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一
　
修
士
課
程
の
院
生
時
代

　

私
は
、
慶
応
義
塾
大
学
の
法
学
部
政
治
学
科
で
堀
江
湛
教
授
の
ゼ
ミ
に
属
し
、
行
動
科
学
的
政
治
学
と
呼
ば
れ
る
現
代
政
治
学
か
ら

勉
強
を
始
め
た
。
一
九
七
三
年
に
学
部
を
卒
業
す
る
と
、
そ
の
ま
ま
大
学
院
に
進
み
、
堀
江
教
授
の
下
で
政
治
社
会
学
を
重
点
に
し
て

研
究
に
入
っ
た
。
社
会
学
と
い
う
学
問
に
新
鮮
な
も
の
を
感
じ
て
い
た
か
ら
で
あ
り
、
修
士
課
程
の
頃
は
、
政
治
学
と
社
会
学
の
境
界

領
域
を
専
門
に
し
よ
う
か
、
と
考
え
て
い
た
。

　

修
士
課
程
一
年
の
時
に
書
い
た
の
は
、
ア
メ
リ
カ
の
社
会
学
者
Ｄ
・
ベ
ル
の
「
脱
工
業
化
社
会
論
」
の
政
治
的
意
味
合
い
を
考
え
る

と
い
う
論
文
で
あ
っ（
1 
）
た
。
指
導
教
授
の
堀
江
先
生
に
評
価
し
て
い
た
だ
き
、
少
し
ず
つ
博
士
課
程
へ
の
進
学
を
考
え
る
よ
う
に
な
っ

た
。
そ
れ
以
前
は
、
新
聞
社
か
出
版
社
へ
の
就
職
を
考
え
て
お
り
、
学
部
時
代
は
「
慶
應
塾
生
新
聞
」
と
い
う
月
刊
の
学
生
新
聞
を
刊

行
す
る
ク
ラ
ブ
に
属
し
て
い
た
。
ク
ラ
ブ
活
動
が
忙
し
い
こ
と
も
あ
っ
て
、
学
部
で
の
学
業
成
績
は
芳
し
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
新

聞
な
ど
メ
デ
ィ
ア
へ
の
関
心
は
学
者
に
な
っ
て
も
続
い
た
が
、
そ
れ
は
こ
う
い
う
事
情
か
ら
で
あ
る
。
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修
士
課
程
の
当
初
は
就
職
の
可
能
性
も
考
え
て
お
り
、
い
わ
ば
二
股
を
か
け
て
い
た
の
だ
が
、
二
年
目
は
ほ
ぼ
進
学
と
い
う
線
で
固

ま
っ
て
い
た
よ
う
に
思
う
。
だ
が
、
そ
れ
に
は
一
つ
問
題
が
あ
っ
た
。
語
学
で
あ
る
。
英
語
も
決
し
て
得
意
な
方
で
は
な
か
っ
た
が
、

第
二
外
国
語
の
ド
イ
ツ
語
は
も
っ
と
酷
か
っ
た
。
修
士
課
程
の
入
学
試
験
で
も
ド
イ
ツ
語
の
点
が
悪
く
、
面
接
の
時
に
神
谷
不
二
教
授

か
ら
、
入
っ
た
ら
一
所
懸
命
や
る
、
と
い
う
一
筆
を
取
ら
れ
て
い
た
。

　

入
学
す
る
と
、
た
ま
た
ま
知
人
か
ら
、
日
本
語
を
習
い
た
い
と
い
う
ド
イ
ツ
人
が
交
換
で
ド
イ
ツ
語
を
教
え
て
く
れ
る
、
と
い
う
話

が
飛
び
込
ん
だ
。
コ
ン
ラ
ー
ト
・
ヴ
ェ
ー
ク
マ
ン
氏
だ
っ
た
。
ル
ー
ル
工
業
地
帯
に
あ
る
ボ
ー
フ
ム
大
学
か
ら
、
現
代
中
国
研
究
を
主

と
す
る
東
ア
ジ
ア
政
治
研
究
の
た
め
に
、
東
大
に
研
究
滞
在
し
て
い
た
若
手
教
員
だ
っ
た
。
週
に
二
回
く
ら
い
の
ペ
ー
ス
で
通
い
、
親

し
く
な
っ
て
一
年
後
の
帰
国
の
際
に
は
、「
ド
イ
ツ
に
遊
び
に
来
な
さ
い
」
と
誘
わ
れ
た
。

　

そ
こ
で
、
博
士
課
程
の
受
験
対
策
も
兼
ね
、
夏
休
み
に
ド
イ
ツ
に
行
っ
た
。
八
週
間
の
ド
イ
ツ
語
研
修
の
後
、
二
週
間
ほ
ど
旅
行
を

し
た
。
ヴ
ェ
ー
ク
マ
ン
夫
妻
に
も
世
話
に
な
っ
た
。
ド
イ
ツ
語
は
会
話
の
勉
強
が
中
心
で
、
独
文
和
訳
の
入
試
対
策
に
は
直
結
し
な

か
っ
た
が
、
ド
イ
ツ
の
現
代
政
治
へ
の
関
心
が
高
ま
り
、
そ
れ
を
研
究
テ
ー
マ
に
し
よ
う
か
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。

二
　
大
学
院
博
士
課
程
と
ド
イ
ツ
留
学

　

無
事
、
博
士
課
程
へ
の
進
学
が
許
さ
れ
る
と
、
堀
江
研
究
室
で
の
投
票
行
動
の
共
同
研
究
を
し
な
が
ら
、
ド
イ
ツ
現
代
政
治
の
勉
強

も
始
め
た
。
当
時
は
ド
イ
ツ
政
治
と
い
う
と
、
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
国
と
ナ
チ
ス
の
時
期
の
政
治
史
研
究
ば
か
り
で
、
戦
後
ド
イ
ツ
政
治

の
研
究
は
な
い
に
等
し
か
っ
た
。
慶
応
に
も
そ
の
分
野
の
先
生
は
い
な
か
っ
た
か
ら
、
ゼ
ロ
か
ら
手
探
り
の
よ
う
に
し
て
始
め
た
。

　

二
年
目
は
直
接
ド
イ
ツ
に
行
こ
う
と
決
め
て
い
た
か
ら
、
そ
れ
で
構
わ
な
い
と
思
っ
て
い
た
。
幸
い
な
こ
と
に
、
防
衛
大
学
校
の
佐

