
■
本
書
の
刊
行
に
向
け
た
詰
め
の
作
業
を
し

て
い
た
あ
る
夜
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
政
治
討

論
番
組
で
、
政
治
家
、
学
者
、
評
論
家
な
ど

の
パ
ネ
リ
ス
ト
が
、
わ
が
国
の
安
全
保
障
政

策
に
つ
い
て
議
論
し
て
い
た
。
途
中
ワ
シ
ン

ト
ン
か
ら
特
別
中
継
が
行
わ
れ
、
国
際
政
治

ア
ナ
リ
ス
ト
が
米
国
の
政
策
動
向
に
つ
い
て

コ
メ
ン
ト
を
始
め
た
。

そ
し
て
、
米
国
の
外
交
政
策
に
影
響
を
及

ぼ
し
て
い
る
国
際
政
治
学
者
の
論
説
を
ア
ナ

リ
ス
ト
が
紹
介
し
よ
う
と
し
た
、
そ
の
と
き

で
あ
る
。
多
く
の
パ
ネ
リ
ス
ト
が
「
学
者
の

論
説
よ
り
も
、
米
国
政
府
内
部
の
意
向
が
重

「
ど
の
よ
う
に
既
存
の
政
策
の
限
界
と
転

換
の
必
要
性
が
認
識
さ
れ
、
ど
の
よ
う
に
新

し
い
政
策
内
容
が
決
定
さ
れ
る
か
」
と
い
う

問
い
に
対
し
、
政
策
変
容
を
規
定
す
る
要
因

を
検
討
す
る
の
が
本
書
の
目
的
で
あ
っ
た
。

ま
ず
取
り
組
ん
だ
の
は
爵
従
来
の
「
政
治
学

的
ア
プ
ロ
ー
チ
」
で
は
な
く
、
新
た
に
「
政

策
科
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
」
と
し
て
分
析
枠
組

み
を
再
構
築
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

「
政
策
が
ど
の
よ
う
に
変
容
す
る
か
」
と

だ
ろ
う
か
？

政
策
科
学
の
視
点

「
知
識
の
政
治
」
を
ど
の
よ
う
に
確
立
す
る
か
？

Ｉ
『
公
共
政
策
の
変
容
と
政
策
科
学
』
を
刊
行
し
て

要
だ
」
と
し
て
ア
ナ
リ
ス
ト
の
発
言
を
さ
え

ぎ
っ
た
。
「
学
者
の
言
っ
て
い
る
こ
と
な
ん

て
ど
う
で
も
い
い
」
と
言
っ
た
者
さ
え
い

た
。
ア
ナ
リ
ス
ト
は
、
「
学
者
の
意
見
も
大

事
で
す
よ
」
と
食
い
下
が
っ
た
も
の
の
、
そ

の
後
の
議
論
に
お
い
て
そ
の
論
説
が
取
り
上

げ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

私
は
そ
の
様
子
を
見
な
が
ら
、
「
学
者
の

意
見
が
ど
う
で
も
い
い
の
で
あ
れ
ば
、
何
を

も
と
に
政
策
を
形
成
す
る
の
か
？
」
と
激
し

く
憤
り
を
感
じ
る
こ
と
は
、
な
か
っ
た
。
わ

が
国
の
政
策
決
定
に
お
い
て
、
学
者
が
提
供

す
る
「
専
門
的
知
識
」
の
位
置
づ
け
が
低
い

い
う
こ
と
を
分
析
す
る
う
え
で
は
、
「
政
策

内
容
