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は
じ
め
に

現
代
の
行
政
学
研
究
に
お
い
て
は
、
様
々
な
流
れ
、
あ
る
い
は
、
方
法
論
が
存
在
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
う
ち
の
ど
れ
か
一
つ
が
有

力
で
あ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
同
時
に
並
立
し
て
い
る
状
態
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
そ
れ
ら
の
流
れ
が
相
互
に

関
係
し
合
っ
て
い
る
場
合
が
（
１
）

あ
る
。
そ
の
よ
う
な
流
れ
の
中
に
は
、
長
い
期
間
に
わ
た
っ
て
研
究
さ
れ
、
既
に
行
政
学
や
現
実
の
行
政

や
政
治
に
影
響
を
与
え
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
本
稿
は
、
そ
う
し
た
流
れ
に
検
討
を
加
え
、
ま
た
、
問
題
点
に
つ
い
て
も
考
察
を
加
え

る
こ
と
が
目
的
で
あ
る
。

本
稿
に
お
い
て
と
り
あ
げ
る
の
は
、
合
理
的
選
択
理
論
と
新
制
度
論
で
（
２
）

あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
行
政
学
や
政
治
学
に
お
い
て
多
く
の
研

究
を
う
み
だ
す
刺
激
を
与
え
、
専
ら
こ
う
し
た
方
法
論
に
よ
っ
て
研
究
を
行
っ
て
い
る
も
の
も
（
３
）

い
る
。
こ
れ
ら
の
立
場
は
、
さ
ら
に
論

者
に
よ
っ
て
様
々
な
立
場
に
分
か
れ
、
そ
れ
ら
の
全
貌
を
描
く
の
は
容
易
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
立
場
に
批
判
的
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な
研
究
者
も
お
り
、
そ
の
よ
う
な
研
究
者
に
よ
る
批
判
に
も
根
拠
が
あ
る
場
合
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
で
は
、

合
理
的
選
択
理
論
や
新
制
度
論
に
関
し
て
総
括
し
よ
う
し
た
り
、
あ
る
い
は
、
全
面
的
に
批
判
し
た
り
し
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、

基
本
的
な
問
題
点
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
を
め
ざ
し
た
い
と
思
う
。

２

合
理
的
選
択
理
論

Ｈ
・
Ｇ
・
フ
レ
デ
リ
ク
ソ
ン
と
Ｋ
・
Ｂ
・
ス
ミ
ス
は
、
市
民
、
政
治
家
、
そ
し
て
公
務
員
の
行
為
を
自
己
利
益
に
か
か
わ
る
生
産
者

と
消
費
者
の
行
為
で
類
推
す
る
こ
と
は
、
市
場
の
用
語
で
公
的
部
門
を
み
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
経
済
学
の
よ
く

発
展
し
た
道
具
を
行
政
学
者
に
利
用
可
能
に
す
る
と
述
べ
て
（
４
）

い
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
展
開
に
お
い
て
重
要
で
あ
っ
た
著
作
と
し
て
、

次
の
も
の
を
あ
げ
て
い
る
。
一
つ
はA

nthony
D
ow
ns

のA
n
E
conom

ic
T
heory

of
D
em
ocracy

で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、

Jam
es
B
uchanan

とG
ordon

T
ullock
のT

he
C
ulculus

of
C
onsent

で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
合
理
的
選
択
理
論
の
行
政
学
に
お
け
る
適
用
は
こ
れ
ま
で
、
二
つ
の
領
域
に
お
い
て
な
さ
れ
て
き
た
。
一
つ
は
、
官
僚

の
行
動
に
関
す
る
研
究
に
お
い
て
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
市
民
の
行
動
に
関
す
る
研
究
に
お
い
て
で
あ
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
領
域
に

お
い
て
何
ら
か
の
結
論
的
な
も
の
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
多
く
の
研
究
に
刺
激
を
与
え
た
の
は
確
か
で
あ
る
し
、
現
実
の
改
革
に

お
い
て
も
影
響
を
与
え
た
と
さ
れ
て
（
５
）

い
る
。

合
理
的
選
択
理
論
の
立
場
に
た
つ
研
究
者
の
中
に
も
、
多
様
な
立
場
が
あ
る
が
、
基
本
的
な
考
え
方
は
簡
単
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ

に
つ
い
て
、
フ
レ
デ
リ
ク
ソ
ン
と
ス
ミ
ス
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
ブ
キ
ャ
ナ
ン
と
タ
ロ
ッ
ク
に
よ
っ
て
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

合
理
的
選
択
理
論
に
は
わ
ず
か
に
二
つ
の
中
心
的
な
想
定
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
第
一
に
、
通
常
の
個
人
は
自
己
利
益
の
効
用
を
最
大
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化
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
個
人
が
自
分
の
選
好
あ
る
い
は
、
目
標
を
知
っ
て
お
り
、
そ
れ
ら
を
順
序
づ
け
る
こ
と
が
で
き
、
そ
し
て
、

一
組
の
選
択
肢
に
直
面
す
る
と
き
に
、
そ
の
選
好
を
達
成
す
る
た
め
に
、
個
人
の
利
得
を
最
大
化
し
、
個
人
の
コ
ス
ト
を
最
小
化
す
る

こ
と
が
期
待
さ
れ
る
も
の
を
選
ぶ
で
あ
ろ
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
利
得
と
コ
ス
ト
の
選
好
さ
れ
た
混
合
は
個
人
の
効
用
関
数
と
い

わ
れ
、
ブ
キ
ャ
ナ
ン
と
タ
ロ
ッ
ク
は
次
の
よ
う
に
論
ず
る
。
個
人
は
そ
の
効
用
の
よ
り
少
な
い
も
の
よ
り
も
よ
り
多
い
も
の
を
選
ぶ
こ

と
に
よ
っ
て
、
そ
の
効
用
を
最
大
化
す
る
た
め
に
行
動
す
る
。
第
二
に
、
集
合
で
は
な
く
個
人
だ
け
が
決
定
を
す
る
。
こ
れ
は
、
方
法

論
的
個
人
主
義
と
し
て
し
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
次
の
よ
う
に
想
定
す
る
。
集
合
的
決
定
は
個
人
の
選
択
の
集
ま
り
で
あ
り
、
グ
ル
ー

プ
の
特
別
の
も
の
で
は
な
い
。
合
理
的
選
択
理
論
の
基
礎
を
お
く
と
き
、
ブ
キ
ャ
ナ
ン
と
タ
ロ
ッ
ク
は
、
は
っ
き
り
と
彼
ら
の
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
に
と
っ
て
の
方
法
論
的
個
人
主
義
の
重
要
性
を
言
明
し
た
。
そ
し
て
、
次
の
よ
う
に
い
う
。
わ
れ
わ
れ
は
次
の
決
定
か
ら
出

発
す
る
。
個
人
だ
け
が
選
択
し
、
合
理
的
行
為
は
個
人
の
行
動
の
観
点
に
お
い
て
だ
け
論
じ
ら
れ
る
と
き
に
意
味
が
（
６
）

あ
る
。

こ
の
よ
う
な
合
理
的
選
択
理
論
は
、
経
済
学
の
諸
概
念
を
政
治
学
に
適
用
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
の
是
非
自
体
に

