
的
組
織
、
そ

の
法
的
活
動
形
式
及
び
そ

の
権
力

の
限

界
に
向

け
ら
れ

た
。
フ
ラ

ン
ク
・

J

・
グ

ッ
ド
ナ

ウ
の
諸
著
作
が
此

の
学
派
を
例
示
す

る
。
」

囚
み
に
、
『
比
較

行
政
法
』

二
巻
の
章
別

は
次

の
通
り

で
あ
る
。

第

一
巻

組

織

第

一
篇

権
力
分
立

(
第

一
章

行
政
、
第

二
章

行
政
法
、
第

三
章

権
力

分
立
理
論
、
第
四
章

権
力
分
立
理
論

の
例
外
、

第

五
章

執
行
部
と
他

の
機

関
と

の
関
係
、
第
六
章

行
政
機

能
の
地
域
的
配
分
)

第

二
篇

中
央
行
政

第

一
部

執

行
権
力

と
最
高
行
政
庁

(
第

一
章

総
論
、
第

二
章

合
衆
国
に
於

け
る
行
政
庁

及
び
執

行
権
力

の
歴
史
、
第
三
章

合
衆

国
に
於

け
る
最
高
行
政
庁

の
組
織
、
第

四
章

フ
ラ

ン
ス
に
於

け
る
執
行
権
力

及
び
行
政
庁

、
第
五
章

ド

イ
ツ
に
於

け
る
執
行
権
力

及
び
行
政
庁
、
第
六
章

イ
ギ
リ

ス
に
於

け
る
執
行
権
力

及
び
行
政
庁

)

第

二
部

行
政
委
員
会

(第

一
章

合
衆
国

に
於

け
る
行
政

委
員
会
、
第

二
章

フ
ラ

ン
ス
に
於

け
る
行
政
委
員
会

、
第

三
章

ド

イ
ツ

に
於

け
る
行
政
委
員
会

、
第
四
章

イ
ギ
リ

ス
の
枢
密

院
)

第

三
部

各
省

長
官

(第

一
章

事
務

の
配
分

と
組
織

の
方
法

、
第

二
章

各
省

長
官

の
任
期
、
第

三
章

各
省
長
官

の
権
力
と
義
務
)

第

三
篇

地
方
行
政

(
第
二
章

合
衆

国
に
於

け
る
郡
部

地
方
行
政

の
歴
史
、
第

二
章

現
在
に
於

け
る
合
衆
国

の
郡
部
地
方
行
政
、
第

三
章

合
衆
国

に
於

け
る
都

市
組
織
、
第
四
章

合
衆
国

に
於

け
る
地
方
行
政

の

一
般
的
特
徴
、
第

五
章

イ
ギ
リ

ス
に
於

け
る
地

方

G
oodnow
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C
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parative 

A
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L
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, 

p. 
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L
L

. 
B
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行
政
、
第
・六
章

地
方
行
政
の
フ
ラ

ン
ス
的
体
制

、
第
七
章

プ

ロ
シ
ャ
に
於

け
る
地
方
行
政
)

第
二
巻

法
律
関
係

第
四
篇

官
吏
法

(
第

一
章

官
職

と
官
吏
、
第
二
章

官
吏
関
鋒

の
形
成
、
第

三
章

官
職

に
対
す
る
資
格
、
第
四
章

官
吏

の
権
利

第
五
章

宜
吏
の
義
務

、
第
六

章

官
吏
関
係
の
終
了」
)

第
五
篇

行

政

の
活
動

(
弟

一
章

行

政
行
動
の
指
図

と
方
法

の
区
別
、
第

二
章

国

家
意
思

の
表
現

、
第
三
章

国

家
意

思
の
執
行

、
第
四
章

行
政

の
社
会
主
義
的
行
動
)

第
六
篇

行
政
に
対
す
る
統
制

第

一
部

統
制

の
方
法

(
第

一
章

統
制

の
形
成
)

第

二
部

司
法
的
統
制

(
第

一
章

司
法
的
統
制
の
分
析

、
第
二
章

民
事
法

廷
の
統
制
、
第
三
章

刑

事
法
廷
の
統
制
、
第
四
章

イ

ギ
リ
ス
及
び
合

衆
国
に
於

け
る
行
政

上
の
司
法
権
、
第
五
章

上
級
裁
判
所

の
行
政

上
の
司
法
権
、
第

六
章

フ
ラ

ン
ス
に
於

け
る
行

政
上
の
司
法
権
、
第
七
章

ド
イ

ツ
に
於

け
る
行
政
上

の
司
法
権
、
第
八
章

司
法
権

の
衝
突
)

楚
・三
部

立
法
的
統
制

(
節

一
章

立

法
的
統
制

の
歴
史
、
第
二
章

特
殊

な
行

政
権

の
濫
用

を
救
済
す

る
議

会

の
権
力

、
第

三
章

財

政
に
対
す
る
立
法
的
統
制
、
第
四
章

弾
劾
)

「
『
行
政
学
』

は
、
ア
メ
リ
カ
社

会

の
特

殊
的
諸
問

題
に
極

め
て
広
大
な
場

を
認

め
た
の
で
、

宿
命
的

に
、

一
般
的

に
は
比
較
的
研

究
、
そ
し
て
特
殊

的
に
は

ヨ
ー

ロ
ッ
パ
大
陸

の
諸
例

の
研
究
を
お
ろ
そ
か

に
し
て
来
た
。
L

な

お
、
「
国
家
意
思

の
表

現
」

と

「
国
家
意
思

の
執

行
」

の
区
別
は
、
既
に

一
八
九
三
年
の

『
比
較
行
政
法
』

に
見
え

て
い
る
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