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
か
」
と
い
う

分
析
が
焦
点
に
な
る
。
そ
の
た
め
、
政
策
に

ど
の
よ
う
な
「
知
識
」
が
、
ど
の
よ
う
な

「
経
路
」
で
影
響
を
及
ぼ
し
た
か
と
い
う
視

座
が
求
め
ら
れ
る
。
多
元
主
義
、
新
制
度
論

な
ど
の
政
治
学
個
々
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
問
題

は
第
１
章
を
ご
参
照
い
た
だ
き
た
い
が
、

「
権
力
の
配
分
」
が
分
析
の
中
核
に
あ
る
政

治
学
で
は
、
そ
の
よ
う
な
視
座
を
提
供
す
る

の
が
難
し
い
こ
と
は
否
め
な
い
。

本
書
で
は
「
政
策
決
定
を
改
善
す
る
た
め

の
知
識
生
産
活
動
を
志
向
す
る
」
と
い
う
政

こ
と
は
特
段
驚
く
こ
と
で
も
な
い
。
「
日
本

の
政
策
決
定
な
ん
て
、
そ
の
程
度
だ
か
ら
」

と
い
う
の
が
正
直
な
感
想
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
同
時
に
私
の
中
で
疑
問
も
生
じ

た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
を
招
い
た
の
は
、
わ

が
国
の
政
策
決
定
者
の
無
能
さ
だ
け
だ
ろ
う

か
？
わ
れ
わ
れ
研
究
者
に
は
ま
っ
た
く
問

題
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
？
「
政
策
決
定

に
ど
の
よ
う
に
知
識
を
活
用
し
、
ど
の
よ
う

に
政
策
を
改
善
す
る
か
」
と
い
う
「
知
識
」

を
わ
れ
わ
れ
は
提
供
し
て
き
た
で
あ
ろ
う

か
？
な
に
よ
り
も
、
本
書
は
そ
の
よ
う
な

「
知
識
」
に
何
ら
か
の
貢
献
を
し
て
い
る
の

策
科
学
の
観
点
か
ら
、
「
知
識
」
を
中
核
と

し
た
分
析
枠
組
み
を
構
築
し
た
。
第
１
章
２

節
以
降
で
詳
述
し
て
い
る
が
、
ま
ず
、
ア
ク

タ
ー
行
動
に
関
し
て
、
新
た
に
ア
ク
タ
ー
の

認
識
枠
組
み
を
規
定
す
る
「
知
識
」
と
い
う

視
角
を
加
え
た
。
そ
し
て
、
政
策
内
容
に
対

す
る
知
識
の
影
響
過
程
と
し
て
、
政
策
学
習

の
概
念
を
も
と
に
「
政
策
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
転

換
」
「
政
策
ア
イ
デ
ィ
ア
の
柵
築
」
「
政
策
ア

イ
デ
ィ
ア
の
制
度
化
」
と
い
う
三
つ
の
段
階

か
ら
な
る
分
析
枠
組
み
を
提
示
し
た
。

二
つ
の
事
例

秋
吉
貴
雄

；
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航
空
政
策
は
伝
統
的
に
交
通
経
済
学
の
領
域