論
争
が
あ
る
が
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
官
僚
制
の
研
究
と
市
民
の
行
動
の
研
究
の
分
野
で
多
く
の
成
果
を
生
み
出
し
て
い
る
も
の
で
あ

る
。
ま
ず
、
官
僚
制
の
研
究
か
ら
み
て
い
き
た
い
。

�

官
僚
制
の
研
究

合
理
的
選
択
理
論
を
官
僚
制
研
究
に
適
用
し
た
も
の
と
し
て
、
次
の
も
の
が
知
ら
れ
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
。G

ordon
T
ullock

の

T
he
P
olitics

of
B
ureaucracy

と
、A

nthony
D
ow
ns

のInside
B
ureaucracy

と
、
そ
し
て
、W

illiam
N
iskanen

のB
ureauc-

racy
and
R
epresentative

G
overnm

ent

で
あ
る
。

本
稿
に
お
い
て
は
、
ダ
ウ
ン
ズ
の
所
説
の
一
部
を
み
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
ダ
ウ
ン
ズ
は
、
官
僚
制
の
中
の
人
間
を
次
の
よ
う
に
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分
類
し
て
い
る
。

第
一
に
、
立
身
出
世
的
人
間
（clim

bers

）
で
あ
る
。
立
身
出
世
的
人
間
は
、
お
の
お
の
自
ら
の
権
力
、
収
入
、
威
信
を
最
大
限
に

し
よ
う
と
努
め
る
の
で
、
彼
は
つ
ね
に
こ
れ
ら
財
貨
の
よ
り
多
く
を
求
め
る
。
こ
の
野
心
を
追
求
で
き
る
基
本
的
方
法
が
あ
る
。
ま
ず
、

彼
は
、
官
僚
機
構
の
階
統
制
の
な
か
で
高
級
の
地
位
に
昇
進
し
う
る
。
次
に
、
彼
は
、
現
在
の
職
務
あ
る
い
は
地
位
に
結
び
つ
い
た
権

力
、
収
入
、
威
信
を
増
大
し
う
る
。
さ
ら
に
、
彼
は
、
官
僚
機
構
の
外
部
に
存
す
る
（
あ
る
い
は
異
動
が
実
は
昇
進
で
は
な
い
が
、
新

し
い
仕
事
で
あ
る
よ
う
な
、
階
統
制
の
「
遠
隔
的
」
分
野
に
お
け
る
）
新
し
い
、
よ
り
満
足
を
与
え
る
仕
事
に
移
り
う
る
。
こ
れ
ら
の

技
術
を
昇
進
、
拡
大
、
飛
躍
と
称
（
７
）

す
る
。

第
二
に
、
保
守
的
人
間
（conservers

）
で
あ
る
。
保
守
的
人
間
は
、
彼
ら
の
安
全
と
便
宜
と
を
最
大
限
に
し
よ
う
と
す
る
。
安
全

と
は
現
在
の
水
準
の
権
力
、
収
入
、
威
信
を
維
持
す
る
こ
と
で
あ
る
と
定
義
を
し
た
の
で
、
安
全
を
最
大
限
に
す
る
と
は
、
す
で
に
所

有
し
て
い
る
「
財
貨
」
を
す
べ
て
保
持
す
る
こ
と
を
実
際
に
意
味
す
る
。
便
宜
を
最
大
限
に
す
る
こ
と
は
、
努
力
を
最
低
限
に
ま
で
減

ず
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

そ
れ
ゆ
え
保
守
的
人
間
は
、
変
化
に
対
し
不
均
衡
な
ま
で
の
態
度
を
と
る
。
一
方
で
、
彼
ら
は
現
在
の
権
力
、
収
入
、
威
信
の
喪
失

に
強
く
反
対
す
る
。
他
方
で
、
彼
ら
は
と
く
に
現
在
の
「
財
貨
」
以
上
を
望
ま
な
い
。
獲
得
に
比
較
的
関
心
が
な
い
の
は
、
一
つ
に
は
、

彼
ら
が
立
身
出
世
的
人
間
よ
り
、
基
本
的
に
は
野
心
的
だ
っ
た
り
、
欲
が
多
か
っ
た
り
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
一
つ
に
は
ま
た
、
彼
ら

が
権
力
、
収
入
、
威
信
を
大
い
に
得
る
機
会
に
、
は
な
は
だ
恵
ま
れ
て
い
る
と
は
信
じ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
彼
ら
の
基
本
的
な

価
値
観
と
期
待
と
が
、
否
定
的
変
化
は
極
め
て
悪
い
が
、
積
極
的
変
化
も
た
い
し
て
よ
く
な
い
と
い
う
、
偽
わ
ら
ざ
る
信
念
を
生
じ
さ

（
８
）

せ
る
。

第
三
に
、
情
熱
的
人
間
（zealots

）
で
あ
る
。
公
共
の
利
益
の
追
求
が
（
多
目
的
戦
力
の
開
発
の
よ
う
な
）
極
め
て
限
定
さ
れ
た
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政
策
目
的
の
推
進
を
意
味
し
、
そ
の
際
、
出
あ
う
反
対
や
現
に
占
め
る
特
定
の
官
職
は
問
題
で
は
な
い
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
を
も
っ

て
い
る
か
の
よ
う
に
、
あ
る
職
員
は
行
動
す
る
。
そ
こ
で
彼
ら
の
概
念
は
焦
点
に
お
い
て
狭
く
、
時
間
お
よ
び
変
化
す
る
事
態
の
な
か

で
内
容
に
お
い
て
安
定
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
職
員
が
情
熱
的
人
間
と
名
づ
け
ら
（
９
）

れ
る
。

第
四
に
、
政
治
家
的
人
間
（statesm

an

）
で
あ
る
。
他
の
職
員
は
公
共
の
利
益
の
追
求
を
、（
力
に
よ
る
平
和
の
推
進
の
よ
う
な
）

極
め
て
広
汎
な
政
策
目
的
の
推
進
を
意
味
し
、
彼
ら
が
占
め
る
特
定
の
官
職
を
問
題
と
せ
ず
、
意
思
決
定
の
際
の
指
針
と
し
て
こ
れ
を

使
用
す
る
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
を
も
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
行
動
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
彼
ら
の
概
念
は
焦
点
に
つ
い
て
広
汎
で
あ
り
、

内
容
に
つ
い
て
も
ま
た
極
め
て
安
定
し
て
い
る
。
こ
の
職
員
が
政
治
家
的
人
間
で
（
１０
）

あ
る
。

第
五
に
、
提
唱
的
人
間
（advocates
）
で
あ
る
。
混
合
的
動
機
を
も
つ
職
員
の
多
数
は
、
公
共
の
利
益
の
追
求
が
、
彼
ら
の
た
ま

た
ま
占
め
る
特
定
官
職
の
運
命
と
密
接
に
結
び
つ
い
た
目
的
の
推
進
を
意
味
す
る
、
こ
の
よ
う
な
考
え
を
も
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
行

動
す
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
彼
ら
の
自
己
利
益
追
求
で
は
な
く
て
、
彼
ら
が
お
か
れ
て
い
る
組
織
に
対
す
る
真
の
利
他
的
忠
誠
が
、
こ
こ

