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地
方
制
度
は
な
ぜ
変
わ
る
の
か

構
成
主
義
的
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
の
制
度
変
化
モ
デ
ル

　
木
　
寺
　
　
　
元

　
１
地
方
制
度
改
革
を
め
ぐ
る
諸
見
解

　　
本
日
の
研
究
会
で
は
、現
在
の
日
本
の
地
方
制
度
改
革
、

と
り
わ
け
地
方
分
権
改
革
に
つ
い
て
こ
う
い
う
見
方
が
で

き
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
仮
説
に
つ
い
て
お
話
し
ま

す
。

　
な
ぜ
、
一
九
九
〇
年
代
以
降
、
地
方
制
度
改
革
、
一
連

の
地
方
分
権
改
革
が
行
わ
れ
た
の
か
。
日
本
の
地
方
分
権

改
革
を
分
析
す
る
見
方
は
、
次
の
三
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に

分
類
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
一
つ
は
「
利
益
」
を
中
心

と
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
、
二
つ
め
は
「
制
度
」
中
心
の
ア
プ

ロ
ー
チ
、
三
つ
め
は
「
ア
イ
デ
ィ
ア
」
を
中
心
と
す
る
ア

プ
ロ
ー
チ
で
す
。

　
　
「
利
益
」
中
心
の
ア
プ
ロ
ー
チ

　
利
益
を
中
心
と
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
国
会
議
員
、
官

僚
と
い
っ
た
政
治
的
ア
ク
タ
ー
の
利
益
を
分
析
の
中
心
に

据
え
て
説
明
す
る
も
の
で
、
利
益
を
追
求
し
た
結
果
、
制

度
改
革
が
行
わ
れ
た
と
す
る
も
の
で
す
。
利
益
中
心
の
ア

プ
ロ
ー
チ
で
政
治
現
象
を
分
析
す
る
ケ
ー
ス
と
し
て
、
地

方
制
度
改
革
の
み
な
ら
ず
、外
交
政
策
、税
財
政
政
策
等
々

あ
り
ま
す
が
、
地
方
分
権
改
革
に
つ
い
て
も
利
益
を
用
い

た
ア
プ
ロ
ー
チ
の
分
析
が
比
較
的
多
く
な
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
た
と
え
ば
、
平
成
の
大
合
併
は
自
民
党
の
利
益
追
求
と

し
て
行
わ
れ
、
参
議
院
選
挙
の
敗
北
を
受
け
都
市
住
民
の

支
持
を
得
る
と
い
う
選
挙
戦
略
の
た
め
と
い
う
分
析
。
あ

る
い
は
、
分
権
が
進
み
都
道
府
県
知
事
の
権
限
が
強
化
さ

れ
る
こ
と
へ
の
国
会
議
員
の
対
抗
策
と
し
て
、
知
事
の
影

響
力
を
相
対
的
に
小
さ
く
す
る
た
め
に
市
町
村
合
併
を
推

進
し
、
都
道
府
県
か
ら
市
町
村
へ
権
限
移
譲
を
進
め
る
、

と
い
う
見
方
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

　
さ
ら
に
、
衆
議
院
議
員
を
一
期
経
験
し
た
元
イ
ェ
ー
ル

大
学
准
教
授
の
斉
藤
淳
さ
ん
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
選
挙
制

度
改
革
に
よ
っ
て
、
限
ら
れ
た
財
政
資
源
を
激
戦
区
に
振

り
分
け
る
必
要
が
あ
り
、
自
民
党
の
金
城
湯
池
へ
の
財
政

移
転
を
減
ら
す
た
め
に
、
与
党
が
市
町
村
合
併
を
推
進
し

た
、
つ
ま
り
、
二
大
政
党
制
と
小
選
挙
区
制
度
に
よ
り
接

戦
の
選
挙
区
が
増
え
た
た
め
、
激
戦
区
で
勝
利
す
る
た
め

に
、そ
こ
に
財
政
資
源
を
振
り
分
け
る
必
要
が
で
て
き
た
、

と
い
う
こ
と
で
す
。

　
機
関
委
任
事
務
制
度
の
廃
止
は
ど
う
み
た
ら
い
い
か
。

大
阪
大
学
の
北
村
亘
先
生
の
分
析
は
、
財
界
は
一
九
八
〇

年
代
の
第
二
次
臨
時
行
政
調
査
会
（
第
二
臨
調
）
以
降
、

行
政
改
革
を
強
く
主
張
す
る
よ
う
に
な
り
、
自
民
党
が
財

界
の
影
響
を
受
け
て
機
関
委
任
事
務
が
廃
止
さ
れ
た
、
す

な
わ
ち
、
こ
れ
は
財
界
が
国
の
仕
事
量
を
減
ら
す
た
め
に

地
方
分
権
の
流
れ
に
与
し
、
財
界
と
地
方
政
府
が
連
合
を

組
ん
で
政
治
を
動
か
し
た
結
果
、
機
関
委
任
事
務
が
廃
止

さ
れ
た
、
と
い
う
も
の
で
す
。

　
一
方
、
神
戸
大
学
の
曽
我
謙
悟
先
生
は
、
一
九
九
〇
年

代
に
入
っ
て
、
有
権
者
が
行
政
改
革
を
選
挙
争
点
と
し
て

意
識
し
始
め
、
改
革
を
支
持
し
な
い
と
票
を
失
う
危
険
性

を
自
民
党
が
認
識
す
る
よ
う
に
な
り
、
機
関
委
任
事
務
の

廃
止
を
推
進
し
た
、
と
見
て
い
ま
す
。

　
三
位
一
体
改
革
は
、
大
阪
市
立
大
学
の
砂
原
庸
介
先
生

な
ど
に
よ
り
、
当
時
の
小
泉
純
一
郎
首
相
が
経
済
財
政
諮

問
会
議
や
国
と
地
方
の
協
議
の
場
、
と
い
う
新
し
い
議
論

の
場
を
巧
み
に
使
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
選
考
に
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あ
っ
た
改
革
を
実
現
し
た
と
い
う
主
張
が
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
政
治
家
の
利
益
を
中
心
に
し
た
ア
プ
ロ
ー

チ
に
お
い
て
は
、
政
権
与
党
自
民
党
の
利
益
に
視
座
を
置

い
た
分
析
が
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
実
現
し
た
地
方

制
度
改
革
の
中
に
は
、
自
民
党
が
積
極
的
だ
っ
た
改
革
も

あ
れ
ば
、
消
極
的
か
つ
抵
抗
し
た
改
革
も
あ
り
、
利
益
の

中
身
を
よ
く
見
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

自
民
党
に
と
っ
て
の
「
利
益
」
は
何
か

　
政
権
与
党
で
あ
っ
た
自
民
党
の「
利
益
」と
は
何
で
し
ょ

う
か
。
政
治
の
利
益
に
は
、
自
民
党
に
所
属
す
る
議
員
個

人
の
利
益
と
、
政
党
全
体
の
利
益
の
両
方
を
考
え
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。
両
者
の
利
益
が
合
致
し
な
い
場
合
も
あ
る

の
で
、
分
け
て
考
え
ま
す
。

　
議
員
個
人
の
利
益
に
つ
い
て
は
様
々
な
見
方
が
あ
り
、

代
表
的
な
の
は
「
再
選
・
昇
進
・
政
策
」
の
三
つ
の
政
治

家
の
行
動
目
標
で
す
。政
治
家
は
当
選
す
る
だ
け
で
な
く
、

大
臣
や
党
幹
事
長
、
党
総
裁
や
党
代
表
と
い
っ
た
昇
進
を

め
ざ
し
、
や
り
た
い
政
策
を
実
現
す
る
。
こ
の
三
つ
の
イ

ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
議
員
個
人
の
利
益
と
し
て
考
え
ら
れ
ま