瀬
昌
盛
教
授
が
『
戦
後
ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
史
』
と
い
う
本
を
、
出
発
の
半
年
前
に
刊
行
さ
れ
た
。
内
容
も
優
れ
て
い
た
が
、
関
連
文
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献
の
案
内
が
懇
切
丁
寧
な
本
で
、
ド
イ
ツ
語
を
読
む
の
が
未
だ
不
自
由
だ
っ
た
私
に
は
、
こ
の
本
が
「
第
二
の
指
導
教
授
」
の
役
を
果

し
て
く
れ
た
。

　

行
き
先
は
、
ヴ
ェ
ー
ク
マ
ン
氏
の
い
る
ボ
ー
フ
ム
大
学
と
し
た
。
筑
波
大
学
の
モ
デ
ル
に
な
っ
た
、
巨
大
な
新
設
大
学
だ
が
、
政
治

学
に
ど
ん
な
教
授
が
い
る
の
か
、
ほ
と
ん
ど
知
ら
な
か
っ
た
。
ど
う
せ
ド
イ
ツ
語
の
語
学
コ
ー
ス
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ

か
ら
、
知
り
合
い
の
い
る
大
学
が
良
い
と
い
う
考
え
だ
っ
た
。
夫
妻
に
は
本
当
に
お
世
話
に
な
り
、
順
調
に
ス
タ
ー
ト
を
切
っ
た
。
語

学
試
験
に
も
合
格
で
き
、
半
年
後
に
は
専
門
科
目
の
履
修
が
許
さ
れ
た
。

　

一
年
の
う
ち
に
ド
イ
ツ
の
政
治
学
の
状
況
も
分
か
っ
て
き
た
。
選
挙
研
究
に
は
社
会
学
の
「
ケ
ル
ン
学
派
」
が
先
鞭
を
つ
け
、
マ
ン

ハ
イ
ム
大
学
が
中
心
に
な
り
つ
つ
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
た
の
で
、
二
年
目
は
こ
の
二
大
学
の
ど
ち
ら
か
に
行
こ
う
と
決
め

た
。
や
や
南
に
寄
っ
た
マ
ン
ハ
イ
ム
に
し
よ
う
か
と
も
思
っ
た
が
、
知
人
の
多
い
ボ
ー
フ
ム
か
ら
遠
く
離
れ
る
の
は
寂
し
い
想
い
が
し

て
、
ケ
ル
ン
大
学
に
し
た
。
指
導
教
授
は
社
会
学
の
Ｅ
・
Ｋ
・
シ
ョ
イ
ヒ
教
授
と
し
た
。
た
い
へ
ん
著
名
な
教
授
で
あ
り
、
奨
学
金
も

世
話
し
て
も
ら
っ
て
、
安
心
し
て
二
年
目
の
勉
強
に
入
っ
た
。

　

こ
の
分
野
で
は
英
語
文
献
に
も
良
い
も
の
が
多
く
、
ド
イ
ツ
語
文
献
と
併
せ
て
読
み
進
め
、「
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
政
党
制
の
発

展
」
と
い
う
論
文
を
ま
と
め
、
慶
応
の
大
学
院
紀
要
に
載
せ
て
も
ら
っ（
2 
）
た
。
後
に
博
士
論
文
『
戦
後
ド
イ
ツ
の
政
党（
3 
）
制
』
と
な
る
も
の

の
、
骨
格
を
な
す
論
文
で
あ
る
。
そ
の
分
野
で
は
他
に
邦
語
の
文
献
が
あ
ま
り
な
か
っ
た
時
代
だ
か
ら
、
こ
の
拙
著
も
あ
る
程
度
、
読

ま
れ
た
よ
う
に
思
う
。

　

二
年
間
の
留
学
を
終
え
て
帰
国
し
て
、
慶
応
の
大
学
院
に
戻
っ
た
。
博
士
課
程
は
三
年
だ
が
、
単
位
も
取
っ
て
き
た
こ
と
だ
し
、
こ

の
二
年
の
う
ち
一
年
は
在
籍
期
間
に
数
え
る
こ
と
に
す
る
の
で
、
あ
と
一
年
残
る
よ
う
に
と
い
う
こ
と
で
、
三
年
次
の
勉
強
を
続
け

た
。
当
時
は
、
課
程
博
士
号
を
取
る
者
は
ほ
と
ん
ど
い
な
か
っ
た
の
で
、「
ド
イ
ツ
の
選
挙
と
政
党
」
の
研
究
を
集
中
的
に
続
け
る
こ
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と
は
せ
ず
、
年
に
一
本
く
ら
い
の
ペ
ー
ス
で
書
き
継
い
で
い
っ
た
。
そ
の
間
、
ど
ん
な
就
職
の
チ
ャ
ン
ス
が
あ
る
か
分
か
ら
な
い
か

ら
、
か
な
り
間
口
を
広
げ
て
、
い
ろ
い
ろ
な
論
文
を
書
い
て
い
た
。

三
　
京
都
産
業
大
学
で
の
二
十
年

　

博
士
課
程
を
終
え
て
直
ぐ
は
就
職
口
が
な
く
、
非
常
勤
講
師
な
ど
を
し
な
が
ら
一
年
を
過
ご
し
た
。
そ
の
間
に
幸
い
に
も
専
任
講
師

と
し
て
の
採
用
が
決
ま
り
、
一
九
八
〇
年
に
京
都
産
業
大
学
に
赴
任
し
た
。
外
国
語
学
部
の
国
際
関
係
の
部
門
で
、
コ
ー
ス
と
称
し
て

い
た
が
学
科
に
近
い
存
在
だ
っ
た
（
後
に
学
科
と
な
っ
て
い
る
）。
い
ろ
い
ろ
な
外
国
語
を
勉
強
す
る
学
生
が
、
副
専
攻
と
し
て
国
際
関

係
を
履
修
で
き
る
シ
ス
テ
ム
に
な
っ
て
い
た
。

　

学
生
は
、
英
独
仏
語
の
他
、
イ
タ
リ
ア
語
、
ス
ペ
イ
ン
語
も
学
べ
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
か
な
り
学
生
が
い
た
の
で
、
三
好
修
教