で
ふ
れ
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
公
共
の
利
益
に
対
す
る
彼
ら
の
操
作
的
概
念
は
、
焦
点
の
幅
に
お
い
て
異
な
り
、
時
間
お
よ
び
さ
ま
ざ

ま
な
環
境
の
中
で
、
内
容
に
お
い
て
弾
力
的
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
職
員
が
提
唱
的
人
間
で
（
１１
）

あ
る
。

合
理
的
選
択
理
論
に
つ
い
て
、
フ
レ
デ
リ
ク
ソ
ン
と
ス
ミ
ス
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
ダ
ウ
ン
ズ
と
タ
ロ
ッ
ク
は
以
前
の
研
究

よ
り
も
、
官
僚
の
行
為
に
つ
い
て
、
代
替
的
な
も
の
を
だ
し
た
け
れ
ど
も
、
合
理
的
選
択
理
論
で
官
僚
の
行
動
を
説
明
す
る
の
に
、
中

心
的
役
割
を
果
た
し
た
の
は
ニ
ス
カ
ネ
ン
で
あ
っ
た
。
ニ
ス
カ
ネ
ン
が
行
っ
た
も
っ
と
も
大
き
な
こ
と
は
、
官
僚
の
行
為
の
最
初
の
形

式
的
な
経
済
理
論
を
う
み
だ
す
こ
と
で
あ
っ
た
。
彼
の
理
論
に
お
け
る
中
心
的
人
物
は
個
人
の
効
用
を
最
大
化
す
る
こ
と
で
あ
る
と
い

う
こ
と
で
、
ニ
ス
カ
ネ
ン
は
タ
ロ
ッ
ク
や
ダ
ウ
ン
ズ
と
共
通
の
出
発
点
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
ニ
ス
カ
ネ
ン
は
官
僚
が
最
大
化
し

よ
う
と
す
る
も
の
に
つ
い
て
、
よ
り
大
き
な
注
意
を
払
っ
た
。
経
済
の
合
理
的
選
択
想
定
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
決
定
を
作
成
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し
、
行
動
を
す
る
と
き
に
、
個
人
は
個
人
的
効
用
を
最
大
化
し
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
は
特
に
有
益
な
洞
察
で
は
な
い
。

結
局
、
何
が
個
人
的
効
用
を
つ
く
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
効
用
は
経
済
学
に
お
い
て
典
型
的
に
よ
り
多
く
と
い
う
こ
と
で
活
用

さ
れ
る
。
あ
る
も
の
（
賃
金
、
利
得
、
消
費
機
会
）
を
よ
り
多
く
生
む
決
定
は
効
用
を
増
加
す
る
と
仮
定
さ
れ
る
。
ニ
ス
カ
ネ
ン
は
、

あ
と
の
効
用
関
数
に
は
い
っ
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
、
い
く
つ
か
の
変
数
を
示
唆
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
推
論
を
個
人
の
経
済
主

体
か
ら
官
僚
に
広
げ
よ
う
と
し
た
。
こ
の
あ
と
の
効
用
関
数
と
は
、
給
与
、
役
得
、
権
力
、
プ
レ
ス
テ
ィ
ッ
ジ
、
情
実
、
公
的
評
価
、

そ
し
て
、
機
関
の
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
で
（
１２
）

あ
る
。

ニ
ス
カ
ネ
ン
は
次
の
よ
う
に
論
ず
る
。
こ
れ
ら
の
変
数
の
多
く
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
機
関
の
予
算
と
む
す
び
つ
い
て
い
る
。
も
し
も
、

給
与
、
権
力
、
プ
レ
ス
テ
ィ
ッ
ジ
の
よ
う
な
も
の
が
、
機
関
の
全
体
的
な
予
算
と
結
び
つ
い
て
い
る
と
す
る
と
、
合
理
的
な
官
僚
は
、

予
算
を
で
き
る
だ
け
多
く
す
る
に
ち
が
い
な
い
。
ニ
ス
カ
ネ
ン
は
次
の
よ
う
に
示
し
た
。
予
算
の
最
大
化
は
、
官
僚
の
効
用
の
よ
い
近

似
と
し
て
役
（
１３
）

立
つ
。

ニ
ス
カ
ネ
ン
は
、
す
べ
て
の
官
僚
が
財
政
的
な
結
果
や
キ
ャ
リ
ア
の
上
昇
に
よ
っ
て
動
機
づ
け
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う

こ
と
を
認
め
て
い
る
し
、
あ
る
官
僚
は
、
純
粋
に
公
益
に
役
立
ち
、
そ
れ
を
推
し
進
め
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
認
め
よ
う
と
し
て
い

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
官
僚
は
全
知
で
も
、
絶
対
で
も
な
い
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
彼
は
公
益
を
予
言
す
る
の
に
必
要
で
あ
ろ
う
個
人

の
選
好
と
生
産
機
会
に
関
す
る
情
報
の
す
べ
て
を
え
る
こ
と
は
で
き
（
１４
）

な
い
。
別
の
言
葉
で
い
う
と
、
何
が
公
益
を
構
成
す
る
か
に
関
す

る
異
な
っ
た
考
え
を
も
ち
、
ど
の
個
人
も
、
彼
あ
る
い
は
彼
女
の
公
的
な
善
に
つ
い
て
の
概
念
が
正
し
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
決
定
的

な
主
張
を
す
る
の
に
要
求
さ
れ
る
す
べ
て
の
情
報
を
も
た
な
い
。
ニ
ス
カ
ネ
ン
は
あ
る
公
務
員
が
公
共
的
な
精
神
を
も
っ
て
い
る
か
も

し
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
認
め
る
け
れ
ど
も
、
彼
は
彼
ら
が
公
益
を
増
進
す
る
の
に
特
に
有
効
で
あ
り
そ
う
で
な
い
と
信
（
１５
）

じ
た
。
事
実
、

ニ
ス
カ
ネ
ン
は
次
の
よ
う
に
論
じ
る
。
そ
の
個
人
的
な
動
機
づ
け
に
か
か
わ
ら
ず
、
彼
の
情
報
に
つ
い
て
の
制
約
と
、
他
の
対
立
す
る
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利
益
の
た
め
に
、
い
か
な
る
官
僚
も
公
益
に
お
い
て
行
動
す
る
こ
と
は
で
き
（
１６
）

な
い
。
対
照
的
に
合
理
的
な
官
僚
は
自
分
自
身
の
利
益
の

た
め
に
行
動
す
る
よ
う
に
よ
く
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
彼
が
知
る
必
要
の
あ
る
す
べ
て
は
彼
自
身
の
選
好
で
（
１７
）

あ
る
。

タ
ロ
ッ
ク
、
ダ
ウ
ン
ズ
や
ニ
ス
カ
ネ
ン
が
行
政
学
に
影
響
を
与
え
た
の
は
、
そ
れ
ら
の
結
論
が
、
広
く
い
だ
か
れ
て
い
た
官
僚
制
の

概
念
に
合
致
し
た
か
ら
で
あ
る
と
フ
レ
デ
リ
ク
ソ
ン
と
ス
ミ
ス
は
い
う
。
か
れ
ら
に
よ
る
と
、
第
二
次
世
界
大
戦
の
あ
と
数
十
年
間
に

