
　
行
政
の
あ
り
様
や
官
僚
の
生
態
（
？
）

を
描
い
た
本
は
、
書
店
で
よ
く
見
か

け
る
。
そ
れ
は
、
暴
露
本
や
異
文
化

論
、
あ
る
い
は
ビ
ジ
ネ
ス
小
説
で
あ
っ

た
り
す
る
の
だ
が
、
部
分
的
な
も
の

を
面
白
お
か
し
く
誇
張
し
た
り
、
意

図
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
が
多
い
。
こ

の
著
書
で
一
番
感
心
し
た
の
は
、
著

者
で
あ
る
村
松
の
バ
ラ
ン
ス
感
覚
の

良
さ
で
あ
っ
た
。
い
や
、
正
確
に
言

え
ば
行
政
に
つ
い
て
中
立
的
に
書
く

と
い
う
事
は
あ
り
え
な
い
の
だ
ろ
う

か
ら
、
行
政
の
今
の
あ
り
方
を
確
認

す
る
の
に
必
要
な
視
座
を
的
確
に
提

示
し
て
い
る
、
と
言
う
べ
き
だ
ろ
う

か
。
村
松
は
、
行
政
制
度
に
つ
い
て
、

行
政
が
積
極
的
な
存
在
で
あ
る
大
陸

型
の
行
政
制
度
を
日
本
が
採
用
し
た

こ
と
を
挙
げ
、
そ
こ
に
成
立
し
た
官

僚
制
を
「
活
動
型
官
僚
制
」
と
呼
ぶ
。

試
験
に
よ
り
能
力
実
証
さ
れ
た
官
僚

は
、
ト
ッ
プ
ま
で
の
道
を
保
証
さ
れ

て
お
り
、
組
織
へ
の
献
身
と
個
別
省

庁
へ
の
忠
誠
心
を
求
め
ら
れ
る
。
戦

後
、
省
庁
間
の
セ
ク
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

は
競
争
と
し
て
機
能
し
、
経
済
成
長

期
の
日
本
に
は
プ
ラ
ス
と
な
っ
た
。

し
か
し
、
欧
米
の
政
策
に
追
い
付
く

と
い
う
国
家
目
標
の
な
く
な
っ
た
今

日
に
お
い
て
は
セ
ク
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

は
そ
の
逆
機
能
ば
か
り
が
目
立
っ
て

い
る
。
村
松
は
セ
ク
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

の
最
大
の
原
因
を
、
少
な
い
リ
ソ
ー

ス
（
人
員
、
予
算
、
権
限
等
）
を
最

大
動
員
し
よ
う
と
し
た
結
果
で
は
な

い
か
、
と
み
る
。
最
大
動
員
と
は
組

織
の
目
標
に
リ
ソ
ー
ス
を
最
大
限
利

用
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
具
体

的
に
み
る
と
、
日
本
の
行
政
は
最
大

動
員
の
た
め
に
は
、
分
業
的
な
規
則

は
そ
れ
ほ
ど
重
視
さ
れ
な
い
。
権
限

の
割
り
振
り
方
は
大
体
で
よ
く
、
早

く
大
量
に
や
り
や
す
い
方
式
が
大
原

則
と
な
る
。
一
方
官
僚
自
身
は
、
公

務
と
組
織
へ
の
「
無
制
限
・
無
定
量
」

と
言
わ
れ
る
忠
誠
心
に
よ
っ
て
仕
事

を
す
る
。
「
最
大
動
員
シ
ス
テ
ム
で

は
縦
の
関
係
に
お
い
て
底
辺
層
を
動

員
す
る
た
め
に
は
権
限
の
明
確
化
は

邪
魔
で
あ
る
。
上
の
仕
事
を
下
が
担

い
、
下
の
仕
事
に
上
か
ら
の
干
渉
を

し
や
す
く
し
て
、
時
間
と
労
力
を
融

通
し
合
う
こ
と
の
メ
リ
ッ
ト
を
生
か

そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
横
の
関
係

は
、
明
確
で
な
け
れ
ば
エ
ネ
ル
ギ
ー

を
放
出
す
る
範
囲
が
わ
か
ら
な
い
こ

と
に
な
る
の
で
、
こ
れ
は
