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タ
リ
ブ
ー
ト
の
勃
興
へ
の
反
応
、
'フ
ラ
'/
ス

「

ジ
ャ 

コ
バ
；ジ)
主
義」

.
1に
対
す
る
洞
察
が
、
:
■リ
ス
.，ト
を
..し
て 

か
か
る
認
識
の
上
に
独
自
の
途(

黄
金
：の
i

を 

構
想
せ
し
め
た
こ
と
が
、
^
'ィ
'ッ
資
本
主
義
と
の
.速
. 

関
の
う
ち
に
分
析
さ
れ
て
い
る
。
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' 
の 

紹
介
.で
'あ
る
.0
.『

立
教
経
済
学
研
究』
：

I
九
ノ
三(

一
 

九
六
五
年
一
一
一
月

)

.
に
掲
載
ざ
れ
た
も
の
の
苒
録
。

m

こ
の『

リ
ズ
.ト
論
考』

の
特
色
の
一
つ
は
、
 

.著
老
が「

自
身
1の
所
論
の
提
示
以
外
に
真
擊
な
研
究 

患
が
こ
れ
か
ら
本
格
的
な
リ
ス
'ト
研
究
に
入
ろ
う
と 

す
る
ば
あ
い
に
必
耍
か
つ
便
利
な
さ
ま
ざ
ま
の
.指
針
，
 

を
、
考
え
う
る
限
り
漏
れ
な
く
、
し
か
も
詳
細
に
：示 

そ
う
と
し
た」

点
に
あ
る
。
木
書
の
こ
の
部
分
は
、
 

後
れ
て
リ
ス
ト
研
究
に
従
事
し
よ
う
と
い
う
者
に
と 

っ
て
は
、
欠
く
こ
と
の
出
来
な
い
道
標
と
な
る
で
あ 

ろ

う

。『

立

教

経

済

学

研

究

』

，

一
'
九

ノ

ニ 
'

(

一
九
六 

五
年
九
月)

に
載
っ
た
も
の
の
洱
録
。

一
部
補
訂
さ 

れ
て
い
る
。

IV
大
河
内
一
男
編『

経
済
学
を
築
い
た
人
々』 

(

一
九
六
三
年)

に
載
っ
た
も
の
の
.苒
録
。

V

河
出
書
房
刊『

経
済
学
全
集』

第
二
巻
収
録

■の
.

「

ス
，£
.
人
と
リ
ス
ト
___

_

生
産
力
の
.問
題
-
—-J 

(

1
九
五
四
年)

に
加
筆
し
..た
%'
の
。

■

VI
東
独
の
リ
ス
ト
研
究
家Gunter Fabiunke 

の
新
論
文
の
.批
判
的
紹
介
。
我
国
の
住
谷
一
彦
、

(

相 

川
哲
夫
両
氏
の
リ
ス
'ト
論
に
双
す
る
批
判
、
反
^

 ̂

も
部
分
的
に
な
さ
れ
て
い
る
。
.福
島
大
学『

商
学
論 

.集』

三 

一.ノ
四(

一
九
六
.三
年
三
月)

に
載
.っ
た
も 

.の
の
再
録
。

：

.

付
録 
I
 

K
a
r
l
B
r
i
n
k
m
a
n
n

 

•の
著
書
'

F

a.edrich 

List,' 1
9
4
9
.

.の
批
判
的
紹
介
.0『

商

学

論

集

』

一
一
，
一 

ノ
.
ニ 

(

一.
九

五

ニ

年

八

月

)

.
に
掲
載
。

V
.
V ..

付
録
n

著
者
は
一
.九
六
四
年
春
か
ら
約
準
年 

間
、
リ
ス
ト
の
故
郷
ロ
ィ
ト
リ
シ
.ゲ
ン
，市
に
.あ
る
リ
. 