お
い
て
公
的
部
門
は
膨
脹
し
、
人
々
は
公
的
サ
ー
ビ
ス
の
コ
ス
ト
と
能
率
を
問
い
始
め
た
と
い
う
。
一
般
認
識
に
お
け
る
、
非
能
率
で

不
能
率
な
官
僚
制
が
、
こ
れ
ら
の
業
績
で
学
問
的
に
確
認
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
公
的
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
お
け
る
よ
り
少
な
い
官
僚
制
、

集
権
的
性
格
を
少
な
く
す
る
こ
と
、
よ
り
競
争
を
多
く
す
る
こ
と
が
政
策
を
作
成
す
る
も
の
を
と
ら
え
た
。
し
か
し
、
よ
り
多
く
の
正

統
的
な
学
派
の
行
政
学
者
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
業
績
は
ほ
と
ん
ど
純
粋
に
理
論
的
で
、
か
れ
ら
の
結
論
は
テ
ス
ト
さ

れ
て
い
な
い
想
定
に
も
と
づ
き
、
挿
話
の
よ
う
な
証
拠
に
も
と
づ
い
て
（
１８
）

い
た
。

�

市
民
に
お
け
る
合
理
的
選
択
理
論

こ
れ
ま
で
官
僚
制
に
お
い
て
、
合
理
的
選
択
理
論
が
適
用
さ
れ
る
場
合
を
論
じ
、
タ
ロ
ッ
ク
、
ダ
ウ
ン
ズ
、
ニ
ス
カ
ネ
ン
の
業
績
を

と
り
あ
げ
て
き
た
が
、
そ
の
よ
う
な
研
究
と
は
別
に
、
市
民
に
合
理
的
選
択
理
論
が
適
用
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
、
フ

レ
デ
リ
ク
ソ
ン
と
ス
ミ
ス
は
次
の
よ
う
に
い
う
。
合
理
的
選
択
理
論
は
官
僚
制
の
行
動
の
研
究
に
か
な
り
の
イ
ン
パ
ク
ト
を
も
っ
た
け

れ
ど
も
、
合
理
的
選
択
理
論
の
適
用
に
お
い
て
、
理
論
上
の
、
そ
し
て
、
応
用
に
お
け
る
イ
ン
プ
リ
ケ
イ
シ
ョ
ン
は
、
官
僚
制
に
お
け

る
よ
り
も
、
市
民
に
対
し
て
な
さ
れ
る
場
合
に
あ
る
。
こ
れ
ま
で
論
じ
て
き
た
よ
う
に
、
合
理
的
選
択
理
論
を
代
表
し
て
い
る
タ
ロ
ッ

ク
、
ダ
ウ
ン
ズ
、
ニ
ス
カ
ネ
ン
の
業
績
に
お
い
て
、
公
務
員
は
、
買
い
手
、
な
い
し
、
売
り
手
と
し
て
は
っ
き
り
と
し
た
役
割
を
も
っ

て
い
な
い
し
、
何
が
交
換
さ
れ
る
の
か
、
誰
と
、
そ
し
て
、
ど
の
よ
う
な
仕
組
み
に
よ
っ
て
と
い
う
こ
と
は
、
た
と
え
ば
、
車
や
ソ
フ
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ト
ド
リ
ン
ク
の
市
場
の
よ
う
に
、
単
純
に
、
直
感
的
に
、
あ
る
い
は
、
経
験
的
に
明
ら
か
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
、
合
理
的
選

択
理
論
が
、
そ
の
注
意
を
市
民
や
公
的
機
関
を
と
お
し
て
、
地
方
政
府
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
る
サ
ー
ビ
ス
に
む
け
る
と
き
、
市
場
の
ア

ナ
ロ
ジ
ー
は
よ
り
強
く
な
る
と
（
１９
）

い
う
。

以
下
、
合
理
的
選
択
理
論
が
市
民
に
適
用
さ
れ
た
研
究
を
み
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
こ
の
よ
う
な
例
と
し
て
、
フ
レ
デ
リ
ク
ソ
ン

と
ス
ミ
ス
が
あ
げ
て
い
る
の
は
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
テ
ィ
バ
ウ
ト
の
研
究
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
独
創
性
に
富
ん
だ
論
文
で
あ
る
と
述
べ
、
そ

の
論
文
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
テ
ィ
バ
ウ
ト
の
論
文
は
タ
ロ
ッ
ク
、
ダ
ウ
ン
ズ
、
そ
し
て
、
ニ
ス
カ
ネ
ン
の
業
績
の
よ

う
に
、
自
己
利
益
と
方
法
論
的
個
人
主
義
の
二
つ
の
想
定
に
よ
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
テ
ィ
バ
ウ
ト
の
業
績
は
官
僚
制
の
内
部
的
な
は

た
ら
き
に
中
心
を
お
か
ず
、
消
費
者
と
生
産
者
の
よ
う
に
、
市
民
と
公
的
機
関
に
中
心
を
お
い
て
い
た
。
テ
ィ
バ
ウ
ト
は
次
の
よ
う
に

論
じ
た
。
も
し
も
、
移
動
し
得
る
彼
ら
の
選
好
に
も
っ
と
も
あ
っ
た
公
共
サ
ー
ビ
ス
と
、
そ
れ
に
と
も
な
う
税
負
担
を
と
り
う
る
と
き

に
、
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
競
争
的
市
場
が
つ
く
ら
（
２０
）

れ
る
。

テ
ィ
バ
ウ
ト
は
、
地
方
政
府
の
支
出
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。
消
費
者
は
公
共
財
に
対
す
る
彼
の
選
好
パ
タ
ー
ン
を

も
っ
と
も
よ
く
み
た
す
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
と
る
と
み
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
公
共
財
を
中
央
で
供
給
す
る
場
合
と
地
方
で
供
給
す

る
場
合
の
主
た
る
相
違
で
あ
る
。
地
方
で
は
多
か
れ
少
な
か
れ
決
め
ら
れ
た
歳
入
と
歳
出
の
パ
タ
ー
ン
を
持
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、

中
央
で
は
消
費
者
の
選
好
が
き
ま
る
と
、
政
府
は
こ
れ
ら
の
選
好
の
パ
タ
ー
ン
に
合
わ
せ
よ
う
と
す
る
。
こ
れ
ら
の
歳
出
と
歳
入
の
パ

タ
ー
ン
が
き
ま
る
と
、
消
費
者
は
地
方
政
府
が
彼
の
選
好
の
組
み
合
わ
せ
を
も
っ
と
も
よ
く
満
足
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
移
動
す
る
。

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
多
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
そ
れ
ら
の
間
の
差
異
は
よ
り
大
き
く
な
り
よ
り
十
分
に
選
好
を
実
現
す
る
こ
と
に
近
（
２１
）

づ
く
。

こ
の
よ
う
な
議
論
を
示
す
た
め
に
テ
ィ
バ
ウ
ト
は
極
端
な
モ
デ
ル
を
つ
く
る
。
そ
こ
に
お
け
る
想
定
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
示
し
て
い
る
。