明
確
に
す

る
。
次
に
、
忠
誠
を
明
ら
か
に
し
よ

う
と
す
る
運
動
が
組
織
単
位
間
の
競

争
と
し
て
現
れ
、
そ
れ
自
体
が
最
大

動
員
の
仕
組
み
と
な
る
。
」
ま
た
、

最
大
動
員
シ
ス
テ
ム
は
大
部
屋
主
義

を
と
る
。
こ
れ
は
ア
メ
リ
カ
の
オ
フ

ィ
ス
と
比
較
さ
れ
双
方
の
人
事
に
そ

の
特
徴
が
現
れ
る
。
「
ア
メ
リ
カ
で

は
「
個
人
主
義
」
が
組
織
形
成
の
原

理
と
な
っ
て
い
る
。
」
　
「
そ
こ
で
は

個
々
の
職
務
に
つ
い
て
権
限
と
責
任

を
明
細
に
規
定
し
た
マ
ニ
ュ
ア
ル
な

ど
の
規
則
が
あ
っ
て
、
誰
に
も
分
か

る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
あ

る
職
務
へ
の
新
任
者
は
、
そ
れ
を
読

ん
。
で
す
ぐ
に
仕
事
を
始
め
る
こ
と
が

で
き
る
。
」
「
さ
ら
に
、
仕
事
が
分

割
さ
れ
て
個
々
の
職
位
に
明
定
さ
れ

て
い
る
か
ら
、
そ
の
特
定
の
職
務
を

遂
行
す
る
の
に
必
要
か
つ
適
切
な
能

力
が
不
足
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る

場
合
に
は
、
そ
の
職
務
か
ら
解
任
し
、

そ
の
都
度
、
役
所
外
の
人
材
を
含
め

て
他
に
有
能
な
人
材
を
公
募
し
て
採

用
し
て
も
よ
い
こ
と
に
な
る
。
そ
こ

で
一
斉
に
新
規
職
員
の
採
用
試
験
を

行
う
と
い
う
こ
と
も
な
い
し
、
昇
進

と
配
置
転
換
を
同
時
に
行
う
よ
う
な

人
事
異
動
な
ど
は
み
ら
れ
な
い
こ
と

に
な
る
。
」
こ
れ
に
対
し
て
大
部
屋

主
義
は
、
「
同
室
の
全
員
が
一
方
で

仕
事
の
分
担
を
す
る
の
で
あ
る
が
、

他
方
で
お
互
い
に
協
力
し
カ
バ
ー
し

合
う
関
係
に
あ
る
。
そ
の
た
め
、
個
々

の
職
員
の
仕
事
実
績
を
個
別
に
評
価

し
に
く
い
面
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
、

比
較
的
に
画
一
的
な
昇
進
シ
ス
テ
ム

を
持
っ
て
い
る
理
由
に
な
っ
て
い
る

の
か
も
知
れ
な
い
。
ま
た
課
や
係
の

一
員
と
し
て
他
の
職
員
と
協
調
的
な

人
間
関
係
を
維
持
で
き
る
か
否
か
が
、

人
事
に
お
け
る
評
価
の
重
要
な
項
目

に
な
る
。
同
じ
こ
と
か
ら
課
や
係
の

仕
事
を
何
人
の
職
員
で
行
う
の
が
最

適
で
あ
る
か
、
判
定
し
に
く
い
。
組

織
が
必
要
な
人
数
に
つ
い
て
「
伸
縮

性
（
ス
ラ
ッ
ク
）
」
を
も
っ
て
い
る
。
」

　
最
大
動
員
シ
ス
テ
ム
を
一
概
に
否

定
す
る
の
は
誤
り
だ
ろ
う
。
し
か
し
、

「
情
報
公
開
法
」
や
「
行
政
手
続
法
」

の
成
立
を
促
し
た
、
行
政
の
責
任
の

明
確
化
や
透
明
性
の
要
請
に
応
え
に

く
い
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
こ
と
は
確
か

で
あ
る
。
こ
の
他
、
村
松
は
人
事
行

政
や
ト
ッ
プ
と
官
僚
の
組
織
論
、
行

政
活
動
の
変
容
に
つ
い
て
興
味
深
い

考
察
を
挙
げ
て
い
く
。

　
注
目
し
た
い
の
は
、
中
央
と
地
方

の
関
係
に
関
す
る
考
察
だ
。
こ
れ
ま

で
、
行
政
と
り
わ
け
地
方