と
し
て
「
タ
テ
ワ
リ
」
的
に
取
り
扱
わ
れ
、

研
究
者
も
少
な
く
、
研
究
蓄
積
は
乏
し
か
っ

た
。
そ
し
て
航
空
輸
送
産
業
は
か
っ
て
混

乱
し
、
競
争
基
盤
と
な
る
空
港
容
量
も
不
足

し
て
い
た
た
め
、
競
争
制
限
が
半
ば
容
認
さ

れ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
米
国
で
の
規
制
緩

和
、
特
に
そ
の
理
論
動
向
に
関
し
て
は
、
｜

部
の
研
究
者
が
紹
介
を
は
じ
め
た
段
階
で
あ

り
、
わ
が
国
で
の
改
革
の
必
要
性
を
認
識
さ

せ
る
ほ
ど
十
分
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

次
に
、
本
書
で
は
こ
の
分
析
枠
組
み
を
事

例
に
適
用
し
、
政
策
変
容
の
規
定
要
因
の
分

析
を
行
っ
た
。
政
策
変
容
の
事
例
は
数
多
く

存
在
し
て
い
る
が
、
分
析
対
象
と
し
て
選
択

し
た
の
が
、
米
国
と
わ
が
国
の
航
空
輸
送
産

業
で
の
規
制
改
革
で
あ
っ
た
。

航
空
輸
送
産
業
で
は
、
い
わ
ゆ
る
「
幼
稚

産
業
保
護
」
の
観
点
か
ら
、
両
国
と
も
規
制

当
局
に
よ
っ
て
厳
し
い
規
制
が
行
わ
れ
、
市

場
へ
の
参
入
、
運
賃
設
定
な
ど
が
著
し
く
制

限
さ
れ
、
事
業
者
間
の
競
争
が
徹
底
的
に
回

避
さ
れ
て
い
た
。

社
会
経
済
状
況
の
変
化
や
規
制
政
策
の
混

乱
な
ど
か
ら
、
米
国
で
は
一
九
七
○
年
代
か

ら
、
わ
が
国
で
は
八
○
年
代
か
ら
規
制
改
革

の
必
要
性
が
認
識
さ
れ
、
「
規
制
緩
和
」
と

し
て
改
革
が
行
わ
れ
た
。
し
か
し
、
両
国
で

の
改
革
の
内
容
は
大
き
く
異
な
っ
た
。

米
国
で
は
「
自
由
競
争
」
と
し
て
、
各
種

規
制
が
ほ
ぼ
自
由
化
さ
れ
、
規
制
当
局
ま
で

廃
止
さ
れ
た
。
一
方
、
わ
が
国
で
は
「
航
空

サ
イ
バ
ー
ス
ベ
ー
ス
と
表
現
の
白
田

内一拙一雅べ皿蝸へ鷆椰願竪加雛
恭一付畑口濟町鮮川難いⅢ麟咄田淵鮠
手
法
の
「
菅
養
」
を
浮
き
彫
り
に
し
、
か
つ
レ
シ
ッ

グ
の
コ
ー
ド
診
乞
用
い
て
表
現
内
査
灘
藷
を
俎
上
に

挙
げ
た
壷
閣
サ
ィ
バ
ー
ス
ペ
ー
ス
篭

知
職
の
共
有

改
革
に
向
け
た
知
識
が
生
成
さ
れ
て
も
、

そ
れ
が
孤
立
し
て
い
て
は
意
味
が
な
く
、
広

く
政
策
決
定
者
に
も
共
有
さ
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
既
存
の
政
策
の
限
界
が
認
識
さ
れ

る
。
そ
の
具
体
的
な
「
場
」
と
な
る
の
が
、

専
門
家
に
よ
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
「
認
識
コ

ミ
ュ
一
一
テ
ィ
」
で
あ
る
。

米
国
で
は
「
回
転
扉
」
と
称
さ
れ
る
ほ
ど

官
民
交
流
が
盛
ん
で
あ
り
、
そ
の
人
的
資
源

を
も
と
に
認
識
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
形
成
さ
れ

る
。
実
際
に
、
航
空
規
制
改
革
に
お
い
て

も
、
政
治
任
用
さ
れ
た
研
究
者
を
中
心
に
改

革
の
必
要
性
が
認
識
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
大

憲
法
」
と
称
さ
れ
た
事
業
領
域
規
制
は
廃
止

さ
れ
た
が
、
「
管
理
さ
れ
た
競
争
」
と
し
て
、

競
争
は
制
限
さ
れ
、
新
規
事
業
者
の
参
入
は

想
定
さ
え
さ
れ
ず
、
運
賃
設
定
も
一
部
緩
和

の
み
に
と
ど
ま
っ
た
。

両
国
の
間
で
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
差
異
が
生

じ
た
の
か
？
な
ぜ
わ
が
国
の
規
制
改
革
は

遅
れ
た
の
か
？
本
書
の
第
２
章
と
第
３
章

で
両
国
の
規
制
改
革
過
程
を
分
析
し
、
第
４

章
で
は
そ
の
比
較
を
も
と
に
両
国
間
の
差
異

を
生
じ
さ
せ
た
要
因
を
分
析
し
た
。

具
体
的
に
は
、
三
つ
の
段
階
で
の
政
策
学

習
の
差
異
、
政
策
決
定
の
「
場
」
、
政
策
遺

産
の
存
在
な
ど
の
要
因
を
指
摘
し
て
い
る

が
、
「
知
識
」
の
点
か
ら
は
、
「
知
識
の
生

成
」
「
知
識
の
普
及
」
「
知
識
の
経
路
」
に
関

す
る
要
因
が
指
摘
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ

ら
の
要
因
は
「
政
策
決
定
に
ど
の
よ
う
に
知

識
を
活
用
し
、
ど
の
よ
う
に
政
策
を
改
善
す

る
か
」
と
い
う
同
頭
の
問
い
に
示
唆
を
与
え

る
も
の
で
あ
る
。

新版･現代法学入門〔節4111i〕
青柳･笠原･安部･磯本3000円
広く現代社会において問題と
される事象を法的にどう捉え
るかという問に配慮した好
著。主要な判例30題を取り上
Ⅸかつアップデイトに改訂。