ス
ト
文
庫
で
研
究
■に
従
事
さ
れ
た
0
そ
の
間
の
事
情 

が
と
こ
に
三
つ
の
エ
ッ
セ
ィ
と
し
て
濃
や
か
な
情
感 

と
共
に
記
さ
れ
て
い
る
。

以
上
の
ょ
う
に
本
書
は
、
著
者
の
比
絞
的
古
い
も 

の
か
ら
最
近
に
至
る
ま
で
の
独
立
論
文
を
.収
め
て
あ 

り
、
そ
の
意
味
で
著
者
の
リ
ス
ト
研
究
の「

総
括」 

を
な
す
も
の
.で
あ
る
と
と
も
に
、
学
史
に
お
け
る 

「

研
究
の
本
質
は
む
し
ろ
歴
史
的
な
の

で

あ

り

、

，そ 

う
い
う
本
質
を
持
つ
研
究
と
し
て
こ
ん
に
ち
の
.実
践 

に
つ
な
が
..る」

と
さ
れ
る
著
者
め
問
題
意
識
が
リ

s

o
 ( 
二
5)

.ス
ト
研
究
と
い
う
場
に
お
，い
て
、
こ
こ
に
一
つ
の
帰 

着
点
を
見
出
し
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
，(

I

論 

文)

。
最
後
に
、
：
' リ
ス
ト
に
関
心
を
持
つ
者
は
、
，著 

者
の
リ
ス
ト
文
庫
に
お
け
る
研
究
が
、
ど
の
ょ
う
な 

形
で
氏
の
従
来
の
研
究
成
果
の
上
に
つ
け
加
え
ら
れ 

る
で
あ
ろ
う
か
、
そ
れ
は
従
来
の
氏
の
リ
ス
ト
像
に 

何
ら
か
の
；変
化
を
加
え
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う 

か
、
' と
い
う
関
心
を
抱
い
て
本
書
の
出
版
を
待
っ
た 

で
あ
.ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
本
書
は
，
こ
の
点 

,に
関
し
て
.は
必
ず
し
も
期
待
を
満
足
さ
せ
る
も
の
と 

は
な
っ
て
い
な
い
。
尤
も
こ
れ
は
、「

勉
強
し
た
文 

献
を
新
し
い
，論
文
に
使
う
こ
と
は
た
や
す
い
け
れ 

ど
、
勉
強
中
に
萠
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
意
識
を
成 

熟
さ
せ
る
た
め
に
は
、
さ
ら
に
今
後
に
わ
た
る
研
究 

が
必
要」

だ
と
さ
れ
る
氏
の
述
懷
が
そ
の
ま
ま
承
服 

さ
.'れ
る
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
。...か
か
る
期
待
は
氏
の 

将
来
の
研
究
に
つ
な
ぐ
こ
と
と
し
た
い
。(

未
来
社•

一
九
六
六
年
九
月
刊
• 

A
5 

•

四
一
九
頁
•
一一〇
o 

〇
円)
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速
水
融
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学
位
授
与
報
告

報
.
告
番
号
.乙第

一

八一号
 

学位の種類

_

経
済
申

1#
士 

，

授
与
の
年
月
日
昭
和
四
一
年
一
〇
月
五
日 

学

位

論

文

題

名

「

初
期
検
地
帳
の
研
究」

,

:

.

.

.

.
 

V
 

-
.

内
容
の
要
旨

■

「

初
期
検
地
帳
の
研
究」

論
文
要
旨 

.

.
:速

'
.水
' 

.

.
徹

.

荘
園
領
主
や
戦
国
大
名
と
ば
異
り
、
自
立
し
た
小
農
に
自
ら
の
.
支

配

の

’
基

盤
 

を
求
め
る
領
主
権
力
を
近
世
大
名
と
呼
び
、
か
：れ
ら
が
新
し
い
土
地
制
度
、
顧 

主
制
の
展
開
を
も
た
ら
す
べ
く
行
っ
た
検
地
を
初
期
検
地
と
称
す
る
。
本
論
文 

で
考
察
の
対
象
と
し
た
大
名
浅
野
氏
に
よ
る
紀
伊
国
慶
長
検
地
は
そ
の
ま
味
で 

典
型
的
な「

初
期
検
地」

で
あ
っ
た
。
幸
い
地
域
的
に
ま
と
ま
っ
た
百
冊
以
上 

の
検
地
帳
原
本
が
現
存(

徳
川
林
政
史
研
究
所
蔵)

し
,
そ
の
整
理
、
分
析
を
.通
. 