授
が
担
当
さ
れ
て
い
た
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
論
」
を
Ⅰ
と
Ⅱ
に
分
け
、
私
が
後
者
を
担
当
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
っ
た
。
西
欧
の

現
代
政
治
な
ど
に
つ
い
て
講
義
す
る
よ
う
に
と
い
う
こ
と
で
、
ま
ず
は
ド
イ
ツ
現
代
政
治
の
研
究
に
専
念
し
た
。

　

ド
イ
ツ
専
門
家
に
な
ろ
う
と
思
っ
て
い
た
の
だ
が
、
研
究
・
教
育
環
境
も
そ
れ
を
後
押
し
し
て
く
れ
た
。
数
年
で
著
書
『
戦
後
ド
イ

ツ
の
政
党
制
』
を
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
、
論
文
で
慶
応
か
ら
法
学
博
士
号
を
い
た
だ
い
た
。
こ
の
書
物
は
比
較
政
治
学
的
な
研
究
だ

が
、
学
部
の
同
僚
は
国
際
政
治
を
主
に
国
際
関
係
研
究
に
携
わ
っ
て
い
た
か
ら
、
次
第
に
国
際
政
治
に
関
連
し
た
テ
ー
マ
も
扱
う
よ
う

に
な
っ（
4 
）
た
。

　

ま
た
、
講
義
で
は
ド
イ
ツ
語
専
攻
以
外
の
学
生
も
多
か
っ
た
か
ら
、
西
欧
に
つ
い
て
幅
広
く
研
究
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
共
著
で
の

関
連
の
著
作
の
他
、
Ｗ
・
ラ
カ
ー
の
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
現
代（
5 
）
史
』（
全
三
巻
）
の
共
訳
を
自
分
が
中
心
に
な
っ
て
進
め
た
の
も
、
そ
の
中

で
の
こ
と
で
あ
る
。
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さ
ら
に
は
、
赴
任
す
る
と
直
ぐ
、
法
学
部
の
小
平
修
教
授
か
ら
、
現
代
政
治
学
を
主
に
法
学
部
で
も
講
義
し
て
く
れ
と
の
申
し
出
が

あ
り
、「
政
治
社
会
学
」
と
の
題
目
で
講
義
を
担
当
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ド
イ
ツ
留
学
の
以
前
か
ら
の
勉
強
は
、
こ
の
講
義
と
の
関

連
で
続
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

そ
の
関
連
で
触
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
が
、
Ｒ
・
ダ
ー
レ
ン
ド
ル
フ
の
翻
訳
や
解
説
で
あ
る
。
留
学
か
ら
戻
る
と
、「
ド
イ
ツ
で

今
、
注
目
の
政
治
関
連
の
本
は
何
か
」
と
の
質
問
を
多
く
受
け
た
が
、
一
九
七
〇
年
代
に
第
三
党
Ｆ
Ｄ
Ｐ
（
自
由
民
主
党
）
の
路
線
転

換
に
影
響
を
与
え
た
、
ダ
ー
レ
ン
ド
ル
フ
の
『
新
し
い
自
由
』
の
こ
と
話
す
と
、
翻
訳
を
出
せ
と
い
う
こ
と
で
、
出
版
社
を
紹
介
さ

れ
、
ト
ン
ト
ン
拍
子
に
出
版
が
決
ま
っ
た
。

　

薄
い
本
だ
が
、
院
生
の
私
が
単
独
訳
で
引
き
受
け
た
の
は
、
身
の
ほ
ど
知
ら
ず
で
も
あ
っ
た
。
最
初
に
『
ザ
・
ニ
ュ
ー
リ
バ
テ
ィ
』

（
創
世
記
）
と
し
て
出
し
た
も
の
は
、
多
く
の
新
聞
・
雑
誌
で
書
評
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
も
の
の
、
訳
文
の
拙
さ
は
否
定
し
が
た
か
っ

た
（
後
に
改
訳
版
を
『
現
代
文
明
に
と
っ
て
「
自
由
」
と
は
何
か
』
と
改
題
し
て
出
版
し
た
）。
最
初
の
翻
訳
は
、
売
行
き
は
い
ま
ひ
と
つ

だ
っ
た
が
、「
続
篇
も
是
非
」
と
い
う
こ
と
で
、
同
じ
出
版
社
か
ら
一
九
八
二
年
に
ダ
ー
レ
ン
ド
ル
フ
の
『
ラ
イ
フ
・
チ
ャ
ン
ス
』
を

出
し
た
（
こ
れ
も
後
に
改
訳
し
、『
新
し
い
自
由
主
義
―
―
ラ
イ
フ
・
チ
ャ
ン
ス
』
と
改
題
し
て
出
版
し
た
）。

　

ま
た
、
一
九
九
三
～
四
年
に
部
分
的
で
は
あ
れ
、
実
現
し
た
政
治
改
革
の
過
程
で
、
ド
イ
ツ
の
選
挙
制
度
の
併
用
制
が
議
論
に
な

り
、
専
門
家
だ
か
ら
詳
し
い
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
私
に
も
多
く
の
問
い
合
わ
せ
や
、
原
稿
依
頼
が
あ
っ
た
。
そ
ん
な
こ
と
で
、
ド
イ

ツ
の
選
挙
・
政
党
と
は
別
に
、
選
挙
制
度
の
研
究
が
専
門
の
一
つ
に
加
わ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
い
ろ
い
ろ
書
い
て
く
る
と
、「
政
治
学
の
何
が
専
門
な
の
か
」
と
問
わ
れ
る
よ
う
な
状
況
だ
が
、
若
さ
に
ま
か
せ

て
、
そ
の
時
々
に
自
分
の
関
心
の
向
い
た
こ
と
を
や
っ
て
き
た
、
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。
や
や
幅
を
広
げ
す
ぎ
た
と
い
う
反
省
も

な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
れ
も
性
格
で
あ
る
。
一
つ
の
こ
と
を
偏
執
的
に
や
る
よ
り
は
、
い
ろ
い
ろ
並
行
的
に
や
る
方
が
性
に
あ
っ
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て
い
た
の
だ
ろ
う
。
こ
う
し
て
二
十
年
が
過
ぎ
た
。

四
　
京
都
産
業
大
学
時
代
の
政
治
学
の
研
究
分
野

　