憲法のレシピ

小山･山本･新井編3000円
【設問】→【学習のポイント】→
【基本解説】→【考えてみよう】
→【より深く学ぶために]とい
う流れをとり，基礎から応用
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鈴木深雪3000円
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杉下俊郎3000円

統
領
府
や
政
策
シ
ン
ク
タ
ン
ク
が
「
場
」
と

な
り
、
幅
広
い
認
識
．
、
ミ
ュ
ー
ー
テ
ィ
が
形
成

さ
れ
た
。
そ
し
て
そ
こ
で
の
議
論
を
も
と

に
、
規
制
改
革
の
必
要
性
と
「
自
由
競
争
」

と
い
う
政
策
ア
イ
デ
ィ
ア
が
広
く
認
識
さ
れ

た
の
で
あ
っ
た
。

一
方
、
わ
が
国
で
は
、
政
治
任
用
は
現
在

に
お
い
て
も
限
定
的
で
あ
り
、
そ
も
そ
も
認

識
コ
ミ
ュ
ー
ー
テ
ィ
の
素
地
が
な
い
。
ま
た
、

航
空
規
制
改
革
で
は
、
一
部
の
理
論
経
済
学

者
は
規
制
緩
和
の
必
要
性
を
主
張
し
て
い
た

が
、
研
究
者
問
で
認
識
コ
ミ
ュ
ー
ー
テ
ィ
を
形

成
す
る
た
め
の
求
心
力
と
な
る
場
や
面
ク
タ

当
た
り
前
の
こ
と
で
あ
る
が
、
改
革
に
向

け
た
知
識
が
生
成
さ
れ
な
け
れ
ば
、
政
策
変

容
へ
の
動
き
に
は
つ
な
が
ら
な
い
。
「
自
由

競
争
」
を
実
現
し
た
米
国
で
特
徴
的
だ
っ
た

の
が
、
理
論
経
済
学
者
に
よ
っ
て
知
識
が
供

給
さ
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
一
九
五
○
年
代

か
ら
航
空
規
制
の
問
題
は
指
摘
さ
れ
て
い
た

が
、
七
○
年
代
に
は
実
証
研
究
か
ら
政
府
規

制
が
高
い
運
賃
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
こ
と

が
示
さ
れ
、
規
制
の
問
題
が
明
確
に
な
っ

た
。ま
た
、
「
競
合
可
能
性
理
論
」
と
し
て
知

ら
れ
る
よ
う
に
、
参
入
・
撤
退
が
容
易
な

「
競
合
可
能
な
市
場
」
で
は
規
制
が
不
要
で

あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
こ
れ
が
改
革
の
理

論
的
支
柱
と
な
り
、
「
競
合
可
能
な
市
場
」

に
向
け
た
政
策
案
が
開
発
さ
れ
た
。

｜
方
、
わ
が
国
で
は
米
国
と
対
照
的
に
、

改
革
に
向
け
た
知
識
が
不
十
分
で
あ
っ
た
。

知
織
の
生
成
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－
が
存
在
せ
ず
、
改
革
の
必
要
性
が
広
く
認