す
。

　
一
方
、
政
党
の
利
益
と
は
何
か
。
こ
れ
も
議
論
は
分
か

れ
ま
す
が
、
一
般
的
に
は
政
権
を
追
求
す
る
イ
ン
セ
ン

テ
ィ
ブ
と
、
政
策
を
追
求
す
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
の
二
つ

が
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
議
員
個
人
と
政
党
そ
れ
ぞ
れ
に
イ
ン
セ
ン

テ
ィ
ブ
が
あ
り
、
両
者
の
利
益
の
一
致
が
課
題
に
な
っ
て

き
ま
す
。
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
、
自
民
党
の
利
益
と
は
何
で

あ
っ
た
の
か
を
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

　
機
関
委
任
事
務
制
度
の
廃
止
は
、
議
員
個
人
、
政
党
の

両
者
と
も
に
強
い
利
益
を
想
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
す
。

と
く
に
国
会
議
員
に
と
っ
て
機
関
委
任
事
務
の
廃
止
は
、

中
央
政
府
の
地
方
政
府
に
対
す
る
影
響
力
を
縮
減
す
る
意

味
で
望
ま
し
く
な
く
、
自
ら
の
政
策
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を

損
ね
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
影
響
力
が
な
く

な
れ
ば
再
選
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
も
損
な
わ
れ
、
業
界
団

体
や
有
権
者
か
ら
の
支
援
を
受
け
る
機
会
を
減
ら
す
可
能

性
が
あ
る
。
実
際
に
自
民
党
議
員
の
選
挙
を
支
え
る
業
界

団
体
か
ら
は
強
い
反
発
が
あ
り
ま
し
た
。

　
自
民
党
は
機
関
委
任
事
務
制
度
廃
止
に
消
極
的
で
し
た

し
、
一
九
九
四
年
の
「
地
方
分
権
の
推
進
に
関
す
る
大
綱

方
針
」
閣
議
決
定
で
は
、
機
関
委
任
事
務
制
度
は
廃
止
と

せ
ず
整
理
合
理
化
へ
と
後
退
し
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
地
方

分
権
推
進
委
員
会
委
員
だ
っ
た
西
尾
勝
先
生
も
、
自
民
党

政
務
調
査
会
の
幹
部
や
各
部
会
に
よ
る
「
圧
力
」
や
「
反

発
」
が
あ
っ
た
こ
と
を
証
言
し
て
い
ま
す
。
行
政
改
革
に

前
向
き
な
ス
タ
ン
ス
を
と
る
よ
う
に
な
っ
た
に
せ
よ
、
こ

う
し
た
行
動
を
確
認
す
る
限
り
、
自
民
党
の
利
益
だ
け
を

見
て
機
関
委
任
事
務
制
度
改
革
を
説
明
す
る
の
は
難
し
い

の
で
す
。

　
一
方
、
市
町
村
合
併
政
策
は
あ
る
意
味
で
不
可
解
で
、

利
益
で
市
町
村
合
併
を
見
る
こ
と
は
な
お
困
難
で
す
。
議

員
個
人
で
考
え
る
と
、
国
会
議
員
選
挙
に
お
い
て
地
方
議

員
は
選
挙
活
動
の
重
要
な
担
い
手
で
、
合
併
は
自
民
党
と

保
守
系
無
所
属
を
含
め
た
地
方
議
員
を
減
少
さ
せ
る
政
策

で
あ
り
、
彼
ら
か
ら
強
い
反
発
を
招
き
か
ね
な
い
も
の
で

し
た
。
最
終
的
に
市
町
村
合
併
に
よ
る
地
方
議
員
の
減
少

は
自
民
党
の
地
方
組
織
の
弱
体
化
を
も
た
ら
し
、
多
く
の

自
民
党
国
会
議
員
が
議
席
を
失
う
結
果
に
な
り
ま
し
た
。

　
こ
れ
は
政
党
の
利
益
に
と
っ
て
も
マ
イ
ナ
ス
で
、
前
回

よ
り
も
議
席
数
を
減
ら
す
こ
と
は
、
国
会
に
お
い
て
の
影

響
力
が
弱
ま
り
、
政
権
追
求
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
も
損
ね

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
自
民
党
は
大
敗
を
し
た
二
〇
〇
七

年
の
参
議
院
選
挙
を
、
市
町
村
合
併
に
よ
り
地
方
議
員

の
減
少
し
た
こ
と
を
敗
因
の
一
つ
と
総
括
し
て
い
ま
す

（
朝
日
新
聞
二
〇
〇
七
・
八
・
二
二
）。
野
中
広
務
さ
ん
は
、

二
〇
〇
〇
年
前
後
に
自
民
党
の
な
か
に
い
て
平
成
の
大
合

併
を
強
力
に
推
進
し
て
い
ま
し
た
が
、
後
に
平
成
の
大
合

併
の
推
進
は
失
敗
だ
っ
た
と
振
り
返
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
市
町
村
合
併
の
分
析
は
、
利
益
だ
け
か
ら

ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
の
は
難
し
い
の
で
す
。
全
体
的
な
利
益

配
置
の
な
か
に
お
い
て
は
、
前
述
の
斉
藤
先
生
の
よ
う
に

限
ら
れ
た
財
政
的
パ
イ
の
配
分
が
問
題
で
あ
っ
て
、
苦
肉

の
策
と
し
て
自
民
党
の
金
城
湯
池
の
地
方
を
減
ら
さ
ざ
る

を
得
な
か
っ
た
と
い
う
考
え
も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
財

政
的
パ
イ
の
配
分
が
問
題
な
ら
ば
、
地
方
交
付
税
制
度
を

含
む
地
方
財
政
制
度
の
改
革
と
い
う
こ
と
も
あ
り
得
ま
し

た
。
な
ぜ
、
地
方
交
付
税
制
度
の
抜
本
改
革
で
は
な
く
、

市
町
村
合
併
で
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
い
っ
そ
う
の
検

討
が
必
要
で
す
。

　
さ
ら
に
、
議
員
と
政
党
の
利
益
を
考
え
た
場
合
に
は
、

従
前
は
自
民
党
の
部
会
が
中
心
的
な
意
思
決
定
の
場
に

な
っ
て
い
ま
し
た
。
す
べ
て
の
議
員
が
合
併
策
を
支
持
し
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て
い
る
の
で
は
な
く
、
い
ろ
い
ろ
な
考
え
が
あ
り
ま
す
。

凝
集
性
の
高
い
政
党
、
す
な
わ
ち
党
執
行
部
が
選
挙
の
公

認
権
を
ち
ら
つ
か
せ
て
統
制
す
る
政
党
の
場
合
は
、
反
発

す
る
議
員
を
説
得
す
る
、ね
じ
伏
せ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
自
民
党
の
場
合
は
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
く
、