教
壇
に
立
っ
て
、
二
十
年
の
間
に
「
私
の
政
治
学
」
は
ほ
ぼ
三
つ
の
分
野
に
ま
た
が
る
も
の
と
な
っ
て
い
た
。
①
ド
イ
ツ
現
代
政
治

を
中
心
と
す
る
西
欧
の
地
域
研
究
・
国
際
政
治
、
②
日
本
政
治
を
含
む
、
政
治
過
程
に
つ
い
て
の
比
較
政
治
学
、
③
ダ
ー
レ
ン
ド
ル
フ

の
政
治
理
論
の
研
究
、
で
あ
る
。

　

バ
ラ
バ
ラ
と
い
え
ば
、
確
か
に
そ
の
よ
う
に
映
る
が
、
私
な
り
に
は
そ
れ
ぞ
れ
理
由
が
あ
っ
た
。
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
を
志
望
し
た
時

期
が
あ
っ
た
よ
う
に
、
私
に
は
日
本
政
治
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
自
分
の
考
え
を
問
い
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
政
治

学
に
入
っ
た
。
だ
が
、
ス
ト
レ
ー
ト
に
日
本
政
治
を
論
じ
る
よ
り
は
、
ド
イ
ツ
の
事
例
を
引
き
合
い
に
出
し
な
が
ら
述
べ
る
と
、
主
張

の
説
得
力
が
増
す
よ
う
に
感
じ
て
い
た
か
ら
、
そ
の
ス
タ
イ
ル
で
著
述
を
行
う
よ
う
に
な
っ
た
。『
ド
イ
ツ
と
日
本
の
連
合
政（
5
）
治
』、

『
ド
イ
ツ
の
政
治
・
日
本
の
政（
6 
）
治
』
と
い
っ
た
著
書
の
タ
イ
ト
ル
か
ら
も
、
そ
れ
が
理
解
い
た
だ
け
よ
う
。
右
の
①
と
②
は
こ
う
し
て

結
び
つ
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

③
に
つ
い
て
は
、
先
述
の
よ
う
に
、
最
初
は
や
や
偶
然
の
要
素
も
あ
っ
た
が
、
途
中
か
ら
は
自
覚
的
に
行
う
よ
う
に
な
っ
た
。
国
際

政
治
は
や
や
異
な
る
も
の
の
、
①
や
②
の
よ
う
な
研
究
領
域
で
は
、
生
の
デ
ー
タ
を
経
験
的
枠
組
に
沿
っ
て
分
析
す
る
手
法
が
、
学
界

の
動
向
と
し
て
主
流
を
占
め
て
い
く
の
だ
が
、
私
に
は
そ
れ
だ
け
で
は
飽
き
足
ら
な
い
気
持
ち
が
あ
り
、
そ
の
空
白
を
埋
め
て
く
れ
る

理
論
へ
の
渇
望
が
あ
っ
た
。
ダ
ー
レ
ン
ド
ル
フ
の
翻
訳
は
そ
の
後
、『
現
代
の
社
会
紛（
7 
）
争
』
と
い
う
難
物
に
至
る
の
だ
が
、
と
に
か
く

続
行
で
き
た
の
は
―
―
共
訳
者
・
檜
山
雅
人（
8 
）
氏
の
協
力
が
得
ら
れ
た
こ
と
も
あ
る
が
―
―
こ
う
い
う
気
持
ち
が
私
に
あ
っ
た
た
め
だ
と

思
う
。
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五
　
選
挙
制
度
研
究
の
発
端

　

私
が
選
挙
制
度
の
研
究
に
入
り
込
む
切
っ
掛
け
は
、
先
述
の
よ
う
に
偶
然
と
言
え
ば
偶
然
で
あ
っ
た
。
ド
イ
ツ
の
政
党
・
選
挙
の
分

析
を
す
る
上
で
、
当
然
な
が
ら
読
者
に
は
前
提
と
し
て
選
挙
制
度
を
理
解
し
て
お
い
て
も
ら
わ
な
い
と
い
け
な
い
の
だ
が
、
一
九
八
〇

年
前
後
の
日
本
で
は
こ
れ
が
怪
し
か
っ
た
。
ご
く
少
数
の
専
門
家
は
正
確
な
説
明
を
し
て
い
た
が
、
あ
と
は
半
々
く
ら
い
で
、
不
正
確

な
も
の
が
少
な
く
な
か
っ
た
。
政
治
学
会
な
ど
で
も
、
そ
こ
か
ら
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　

選
挙
制
度
の
改
革
論
議
の
中
で
も
ド
イ
ツ
型
「
併
用
制
」
は
、
小
選
挙
区
と
比
例
代
表
制
を
混
合
す
る
方
式
の
参
考
例
と
さ
れ
て
い

た
か
ら
、
強
い
関
心
が
寄
せ
ら
れ
て
い
た
。
新
聞
社
の
論
説
委
員
な
ど
が
何
人
も
、「
ド
イ
ツ
の
制
度
は
こ
う
い
う
説
明
で
正
し
い

か
」
と
、
不
安
を
解
消
す
べ
く
京
都
に
電
話
を
掛
け
て
こ
ら
れ
た
。
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
、
当
時
の
事
情
を
想
像
い
た
だ
け
よ
う
か
。

　

ド
イ
ツ
の
制
度
は
、
政
党
へ
投
じ
ら
れ
る
比
例
代
表
の
票
だ
け
で
全
部
の
議
席
を
配
分
す
る
の
だ
か
ら
、
比
例
代
表
制
な
の
だ
が
、

ど
う
い
う
訳
か
日
本
で
は
「
併
用
制
」
と
呼
ば
れ
、
混
合
型
の
一
種
と
の
説
明
が
な
さ
れ
て
き
た
。
小
選
挙
区
の
方
は
、
政
党
が
比
例

代
表
制
で
獲
得
し
た
議
席
の
枠
に
、
誰
を
入
れ
る
か
の
段
階
で
関
係
す
る
だ
け
で
あ
り
、
そ
こ
で
小
選
挙
区
の
当
選
者
が
優
先
さ
れ
る

に
す
ぎ
な
い
。

　