じ
て
初
期
検
地
.お
よ
び
検
地
帳
の
考
察
を
行
い
え
た
。
序
論
に
お
け
る
_
皿
員 

起
お
よ
び
学
説
史
的
展
望
の
の
ち
、
第
一
章
で
は
大
名
浅
野
氏
の
近
世
大
名
と 

し
て
の
特
性
を
明
ら
.か
に
し
、.
第
二
、
三
章
に
お
い
て
は
検
地
帳
を
.中
心
と
し 

て
土
地
、：
登
録
人
、
家
数
改
等
に
つ
い
て
の
考
察
を
行
っ
た
。
第
四
章
は
史
料
，

•

学
位
授
与
報
告

と
し
て
の
検
地
帳
の
，書
式
に
.つ
い
て
論
じ
、
第
五
、
六

章
は
、
慶
長
丨
元
和
期 

に
熊
野
地
方
を
席
捲
し
.た
農
民
一
挨
を
と
り
上
げ
、
検
地
帳
を
通
じ
て
み
た
該 

地
方
の
構
造
と
一
摸
と
の
関
連
を
論
じ
、.
こ
の
一

揆
が
近
世
大
名
に
対
す
る
後 

進
地
域
の
土
豪
層
の
反
抗
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
よ

ぅ

と

し

た

。
第
七
章 

で
は
、
種
々
問
題
の
多
い
検
地
帳
登
録
人
の
内
容
に
つ
い
て
諸
氏
の
学
説
を
批 

判
し
'
そ
れ
が
一
義
的
な
も
_の
.で
は
な
く
、
，複
雑
な
要
素
の
集
合
で
あ
る
こ
と 

を
立
^
し

よ

ぅ

と

し

允

ノ
第
八
章
は
、‘.
こ
の
検
地
帳
末
尾
に
記
さ
れ
る
家
数
改 

に
着
目
し
、.
こ
の
よ

ぅ

な

■調
^
の
意
図
と
近
世
大
名
の
権
力
構
造
'と
の
関
係
.を
；
 

論
じ
た
。

:

総
じV

、

こ
'の
論
文
の
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
:.
従
来
論
争
の
華
々
し
さ
の 

あ
ま
り
、
.空
論
に
走
り
勝
ち
で
あ
0
た
主
題
に
.関
し
、
よ
り
実
証
的
_な
立
場
，か 

ら
問
題
を
再
検
討
し
、
研
究
の
あ
る
べ
ぎ
姿
を
明
示
す
る
と
共
に
、
検
地
帳
分 

析
の
結
果
を
客
観
的
に
示
す
こ
と
.に
よ
っ
て
、
検
地
と
近
世
封
建
社
会
成
立
の 

基
礎
と
'の
関
連
を
論
ず
る
と
.こ
ろ
に
お
か
れ
て
い
る
。

•
，審
査
報
告
要
旨

•
 

.
 

•

速
水
融
君
の
学
位
請
求
主
論
文
は「

初
期
検
地
帳
の
研
究」

と
題
す
る
が
、
 

こ
の
初
期
検
地
と
は
？
近
世
大
名
が
新
し
い
土
地
制
度
，
領
主
制
の
展
開
を
意 

図
.し
て
お
こ
な
っ
：た
検
地
の
謂
い
で
あ
っ
て
、
：こ
の
.意
味
で
著
考
は
、
大
名
浅 

野
氏
に
よ
る
慶
長
六
年(

I

六
〇

一
年)

の
紀
伊
国
慶
長
検
地
を
典
型
的
な
初
期 

検
地
と
な
し
、
本
論
文
は
こ
の
紀
伊
国
牟
^
^
郡
に
お
け
る
地
域
的
に
ま
と
ま
っ 

f-
百
余
册
の
検
地
帳
原
本
の
，整
理
•
.分
析
を
通
し
て
、
初
期
検
地
お
よ
び
検
地 

帳
を
考
察
し
：た
も
の
で
あ
る
。

m
i

(

二
ニ)



ノ
ま
ず「

第
一
章
封
建
領
主
制
確
立
期
に
お
け
る
浅
野
氏」

に
.お
い
て
、
豊
臣 

な
い
し
徳
川
政
拖
の
中
核
と
な
っ
て
近
世
社
会
を
形
成
し
て
，い
っ
た
も
の
が
、
 

鐵
内
周
辺
の
農
村
に
出
身
し
急
速
に
領
主
化
し
て
い
づ
た
近
佌
大
名
で
あ
る
と 

し
、
浅
野
家
文
書(
大
日
本
古
文
書)

、
未
刊
の
浅
野
藩
史「

済
美
録」

等
に
ょ 

っ
て
、
浅
野
氏
が
従
来
の
軟
国
大
名
と
與
な
る
性
格
を
、
家
臣
：の
持
つ
在
地
小 

領
主
権
の
：杏
定
、:

徹
底
し
た
兵
農
分
離
、
小
農
民
自
立
政
策
の
展
開
に
求
.め 

る
。
づ
ぎ
に「

第
二
章
近
世
初
期
の
検
地
と
本
百
姓
身
分
の
形
成」

で
は
？
紀 

伊
国
慶
長
検
地
帳
め
分
析
に
ょ
り
、
初
期
検
地
に
お
い
て
は
検
地
役
人
の
裁
量 

が
石
高
の
決
定
に
大
き
く
影
響
し
て
い
る
と
論
断
し
、
初
期
の
本
苗
姓
と
は
、. 

検
地
帳
に
耕
地
の
登
録
を
認
め
ら
れ
た
者
し
■た
が
っ
て
高
持
百
姓
で
は
な
く
し
ヾ
 

て
、
屢
々
初
期
検
地
帳
に
附
属
す
る
家
数
改
に
お
.い
て
、
賦
役
を
.負
担
す
る
農 

民
と
定
め
ら
れ
た
者
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

「
第
三
章
^
地
と
検
地
帳」

に
.お
い
て
著
者
は
，
検
地
の
最
終
0

的
が
村
海
の
石
高
n
村
高
の
員
胄
に
あ
.っ 

て
、
個
.々
の
農
民
の
持
高
の
算
定
で
は
な
か
っ
た
こ
と
、
し
た
.が
0
て
近
世
犬
' 

名
の
と
.っ
た
蕋
本
的
農
民
政
策
に
小
農
民
自
立
政
策
が
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い 

•
が
、
-検
地
帳
に
お
け
る
‘典
段
の
登
緑
に
際
し
て

、

地
域
に
関
係
な
く

革
純
に
一
.
 

列
に
書
か
れ
て
■お
り
、
彼
ら
.の
自
立
に
.つ
い
て
の
考
慮
が
払
わ
れ
た
と
は
な
し 

難
い
こ
と
を
論
.証
し
た
の
に
続
い
て
、「

第
四
章
領
主
の
検
地
と

村
の
検
地
帳」 

•で
、
領
主
側
の
も
の
は
一
筆
侮
の
丈
量
間
数
は
a
載
さ
れ
て
い
る
が
石
高
を
欠 

き
、
村
側
の
も
の
は
こ
れ
と
正
反
対
の
記
載
形
式
を
と
る
の
み
な
ら
ず
、
登
録 

人
の
肩
書
に
隣
村
の
名
を
書
い
て
入
作
者
な
る
こ
，と
を
示
し
て
い
る
.と
い
ぅ
，
 

記
載
形
式
の
差
異
か
ら
、
.
一
方
領
主
と
し
て
個
々
の
農
民
の
持
高
に
直
接
の
関 

、也
.が
な
力
っ
.た
こ
と
.
.fl
方
登
録
人
の
う
ち
何
パ
ー
セ
ン
ト
か
.は
.他
村
か
ら
.の

\ 

. 

三
ニ 

'

(

一
 

ニ
ニ)

.

入
作
者
で
あ
る
可
能
性
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
留
意
す
べ
き
で
あ
る
と
論
じ
、
こ 

れ
か
ら
し
て
検
地
帳
が
ど
の
系
統
の
.も
の
で
あ
る
か
を
吟
味
し
て
の
ち
に
研
究 

に
利
用
す
べ
き
で
あ
る
と
説
く
。
 

'

「

第
五
章
紀
州
北
山
她
方
の
検
地
帳」

で
は
、

こ
の
地
方
の
検
地
が
天
茁
十 

三
年(

一
五
八
五
年)

の
秀
吉
に
ょ
る
紀
州
遠
征
直
後
に
発
令
さ
れ
た
に
も
拘
わ 

ら
ず
、
実
施
さ
れ
た
'の
は
天
.正
十
八
年(

ー
五
九
〇
年)

で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
山 

間
辺
境
の
■こ
の
地
方
が
近
世
的
秩
序
の
な
か
に
組
み
入
れ
ら
れ
る
に
は
数
年
，を 

要
し
^
.こ
と
を
示
し
，
'L
力
も
こ
の
天
正
検
地
帳
は
後
年
の
慶
長
検
地
帳
に
比 

.ベ
て
記
載
様
式
は
简
単
で
あ
り
、
徹
底
し
た
一
年
海
の
丈
量
検
地
と
は
な
し
難 

く
、
村
高
4'
慶
長
検
地
と
か
：な
り
開
き
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
天
正
検
地
は 

:残
存
す
る
強
：1 '

'

.