凝
集
性
が
低
い
政
党
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
で
は
、
誰
が

調
整
役
を
担
っ
た
の
か
。
そ
の
点
、
議
員
と
政
党
の
利
益

を
調
整
し
て
い
っ
た
局
面
に
お
い
て
は
、
官
僚
制
が
汗
を

か
い
て
説
得
を
し
、
根
回
し
を
し
て
納
得
し
て
も
ら
う
努

力
を
し
た
こ
と
が
度
々
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

官
僚
制
の
利
益
と
は
何
か

　
じ
つ
は
政
治
家
間
の
利
益
調
整
も
官
僚
制
が
行
っ
て
い

る
局
面
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
政
治
家
の
利
益
だ
け
で

は
説
明
で
き
ず
、
と
く
に
議
員
個
人
と
政
党
全
体
の
利
益

の
一
致
が
大
き
な
問
題
に
な
る
局
面
に
お
い
て
は
、
日
本

の
場
合
は
官
僚
制
を
見
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
三
位
一
体
改
革
も
同
様
で
、
基
本
的
に
小
泉
首
相
は
経

済
財
政
諮
問
会
議
や
国
と
地
方
の
協
議
の
場
を
巧
み
に

使
っ
た
の
は
事
実
で
す
が
、
歳
出
総
額
の
抑
制
は
可
能

だ
っ
た
け
れ
ど
も
、
交
付
税
制
度
を
含
め
た
地
方
財
政
制

度
の
抜
本
的
改
革
の
よ
う
に
、
よ
り
多
く
の
調
整
が
必
要

な
案
件
は
う
ま
く
い
っ
て
い
な
い
。
さ
き
ほ
ど
の
調
整
の

話
に
な
ぞ
ら
え
て
言
う
な
ら
ば
、
官
僚
制
の
動
き
を
見
て

い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
そ
こ
で
政
治
家
だ
け
で
な
く
官
僚
制
の
利
益
を
考
え
て

み
ま
す
。
官
僚
制
の
利
益
と
は
何
か
、
こ
れ
に
つ
い
て
も

様
々
な
人
が
色
々
述
べ
て
い
ま
す
。

　
た
と
え
ば
、
予
算
の
最
大
化
や
歳
入
の
最
大
化
で
あ
っ

た
り
裁
量
権
の
最
大
化
の
よ
う
に
、「
組
織
権
限
の
最
大

化
」
を
官
僚
の
行
動
様
式
と
見
る
既
存
の
官
僚
制
研
究
が

少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
官
僚
制
は
場
合
に
よ
っ

て
は
権
限
の
増
大
に
反
対
し
た
り
、
予
算
を
積
極
的
に
削

減
す
る
こ
と
を
見
逃
し
て
い
る
と
い
う
指
摘
も
あ
り
ま

す
。
こ
の
点
、
故
・
戸
矢
哲
朗
先
生
は
、
組
織
権
限
の
拡

大
で
は
な
く
、「
組
織
の
存
続
」
を
め
ざ
す
こ
と
が
官
僚

制
の
根
本
的
な
目
標
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
分
析
を
し
て

い
ま
す
。

　
地
方
分
権
改
革
、
地
方
制
度
改
革
に
お
い
て
中
心
的
な

役
割
を
担
っ
て
き
た
の
は
旧
自
治
省
、
現
在
の
総
務
省

で
、
地
方
自
治
制
度
を
所
管
す
る
「
制
度
官
庁
」
で
す
。

し
た
が
っ
て
、
制
度
官
庁
と
し
て
組
織
存
続
の
観
点
か
ら

は
、
常
に
他
の
事
業
官
庁
や
制
度
官
庁
と
差
異
化
を
図
り

つ
つ
、
新
た
に
自
ら
制
度
改
革
と
い
う
業
務
を
つ
く
る
誘

因
が
あ
る
わ
け
で
す
。

　
制
度
改
革
が
必
要
な
け
れ
ば
、
自
治
省
・
総
務
省
は
不

要
に
な
る
の
で
、
常
に
制
度
改
革
を
し
続
け
る
誘
因
が
あ

り
ま
す
。
東
京
大
学
の
金
井
利
之
先
生
は
自
治
省
・
総
務

省
の
制
度
官
庁
と
し
て
の
位
置
づ
け
を
明
確
に
す
る
た
め

に
、「
自
治
制
度
官
庁
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。

　
官
僚
制
の
利
益
が
組
織
存
続
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、

集
権
的
な
制
度
改
革
の
方
向
性
も
あ
り
得
る
し
、
分
権
的

な
改
革
も
あ
り
得
ま
す
。
利
益
に
沿
っ
て
行
動
し
た
場
合

で
も
、
同
じ
よ
う
な
利
益
を
も
た
ら
す
複
数
の
改
革
が
あ

る
と
き
、
ど
う
い
っ
た
改
革
を
選
択
す
る
の
か
。
そ
の
際

に
、影
響
力
を
持
つ
も
の
が
ア
イ
デ
ィ
ア
で
す
。ア
イ
デ
ィ

ア
と
は
、
こ
う
い
う
制
度
、
政
策
が
望
ま
し
い
と
い
っ
た

「
青
写
真
」
で
す
。

　
同
じ
よ
う
な
案
で
あ
っ
て
も
ア
イ
デ
ィ
ア
と
し
て
説
得

力
が
あ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
学
会
の
主
導
的
な
学
説
で
あ

れ
ば
、
そ
ち
ら
を
選
ぶ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
最
近
ま
で
総

務
省
自
治
行
政
局
長
を
務
め
た
久
元
喜
造
さ
ん
は
、「
地

方
自
治
制
度
が
現
実
の
動
き
に
対
応
す
る
改
正
を
積
み
重

ね
る
上
で
、
常
に
主
導
的
な
学
説
に
裏
付
け
ら
れ
た
理
論

的
体
系
に
依
拠
し
て
き
た
と
い
う
重
要
な
事
実
を
忘
れ
る

わ
け
に
は
い
か
な
い
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。
自
治
制
度
官

庁
の
官
僚
は
主
導
な
学
説
を
意
識
し
て
い
た
こ
と
が
分
か

り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、利
益
を
考
え
た
場
合
、ア
イ
デ
ィ

ア
は
見
逃
せ
な
い
観
点
で
す
。

　
以
上
が
利
益
に
つ
い
て
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
す
。

　
「
制
度
」
中
心
の
ア
プ
ロ
ー
チ

　
制
度
中
心
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
制
度
の
違
い
が
政
策
の

違
い
を
も
た
ら
し
て
い
る
、
と
い
う
分
析
で
す
。
制
度
で

政
策
変
化
を
説
明
す
る
場
合
は
、
制
度
が
変
わ
っ
た
か
ら

政
策
が
変
わ
っ
た
と
い
う
説
明
に
な
り
ま
す
。

　
大
阪
大
学
の
北
村
亘
先
生
は
、
日
本
と
イ
ギ
リ
ス
の
地

方
財
政
制
度
を
比
較
検
討
し
て
い
ま
す
。
イ
ギ
リ
ス
で
は

地
方
自
治
を
所
管
す
る
寄
せ
集
め
官
庁
の
環
境
省
に
対
し

大
蔵
省
が
予
算
過
程
に
お
い
て
圧
倒
的
な
優
位
を
も
っ
て

い
て
、
そ
の
結
果
地
方
に
対
す
る
財
源
保
障
は
そ
れ
ほ
ど

豊
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
一
方
、
日
本
に
お
け
る
地
方
財



5 北海道自治研究 ２０１２年12月（Ｎo.527）

政
制
度
は
、
旧
大
蔵
省
と
旧
自
治
省
が
対
等
な
立
場
に
あ

り
ま
す
。
こ
の
こ
と
が
国
家
財
政
が
危
機
的
に
な
っ
た
と

き
、
イ
ギ
リ
ス
は
容
易
に
一
般
交
付
金
の
削
減
が
行
わ
れ

た
の
に
対
し
、
日
本
で
は
地
方
交
付
税
が
維
持
さ
れ
た
大

き
な
要
因
で
し
た
。

　
こ
の
分
析
は
説
得
的
な
の
で
す
が
、
し
か
し
日
本
に
お

け
る
分
権
改
革
を
見
た
場
合
に
、
基
本
的
に
制
度
的
な
配

置
が
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
変
わ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
ま
せ