た
だ
、
小
選
挙
区
の
候
補
者
に
入
れ
る
票
が
「
第
一
票
」、
比
例
に
投
じ
ら
れ
る
方
が
「
第
二
票
」
と
い
う
の
が
正
式
名
な
の
で
、

理
解
が
混
乱
し
や
す
い
こ
と
お
び
た
だ
し
く
、
当
の
ド
イ
ツ
で
も
一
九
七
六
年
頃
ま
で
は
有
権
者
も
混
乱
し
て
い
た
。
そ
こ
で
専
門
家

の
出
番
と
な
っ
て
、
私
も
選
挙
制
度
研
究
へ
と
促
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

ど
う
い
う
経
緯
で
ド
イ
ツ
が
こ
の
選
挙
制
度
と
な
っ
た
の
か
、
導
入
時
に
ど
ん
な
議
論
が
な
さ
れ
た
の
か
、
説
明
し
て
ほ
し
い
と
い

う
要
望
が
多
く
出
さ
れ
、
そ
れ
に
対
応
し
て
い
る
う
ち
に
、
私
も
選
挙
制
度
に
詳
し
く
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、
ド
イ
ツ
語
の
文
献
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を
読
ん
で
い
る
と
、
い
や
で
も
日
本
語
の
文
献
と
の
相
違
に
注
意
が
向
く
よ
う
に
な
り
、
そ
の
点
も
調
べ
て
い
く
よ
う
に
も
な
っ
た
。

　

そ
の
過
程
で
最
初
に
ま
と
め
た
の
が
、
編
書
『
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
ス　

選
挙
制
度
と
政
治
思（
9 
）

想
』（
一
九
九
三
年
）
で
あ
る
。
日
本
で

は
、
選
挙
制
度
の
議
論
と
い
う
と
直
ぐ
に
「
各
選
挙
制
度
の
利
害
得
失
」
と
い
う
技
術
的
な
話
に
な
り
、
比
例
代
表
制
論
者
と
し
て
の

Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル
の
名
前
も
出
て
こ
な
け
れ
ば
、
多
数
代
表
制
論
者
と
し
て
の
Ｗ
・
バ
ジ
ョ
ッ
ト
の
議
論
も
紹
介
さ
れ
な
い
有
様
で
、
こ

れ
は
何
と
か
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
た
。
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
ス
と
い
う
形
式
を
選
ん
だ
の
は
、
地
方
に
い
る
自
分
が
た
だ
主
張
し

て
も
、
な
か
な
か
耳
を
傾
け
て
も
ら
え
な
い
と
い
う
想
い
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ミ
ル
や
バ
ジ
ョ
ッ
ト
な
ら
無
視
さ
れ
な
い
だ
ろ

う
、
と
い
う
の
だ
っ
た
が
、
無
視
す
る
人
は
無
視
す
る
の
で
あ
り
、
こ
の
本
も
特
に
注
目
を
集
め
た
訳
で
は
な
か
っ
た
。

　

そ
の
本
の
増
刷
の
際
に
新
し
い
論
点
を
付
け
加
え
、
も
う
一
度
、
問
い
た
い
と
思
い
、
増
補
版
に
あ
た
る
も
の
を
用
意
し
、

一
九
九
八
年
に
『
選
挙
制
度
の
思
想
と
理（
10 
）
論
』
と
し
て
刊
行
し
た
。
名
前
ば
か
り
有
名
で
、
誰
も
オ
リ
ジ
ナ
ル
を
確
認
し
よ
う
と
し
な

い
Ｍ
・
デ
ュ
ベ
ル
ジ
ェ
の
論
文
や
、
そ
の
最
大
の
批
判
者
Ｓ
・
ロ
ッ
カ
ン
の
論
文
の
翻
訳
な
ど
、
政
治
思
想
よ
り
は
現
実
に
近
い
政
治

理
論
の
論
文
を
入
れ
て
、
拡
充
を
図
っ
た
。
私
の
研
究
の
視
野
も
そ
れ
だ
け
広
が
っ
て
い
っ
た
。

六
　『
日
本
の
選
挙
』

　

そ
う
こ
う
す
る
う
ち
に
東
洋
大
学
か
ら
誘
わ
れ
東
京
に
移
っ
た
。
そ
の
頃
、
京
都
産
業
大
で
同
僚
だ
っ
た
小
島
朋
之
・
慶
大
教
授
が

中
公
新
書
編
集
部
に
推
薦
し
て
下
さ
り
、
選
挙
制
度
を
テ
ー
マ
に
執
筆
す
る
こ
と
が
決
ま
っ
た
。
そ
の
結
果
で
き
た
の
が
『
日
本
の
選

（
11 
）
挙
』（
二
〇
〇
三
年
）
で
あ
り
、
私
の
そ
れ
ま
で
の
選
挙
制
度
研
究
を
集
大
成
し
、
一
般
読
者
向
け
に
書
い
た
も
の
で
あ
る
。

　

何
度
も
推
敲
し
て
い
る
う
ち
に
、
圧
縮
し
た
表
現
と
な
り
、
当
時
の
新
書
と
し
て
は
少
し
難
し
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
苦
言
を

た
ま
わ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
特
定
は
で
き
な
い
が
、
そ
の
前
後
に
読
ん
で
い
た
も
の
の
文
体
か
ら
、
影
響
を
受
け
て
の
こ
と
か
も
し
れ
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な
い
。
最
後
の
段
階
で
ど
う
し
て
も
盛
り
込
み
た
か
っ
た
の
が
、
Ｇ
・
サ
ル
ト
ー
リ
の
選
挙
制
度
論
で
あ
っ
た
。

　

関
連
の
書
物
が
翻
訳
出
版
さ
れ
て
い
た
も
の
の
、
邦
訳
を
読
む
だ
け
で
は
よ
く
理
解
で
き
な
い
き
ら
い
が
あ
っ
た
の
で
、
徹
底
し
て

読
み
込
み
、
右
の
新
書
で
分
か
り
や
す
い
解
説
を
試
み
た
。
そ
れ
で
も
な
お
、
そ
の
部
分
は
難
し
い
と
い
う
感
想
を
、
学
生
諸
君
か
ら

聞
い
た
の
で
、
ま
だ
改
善
の
余
地
が
あ
ろ
う
（
後
に
、
そ
の
原
型
と
な
る
サ
ル
ト
ー
リ
の
論
文
を
編（
12 
）