１

消
費
者
は
自
由
に
移
動
し
う
る
し
、彼
ら
の
選
好
パ
タ
ー
ン
が
、も
っ
と
も
よ
く
満
足
さ
れ
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
移
動
す
る
だ
ろ
う
。
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２

消
費
者
は
歳
入
と
歳
出
の
パ
タ
ー
ン
の
間
の
十
分
な
知
識
を
も
っ
て
い
る
と
想
定
さ
れ
る
し
、
こ
れ
ら
の
相
違
に
反
応
す
る
と
想

定
さ
れ
る
。

３

消
費
者
が
住
む
こ
と
を
選
ぶ
こ
と
が
で
き
る
多
数
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
あ
る
。

４

雇
用
機
会
に
よ
る
制
約
は
考
慮
さ
れ
な
い
。
す
べ
て
の
人
が
配
当
収
入
に
よ
っ
て
生
活
し
て
い
る
と
想
定
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

５

供
給
さ
れ
る
公
的
サ
ー
ビ
ス
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
間
の
外
部
経
済
あ
る
い
は
不
経
済
を
示
さ
な
い
。

６

あ
ら
ゆ
る
パ
タ
ー
ン
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
サ
ー
ビ
ス
に
対
し
て
、
最
適
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
規
模
が
あ
る
。
こ
の
最
適
点
は
、
こ
の

サ
ー
ビ
ス
最
低
平
均
価
格
で
生
産
さ
れ
る
サ
ー
ビ
ス
を
う
け
る
住
民
の
数
の
観
点
か
ら
決
め
ら
れ
る
。

７

最
後
の
想
定
は
最
適
サ
イ
ズ
以
下
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は
、
平
均
費
用
を
低
く
す
る
た
め
に
新
し
い
住
民
を
引
き
寄
せ
よ
う
と
す
る
。

最
適
サ
イ
ズ
以
上
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は
逆
の
こ
と
を
す
る
。
最
適
点
に
あ
る
も
の
は
、
人
口
を
一
定
に
し
よ
う
と
（
２２
）

す
る
。

そ
し
て
、
テ
ィ
バ
ウ
ト
は
次
の
よ
う
に
結
論
づ
け
る
。
集
合
財
、
あ
る
い
は
、
公
共
財
の
か
な
り
の
部
分
に
と
っ
て
こ
の
問
題
は
、

概
念
的
な
解
決
を
も
つ
と
い
う
の
が
こ
の
論
文
の
主
張
で
あ
る
。
も
し
も
消
費
者
が
十
分
に
移
動
可
能
な
ら
ば
、
収
入
ー
支
出
の
パ

タ
ー
ン
が
き
ま
っ
た
適
切
な
地
方
政
府
が
消
費
者
に
よ
っ
て
採
用
さ
れ
る
。
こ
こ
に
お
け
る
解
決
は
制
度
の
厳
密
さ
の
た
め
に
完
全
で

な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
れ
は
そ
の
重
要
性
を
そ
こ
な
わ
な
い
。
そ
の
解
決
は
私
的
な
場
所
に
対
す
る
一
般
均
衡
解
の
よ
う
に
、
選

好
と
資
源
が
与
え
ら
れ
る
と
、
得
ら
れ
う
る
最
良
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
モ
デ
ル
と
競
争
的
私
的
モ
デ
ル
と
を
比
べ
ら
れ
る
よ
う
に
さ

せ
ら
れ
た
も
の
は
失
望
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
モ
デ
ル
と
競
争
的
モ
デ
ル
と
を
比
較
す
る
も
の
は
、
独
占
の
程
度
、
軋
轢
等
々
が

き
ま
る
と
、
公
共
財
の
配
分
は
人
々
の
選
好
の
反
映
と
し
て
私
的
セ
ク
タ
ー
に
遅
れ
を
と
る
必
要
の
な
い
セ
ク
タ
ー
を
地
方
政
府
は
代

表
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
み
い
だ
す
か
も
し
れ
（
２３
）

な
い
。

以
上
述
べ
て
き
た
テ
ィ
バ
ウ
ト
の
研
究
に
つ
い
て
、
フ
レ
デ
リ
ク
ソ
ン
と
ス
ミ
ス
は
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
テ
ィ
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バ
ウ
ト
の
仮
説
は
、
集
権
化
し
た
、
単
一
管
轄
の
政
府
と
分
断
さ
れ
た
、
多
く
の
管
轄
の
あ
る
政
府
の
間
の
相
違
に
関
す
る
大
量
の
経

験
的
な
研
究
を
生
み
出
し
た
。
こ
れ
ら
の
研
究
の
多
く
は
、
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
支
出
に
対
す
る
分
断
の
イ
ン
パ
ク
ト
を
検
討
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
テ
ィ
バ
ウ
ト
モ
デ
ル
の
妥
当
性
を
評
価
し
よ
う
と
し
た
。
正
統
的
な
行
政
学
に
し
た
が
う
と
、
公
共
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
の

高
度
に
分
断
さ
れ
た
制
度
の
あ
り
方
は
非
能
率
な
重
複
を
結
果
し
、
そ
し
て
、
多
額
の
支
出
を
結
果
す
る
だ
ろ
う
。
テ
ィ
バ
ウ
ト
の
仮

説
に
よ
る
と
分
断
は
競
争
を
刺
激
し
、
能
率
と
応
答
性
を
う
み
だ
す
。
そ
し
て
、
三
〇
年
の
研
究
に
お
い
て
、
こ
の
競
合
す
る
提
案
に

つ
い
て
、
ど
ち
ら
が
勝
利
を
お
さ
め
た
か
は
は
っ
き
り
し
な
か
（
２４
）

っ
た
。
そ
し
て
、
テ
ィ
バ
ウ
ト
の
業
績
は
中
心
的
な
仮
説
を
確
認
す
る

こ
と
も
な
く
、
拒
否
す
る
こ
と
も
な
い
多
く
の
経
験
的
な
研
究
を
う
み
だ
（
２５
）

し
た
。

そ
れ
に
対
し
て
テ
ィ
バ
ウ
ト
モ
デ
ル
の
ミ
ク
ロ
の
基
礎
を
よ
み
が
え
ら
せ
る
研
究
が
あ
ら
わ
れ
た
と
フ
レ
デ
リ
ク
ソ
ン
と
ス
ミ
ス
は

い
う
。
そ
れ
は
、
テ
ス
ク
ら
の
研
究
で
（
２６
）

あ
る
。

テ
ス
ク
ら
は
、
次
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。
公
共
財
に
つ
い
て
の
地
方
市
場
に
お
け
る
競
争
の
テ
ィ
バ
ウ
ト
モ
デ
ル
は
、
重
要
で
論

争
的
な
理
論
で
あ
る
。
現
在
の
議
論
は
、
統
合
的
な
地
域
と
比
較
し
て
分
断
的
な
地
域
に
お
け
る
公
共
財
の
供
給
に
お
い
て
、
よ
り
大

き
な
能
率
を
示
す
マ
ク
ロ
の
経
験
的
な
研
究
と
、
個
人
の
行
動
が
地
方
政
府
の
間
の
能
率
を
向
上
さ
せ
る
競
争
を
う
み
そ
う
も
な
い
と