ん
。
と
く
に
機
関
委
任
事
務
制
度
の
廃
止
過
程
等
を
見
る

と
、
基
本
的
に
制
度
的
条
件
は
同
じ
な
の
で
、
政
策
の
変

化
を
制
度
で
説
明
す
る
の
は
難
し
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
一
方
で
、
改
革
の
中
心
を
担
っ
た
ア
ク
タ
ー
の
政
治
的

な
位
置
の
違
い
に
求
め
る
考
え
方
も
あ
り
得
ま
す
。
た
と

え
ば
地
方
分
権
改
革
に
お
い
て
は
、
時
限
的
な
審
議
機
関

で
あ
る
地
方
分
権
推
進
委
員
会
や
地
方
分
権
改
革
推
進
委

員
会
が
分
権
改
革
の
中
心
的
な
役
割
を
担
っ
て
き
て
、
こ

う
い
っ
た
審
議
機
関
の
制
度
的
位
置
づ
け
を
検
討
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。

　
機
関
委
任
事
務
制
度
廃
止
の
中
心
的
役
割
を
担
っ
た

「
地
方
分
権
推
進
委
員
会
」（
分
権
委
）
と
、
第
二
次
分
権

改
革
を
主
導
し
た
「
地
方
分
権
改
革
推
進
委
員
会
」（
改

革
委
）
を
比
較
し
、
分
権
委
は
機
関
委
任
事
務
制
度
の
廃

止
と
い
う
幾
つ
か
の
改
革
を
実
現
し
ま
し
た
が
、
改
革
委

が
担
っ
た
第
二
次
分
権
改
革
は
な
か
な
か
難
し
か
っ
た
と

評
価
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
制
度
的
な
配
置
の
違
い
、

政
治
的
な
位
置
づ
け
の
違
い
に
求
め
る
見
方
が
あ
り
ま
す
。

　
注
目
す
べ
き
違
い
は
、
勧
告
の
尊
重
義
務
で
す
。
地
方

分
権
推
進
委
員
会
が
勧
告
を
し
た
ら
、
政
府
は
勧
告
を
尊

重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
見
す
る
と
、
第
一
次
分
権

改
革
の
分
権
委
は
こ
の
尊
重
義
務
の
規
定
が
あ
っ
た
か
ら

機
関
委
任
事
務
制
度
の
廃
止
に
至
り
、
第
二
次
分
権
改
革

の
改
革
委
は
尊
重
義
務
の
規
定
が
な
か
っ
た
の
で
、
勧
告

は
無
視
さ
れ
、
改
革
が
進
展
し
な
か
っ
た
と
の
見
方
が
で

き
る
か
も
し
ま
れ
ま
せ
ん
。

　
た
だ
こ
れ
に
つ
い
て
、
分
権
委
の
委
員
だ
っ
た
西
尾
勝

先
生
、
そ
し
て
改
革
委
の
事
務
局
長
だ
っ
た
北
大
の
宮
脇

淳
先
生
の
証
言
を
み
る
と
、
第
一
次
分
権
改
革
の
「
尊
重

義
務
」
は
む
し
ろ
足
か
せ
に
な
っ
て
い
て
、
首
相
に
対
し

実
現
可
能
な
勧
告
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
い
と
い
う
方
向

に
作
用
し
ま
し
た
。
実
現
可
能
性
を
首
相
の
リ
ー
ダ
ー

シ
ッ
プ
に
託
し
た
も
の
で
は
な
く
、
分
権
推
進
委
員
会
自

ら
実
現
可
能
性
を
追
求
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
方
向
性
で

働
い
た
の
で
す
。
そ
し
て
、
第
二
次
分
権
改
革
に
お
い
て

改
革
委
の
勧
告
に
尊
重
義
務
が
課
せ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と

は
、
改
革
委
が
各
省
庁
の
同
意
に
制
約
さ
れ
ず
に
勧
告
す

る
こ
と
を
可
能
に
し
ま
し
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
尊
重
義
務
の
有
無
が
政
策
に
結
び
つ
い

た
か
否
か
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
は
、
制
度
的
に
大
き
な

意
味
を
持
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

　
以
上
を
検
討
す
る
と
、
制
度
だ
け
で
分
権
改
革
の
帰
結

の
相
違
を
説
明
す
る
の
は
難
し
い
の
で
す
。
そ
こ
で
、
先

ほ
ど
の
ア
イ
デ
ィ
ア
が
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
い
う
分

析
を
検
討
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

　
「
ア
イ
デ
ィ
ア
の
政
治
」
仮
説

　

ア
イ
デ
ィ
ア
と
は
何
か

　
利
益
、
制
度
に
よ
る
説
明
が
難
し
く
、
ア
イ
デ
ィ
ア
で

説
明
す
る
。
地
方
分
権
改
革
、
地
方
制
度
改
革
の
み
な
ら

ず
、
様
々
な
政
策
領
域
に
お
い
て
こ
う
い
っ
た
ア
プ
ロ
ー

チ
に
関
心
が
集
ま
っ
て
い
ま
す
。

　
ア
イ
デ
ィ
ア
の
政
治
が
着
目
を
さ
れ
始
め
た
の
は
、
国

際
政
治
研
究
の
分
野
で
す
。
こ
の
分
野
で
は
、
パ
ワ
ー
や

物
質
的
利
益
だ
け
で
は
説
明
の
で
き
な
い
こ
と
が
早
く
か

ら
指
摘
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
な
か
で
も
冷
戦
終
結
を
予
測

で
き
ず
、
地
球
環
境
問
題
や
人
権
問
題
と
い
っ
た
国
際
的

課
題
に
関
す
る
も
ろ
も
ろ
の
国
際
政
治
を
説
明
す
る
の
に

利
益
、
制
度
で
は
説
明
で
き
ず
、
ア
イ
デ
ィ
ア
の
役
割
を

重
視
す
る
「
ア
イ
デ
ィ
ア
の
政
治
」
ア
プ
ロ
ー
チ
が
注
目

さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
で
は
、
ア
イ
デ
ィ
ア
と
は
何
か
、
そ
し
て
ど
ん
な
側
面

が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
規
範
的
な

も
の
と
し
て
、
政
治
哲
学
的
な
側
面
と
、
技
術
的
で
あ
る

プ
ロ
グ
ラ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
側
面
が
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
ま

す
。
い
ろ
い
ろ
な
分
類
が
あ
り
ま
す
が
、
大
き
く
こ
の
二

つ
に
収
斂
さ
れ
る
と
思
い
ま
す
。

　
政
治
哲
学
的
な
側
面
と
は
価
値
や
道
徳
と
密
接
に
結
び

つ
い
て
お
り
、プ
ロ
グ
ラ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
側
面
は
技
術
的
・

専
門
的
な
部
分
で
す
。
こ
の
両
者
の
側
面
が
結
び
つ
い
た

と
き
、
ア
イ
デ
ィ
ア
は
政
治
に
対
し
て
大
き
な
影
響
力
を

与
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
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一
方
で
、
政
治
哲
学
的
な
ア
イ
デ
ィ
ア
、
プ
ロ
グ
ラ
マ