土
豪
勢
カ
の
た
め
不
徹
底
.に
終
っ
た
も
め
と

'

推
定
を
下
し
、
 

「

第
六
章
紀
州
熊
野
一
揆
に
つ
い
て」

で
は
、
畠
長
十
九
丨
二
十
年
：
一
六
一
四 

|

1
五
年)

の
農
民
，ー
，揆
が
、

新
し
い
領
主
と
し
て
臨
ん
だ
近
世
大
名
浅
野
氏 

が
徹
底
し
た
兵
農
分
離
や
検
地
を
お
こ
な
'っ
た
た
め
に
、
こ
の
紀
伊
半
島
南
部 

の
後
進
地
域
■に
強
く
残
存
す
.る
土
廣
勢
力
が
旧
来
の
小
領
主
権
の
喪
失
を
阯
止 

す
ベ
ぐ
反
動
的
に
抵
抗
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
こ
の
ょ
ぅ
な
後
進 

地
帯
に
お
け
る
在
地
勢
力
め
新
領
主
制
へ
の
反
抗
は
、
.近
世
社
会
の
成
立
に
当 

.
:づ
て
意
味
が
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

'
.

「
第
七
章
検
地
帳
登
録
人
を
め
ぐ
っ
て」

に
お
い
て
著
者
は
、

検
地
法
令
に 

直

接

登

録

人

に

関

す

る

規

定

を

欠

く

こ

と

に

着
！：！！

し

、

検

地

に

当

っ

て

.
は

個

.
 々

の
耕
地
に
づ
き
特
定
の
農
民
の
保
有
権
や
耕
作
権
を
認
め
る
こ
：と
が
目
的
で
は 

.な
く
、
領
主
と
農
民
層
と
の
中
間
に
あ
っ
て
作
合
を
と
る
者
が
存
在
し
な
い
こ 

.と
を
確
実
に
す
る
こ
と
を
求
め
た
の
で
あ
.つ
て
、
こ
の
た
め
に
..

一

列
に
登
録
人

を
書
き
速
ね
た
も
の
と
主
張
す
る
。
本
論
文
最
後
の「

第
八
章
近
世
初
期
の
家 

数
人
数
改
と
役
家
に
つ
い
て」

で
は
、
紀
州
睃
長
検
地
帳
に
附
載
さ
れ
た
家
数 

改
は
、
検
地
に
お
け
る
屋
敷
地
調
査
と
重
ね
た
も
の
で
あ
っ
て
、
領
主
が
'農
民 

の
賦
役
負
担
能
力
を
贵
的
に
測
定
す
る
こ
と

を

目
的
と
し
た
も
の
、
ま
た
：検
地 

と
別
箇
に
各
地
で
お
こ
な
わ
れ
た
同
様
の
調
査
は
、
役
家
ま
た
は
初
期
の
本
百 

姓
と
呼
ば
れ
る
賦
役
を
負
担
す
る
家
が
、
村
を
単
位
と
し
て
何
戸
あ
る
か
を
調 

迹
の
.

E

的
と
し
た
こ
と
を
述
べ
る
。
著
者
に
ょ
れ
ば
、
こ
の
役
家
数
は
、
石
高 

と
共
に
、
近
世
大
名
の
所
領
支
配
の
速
本
的
数
字
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
が
速
氷
忍
が
提
出
し
た
主
論
文
の
概
略
で
あ
る
が
、
以
下
に
お
い
て
と 

く
に
力
説
す
る
点
を
^
干
挙
示
す
る
。
ま
ず
検
地
帳
が
領
主
，と
村
と
.の
間
で
作 

成
さ
れ
た
史
料
で
あ
り
、
年
貢
の
賦
課
も
領
主
は
村
に
対
し
て
お
こ
な
っ
て
い 

る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
の
ち
、
従
来
の
検
地
帳
の
研
究
が
登
録
人
の
持
高
別 

構
成
の
検
討
に
偏
し
て
い
る
こ
と
を
非
.と
し
、
村
内
の
構
成
を
知
る
材
料
と
し 

て
は
名
寄
帳
の
方
が
遙
か
に
有
用
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
点
へ
第
二
章)