自
治
に
関

し
て
論
じ
た
も
の
は
、
政
治
学
や
法

学
か
ら
の
も
の
が
多
か
っ
た
よ
う
に

思
う
。
そ
こ
で
論
じ
ら
れ
る
議
論
の

前
提
は
、
「
三
割
自
治
」
に
抑
楡
さ

れ
る
自
治
体
の
「
自
治
」
の
欠
如
で

あ
っ
た
。
し
か
し
、
行
政
学
者
で
あ

る
村
松
は
、
果
た
し
て
そ
う
か
？
と

問
う
。
詳
し
く
み
て
み
よ
う
。
ま
ず

村
松
は
省
庁
と
地
方
自
治
体
と
の
こ

れ
ま
で
の
関
係
に
つ
い
て
、
次
の
よ

う
に
分
析
す
る
。
「
旧
本
で
は
中
央

地
方
関
係
を
論
じ
る
と
き
、
日
本
は

集
権
的
で
あ
り
中
央
省
庁
の
干
渉
が

多
い
と
述
べ
、
地
方
自
治
を
い
か
に

確
保
す
る
か
が
課
題
だ
と
論
じ
て
き

た
。
学
者
は
、
中
央
集
権
を
批
判
し

て
き
た
。
も
っ
と
正
確
に
い
え
ば
、

地
方
自
治
体
に
機
関
委
任
事
務
を
し

て
い
る
省
庁
、
補
助
金
を
通
じ
て
行

う
省
庁
の
操
作
を
批
判
し
て
き
た
」

こ
れ
に
対
し
て
村
松
は
、
「
自
治
と

は
地
域
社
会
が
問
題
を
自
立
的
に
決

め
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
立
場
か
ら
、

法
制
度
の
上
で
集
権
的
で
あ
っ
て
も
、

地
方
が
実
質
的
に
自
治
を
も
つ
こ
と

と
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
と
主
張

し
て
き
た
。
」
具
体
的
に
は
。

　
「
（
１
）
地
方
は
主
要
施
策
に
つ
い

て
中
央
か
ら
押
し
付
け
ら
れ
て
い
な

い
。
何
が
必
要
か
は
自
ら
が
考
え
る
。

中
央
の
関
与
は
自
主
的
な
決
定
に
お

よ
ん
で
い
な
い
。
中
央
の
関
与
は
主

と
し
て
補
助
金
な
ど
の
申
請
手
続
き

で
あ
る
。
（
２
）
中
央
と
地
方
を
つ
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な
ぐ
縦
割
行
政
の
弊
害
は
あ
る
と
言

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、

こ
の
縦
割
行
政
の
中
で
生
じ
る
中
央

の
関
係
課
と
地
方
の
部
門
の
間
に
は

親
密
な
関
係
が
生
ま
れ
、
政
策
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
の
よ
う
な
も
の
が
生
ま
れ
る
。

そ
し
て
こ
の
ル
ー
ト
で
地
方
の
ニ
ー

ズ
は
中
央
に
伝
わ
り
、
中
央
の
政
策

に
な
る
と
い
う
過
程
が
生
ま
れ
て
い

る
。
さ
ら
に
地
元
国
会
議
員
の
激
し

い
陳
情
が
新
し
い
政
策
を
生
み
出
す

こ
と
を
考
え
る
と
、
日
本
で
は
地
方

が
中
央
を
利
用
し
て
い
る
側
面
が
あ

る
と
感
じ
ら
れ
る
。
（
３
）
結
局
、

地
方
の
政
策
革
新
を
生
み
出
し
て
い

る
の
は
、
地
方
住
民
の
要
求
で
あ
り
、

そ
れ
は
選
挙
で
表
明
さ
れ
る
。
だ
か

ら
、
日
本
は
日
本
な
り
の
自
治
が
あ

る
。
」
こ
れ
を
村
松
は
第
一
型
の
自

治
と
呼
ぶ
。
こ
の
見
方
に
は
、
自
治

の
原
理
的
な
考
え
や
、
そ
の
他
の
実

態
か
ら
異
論
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
自
治
体
を
巡
る
個
々
の
考