テ
ィ
ッ
ク
な
ア
イ
デ
ィ
ア
の
両
方
が
合
わ
さ
っ
た
ア
イ

デ
ィ
ア
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
一
斉
に
、
同
時
に

関
連
す
る
政
治
ア
ク
タ
ー
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
と
は
限
ら

な
い
の
で
、
ア
イ
デ
ィ
ア
が
浸
透
す
る
過
程
も
見
て
い
く

必
要
が
あ
る
で
し
ょ
う
。

　
地
方
分
権
改
革
の
な
か
で
、
機
関
委
任
事
務
制
度
廃
止

と
い
う
ア
イ
デ
ィ
ア
を
掲
げ
、
制
度
の
廃
止
に
導
い
た
地

方
分
権
推
進
委
員
会
の
学
者
た
ち
の
証
言
に
よ
る
と
、
事

業
官
庁
の
官
僚
た
ち
の
抵
抗
が
強
く
、
説
得
、
納
得
し
て

も
ら
う
の
は
難
し
か
っ
た
。
そ
う
い
う
局
面
に
お
い
て
、

実
は
自
治
制
度
官
庁
の
官
僚
た
ち
が
分
権
委
の
学
者
を

バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
、
サ
ポ
ー
ト
し
、
事
業
官
庁
は
こ
う
言
っ

て
抵
抗
す
る
だ
ろ
う
か
ら
、
自
治
体
の
現
場
は
こ
の
よ
う

に
な
っ
て
い
る
と
反
論
し
て
く
だ
さ
い
な
ど
、
一
挙
手
一

投
足
ま
で
サ
ポ
ー
ト
し
た
よ
う
で
す
。

　
従
い
ま
し
て
、
こ
の
よ
う
な
ア
イ
デ
ィ
ア
を
実
現
す
る

過
程
に
お
い
て
は
、
政
治
哲
学
的
側
面
と
プ
ロ
グ
ラ
マ

テ
ィ
ッ
ク
な
側
面
が
結
び
つ
け
ば
い
い
と
い
う
わ
け
で
は

な
く
、
反
対
す
る
も
の
を
う
ま
く
説
得
に
導
き
、
政
治
的

支
持
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
サ
ポ
ー
ト
役
が
必
要
、
あ
る

い
は
サ
ポ
ー
ト
役
の
能
力
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
。

　
こ
の
よ
う
に
ア
イ
デ
ィ
ア
が
で
き
、
ア
イ
デ
ィ
ア
が
政

治
的
支
持
を
得
る
二
つ
の
局
面
を
重
視
し
て
、
ア
イ
デ
ィ

ア
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
検
討
し
て
み
ま
す
。

　
２
制
度
分
析
の
基
礎
概
念

　

比
較
制
度
分
析

　
ア
イ
デ
ィ
ア
が
実
際
の
制
度
変
化
、
制
度
改
革
に
結
び

つ
く
過
程
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
い

る
の
か
。
制
度
と
は
、
私
た
ち
の
行
動
を
制
約
す
る
と
同

時
に
、私
た
ち
自
身
が
制
度
を
変
え
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

ア
イ
デ
ィ
ア
が
実
際
の
制
度
改
革
に
結
び
つ
く
モ
デ
ル
を

検
討
し
ま
す
。

　
制
度
と
は
何
か
に
つ
い
て
は
、
経
済
学
に
お
け
る
比
較

制
度
分
析
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
が
以
下
の
よ
う
な
定
義
を

行
っ
て
い
ま
す
。
私
た
ち
自
身
は
完
全
情
報
を
持
つ
わ
け

で
は
な
く
、
他
者
が
ど
う
行
動
す
る
か
に
つ
い
て
は
不
完

全
な
情
報
を
持
つ
だ
け
で
す
。
そ
こ
で
個
人
は
自
分
が
行

動
す
る
世
界
の
様
々
な
構
造
に
つ
い
て
は
、
不
完
全
に
し

か
理
解
し
て
い
な
い
。
個
人
的
で
不
完
全
な
見
解
に
基
づ

い
て
行
動
を
選
択
す
る
わ
け
で
す
。
こ
の
不
完
全
な
見
解

が
共
有
さ
れ
た
場
合
、つ
ま
り
自
分
が
こ
う
行
動
し
た
ら
、

他
者
も
こ
の
よ
う
に
行
動
す
る
だ
ろ
う
、
と
関
係
す
る
個

人
間
で
共
有
さ
れ
る
の
が
制
度
で
あ
る
と
い
う
見
方
を
し

ま
す
。

　
た
と
え
ば
、
他
者
を
殺
め
た
と
き
は
、
重
い
懲
役
刑
が

科
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
が
認
識
さ
れ
て
い
て
、
人
を
殺
め
る

こ
と
を
や
め
る
選
択
が
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
認
識
が
共

有
さ
れ
れ
ば
、
人
を
殺
す
と
重
い
懲
役
刑
に
な
る
刑
法
の

制
度
が
機
能
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
法
律
で

規
定
し
た
も
の
が
必
ず
し
も
個
人
の
行
動
を
制
約
す
る
と

は
限
ら
な
い
の
で
、
法
律
の
明
文
化
を
要
件
と
は
し
ま
せ

ん
。
必
ず
そ
の
制
度
が
作
用
す
る
前
提
が
共
有
さ
れ
て
、

初
め
て
制
度
は
機
能
し
ま
す
。
厳
罰
化
の
法
規
定
が
あ
っ

て
も
適
用
さ
れ
な
け
れ
ば
、
そ
れ
は
制
度
と
し
て
機
能
し

な
い
。
関
連
す
る
複
数
間
の
な
か
に
お
い
て
見
解
が
共
有

さ
れ
た
段
階
で
、
制
度
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。

　
ア
イ
デ
ィ
ア
は
、
共
有
さ
れ
た
見
解
に
対
し
て
影
響
を

与
え
る
の
で
、
制
度
を
変
え
る
た
め
に
は
共
有
さ
れ
た
見

解
を
打
ち
破
っ
て
新
し
い
も
の
に
変
え
て
い
く
こ
と
が
ポ

イ
ン
ト
に
な
り
ま
す
。
新
し
い
学
問
的
な
、
あ
る
い
は
演

繹
的
な
ア
イ
デ
ィ
ア
が
誕
生
し
、
こ
の
ア
イ
デ
ィ
ア
だ
と

う
ま
く
い
く
と
い
う
見
通
し
を
提
供
し
、
自
分
た
ち
に

と
っ
て
新
し
い
制
度
を
つ
く
る
と
利
益
が
で
る
、
う
ま
く

い
く
と
い
う
共
通
の
認
識
と
し
て
了
解
さ
れ
た
段
階
で
、

新
し
い
制
度
は
で
き
、
制
度
が
変
わ
る
こ
と
に
な
る
。
共

有
さ
れ
た
見
解
を
改
定
す
る
役
割
を
ア
イ
デ
ィ
ア
は
担
っ

て
い
ま
す
。

　
「
ア
イ
デ
ィ
ア
の
政
治
」
ア
プ
ロ
ー
チ
に
お
け
る

　

理
論
的
発
展

　
ど
の
よ
う
に
し
て
ア
イ
デ
ィ
ア
が
受
け
入
れ
ら
れ
、
実

際
の
制
度
改
革
に
つ
な
が
っ
て
い
く
の
か
。

　
説
得
的
な
ア
イ
デ
ィ
ア
、
政
治
哲
学
的
側
面
が
十
分
に

あ
り
、
プ
ロ
グ
ラ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
側
面
も
備
え
て
い
る
ア