識
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

共
有
さ
れ
た
知
識
は
、
実
際
に
政
策
決
定

過
程
に
供
給
さ
れ
る
）
」
と
に
よ
っ
て
、
政
策

変
容
へ
と
つ
な
が
る
。
米
国
で
は
、
「
開
か

れ
た
場
」
の
設
定
で
多
様
な
知
識
が
供
給
さ

れ
、
政
治
任
用
で
研
究
者
が
要
職
に
つ
く
こ

と
で
知
識
が
政
策
に
反
映
さ
れ
る
。
実
際
に

航
空
規
制
改
革
に
お
い
て
も
、
議
会
の
公
聴

会
に
著
名
な
理
論
経
済
学
者
が
多
数
参
加

し
、
政
府
規
制
の
問
題
を
指
摘
し
、
「
競
合

可
能
な
市
場
」
に
向
け
た
改
革
案
が
提
示
さ

れ
た
。
さ
ら
に
、
規
制
当
局
の
長
官
に
理
論

経
済
学
者
の
カ
ー
ン
が
就
任
し
、
主
要
ポ
ス

ト
に
も
著
名
な
理
論
経
済
学
者
が
就
任
す
る

と
、
規
制
当
局
の
独
自
の
権
限
で
規
制
改
革

が
進
め
ら
れ
、
法
案
策
定
へ
と
つ
な
が
っ
た

の
で
あ
っ
た
。

一
方
わ
が
国
で
は
、
政
策
決
定
の
「
場
」

リ
ス
ト
（
句
１
＆
『
一
ｓ
口
⑫
戸
一
七
八
九

～
’
八
四
六
）
は
、
九
歳
か
ら
五
年
半
こ
の

町
の
ラ
テ
ン
語
学
校
へ
通
っ
た
の
ち
、
一
六

歳
で
書
記
の
修
業
の
た
め
に
ロ
イ
ト
リ
ン
ゲ

ロ
ィ
ト
リ
ン
ゲ
ン
は
リ
ス
ト
の
生
ま
れ
故

郷
の
町
で
あ
り
、
リ
ス
ト
は
ロ
イ
ト
リ
ン
ゲ

ン
の
町
の
「
偉
大
な
息
子
」
で
あ
る
。
リ
ス

ト
の
記
念
像
、
「
リ
ス
ト
文
庫
」
、
遺
品
の
展

示
室
が
こ
の
町
に
あ
る
。
両
者
の
関
係
を
リ

ス
ト
の
生
前
か
ら
没
後
一
○
○
年
に
か
け
て

た
ど
っ
て
い
く
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
ド

イ
ツ
の
歴
史
が
影
を
落
と
し
て
い
る
。

Ｉ
知
識
の
経
路

ロ
イ
ト
リ
ン
ゲ
ン
と
リ
ス
ト
（
上
）

ｌ
リ
ス
ト
像
の
建
設
と
生
誕
一
○
○
年
の
記
念
祭

が
運
輸
省
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
下
に
あ
り
、
改

革
の
必
要
性
を
指
摘
し
て
い
た
研
究
者
は
参

加
で
き
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
そ
こ
で
の
政

策
議
論
も
事
務
局
で
あ
る
運
輸
省
に
よ
っ
て

方
向
づ
け
さ
れ
、
新
規
事
業
者
の
参
入
と
い

っ
た
政
策
案
は
ほ
と
ん
ど
議
論
さ
れ
な
か
っ

た
。小
泉
政
権
で
は
経
済
財
政
諮
問
会
議
を
中

核
と
す
る
「
官
邸
主
導
型
」
の
政
策
決
定
シ

ス
テ
ム
が
確
立
さ
れ
、
内
閣
府
を
中
核
と
し

た
認
識
コ
ミ
ュ
ー
ー
テ
ィ
と
、
政
策
原
案
へ
の

研
究
者
の
関
与
に
よ
っ
て
、
政
策
決
定
へ
の

「
知
識
」
の
反
映
が
可
能
に
な
っ
た
。
し
か

し
、
終
章
で
検
討
し
た
よ
う
に
、
同
シ
ス
テ

ム
は
属
人
性
が
強
く
、
特
に
知
識
投
入
に
関

し
て
は
、
個
人
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