い
う
こ
と
を
論
じ
る
た
め
に
使
わ
れ
て
き
た
多
く
の
市
民
の
ミ
ク
ロ
の
証
拠
、
す
な
わ
ち
、
消
費
者
の
無
知
の
間
の
明
ら
か
な
不
釣
合

い
の
と
こ
ろ
に
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
次
の
よ
う
に
論
じ
る
。
競
争
的
な
市
場
は
代
替
的
な
供
給
者
を
比
較
検
討
し
、
す
べ
て
の
消
費
者

が
受
益
す
る
競
争
に
も
と
づ
く
成
果
を
う
み
だ
さ
せ
る
情
報
を
も
っ
た
消
費
者
の
一
部
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
う
る
。
そ
し
て
、
デ
ー

タ
を
使
っ
て
、
消
費
者
で
あ
る
、
こ
の
限
界
的
な
市
民
を
分
析
し
、
情
報
収
集
の
コ
ス
ト
と
地
方
政
府
の
戦
略
的
利
益
を
競
争
的
市
場

モ
デ
ル
に
く
み
い
（
２７
）

れ
る
。

そ
し
て
、
テ
ス
ク
ら
に
よ
る
と
、
公
共
財
市
場
が
競
争
的
で
あ
る
た
め
に
、
わ
ず
か
一
部
の
移
動
者
が
、
地
方
政
府
が
提
供
す
る
商
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品
と
サ
ー
ビ
ス
の
様
々
な
パ
ッ
ケ
イ
ジ
に
関
す
る
情
報
を
も
ち
さ
え
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
こ
れ
ら
の
知
識
あ
る
移
動
者
が

高
所
得
で
あ
る
場
合
に
は
特
に
あ
て
は
（
２８
）

ま
る
。
す
な
わ
ち
、
テ
ス
ク
ら
の
主
張
に
よ
る
と
、
公
共
サ
ー
ビ
ス
市
場
は
、
わ
ず
か
の
移
動

す
る
、
知
識
の
あ
る
市
民
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、
自
動
車
や
ソ
ー
ダ
の
よ
う
な
私
的
な
財
に
つ
い

て
の
市
場
は
、
こ
れ
ら
の
生
産
品
の
す
べ
て
の
消
費
者
が
十
分
な
情
報
を
も
っ
て
、
合
理
的
な
効
用
を
最
大
化
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と

を
要
求
し
な
い
。
必
要
と
さ
れ
る
の
は
情
報
に
よ
っ
て
決
定
を
し
、
市
場
の
便
益
を
だ
す
競
争
的
な
圧
力
を
だ
す
重
要
な
大
衆
で
（
２９
）

あ
る
。

テ
ス
ク
ら
は
、
ポ
ー
ル
・
ダ
グ
ラ
ス
の
次
の
言
葉
に
言
及
し
て
い
る
。
競
争
的
な
市
場
は
、
わ
ず
か
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
の
消
費
者
が
コ

ス
ト
を
意
識
す
れ
ば
、
存
在
（
３０
）

す
る
。

こ
の
よ
う
に
研
究
者
に
よ
る
様
々
な
議
論
を
テ
ィ
バ
ウ
ト
の
研
究
は
ひ
き
お
こ
し
た
が
、
そ
れ
ら
の
影
響
に
つ
い
て
フ
レ
デ
リ
ク
ソ

ン
と
ス
ミ
ス
は
次
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。
研
究
者
は
テ
ィ
バ
ウ
ト
モ
デ
ル
に
賛
成
す
る
こ
と
と
反
対
す
る
こ
と
を
議
論
し
て
い
る
が
、

そ
の
中
核
的
な
も
の
は
、
政
治
的
議
論
の
主
流
に
は
い
っ
て
き
て
、
そ
し
て
、
公
的
機
関
に
お
け
る
多
く
の
改
革
を
す
す
め
る
の
を
助

け
た
。
た
と
え
ば
、
権
限
を
分
権
化
し
て
、
そ
し
て
競
争
を
促
進
す
る
こ
と
を
と
お
し
て
、
政
府
を
強
化
し
よ
う
と
す
る
一
九
九
〇
年

代
の
運
動
は
テ
ィ
バ
ウ
ト
モ
デ
ル
の
も
と
に
あ
る
基
本
概
念
を
普
及
さ
せ
、
公
共
セ
ク
タ
ー
に
お
け
る
多
く
の
組
織
改
革
を
ひ
き
お
こ

し
た
。
ス
ク
ー
ル
バ
ウ
チ
ャ
ー
、
ト
ー
タ
ル
・
ク
オ
リ
テ
ィ
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
（
Ｔ
Ｑ
Ｍ
）、
民
営
化
、
そ
し
て
、
外
注
、
こ
の
よ
う

な
過
去
二
〇
年
間
に
公
的
部
門
に
お
い
て
こ
こ
ろ
み
ら
れ
た
も
っ
と
も
論
争
的
な
改
革
の
多
く
が
テ
ィ
バ
ウ
ト
に
よ
っ
て
最
初
に
公
式

に
だ
さ
れ
た
議
論
か
ら
お
こ
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
改
革
が
弱
点
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
、
行
政
学
に
お
け
る
正
統
的

知
識
を
明
ら
か
に
す
る
で
あ
ろ
う
か
は
ま
だ
問
題
と
し
て
解
決
し
て
い
（
３１
）

な
い
。
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３

新
制
度
論
の
諸
問
題

新
制
度
論
も
行
政
学
研
究
に
お
け
る
有
力
な
流
れ
で
あ
る
。
し
か
し
、
新
制
度
論
の
中
に
さ
ら
に
い
く
つ
も
の
流
れ
が
あ
り
、
そ
れ

ら
の
間
で
様
々
な
違
い
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
Ｂ
・
Ｇ
・
ピ
ー
タ
ー
ス
が
、
そ
の
著
書
で
、
主
と
し
て
マ
ー
チ
と
オ
ル
セ
ン
の
立
場
に

つ
い
て
論
じ
て
い
る
い
く
つ
か
の
問
題
を
と
り
あ
げ
た
い
と
思
う
。

�

制
度
の
形
成

ま
ず
、
制
度
に
お
い
て
と
り
あ
げ
る
べ
き
は
、
制
度
は
ど
こ
か
ら
く
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
マ
ー
チ
と
オ
ル
セ

ン
に
と
っ
て
、
規
範
が
制
度
の
性
質
に
と
っ
て
中
心
的
な
も
の
と
想
定
さ
れ
る
。
制
度
を
形
成
し
、
そ
の
制
度
内
で
行
動
を
左
右
す
る

と
議
論
さ
れ
る
規
則
と
規
範
は
ど
こ
か
ら
く
る
の
か
。
こ
の
問
に
対
す
る
答
え
と
し
て
は
、
制
度
は
そ
れ
ら
の
意
味
の
構
造
と
そ
れ
ら

の
適
正
さ
の
論
理
の
多
く
を
そ
れ
ら
が
形
成
さ
れ
た
社
会
か
ら
引
き
出
し
て
い
る
と
い
う
も
の
が
（
３２
）

あ
る
。
そ
し
て
、
公
的
セ
ク
タ
ー
に

と
っ
て
重
要
で
あ
る
い
く
つ
か
の
共
通
の
規
範
（
相
互
性
、
正
直
さ
、
協
働
）
は
一
般
的
な
社
会
化
過
程
の
一
部
と
し
て
学
ば
（
３３
）