イ
デ
ィ
ア
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
関
係
者
に
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同
時
に
受
容
さ
れ
る
と
は
限
ら
な
い
。

　
そ
こ
で
ア
イ
デ
ィ
ア
が
形
成
さ
れ
る
局
面
と
、
ア
イ

デ
ィ
ア
が
政
治
的
な
支
持
を
獲
得
し
て
い
く
二
つ
の
局
面

を
見
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
ア
イ
デ
ィ
ア
が
で
き
、
そ
れ

が
あ
る
特
定
の
ア
ク
タ
ー
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
局
面
を

「
構
成
的
局
面
」
と
言
い
、
そ
の
後
ア
イ
デ
ィ
ア
が
政
治

的
支
持
を
調
達
し
て
い
く
局
面
を
「
因
果
的
局
面
」
と
呼

び
ま
す
。

　
ま
ず
、
ア
イ
デ
ィ
ア
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
て
、
政
治
哲

学
的
側
面
と
プ
ロ
グ
ラ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
技
術
的
側
面
を
含

ん
で
ア
イ
デ
ィ
ア
が
で
き
あ
が
り
、
こ
れ
が
現
実
の
制
度

改
革
に
つ
な
が
っ
て
い
く
た
め
に
は
、
政
治
的
ア
ク
タ
ー

の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
学
者
が
ア
イ
デ
ィ

ア
を
つ
く
っ
た
と
し
て
も
、
国
会
議
員
あ
る
い
は
官
僚
制

の
政
治
的
ア
ク
タ
ー
に
こ
の
ア
イ
デ
ィ
ア
が
受
け
入
れ
ら

れ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
関
連
す
る
ア
ク
タ
ー
全
員
に
一
斉
に
受
け
入
れ
ら
れ
、

納
得
さ
れ
る
こ
と
は
想
定
し
づ
ら
い
の
で
、
プ
ロ
セ
ス
は

二
段
階
に
分
か
れ
ま
す
。
最
初
の
段
階
は
、
特
定
の
政
治

的
ア
ク
タ
ー
に
ア
イ
デ
ィ
ア
が
受
け
入
れ
ら
れ
る
必
要
が

あ
り
、
こ
れ
が
構
成
的
局
面
で
す
。
次
に
二
段
階
目
は
、

こ
の
政
治
的
ア
ク
タ
ー
が
他
の
政
治
的
ア
ク
タ
ー
を
説
得

す
る
、
あ
る
い
は
合
意
を
調
達
す
る
局
面
が
で
て
き
て
、

こ
れ
を
因
果
的
局
面
と
い
い
ま
す
。こ
の
過
程
に
お
い
て
、

ア
イ
デ
ィ
ア
へ
の
支
持
が
集
ま
れ
ば
、
制
度
が
形
成
さ
れ

る
、
な
い
し
は
制
度
が
変
わ
っ
て
い
く
こ
と
に
つ
な
が
っ

て
い
く
。

　
こ
の
よ
う
に
二
段
階
の
過
程
を
想
定
し
て
、
制
度
が
変

わ
っ
て
い
く
。
図
１
に
あ
る
よ
う
に
、
ア
イ
デ
ィ
ア
が
で

き
て
、
構
成
的
局
面
に
お
い
て
ア
ク
タ
ー
が
理
解
し
受
容

さ
れ
、
そ
れ
が
因
果
的
局
面
に
お
い
て
他
の
ア
ク
タ
ー
の

支
持
と
合
意
を
得
る
こ
と
に
よ
っ
て
、制
度
が
形
成
さ
れ
、

制
度
改
革
に
つ
な
が
っ
て
い
く
。

　
最
初
に
ア
イ
デ
ィ
ア
を
受
け
入
れ
、
政
治
的
支
持
の

調
達
を
目
指
す
特
定
ア
ク
タ
ー
の
こ
と
を
、「
主
導
ア
ク

タ
ー
」
と
定
義
し
ま
す
。「
主
導
ア
ク
タ
ー
」
が
他
の
政

治
的
ア
ク
タ
ー
を
説
得
で
き
れ
ば
、
制
度
が
変
わ
っ
て
い

く
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
き
ま
す
。

　

ア
イ
デ
ィ
ア
に
お
け
る

　
「
認
知
的
次
元
」
と
「
規
範
的
次
元
」

　
で
は
、「
主
導
ア
ク
タ
ー
」
を
獲
得
す
る
た
め
に
、
ア

イ
デ
ィ
ア
は
ど
の
よ
う
な
条
件
を
備
え
て
お
く
必
要
が
あ

る
の
か
。
前
述
し
た
、
政
治
哲
学
的
な
側
面
と
プ
ロ
グ
ラ

マ
テ
ィ
ッ
ク
な
側
面
が
重
要
に
な
り
、
こ
こ
で
、
政
治
哲

学
的
側
面
を
「
規
範
的
次
元
」
と
言
い
換
え
、
プ
ロ
グ
ラ

マ
テ
ィ
ッ
ク
な
技
術
的
側
面
を「
認
知
的
次
元
」と
し
ま
す
。

　
認
知
的
次
元
と
規
範
的
次
元
の
両
方
が
必
要
で
す
が
、

一
方
の
次
元
が
よ
り
重
要
で
、
他
方
の
次
元
は
そ
れ
ほ
ど

重
要
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
も
あ
り
得
ま
す
。
大
統
領

制
の
国
、
あ
る
い
は
多
数
決
主
義
的
な
性
格
を
持
つ
国

は
、
そ
れ
ほ
ど
技
術
的
、
専
門
的
な
側
面
が
重
視
さ
れ
な

い
こ
と
が
往
々
に
し
て
あ
り
ま
す
。
力
の
あ
る
大
統
領
を

選
出
し
た
り
、
強
大
な
力
を
も
つ
多
数
党
を
一
度
の
選
挙

で
選
出
す
る
フ
ラ
ン
ス
や
イ
ギ
リ
ス
の
よ
う
な
国
が
想
定

さ
れ
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
国
で
重
要
な
こ
と
は
、
有
権
者

が
ア
イ
デ
ィ
ア
を
受
け
入
れ
、
選
挙
で
行
動
を
示
す
こ
と

に
よ
っ
て
、
ア
イ
デ
ィ
ア
の
実
現
に
つ
な
げ
て
い
く
こ
と

で
す
。

　
有
権
者
は
、
技
術
的
側
面
、
理
論
的
な
側
面
に
つ
い
て

は
あ
ま
り
注
目
せ
ず
、
規
範
的
な
道
徳
的
な
面
で
動
く
傾

向
が
あ
る
の
で
、
多
数
決
主
義
的
な
性
格
を
持
つ
国
の
場

合
は
、
ア
イ
デ
ィ
ア
に
お
い
て
、
認
知
的
次
元
で
あ
る
プ

ロ
グ
ラ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
側
面
は
重
視
さ
れ
な
い
傾
向
が
あ

り
ま
す
。

図１　制度変化プロセスにおけるアイディアの２つの役割

①構成的局面

制度形成・

改革　　　

③制度の安定化 ②因果的局面

アイディア
主導アクター

の獲得　　　

①構成的局面
○アイディアがアクターに受
け容れられ、アクターの目標
を設定するプロセス。

②因果的局面
○目標の確定したアクターが
主体的にアイディアを利用新
制度変化のための支持調査を
図るプロセス。

③制度の安定化
○新制度が形成されアイディ
ア・利益に支えられ、新たな
アイディアが発生するまで安
定。
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た
だ
、
日
本
、
そ
し
て
ド
イ
ツ
や
イ
タ
リ
ア
の
よ
う
に
、