よ
る

部
分
が
大
き
い
。

事
例
分
析
の
結
果
か
ら
、
端
的
に
は
多
元

的
な
知
識
役
人
の
あ
り
方
が
重
要
に
な
る
。

ン
を
離
れ
た
。
そ
の
問
に
、
帝
国
自
由
都
市

で
あ
っ
た
ロ
イ
ト
リ
ン
ゲ
ン
は
ヴ
ュ
ル
ッ
テ

ン
ベ
ル
ク
公
国
（
王
国
に
な
る
）
に
併
合
さ

れ
た
。
リ
ス
ト
が
通
っ
た
学
校
は
、
ナ
チ
ス

の
時
代
に
「
Ｆ
・
リ
ス
ト
尋
常
・
高
等
・
実

業
高
等
学
校
」
、
「
Ｆ
，
。
リ
ス
ト
上
級
学
校
」

に
な
る
。

ヴ
ュ
ル
ッ
テ
ン
ベ
ル
ク
時
代
に
は
、
兄
と

両
親
の
死
や
遺
産
相
続
で
帰
省
し
た
と
思
わ

れ
、
内
務
省
地
方
行
政
課
の
役
人
と
し
て
ロ

イ
ト
リ
ン
ゲ
ン
へ
出
張
し
た
こ
と
も
あ
っ

た
。
’
八
一
九
年
夏
の
選
挙
で
は
法
定
年
齢

に
数
日
足
り
ず
当
選
が
撫
効
に
な
っ
た
が
、

翌
年
一
二
月
の
補
選
で
ロ
イ
ト
リ
ン
ゲ
ン
選

改
革
に
向
け
て

具
体
的
に
は
、
政
治
任
用
の
常
態
化
で
認
識

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
い
っ
そ
う
「
厚
く
」
す
る

こ
と
や
、
専
門
家
組
織
、
政
策
市
場
な
ど
を

創
設
す
る
こ
と
な
ど
が
求
め
ら
れ
る
。

「
失
わ
れ
た
一
○
年
」
で
わ
れ
わ
れ
が
経

験
し
た
よ
う
に
、
社
会
経
済
シ
ス
テ
ム
は
継

続
的
な
改
革
が
必
要
と
さ
れ
る
。
既
存
の
政

策
の
限
界
を
認
識
し
、
変
更
す
る
た
め
に

は
、
特
殊
利
益
で
は
な
く
専
門
知
識
に
基
づ

い
た
政
策
決
定
シ
ス
テ
ム
の
確
立
が
重
要
に

な
る
。
本
書
で
の
分
析
枠
組
み
お
よ
び
事
例

分
析
が
そ
の
一
助
に
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

（
あ
き
よ
し
・
た
か
お

Ⅱ
熊
本
大
学
大
学
院
社
会
文
化
科
学
研
究
科
准
教
授
）

出
の
代
議
院
議
員
に
当
選
し
た
。
し
か
し
、

選
挙
民
の
要
望
を
う
け
て
起
草
し
た
請
願
書

の
内
容
が
当
局
の
忌
避
に
触
れ
て
訴
追
さ

れ
、
わ
ず
か
八
○
日
で
議
会
を
追
放
さ
れ
、

二
二
年
に
有
罪
の
判
決
を
受
け
る
と
、
身
軍

の
妻
と
三
人
の
子
ど
も
を
残
し
て
フ
ラ
ン
ス

へ
逃
亡
し
た
。

こ
の
判
決
を
「
司
法
殺
人
」
と
評
し
た
の

は
詩
人
の
ウ
ー
ラ
ン
ト
で
あ
る
が
、
冤
罪
に

対
す
る
恨
み
は
、
の
ち
に
鉄
道
会
社
の
役
員

の
問
題
で
ラ
イ
プ
ッ
ィ
ヒ
の
商
人
か
ら
受
け

た
不
当
な
仕
打
ち
と
と
も
に
、
生
涯
リ
ス
ト

の
心
か
ら
消
え
な
か
っ
た
。
「
私
を
裁
い
た

判
事
の
一
人
は
死
の
床
に
お
い
て
、
判
決
に

１
１

秋
圭
ロ
貴
雄
［
箸
］

『
公
共
政
策
の
変
容
と
政
策
科
学
ｌ
日
米
航
空
運

輸
産
業
に
お
け
る
２
つ
の
規
制
改
革
」

有
斐
閣
刊
◎
好
評
発
売
中

Ａ
５
判
、
三
二
八
頁
、
定
価
四
四
一
○
円
（
税
込
）

諸
田
實
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