れ
る
。

マ
ー
チ
と
オ
ル
セ
ン
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
す
べ
て
の
組
織
は
ル
ー
テ
ィ
ン
を
つ
く
り
、
そ
の
と
き
そ
れ
ら
の
作
業
環
境
の
中

の
変
化
を
モ
ニ
タ
ー
し
、
そ
れ
に
反
応
す
る
ル
ー
テ
ィ
ン
は
組
織
の
性
格
を
定
義
す
る
。
そ
し
て
、
ル
ー
テ
ィ
ン
が
よ
り
確
立
さ
れ
、

よ
り
大
き
な
意
味
を
つ
け
ら
れ
る
に
つ
れ
て
、
構
造
内
に
お
け
る
制
度
化
の
程
度
は
ふ
（
３４
）

え
る
。

ピ
ー
タ
ー
ス
は
、
マ
ー
チ
と
オ
ル
セ
ン
の
定
義
に
つ
い
て
留
意
す
べ
き
点
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
最
初
に

ル
ー
テ
ィ
ン
を
う
み
だ
す
よ
う
に
相
互
作
用
を
す
る
こ
と
が
決
め
ら
れ
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
い
っ
た
ん
組
織
や
制
度
が
い
っ

し
ょ
に
な
っ
て
機
能
し
始
め
る
と
、
ル
ー
テ
ィ
ン
の
出
現
を
う
け
い
れ
る
こ
と
は
た
や
す
い
が
、
制
度
化
す
る
最
初
の
決
定
を
ど
う
す
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る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
理
論
的
に
ど
う
扱
う
か
に
つ
い
て
の
処
理
が
要
求
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
と
い
う
。
そ
し
て
、

制
度
化
の
過
程
は
二
段
階
の
過
程
で
あ
る
よ
う
に
み
え
る
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
、
特
定
さ
れ
た
目
的
の
た
め
に
組
織
あ
る
い

は
制
度
を
生
み
出
す
、
あ
る
意
識
的
な
決
定
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
二
段
階
は
、
時
と
と
も
に
制
度
を
つ
く
る
こ
と
で
あ
り
、
そ

れ
に
あ
る
価
値
を
う
め
こ
ん
で
い
く
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
と
ピ
ー
タ
ー
ス
は
主
張
し
て
（
３５
）

い
る
。

�

個
人
と
制
度

次
の
重
要
な
問
題
は
、
個
人
の
だ
れ
が
制
度
に
関
係
し
て
い
る
か
で
あ
る
。
制
度
的
な
説
明
は
政
治
的
事
件
の
個
人
的
説
明
の
選
択

肢
と
考
え
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
ら
は
個
人
行
動
に
関
係
づ
け
る
た
め
の
な
ん
ら
か
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
含
ま
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

こ
れ
は
、
二
つ
の
方
向
に
お
い
て
あ
て
は
ま
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
制
度
が
個
人
の
行
動
を
形
成
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
存
在
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
個
人
が
制
度
を
形
成
し
改
革
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
関
連
が
明
確
に
さ
れ

な
け
れ
ば
、
制
度
は
単
に
抽
象
的
な
実
体
の
ま
ま
で
あ
る
し
、
政
治
行
動
と
ほ
と
ん
ど
関
係
を
も
た
な
い
だ
（
３６
）

ろ
う
。

規
範
的
制
度
主
義
に
お
い
て
、
制
度
が
ど
の
よ
う
に
個
人
行
動
に
影
響
を
与
え
る
か
は
明
確
で
あ
る
。
制
度
は
ど
の
よ
う
な
行
動
が

制
度
の
構
成
員
に
と
っ
て
適
正
で
あ
り
、
ど
ん
な
行
動
が
そ
う
で
な
い
か
を
定
義
す
る
そ
れ
ら
の
適
正
さ
の
論
理
を
も
っ
て
（
３７
）

い
る
。

こ
の
適
正
さ
の
論
理
が
有
効
で
あ
る
た
め
に
、
あ
る
形
態
の
強
制
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
、
判
決
や
制
裁
の
た
め
の
形
式

化
さ
れ
た
手
段
を
も
っ
て
い
な
い
と
し
て
も
、
た
い
て
い
の
制
度
は
、
そ
れ
ら
の
強
制
の
手
段
を
も
っ
て
（
３８
）

い
る
。

�

理
論
の
限
界

こ
の
形
の
新
制
度
主
義
は
い
ろ
い
ろ
な
批
判
を
う
け
て
き
た
。
そ
の
う
ち
の
一
つ
の
批
判
は
、
そ
れ
ら
が
本
質
的
に
あ
や
ま
る
こ
と
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が
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
制
度
内
に
お
け
る
「
適
正
さ
の
論
理
」
の
存
在
に
対
す
る
基
準
は
十
分
に
あ
い
ま
い
な
の

で
、
そ
れ
ら
が
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
む
ず
か
し
い
で
あ
ろ
う
し
、
そ
し
て
、
そ
れ
ら
が
組
織
の
成
員
の
行
動
に
影
響
し
な
い
と

い
う
こ
と
も
む
ず
か
し
い
。
ち
ょ
う
ど
合
理
的
選
択
理
論
が
あ
や
ま
り
え
な
い
の
と
同
じ
よ
う
に
、
問
題
の
個
人
が
合
理
的
に
行
動
し
、

外
部
者
は
、
ち
ょ
う
ど
彼
ら
の
前
提
を
理
解
し
な
い
、
そ
の
よ
う
に
制
度
の
成
員
は
制
度
的
価
値
の
彼
ら
自
身
の
解
釈
に
し
た
が
っ
て

行
動
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
が
い
わ
れ
（
３９
）

う
る
。

４

お
わ
り
に

本
稿
に
お
い
て
、
行
政
学
研
究
の
流
れ
と
し
て
、
合
理
的
選
択
理
論
と
新
制
度
論
に
つ
い
て
み
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
理
論
は
両
方
と

も
か
つ
て
の
政
治
学
に
お
け
る
、
行
動
論
の
よ
う
な
有
力
な
地
位
を
し
め
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
こ
れ
ら
の
方
法
論
が
適
用
可
能
か

ど
う
か
に
つ
い
て
慎
重
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
の
方
法
論
が
使
え
る
場
合
と
使
え
な
い
場
合
が
あ
る
。
そ
の

点
に
つ
い
て
は
、
適
切
な
判
断
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
ど
ち
ら
の
方
法
論
も
ま
だ
発
展
途
上
に
あ
る
も
の
で
、
基

礎
的
な
方
法
論
の
研
究
が
、
欠
か
せ
な
い
と
い
え
る
。
そ
れ
と
と
も
に
、
新
た
な
理
論
の
構
築
と
実
証
が
必
要
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ

う
。
ま
た
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
諸
外
国
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
方
法
論
に
も
と
づ
く
、
制
度
改
革
な
ど
も
行
わ
れ
て
い
る
。
し

た
が
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
も
、
こ
の
よ
う
な
方
法
論
を
開
発
し
、
そ
れ
を
洗
練
さ
れ
た
も
の
し
て
い
く
こ
と
の
必
要
性
は
大

き
い
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
方
法
論
に
も
と
づ
く
さ
ら
な
る
研
究
の
発
展
、
あ
る
い
は
、
政
治
学
や
行
政
学
に
お
け

る
他
の
方
法
論
と
の
関
係
の
研
究
の
展
開
が
待
た
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
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註（
１
）

Ｂ
・
Ｇ
・
ピ
ー
タ
ー
ス
は
新
制
度
論
と
合
理
的
選
択
理
論
と
の
関
係
を
論
じ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
そ
れ
ら
以
外
の
政
治
学
の
方
法
論
と

の
関
連
も
論
じ
ら
れ
て
い
る
。B

.G
uy
P
eters,Institutional

T
heory

in
P
olitical

Science,C
ontinuum

,2005.pp.47

―69.