比
例
代
表
的
な
シ
ス
テ
ム
や
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
の
色
合

い
の
濃
い
政
策
決
定
を
行
う
国
の
場
合
は
、
高
度
な
専
門

知
識
を
持
っ
た
政
治
的
ア
ク
タ
ー
が
力
を
持
っ
て
い
る
の

で
、「
主
導
ア
ク
タ
ー
」
が
他
の
政
治
的
ア
ク
タ
ー
を
説

得
す
る
プ
ロ
セ
ス
が
重
要
に
な
っ
て
き
ま
す
。
こ
の
よ
う

に
、
統
治
行
為
が
多
様
な
権
威
に
分
散
す
る
傾
向
が
あ
る

国
に
お
い
て
は
、
プ
ロ
グ
ラ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
認
知
的
次
元

も
重
視
さ
れ
ま
す
。

　
「
ア
イ
デ
ィ
ア
の
政
治
」
ア
プ
ロ
ー
チ
と
そ
の
課
題

　
日
本
に
お
い
て
ア
イ
デ
ィ
ア
の
政
治
を
用
い
た
研
究
が

い
く
つ
か
あ
り
ま
す
。た
と
え
ば
少
子
化
問
題
に
つ
い
て
、

結
婚
や
出
産
に
国
家
が
介
入
す
る
の
は
望
ま
し
く
な
い
と

い
う
規
範
が
働
き
、
そ
れ
が
政
府
の
少
子
化
対
策
政
策
を

制
約
し
て
い
る
、
と
い
う
研
究
。
ま
た
、
地
方
自
治
体
で

は
、
あ
る
べ
き
医
療
と
い
う
価
値
判
断
に
基
づ
い
て
、
公

立
病
院
の
存
廃
が
議
論
さ
れ
る
ケ
ー
ス
が
あ
り
ま
す
。

　
熊
本
大
学
の
秋
吉
貴
雄
先
生
は
、
航
空
輸
送
産
業
政
策

に
お
け
る
運
賃
引
き
下
げ
な
ど
の
規
制
緩
和
に
つ
い
て
、

経
済
学
的
な
ア
イ
デ
ィ
ア
を
競
合
可
能
性
理
論
や
イ
ン
セ

ン
テ
ィ
ブ
規
制
理
論
と
い
っ
た
、
認
識
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と

言
わ
れ
る
学
者
集
団
を
中
心
と
し
た
高
度
な
専
門
的
知
識

を
共
有
す
る
段
階
に
お
い
て
理
論
的
な
面
が
強
化
さ
れ
、

日
本
の
航
空
産
業
政
策
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
指
摘

し
て
い
ま
す
。

　
こ
う
し
た
指
摘
を
踏
ま
え
つ
つ
、
地
方
分
権
改
革
を
分

析
し
て
い
く
こ
と
が
可
能
で
は
な
い
の
か
。

　
で
は
、
日
本
の
政
治
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
の
か
。
前

述
し
た
よ
う
に
、
統
治
行
為
が
多
様
な
権
威
に
分
散
す
る

傾
向
が
あ
り
、
専
門
的
な
知
識
を
も
っ
た
政
治
エ
リ
ー
ト

が
権
限
を
持
っ
て
い
る
の
で
、
認
知
的
次
元
と
規
範
的
次

元
の
両
者
に
着
目
し
た
自
治
制
度
官
庁
を
見
て
行
く
必
要

が
あ
る
。
さ
ら
に
、
誰
が
「
主
導
ア
ク
タ
ー
」
の
役
割
を

引
き
受
け
た
の
か
を
同
時
に
見
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
３
主
導
ア
ク
タ
ー
と
官
僚
制

　

調
整
の
専
門
家
集
団
「
官
僚
制
」

　
誰
が
「
主
導
ア
ク
タ
ー
」
を
引
き
受
け
れ
ば
制
度
改
革

が
実
現
す
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
様
々
な
議
論
が
あ
り
ま

す
。
す
な
わ
ち
、
様
々
な
専
門
知
識
を
持
っ
て
い
る
他
の

ア
ク
タ
ー
か
ら
合
意
を
調
達
す
る
と
い
う
こ
と
は
、「
調

整
」
の
局
面
で
あ
る
と
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
で
す
。
ア

ク
タ
ー
間
の
調
整
を
し
て
、
納
得
で
き
る
制
度
改
革
に
い

た
る
調
整
と
い
う
過
程
を
ふ
ま
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
利
益
に
よ
る
ア
プ
ロ
ー
チ
で
の
説
明
の
際
に
も
申
し
上

げ
ま
し
た
が
、
自
民
党
政
権
時
の
政
党
内
部
に
お
い
て
の

調
整
は
、
党
執
行
部
が
行
う
場
合
は
も
ち
ろ
ん
あ
り
ま
す

が
、
一
般
的
な
局
面
に
お
い
て
は
官
僚
制
が
調
整
を
担
っ

て
い
た
こ
と
が
観
察
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
省
庁
間
の

調
整
は
官
僚
制
同
士
が
か
な
り
の
交
渉
と
調
整
を
経
て
、

合
意
を
獲
得
す
る
過
程
が
見
ら
れ
ま
す
。

　
そ
こ
で
「
主
導
ア
ク
タ
ー
」
と
し
て
官
僚
制
を
み
て
い

く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ま
で
日
本
の
官
僚
制
は
調
整

の
専
門
家
と
い
う
見
方
を
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
た
と
え
ば