え
を
ぶ
つ
け
て
も
、
そ
れ
程
意
味
の

あ
る
こ
と
と
は
思
え
な
い
。
今
の
国

と
自
治
体
の
あ
り
方
を
俯
瞰
し
て
見

て
み
よ
う
と
い
う
事
な
の
だ
。
ま
た
、

村
松
は
最
近
の
自
治
体
の
分
権
化
の

動
き
を
第
二
型
の
自
治
論
と
定
義
す

る
。
第
二
型
の
自
治
論
と
は
「
主
張

内
容
は
、
権
限
的
に
は
機
関
委
任
事

務
の
極
小
化
と
地
方
移
管
、
財
源
的

に
は
起
債
の
自
由
化
と
課
税
権
に
お

け
る
裁
量
の
拡
大
で
あ
る
。
こ
の
方

向
の
主
張
は
繰
り
返
し
行
わ
れ
て
き

た
。
最
近
の
道
州
制
や
政
令
指
定
都

市
の
懇
談
会
の
提
唱
す
る
「
憲
章
都

市
構
想
」
に
も
そ
れ
が
あ
る
。
憲
章

都
市
構
想
は
、
政
令
市
へ
の
権
限
と

財
源
の
移
管
を
、
一
方
で
は
法
改
正

に
よ
り
、
他
方
で
は
住
民
投
票
で
決

め
よ
う
と
提
案
し
た
。
自
治
体
の
組

織
形
成
権
も
そ
の
主
張
の
重
要
な
一

部
で
あ
る
。
一
度
中
央
政
府
に
は
い

る
資
金
を
地
方
に
還
流
す
る
と
い
う

の
で
は
な
く
、
地
域
ご
と
の
自
主
力

を
は
じ
め
か
ら
確
立
し
よ
う
と
い
う

の
で
あ
る
。
」
そ
し
て
、
こ
の
第
二

型
の
自
治
論
の
意
義
付
け
と
し
て
、

二
見
同
じ
分
権
論
で
も
、
か
つ
て

は
分
権
化
と
同
時
に
地
域
間
の
平
等

も
必
要
だ
と
い
っ
た
。
こ
れ
は
矛
盾

で
あ
る
。
平
等
を
と
れ
ば
分
権
は
と

り
に
く
い
。
平
等
論
の
多
か
っ
た
時

代
の
分
権
の
主
張
は
啓
蒙
以
上
に
は

な
か
な
か
い
か
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ

が
最
近
の
流
れ
に
あ
る
分
権
論
は
、

あ
る
程
度
不
均
等
を
認
め
て
い
る
点

で
大
胆
で
あ
る
。
こ
れ
は
都
市
中
心

の
自
治
論
で
あ
る
。
こ
れ
で
不
利
に

な
ら
な
い
の
は
強
力
財
源
の
自
治
体

で
あ
る
。
」
と
言
う
。
村
松
は
必
ず

し
も
こ
の
よ
う
な
分
権
化
の
動
き
に

否
定
的
な
見
解
は
と
っ
て
い
な
い
。

む
し
ろ
、
政
令
指
定
都
市
に
対
し
て

は
、
権
限
の
拡
大
を
さ
ら
に
進
め
る

べ
き
だ
と
言
う
。
し
か
し
、
自
治
体

の
権
限
が
拡
大
す
る
と
い
う
こ
と
は
、

市
民
の
政
治
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
裏
打
ち

や
自
治
体
内
部
へ
の
監
査
機
能
の
整

備
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
現

状
を
み
れ
ば
、
市
民
の
政
治
エ
ネ
ル

ギ
ー
云
々
の
前
に
、
市
民
と
行
政
の

関
係
を
ど
う
捉
え
て
い
く
の
か
を
、

ま
ず
検
討
す
べ
き
だ
ろ
う
。
皮
肉
な

こ
と
で
は
あ
る
が
、
市
民
の
政
治
エ

ネ
ル
ギ
ー
の
乏
し
さ
が
こ
の
議
論
を

顕
在
化
さ
せ
て
い
な
い
よ
う
な
状
況

に
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
ま
た
、
監

査
機
能
は
規
模
が
大
き
く
複
雑
に
な
っ

て
い
る
行
政
活
動
に
対
し
て
、
ど
う

実
効
性
を
も
た
せ
る
の
か
難
し
い
。

　
官
僚
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
に
つ

い
て
、
村
松
は
「
テ
ク
ノ
ク
ラ
シ
ー

を
目
指
さ
な
い
テ
ク
ノ
ク
ラ
ッ
ト
」

と
表
現
し
て
い
る
。
分
を
わ
き
ま
え

る
、
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
が
、

自
身
の
あ
り
方
を
あ
ら
て
め
て
考
え

る
言
葉
と
し
て
受
け
と
め
た
い
。
時

代
の
転
換
期
に
、
行
政
の
あ
り
方
を

あ
ら
た
め
て
整
理
す
る
の
に
よ
い
著

書
で
あ
る
。
（
な
お
、
村
松
は
、
地

方
自
治
に
つ
い
て
「
現
代
政
治
学
叢

書
十
五
　
地
方
自
治
」
　
（
東
京
大
学

出
版
会
）
で
詳
し
く
論
じ
て
い
る
。

　
一
読
を
薦
め
る
。
）

∧
総
務
局
職
員
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修
所
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あ
と
が
き