（
２
）

こ
れ
ら
の
方
法
は
、
政
治
学
な
ど
の
行
政
学
以
外
分
野
で
も
使
わ
れ
、
多
く
の
成
果
を
う
み
だ
し
て
い
る
。
し
か
し
、
本
稿
で
は
、
行

政
学
に
限
定
し
て
検
討
す
る
こ
と
と
し
、
他
の
分
野
の
問
題
に
つ
い
て
は
論
じ
な
い
。

（
３
）

た
と
え
ば
Ｊ
・
Ｇ
・
マ
ー
チ
と
Ｊ
・
Ｐ
・
オ
ル
セ
ン
に
よ
る
多
く
の
新
制
度
論
に
よ
る
研
究
が
あ
る
ほ
か
、
新
制
度
論
の
立
場
に
立
つ

研
究
者
は
多
い
。
そ
う
し
た
研
究
に
つ
い
て
は
ピ
ー
タ
ー
ス
の
前
掲
書
の
文
献
目
録
を
参
照
。

（
４
）

H
.G
eorge

F
rederickson

and
K
evin

B
.Sm
ith,T

he
P
ublic

A
dm
inistration

T
heory

P
rim
er,W

estview
,2003.p.185.

（
５
）

ピ
ー
タ
ー
ス
は
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
に
お
け
る
公
務
員
制
度
改
革
に
合
理
的
選
択
理
論
が
影
響
を
与
え
た
と
述
べ
て
い
る
。

（
６
）

H
.G
eorge

F
rederickson

and
K
evin

B
.Sm
ith,op.cit.pp.186

―187.

（
７
）

A
nthony

D
ow
ns,Inside

B
ureaucracy,L

ittle,B
row
n
and

C
om
pany,1967.p.

92.

以
下
、
訳
文
は
ダ
ウ
ン
ズ
『
官
僚
制
の
解

剖
』
渡
辺
保
男
訳

サ
イ
マ
ー
ル
出
版
会

一
九
七
五
年
（
一
〇
九
頁
―
一
二
〇
頁
）
に
よ
っ
て
い
る
。

（
８
）

A
nthony

D
ow
ns,op.cit.pp.96

―97.H
.G
eorge

F
rederickson

and
K
evin

B
.Sm
ith,op.cit.p.189.

（
９
）

A
nthony

D
ow
ns,op.cit.p.101.H

.G
eorge

F
rederickson

and
K
evin

B
.Sm
ith,op.cit.p.189.

（
１０
）

A
nthony

D
ow
ns,op.cit.102.H

.G
eorge

F
rederickson

and
K
evin

B
.Sm
ith,op.cit.p.189.

（
１１
）

A
nthony

D
ow
ns,op.cit.p.102.H

.G
eorge

F
rederickson

and
K
evin

B
.Sm
ith,op.cit.p.189.

（
１２
）

H
.G
eorge

F
rederickson

and
K
evin

B
.Sm
ith,op.cit.pp.189

―190.
W
illiam

N
iskanen,

B
ureaucracy

and
R
epresenta-

tive
G
overnm

ent,A
ldine.A

therton,1971.p.38.

（
１３
）

ibid.p.39.

（
１４
）

H
.G
eorge

F
rederickson

and
K
evin

B
.Sm
ith,op.cit.p.190.W

illiam
N
iskanen,op.cit.p.39.

駿河台法学 第２３巻第２号（２０１０）８５



（
１５
）

H
.G
eorge

F
rederickson

and
K
evin

B
.Sm
ith,op.cit.p.190.

（
１６
）

W
illiam

N
iskanen,op.cit.p.39.

（
１７
）

H
.G
eorge

F
rederickson

and
K
evin

B
.Sm
ith,op.cit.p.190.

（
１８
）

ibid.p.191.

（
１９
）

ibid.p.193.

（
２０
）

ibid.pp.194

―195.

（
２１
）

C
harles

T
iebout,A

P
ure
T
heory

of
L
ocal

E
xpenditure,Journal

of
P
olitical

E
conom

y,44,1956.p.418.

（
２２
）

ibid.p.419.

（
２３
）

ibid.p.424.

（
２４
）

H
.G
eorge

F
rederickson

and
K
evin

B
.Sm
ith,op.cit.p.195.

（
２５
）

ibid.p.195.

（
２６
）

ibid.p.196.

（
２７
）

P
aul
T
eske,M

ark
Schneider,M

ichael
M
introm

,
and

Sam
uel
B
est,
E
stablishing

the
M
icro

F
oundations

of
a
M
acro

T
heory:Inform

ation,M
overs,and

the
C
om
petitive

L
ocal

M
arket

for
P
ublic

G
oods,A

m
erican

P
olitical

Science
R
eview

,

V
ol.87,N

o.3,Septem
ber,1993.p.702.

（
２８
）

ibid.p.703.

（
２９
）

H
.G
eorge

F
rederickson

and
K
evin

B
.Sm
ith,op.cit.p.196.

（
３０
）

P
aul
T
eske,M

ark
Schneider,M

ichael
M
introm

,
and

Sam
uel
B
est,
E
stablishing

the
M
icro

F
oundations

of
a
M
acro

T
heory:Inform

ation,M
overs,and

the
C
om
petitive

L
ocal

M
arket

for
P
ublic

G
oods,A

m
erican

P
olitical

Science
R
eview

,

V
ol.87,N

o.3,Septem
ber,1993.p.709.

８６現代行政学研究の諸潮流



（
３１
）

H
.G
eorge

F
rederickson

and
K
evin

B
.Sm
ith,op.cit.p.198.

（
３２
）

B
.
G
uy
P
eters,

op.
cit.
p.
33.
Jam
es
G
.
M
arch

and
Johan

P
.
O
lsen,

R
ediscovering

Institution,
F
ree
P
ress,

1989.
pp.

17

―19.

（
３３
）

B
.G
uy
P
eters,op.cit.p.33.

（
３４
）

Jam
es
G
.M
arch

and
Johan

P
.O
lsen,op.cit.pp.22

―24.B
.G
uy
P
eters,op.cit.p.33.

（
３５
）

ibid.p.34.

（
３６
）

ibid.p.36.

（
３７
）

ibid.pp.36

―37.

（
３８
）

ibid.p.37.

（
３９
）

ibid.p.41.
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