村
松
岐
夫
先
生
は
、
実
質
的
な
調
整
者
と
し
て
の
役
割
を

重
視
し
、
日
本
の
官
僚
制
を
「
政
治
的
官
僚
制
」
と
名
づ

け
て
い
ま
す
。
ま
た
、
農
水
官
僚
だ
っ
た
佐
竹
五
六
さ
ん

な
ど
か
ら
、
限
ら
れ
た
時
間
内
に
関
係
者
間
の
合
意
を
調

達
す
る
の
が
、
官
僚
制
の
極
意
で
あ
り
職
務
と
い
う
、
官

僚
自
身
の
証
言
も
あ
り
ま
す
。

　
調
整
を
重
視
す
る
な
ら
ば
、
日
本
政
治
に
お
い
て
は
官

僚
制
を
「
主
導
ア
ク
タ
ー
」
に
据
え
て
見
た
方
が
い
い
、

逆
に
、
官
僚
制
以
外
の
者
が
「
主
導
ア
ク
タ
ー
」
を
引
き

受
け
た
場
合
は
、
合
意
調
達
を
進
め
る
こ
と
は
難
し
い
、

と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

三
つ
の
政
策
知
識

　
他
方
で
、
官
僚
制
以
外
に
主
導
ア
ク
タ
ー
の
役
割
を
引

き
受
け
ら
れ
る
の
か
、
他
の
政
治
的
ア
ク
タ
ー
と
の
比
較

を
行
っ
て
み
ま
す
。
日
本
の
官
僚
制
は
政
治
家
に
比
べ
、

い
く
つ
か
の
政
策
知
識
を
優
位
に
持
っ
て
お
り
、
こ
れ
が

調
整
的
な
役
割
に
お
い
て
、
官
僚
制
の
優
位
性
を
持
た
せ

て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
れ
に
は
三
つ
の
政

策
知
識
の
類
型
が
提
示
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
専
門
知
識

を
官
僚
制
が
持
つ
が
故
に
、
単
に
政
党
構
造
が
弱
い
だ
け

で
な
く
、
官
僚
制
は
調
整
者
と
し
て
日
本
の
政
治
に
と
っ

て
重
要
な
位
置
を
し
め
て
い
ま
す
。

　
熊
本
大
学
の
秋
吉
先
生
の
三
つ
の
知
識
類
型
に
よ
れ

ば
、know

-w
hy

型
知
識
、know

-how

型
知
識
、know

-
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w
hat

型
知
識
で
す
。

　know
-w

hy

型
知
識
と
は
、
一
定
の
因
果
関
係
を
示
す

知
識
で
す
。
こ
れ
は
理
論
的
知
識
に
基
づ
い
て
、
政
策
の

根
幹
で
あ
る
基
本
原
理
を
構
築
し
ま
す
。
し
か
し
、
理
論

的
知
識
だ
け
で
調
整
す
る
の
は
困
難
で
、
た
と
え
ば
学
者

だ
け
で
様
々
な
政
治
的
ア
ク
タ
ー
を
説
得
す
る
の
は
難
し

い
。

　
そ
こ
で
重
要
に
な
っ
て
く
る
の
が
、kn

o
w
-h
o
w

型

知
識
で
す
。
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
政
策
は
実
現
さ
れ
て
い

く
の
か
と
い
う
も
の
で
、
端
的
に
は
法
案
作
成
の
知
識
で

あ
っ
た
り
、
組
織
内
管
理
に
つ
い
て
の
知
識
、
合
意
を
得

や
す
い
根
回
し
の
順
番
と
い
っ
た
プ
ロ
セ
ス
の
知
識
な
ど

で
す
。
こ
れ
ら
は
例
え
ば
外
に
い
る
学
者
が
分
か
る
も
の

で
は
な
く
、
体
験
的
に
習
得
し
て
い
く
経
験
知
で
、
政
府

外
の
人
は
習
得
し
づ
ら
い
知
識
で
す
。

　
つ
づ
い
て
重
要
な
の
がknow

-w
hat

型
知
識
で
す
。
実

際
に
ど
の
よ
う
に
運
用
が
さ
れ
て
い
る
か
、
現
場
で
は
ど

の
よ
う
な
政
策
が
実
施
さ
れ
、
ど
の
よ
う
な
効
果
を
生
ん

で
い
る
の
か
、
と
い
う
現
場
に
お
け
る
知
識
で
す
。
行
政

の
現
場
に
い
る
人
と
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
持
っ
て
い
な
け
れ

ば
身
に
つ
か
な
い
経
験
知
で
す
。

　
こ
の
後
者
二
つ
の
知
識
を
、
執
務
を
通
じ
て
得
ら
れ
る

専
門
的
な
経
験
知
、と
い
う
こ
と
で
「
専
門
的
執
務
知
識
」

と
呼
び
ま
し
ょ
う
。
こ
の
「
専
門
的
執
務
知
識
」
に
つ
い

て
、
官
僚
制
は
他
の
ア
ク
タ
ー
や
政
治
家
に
比
べ
て
多
く

を
蓄
積
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
官
僚
制
は
調
整
者
と
し
て

の
優
位
性
を
も
っ
て
い
る
と
の
見
方
が
で
き
ま
す
。

　
で
は
、
誰
が
「
主
導
ア
ク
タ
ー
」
の
座
に
着
く
こ
と
が

で
き
る
の
か
。
官
僚
制
が
「
主
導
ア
ク
タ
ー
」
の
位
置
に

つ
か
な
け
れ
ば
、
制
度
改
革
に
結
び
着
か
な
か
っ
た
の
で

は
な
い
か
。
と
く
に
日
本
の
地
方
制
度
改
革
を
見
る
に
際

し
て
は
、
地
方
制
度
改
革
を
促
す
ア
イ
デ
ィ
ア
が
生
ま
れ

た
と
き
、
官
僚
制
と
い
う
主
導
ア
ク
タ
ー
を
獲
得
し
、「
主

導
ア
ク
タ
ー
」
が
他
の
政
治
的
ア
ク
タ
ー
の
合
意
を
調
達

し
て
は
じ
め
て
地
方
制
度
改
革
が
実
現
さ
れ
た
、
と
考
え

ら
れ
ま
す
。そ
こ
で
い
く
つ
か
の
仮
説
が
た
て
ら
れ
ま
す
。

　
要
約
す
る
と
、
図
２
「
制
度
改
革
の
モ
デ
ル
」
に
つ
な

が
っ
て
き
ま
す
。

　
こ
れ
は
、
ア
イ
デ
ィ
ア
が
で
き
あ
が
っ
て
、「
認
知
的

次
元
」
と
「
規
範
的
次
元
」
の
両
面
に
お
い
て
、
一
定
の

基
準
を
満
た
す
こ
と
を
通
じ
て
、「
主
導
ア
ク
タ
ー
」
を

獲
得
す
る
。
そ
し
て
「
主
導
ア
ク
タ
ー
」
は
「
専
門
的
執

務
知
識
」
を
用
い
、
他
の
ア
ク
タ
ー
を
説
得
す
る
こ
と
を

通
じ
て
、
制
度
改
革
に
つ
な
が
っ
て
い
く
、
と
い
う
モ
デ

ル
で
す
。

　
こ
れ
ら
は
、
あ
く
ま
で
も
制
度
が
変
わ
る
と
は
ど
う
い

う
こ
と
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
政
治
学
や
行
政
学
、

経
済
学
な
ど
の
知
見
を
ふ
ま
え
て
つ
く
ら
れ
た
モ
デ
ル
で

す
。
こ
の
モ
デ
ル
が
ど
の
程
度
の
説
明
能
力
を
持
つ
の
か

は
、
さ
ま
ざ
ま
な
ケ
ー
ス
に
当
て
は
め
て
検
証
す
る
必
要

が
あ
る
で
し
ょ
う
。
近
刊
予
定
の
『
地
方
分
権
改
革
の
政

治
学
』（
有
斐
閣
）
で
は
、
日
本
の
地
方
分
権
改
革
で
こ

の
モ
デ
ル
を
検
証
し
て
い
ま
す
。
こ
の
モ
デ
ル
が
、
次
の

政
権
以
降
で
行
わ
れ
る
地
方
制
度
改
革
を
説
明
で
き
る
の

か
、
あ
る
い
は
、
海
外
の
事
例
も
含
め
た
他
の
制
度
改
革

を
説
明
で
き
る
の
か
、
今
後
も
検
証
を
続
け
た
い
と
考
え

て
い
ま
す
。
以
上
で
報
告
を
終
え
ま
す
。

＜

き
で
ら
　
は
じ
め
・
北
海
学
園
大
学
法
学
部
准
教
授＞

　
本
稿
は
二
〇
一
二
年
一
一
月
二
日
に
行
っ
た
「
自
治

の
か
た
ち
研
究
会
」で
の
提
起
を
ま
と
め
た
も
の
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
文
責
・
編
集
部

図２　制度改革のモデル

仮説Ⅰ　構成的局面において、アイディアは、規範的次元・認知的次元

の両次元で受容する「主導アクター」を見出すことができなけれ

ば、因果的局面で支持を調達することができず、制度改革につな

がらない。

仮説Ⅱ　因果的局面において、十分な「専門的執務知識」を持つ「主導

アクター」によって、政治的支持調達が図られ、アイディアに基

づいた制度改革が実現する。

アイディア

構成的局面

①認知的次元

②規範的次元

仮説Ⅰ 仮説Ⅱ

③専門的執務知識

因果的局面

制度改革
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