書
に
入
れ
た
）。

　

こ
の
新
書
で
の
基
本
的
な
主
張
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　

①
各
選
挙
制
度
は
、
そ
れ
ぞ
れ
民
主
主
義
に
つ
い
て
の
異
な
る
理
念
と
関
連
が
あ
る
の
で
、
バ
ッ
ク
に
あ
る
政
治
思
想
に
無
関
心
で

あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

　

②
た
だ
し
、
あ
る
理
念
か
ら
選
挙
制
度
を
構
想
し
た
り
、
選
択
し
た
り
し
て
も
、
必
ず
し
も
そ
の
意
図
が
実
現
す
る
と
は
限
ら
な
い

の
で
、
各
制
度
が
現
実
に
ど
う
い
う
作
用
を
及
ぼ
し
て
い
る
か
、
経
験
的
な
研
究
に
照
ら
し
て
、
政
治
理
論
か
ら
検
討
し
て
み
る

作
業
が
欠
か
せ
な
い
。

　

③
選
挙
制
度
は
政
治
制
度
の
サ
ブ
・
シ
ス
テ
ム
で
あ
り
、
政
治
制
度
の
他
の
部
分
と
の
関
係
が
重
視
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
大
統
領

制
・
議
院
内
閣
制
と
の
関
係
、
両
院
制
と
の
関
係
、
中
央
・
地
方
の
関
係
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。

　

こ
の
新
書
が
出
た
こ
と
で
、
選
挙
制
度
に
つ
い
て
メ
デ
ィ
ア
の
取
材
を
受
け
た
り
、
政
界
な
ど
で
の
勉
強
会
に
呼
ば
れ
て
話
を
し
た

り
す
る
機
会
が
増
え
た
。
そ
こ
で
受
け
る
質
問
な
ど
か
ら
、
ど
の
部
分
の
知
識
を
深
め
る
必
要
が
あ
る
か
と
か
、
説
得
力
を
増
す
に
は

何
が
必
要
か
な
ど
、
考
え
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
あ
り
、
そ
の
後
の
研
究
の
方
向
に
は
そ
の
影
響
が
及
ん
で
い
る
。

七
　
こ
の
十
年
の
私
の
選
挙
制
度
研
究

　

い
ろ
い
ろ
質
問
や
注
文
に
応
じ
た
り
す
る
内
に
、
こ
の
十
年
ほ
ど
で
選
挙
制
度
研
究
の
幅
が
さ
ら
に
広
が
っ
て
き
た
。
そ
れ
を
列
挙
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し
て
み
よ
う
。

①
歴
史
的
発
展
の
詳
述

　
『
日
本
の
選
挙
』
を
読
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
教
育
テ
レ
ビ
の
ス
タ
ッ
フ
が
み
え
、
選
挙
制
度
の
歴
史
的
変
化
を
扱
う
番
組

を
つ
く
る
の
に
協
力
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。「
知
る
を
楽
し
む
―
―
歴
史
に
好
奇
心
」
と
い
う
番
組
で
、
二
〇
〇
八
年
四
月
、
五
月
に

放
送
さ
れ
た
（
後
に
総
合
テ
レ
ビ
で
再
放
送
）。
歴
史
的
な
流
れ
は
、
ご
く
簡
単
に
し
か
見
て
き
て
い
な
か
っ
た
が
、
そ
の
機
会
に
戦
後

だ
け
だ
が
、
本
格
的
に
勉
強
し
直
し（
13 
）
た
。

②
議
会
研
究
と
の
関
連

　

選
挙
制
度
と
議
会
の
関
連
を
徹
底
し
て
考
え
て
み
る
必
要
を
感
じ
、
そ
の
分
野
に
詳
し
い
水
戸
克
典
教
授
（
現
日
本
大
学
）
と
共
同

作
業
を
始
め
た
。
成
果
の
一
つ
が
『
議
会
政（
14 
）
治
』（
慈
学
社
出
版
）
で
あ
り
、
そ
こ
に
Ｎ
・
Ｗ
・
ポ
ル
ス
ビ
ー
の
重
要
な
論
文
「
立
法

府
」
を
翻
訳
し
て
収
め
た
。
ア
リ
ー
ナ
型
、
変
換
型
と
い
う
議
会
の
二
類
型
な
ど
を
論
じ
た
も
の
で
、
わ
が
国
の
国
会
を
ど
う
構
想
す

る
か
、
と
い
う
点
で
欠
か
せ
な
い
視
野
を
提
供
し
て
く
れ
る
論
文
で
あ
る
。『
日
本
の
選
挙
』
で
も
触
れ
て
い
た
が
、
理
解
が
本
物
で

は
な
か
っ
た
の
に
気
づ
き
、
以
後
、
多
少
な
り
と
も
叙
述
が
変
化
し
た
。

③
民
主
制
に
つ
い
て
の
政
治
理
論
か
ら
の
検
討

　

哲
学
者
Ｋ
・
ポ
パ
ー
の
比
例
代
表
制
批
判
な
ど
を
紹
介
す
る
中
で
、
民
主
制
そ
の
も
の
と
選
挙
制
度
の
関
連
を
本
格
的
に
検
討
す
る

必
要
を
感
じ
て
き
た
が
、
近
年
は
こ
の
テ
ー
マ
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
Ｈ
・
ケ
ル
ゼ
ン
の
比
例
代
表
制
論
や
、
Ｊ
・
Ａ
・
シ
ュ
ン
ペ
ー
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タ
ー
の
小
選
挙
区
制
論
な
ど
、
荒
削
り
な
も
の
な
が
ら
、『
日
本
の
選
挙
』
で
も
触
れ
て
い
る
が
、
充
分
な
理
解
は
で
き
て
い
な
か
っ

た
。
両
者
と
も
奥
が
深
く
、
現
在
、
取
り
組
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
が
こ
の
十
年
ほ
ど
、
自
分
な
り
に
深
め
て
き
た
テ
ー
マ
で
あ
る
。

　

そ
れ
は
『
日
本
の
統
治
シ
ス
テ
ム
と
選
挙
制
度
の
改
革
』（
一
藝
社
、
二
〇
一
三
年
）
に
か
な
り
盛
り
込
ん
だ
が
、
ま
だ
ま
だ
不
十
分