　
臨
時
行
政
改
革
推
進
審
議
会
の

「
地
方
分
権
の
推
進
」
に
関
す
る
答

申
を
契
機
に
、
地
方
分
権
を
め
ぐ
る

論
議
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
ま
す
が
、

大
都
市
制
度
に
つ
い
て
は
一
般
論
の

中
に
埋
も
れ
、
あ
ま
り
議
論
の
対
象

と
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
ま
た
、
こ
れ

ら
の
論
議
の
多
く
は
、
も
っ
ぱ
ら
行

政
サ
イ
ド
の
観
点
か
ら
事
務
・
権
限

の
配
分
を
め
ぐ
っ
て
論
議
が
さ
れ
、

市
民
生
活
へ
の
影
響
や
住
民
自
治
な

ど
の
現
行
地
方
制
度
の
問
題
点
を
明

確
に
示
し
て
い
な
い
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
し
か
し
、
今
日
三
代
都
市
圏
や
ブ

ロ
ッ
ク
の
中
心
都
市
な
ど
の
大
都
市

人
口
は
、
わ
が
国
人
口
の
二
分
の
一

を
占
め
る
に
至
り
、
大
都
市
制
度
の

対
象
も
こ
れ
ら
の
総
て
に
拡
大
し
、

ま
た
、
生
活
の
豊
か
さ
が
求
め
ら
れ

る
新
た
な
段
階
に
あ
っ
て
、
豊
か
な

生
活
を
地
域
で
実
現
す
る
こ
と
を
目

的
に
せ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

　
そ
こ
で
、
本
号
で
は
、
都
市
を
と

り
ま
く
社
会
経
済
状
況
の
変
化
や
都

市
の
行
政
実
態
を
検
討
の
上
、
市
民

生
活
の
視
点
か
ら
大
都
市
制
度
を
見

直
し
、
改
善
さ
れ
る
べ
き
問
題
を
明

か
に
し
よ
う
と
し
ま
し
た
。

　
本
号
が
、
こ
の
目
的
を
ど
こ
ま
で

果
た
せ
た
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、

い
ず
れ
に
せ
よ
、
「
二
十
一
世
紀
は

地
方
自
治
の
時
代
」
と
言
わ
れ
る
よ

う
に
、
こ
れ
か
ら
の
日
本
の
歩
ひ
コ
ー

ス
を
選
択
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
自

治
・
分
権
の
あ
り
方
は
き
わ
め
て
重

要
な
争
点
に
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ

ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
現
在
進
行
し

て
い
る
分
権
化
潮
流
を
全
体
と
し
て

理
解
す
る
こ
と
は
、
こ
の
自
治
を
ベ
ー

ス
に
し
た
将
来
社
会
を
構
想
す
る
う

え
で
き
わ
め
て
重
要
な
作
業
に
違
い

あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
意
味
で
も
、
読

者
の
一
人
ひ
と
り
が
本
号
の
分
権
化

の
諸
議
論
を
も
と
に
、
将
来
の
地
方

自
治
の
在
り
方
に
に
つ
い
て
知
恵
を

生
み
出
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い

ま
す
。
本
号
が
、
大
都
市
と
地
方
分

権
の
今
後
の
発
展
を
考
え
る
た
め
の

議
論
の
参
考
に
な
れ
ば
、
ま
こ
と
に

幸
い
で
す
。

　
最
後
に
、
「
特
集
一
覧
」
の
頁
は

頁
数
の
関
係
で
、
一
頁
に
さ
せ
て
頂

き
ま
し
た
。
　
　
　
　
　
△
室
谷
∇
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「
調
査
季
報
」
は
職
員
が
自
由
に
意

見
を
発
表
し
討
論
す
る
行
政
研
究
誌

で
す
。
「
行
政
研
究
」
へ
の
投
稿
も

歓
迎
し
ま
す
。
二
〇
〇
字
詰
五
〇
枚

以
内
。
企
画
調
整
室
ま
で
（
電
話
六

七
一
上
一
〇
二
九
）
。

　
こ
の
「
読
者
の
ペ
ー
ジ
」
へ
も
ご

投
稿
く
だ
さ
い
。
市
政
、
都
市
問
題
、

自
治
体
問
題
等
、
題
材
は
自
由
。
一

〇
〇
〇
字
以
内
。