は 

妥
当
な
論
断
と
い
ぅ
べ
く
、
検
地
帳
の
研
究
は
従
来
の
態
勢
を
す
て
基
礎
的
な 

検
討
に
立
ち
帰
っ
て
！

e

出
発
す
べ
き
で
あ
る
と
勧
告
し
T
い
る
の
は
当
を
得
た 

も
の
と
い
え
ょ
ぅ
。
こ
の
点
は
検
地
帳
の
厳
密
な
史
料
批
判—

例
え
ば
原
本
、
 

副
本
、

写
本
の
区
別
の
明
確
化
I

の
必
要
性
の
主
張(

第
四
章)

と
共
に
、
 

向
後
の
研
究
の
展
開
に
と
っ
て
欠
く
こ
と
を
得
ぬ
指
摘
で
あ
る
。
ま
た
従
来
検 

地
帳
を
用
い
て
村
落
構
造
や
土
地
保
有
構
成
を
論
じ
た
研
究
成
果
が
全
く
無
意 

味
の
も
の
と
は
い
い
得
な
い
が
、
史
料
と
し
て
検
地
帳
の
記
載
を
過
信
す
る
あ 

ま
り
、

一
矩
の
範
四
内
で
土
地
保
有
の
型
を
知
る
材
料
と
す
る
に
と
ど
む
べ
き 

を
、
数
歩
進
ん
で
こ
れ
に
&
づ
き
社
会
1

の
ご
と
き
大
き
な
問
題
に
論
及
す 

学
位
授
与
報
告

. 

.

る
現
状
は
、
極
め
て
危
険
な
研
究
態
度
で
あ
る
と
戒
め
て
い
る
の
は(

第
七
章)

、
 

む
し
ろ
お
そ
き
に
失
し
た
.観
す
ら
あ
る
指
示
と
な
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
役
家
の
制
度
は
石
高
に
1 :
-
づ
く
農
民
の
支
配
体
系
と
は
別
個
の
原 

理
に
よ
る
も
の
で
，は
な
い
か
と
の
疑
問
も
あ
り

得

る

.
。

石

高

制

が

土

地

保

有

と
 

い
う
経
済
的
秩
序
に
基
づ
く
支
配
の
体
系
で
あ
る
の
に
対
し
、
役
家
制
は
家
の 

格
と
い
う
伝
統
的
な
社
会
的
秩
序
に
鉴
づ
く
の
で
あ
っ
て
、

こ
の

後
者
は
前
者 

(

石
高
制)

の
貫
徹
に
よ
っ
て
生
ず
る
土
豪=

有
力
農
民
層
の
不
満
を
解
消
す
ベ 

く
設
定
さ
れ
た
も
の
、
す
な
わ
ち
土
豪
勢
力
と
の
妥
協
策
で
は
な
か
っ
た
か
と 

の
設
問
も
あ
り
得
よ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
著
者
の
解
答
は
次
の
ご
と
く
で
あ
る 

(

第
八
章
>
0

役
家
は
個
別
的
に
設
定
さ
れ
た
も
の
で
は

な

く

、

村
を
取
位
と
し
て
贵
的
に 

算
定
さ
れ
た
も
の
.
.で
あ
る
か
ら
、
役
家
.制
度
と
V
う

よ

う

な

農

民

支

'配

の

体

系
 

が
存
在
し
な
い
こ
.と
、
あ
た
か
も
初
期
に
検
地
に
お
い
て
も
領
主
の
関
心
は
個 

々
の
土
地
保
有
の
上
に
存
し
な
か
っ
た
と
、
同
じ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
れ 

を
妥
協
の
産
物
と
は
い
い
得
な
い
。
近
世
初
期
.の
検
地
と
な
ら
ん
で
家
数
人
数 

改
は
、
近
世
大
名
が
土
地
と
農
民
と
に
対
し
て
領
主
的
把
握
を
貫
徹
す
る
た
め 

の
ニ
つ
の
政
策
を
代
表
す
る
も
の
で
あ
り
\
著
者
が
両
渚
が「

量
へ
の
関
心」 

.と
い
う
動
機
を
共
.通
点
と
す
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
の
は
、
穏
当
な
結
讀
と

な
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

.

'

,

.

.

.

.