で
あ
る
。
右
の
②
と
③
は
、
憲
法
学
の
統
治
機
構
論
な
ど
と
の
接
点
が
あ
り
、
東
洋
大
学
で
法
学
部
に
属
し
、
法
学
者
に
囲
ま
れ
て
時

間
を
過
ご
し
た
こ
と
と
無
関
係
で
は
あ
る
ま
い
。
今
後
は
、
人
生
の
残
さ
れ
た
年
月
で
ど
れ
だ
け
の
こ
と
が
出
来
る
も
の
が
分
か
ら
な

い
が
、
さ
ら
に
発
展
さ
せ
て
い
き
た
い
気
持
ち
は
残
っ
て
い
る
。

む
す
び

　

他
に
も
、
東
洋
大
学
に
来
て
か
ら
特
に
力
を
入
れ
て
き
た
分
野
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。「
憲
法
改
革
」
と
呼
ん
で
書
い
て
き
た
分

野
が
そ
れ
で
、『
憲
法
改
革
の
政
治（
15 
）
学
』
に
ま
と
め
て
あ
る
。
憲
法
九
条
が
中
心
だ
が
、
そ
の
他
に
首
相
公
選
論
へ
の
批
判
、
両
院
制

の
改
革
、
衆
議
院
解
散
制
度
の
改
革
な
ど
が
、
そ
の
具
体
的
な
論
点
で
あ
る
。

　

ず
っ
と
関
心
を
も
ち
な
が
ら
も
、
ま
と
め
き
れ
ず
に
残
っ
た
テ
ー
マ
も
あ
る
。
代
表
例
が
国
際
政
治
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
研
究

で
あ
る
。
京
都
産
大
で
漆
山
成
美
教
授
の
後
を
継
い
で
「
世
論
と
外
交
」
と
い
う
講
義
を
担
当
し
た
が
、
不
完
全
な
講
義
ノ
ー
ト
を

『
国
際
政
治
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ（
16 
）
ン
』
と
し
て
出
し
た
だ
け
で
、
著
書
に
で
き
な
い
ま
ま
今
日
に
至
っ
て
い
る
。

　

逆
に
、
定
年
ま
で
に
積
年
の
課
題
を
何
と
か
果
た
せ
た
こ
と
も
あ
る
。
三
十
年
ほ
ど
も
前
か
ら
、
指
導
教
授
の
堀
江
先
生
と
共
同
を

進
め
て
き
た
ラ
ス
ウ
ェ
ル
＆
カ
プ
ラ
ン
の
『
権
力
と
社（
17 
）

会
』
の
翻
訳
書
を
、
退
職
の
一
年
半
前
に
刊
行
で
き
た
（
最
後
は
後
輩
の
永
山
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（
1
）　
「
脱
工
業
化
の
政
治
社
会
学
」（『
慶
応
義
塾
大
学
法
学
研
究
科
論
文
集
』
一
九
七
三
年
）。

（
2
）　
「
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
政
党
制
の
発
展
」（『
慶
応
義
塾
大
学
法
学
研
究
科
論
文
集
』
一
九
七
八
年
）。

（
3
）　
『
戦
後
ド
イ
ツ
の
政
党
制
―
―
東
西
ド
イ
ツ
政
党
の
政
治
社
会
学
的
分
析
』
学
陽
書
房
、
一
九
八
五
年
。

（
4
）　

渡
邊
啓
貴
共
編
『
国
際
政
治
の
基
礎
知
識
』
芦
書
房
、
初
版
、
一
九
九
七
年
。

（
5
）　

芦
書
房
、
一
九
九
二
年
。
三
部
構
成
で
、
日
独
比
較
を
総
論
的
に
行
っ
た
第
一
部
と
第
二
部
を
執
筆
（
共
著
者
の
楠
精
一
郎
は
、
第
三
部
の
安
全
保

障
を
担
当
）。

（
6
）　

初
版
、
人
間
の
科
学
社
、
一
九
九
五
年
。
二
年
後
に
増
補
改
訂
版
。
そ
の
後
、
一
藝
社
か
ら
新
装
版
。

（
7
）　

世
界
思
想
社
、
二
〇
〇
一
年
。

（
8
）　

檜
山
氏
は
、
私
が
完
結
さ
せ
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
ダ
ー
レ
ン
ド
ル
フ
研
究
を
発
展
さ
せ
、『
自
由
と
ラ
イ
フ
チ
ャ
ン
ス
―
―
ダ
ー
レ
ン
ド
ル
フ

の
政
治
・
社
会
理
論
』（
一
藝
社
、
二
〇
一
一
年
）
と
い
う
著
作
を
ま
と
め
ら
れ
た
（
東
洋
大
学
法
学
研
究
科
か
ら
論
文
で
の
博
士
号
を
授
与
さ
れ
た
）。

（
9
）　

芦
書
房
、
一
九
九
三
年
。

（
10
）　

芦
書
房
、
一
九
九
八
年
。

（
11
）　

中
央
公
論
新
社
、
中
公
新
書
、
二
〇
〇
三
年
。

（
12
）　

Ｇ
・
サ
ル
ト
ー
リ
「
選
挙
制
度
の
作
用
」（
加
藤
・
岩
渕
美
克
編
『
政
治
社
会
学
』
第
五
版
、
一
藝
社
、
二
〇
一
三
年
、
所
収
）。

（
13
）　

番
組
の
元
に
な
る
テ
キ
ス
ト
が
あ
り
、『
Ｎ
Ｈ
Ｋ
知
る
を
楽
し
む　

歴
史
に
好
奇
心
』
二
〇
〇
八
年
四
・
五
月
号
に
「
い
つ　

な
ぜ　

日
本
の
選
挙
制

博
之
・
広
島
大
学
教
授
の
協
力
も
得
た
）。
こ
れ
ま
た
、
不
十
分
な
点
が
気
に
な
ら
な
い
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
部
分
的
に
で
あ
れ
、
改

訳
の
機
会
が
あ
れ
ば
や
り
た
い
と
思
っ
て
お
り
、
増
刷
の
チ
ャ
ン
ス
が
得
ら
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
い
る
。

　

今
後
も
や
れ
る
範
囲
で
研
究
は
継
続
し
た
い
が
、
現
役
教
員
時
代
と
異
な
り
、
発
表
の
機
会
も
不
自
由
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ

れ
ま
で
の
皆
様
の
ご
協
力
に
感
謝
す
る
と
と
も
に
、
今
後
の
変
わ
ら
ぬ
ご
支
援
を
お
願
い
し
て
、
私
の
最
終
講
義
と
し
た
い
。
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度
」（
四
四
～
八
六
頁
）
を
執
筆
し
た
。

（
14
）　

初
版
、
二
〇
〇
九
年
。
第
二
版
、
二
〇
一
一
年
。

（
15
）　

初
版
、
二
〇
〇
二
年
。
増
補
改
訂
版
、
二
〇
〇
五
年
。

（
16
）　

漆
山
成
美
・
加
藤
秀
治
郎
『
国
際
政
治
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
』
一
藝
社
、
二
〇
〇
六
年
。

（
17
）　

芦
書
房
、
二
〇
一
三
年
。

―
か
と
う　

し
ゅ
う
じ
ろ
う
・
法
学
部
教
授
―
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六、論文（著書に入っていないもので重要なものに限った）
1、「ダーレンドルフの政治・社会理論」日本政治学会『年報政
治学』、2002年

2、「選挙研究と日本政治の改革――ポパーの漸進的社会工学に
導かれて」日本選挙学会『選挙研究』23号、2008年
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2、R・ダーレンドルフ『現代文明にとって「自由」とは何か』
TBSブリタニカ、1988年

3、R・ドーソンほか『政治的社会化』（共訳）、芦書房、1989年
4、R・ダーレンドルフ『激動するヨーロッパと世界新秩序』

TBSブリタニカ、1992年
5、Wラカー『ヨーロッパ現代史Ⅰ』（共訳）、芦書房、1998年
6、Wラカー『ヨーロッパ現代史Ⅱ』（共訳）、芦書房、1999年
7、Wラカー『ヨーロッパ現代史Ⅲ』（共訳）、芦書房、2001年
8、R・ダーレンドルフ『現代の社会紛争』（共訳）世界思想社、

2001年
9、D・R・キンダー『世論の政治心理学』（共訳）世界思想社、

2004年
10、R・ダーレンドルフ『政治社会論集』（共訳）（増補版）晃洋
書房、2006年

11、H・D・ラスウェル＆ A・カプラン『権力と社会』（共訳）芦
書房、2013年

五、その他（単行本への執筆）
1、『都民の選択』慶応通信、1977年
2、『変貌する有権者』創世記、1979年
3、『政治心理学』北樹出版、1980年
4、『世界政治ハンドブック』有斐閣、1982年
5、『地政学と外交政策』地球社、1982年
6、『現代の政治と社会』北樹出版、1982年
7、『政治学の方法とアプローチ』学陽書房、1884年
8、『続・現代政治学の理論』早稲田大学出版部、1985年
9、『ドイツ　ハンドブック』早稲田大学出版部、1997年

10、『二〇世紀現代史』一藝社、1999年
11、『図解　日本政治の小百科』一藝社、2002年
12、『新版　政治学の基礎』一藝社、2002年
13、『西欧比較政治』第二版、一藝社、2004年
14、『Q&A　日本政治ハンドブック』一藝社、2006年
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主要業績
一、単著（学術的著作）
1、『戦後ドイツの政党制』学陽書房、1985年10月
2、『ドイツの政治・日本の政治』一藝社、1998年12月
3、『日本の選挙』中央公論新社、2003年 3月
4、『憲法改革の政治学』一藝社、増補改訂版、2005年 2月
5、『日本政治の座標軸』一藝社、2005年12月
6、『日本の統治システムと選挙制度の改革』一藝社、2013年 9月

二、共著書、編書、共編書
1、（楠精一郎共著）『ドイツと日本の連合政治』芦書房、1992年

12月
2、単編『選挙制度の思想と理論』芦書房、1998年 1月
3、単編『日本の安全保障と憲法』南窓社、1998年10月
4、（渡辺啓貴共編）『国際政治の基礎知識』芦書房、増補版、

2002年 5月
5、単編『関嘉彦・戦後日本の国際政治論』一藝社、2000年11月
6、単編『憲法改革の構想』一藝社、2003年10月
7、（堀江湛共編）『日本の統治システム』慈学社出版、2008年11
月

8、（水戸克典共編）『議会政治』慈学社出版、第二版、2011年10
月

9、（岩渕美克共編）『政治社会学』一藝社、第五版、2013年 2月

三、単著（テキスト、その他）
1、『茶の間で聞く政治の話のウソ』学陽書房、1990年 9月
2、『はじめて学ぶ政治学』実務教育出版、1994年11月
3、『政治学』芦書房、第三版、2008年10月
4、『図解　政治学』実務教育出版、2011年 5月

四、訳書
1、Ｒ・ダーレンドルフ『新しい自由主義――ライフ・チャン
ス』（共訳）学陽書房、1987年
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加藤　秀治郎　教授　略歴
昭和24年 7月 8日生れ

学歴
昭和44年 4月　　慶応義塾大学商学部入学
昭和45年 4月　　慶応義塾大学法学部政治学科第 2学年編入学
昭和48年 3月　　同大学同学部卒業
昭和48年 4月　　同大学大学院法学研究科修士課程入学
昭和50年 3月　　同大学同研究科修士課程修了
昭和50年 4月　　同大学大学院法学研究科博士課程入学
昭和51年 4月　　 ドイツ連邦共和国ボーフム大学社会科学科入学

（～52年 3月）
昭和52年 4月　　 同国ケルン大学経済・社会科学部入学（～53年

3月）
昭和54年 3月　　 慶応義塾大学大学院法学研究科博士課程単位取

得満期退学
昭和61年　　　　法学博士（慶応義塾大学）

職歴
昭和54年 4月　　幾徳工業大学非常勤講師（～55年 3月）
昭和55年 4月　　京都産業大学外国語学部専任講師（～58年 3月）
昭和58年 4月　　同大学同学部助教授（～平成 2年 3月）
平成 2年 4月　　同大学同学部教授（～平成12年 3月）
平成12年 4月　　東洋大学法学部教授（～現在に至る）

所属学会　 日本政治学会、日本国際政治学会、日本選挙学会、国
際安全保障学会
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