.
し
.か
し
な
が
ら
、
.
本
論
文
に
は
向
後
の
著
者
の
検
討
に
俟
ち
た
い
点
が
，あ 

る
。：
そ
の
若
干
を
挙
げ
れ
ば
、
第
一
に
、
'個
々
の
法
令
解
釈
に
つ
い
て
は
、
必 

ず
し
も
一
義
的
に
妥
当
性
を
持
つ
と
は
い
い
切
れ
な
い
も
の
も
あ
る
こ
と
。

第 

1

—*
に
'近
世
大
名
：が
'土
地
と
領
厌
と
を
把
握
す
る
に
当
っ
て「

村」

を
琳
位
と
し

. 

1 

二

三

(

—*
ニ
三)



た
の
は
何
故
'で
あ
っ
た
か
。
换
言
す
れ
ば
、
検
地
を
通
し
て
行
政
の
：単
位
と
さ 

れ

た「
村」

と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
と
.い
う
.問
題
を
、

「

検
地
帳 

の
研
究」

を
介
し
て
考
え
て
み
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
ほ
し
い
こ
と
。
第
三
に
、
 

「

初
期
検
地」

を
介
し
て
、

中
世
社
会
と
近
世
社
会
と
の
歴
史
的
連
続
丨
断
絶 

.を
、
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
。
近
世
社
会
の
社
会
*
経

済

構

造

を

，ど

の

よ

う
 

に
i

し
た
ら
よ
い
の
か
と
い
う
展
望
に
つ
：い
て
、

一
層
^

©
的
な
見
解
を
^
 

ベ
る
こ
と
が
望
ま
し
-い
。
第
四
に
、
こ
の
こ
と
と
関
連
し
て
、
著
者
は「

戦
国 

期
の
領
主
権
が
、
西
ョ
ー
ロ
ッ
パ
封
建
制
下
の
そ
れ
と
比
較
し
う
る
一
種
の
類 

似
性
を
有
し
て
い
た
の
に
対
し
、

秀
吉
以
後
、

徳
川
時
代
の
大
名
の
領
主
権 

が
、
そ
れ
と
は
異
っ
た
も
の
に
な
っ
た
の
も
、

r
つ
の
理
由
は
こ
こ
に
あ
る
と 

考
え
ら
れ
る
。

」
(

序
論)

と
い
う
が
、
近
世
社
会
の
社
会
、
経
済
、
そ
し
て
政
治 

構
造
を
ど
の
よ
う
に
把
握
す
る
か
。
そ
こ
に
お
け
る「
檢
地」

の
意
味
が
さ
ら 

に
位
置
づ
け
ら
れ
る
研
究
作
業
が
ほ
し
.い
と
思
わ
れ
る
。
第
五
に
、
長
年
月
に 

わ
た

っ
て
書
か
れ
た
個
別
論
文
の
集
成
で
あ
る
た
め
、
同
一
事
実
に
対
す
る
理 

解
が
章
に
よ
っ
て
異
っ
た
と
こ
ろ
が
見
受
け
ら
れ
る
。
.こ
の
こ
と
自
体
は
研
究 

の
進
狀
を
示
す
も
の
で
あ
る
げ
れ
ど
も
、
そ
う
し
た
部
分
の
調
整
を
加
う
べ
き 

で
あ
っ
た
と
思
'わ
れ
る
。

こ
れ
ら
に
つ
い
.て
わ
れ
わ
れ
は
今
後
の
著
者
に
期
待
す
る
も
の

で
あ
る
が
、
 

こ
れ
を
要
す
る
に
今
回
提
出
さ
れ
た
本
論
文
は
、
第
二
次
大
戦
後
、
.太
関
検
地 

を
中
心
に
戦
国
末
期——

徳
川
初
期
に
つ
い
て
社
会
構
成
的
立
場
に
偏
し
た
検 

地
帳
研
究
が
盛
ん
.で
あ
る
現
状
に
対
し
て
反
省
を
加
え
.、
実
証
的
客
観
的
研
究 

を
貫
く
こ
と
の
必
要
な
る
を
説
き
、
こ
の
姿
勢
を
保
ち
つ
づ
こ
れ
を
自
ら
実
行 

し
た
も
の
と

い
っ
て
よ
い
。
.
か
か
る
個
別
研
究
の
積
み
重
ね
の
上
に
、
や
が
て

一
二
四(

一
二
四)

わ
が
国
全
体
の
領
主
制
や
封
建
社
会
の
成
立
.
展
開
に
つ
い
て
の
史
的
研
究
♦は 

す
す
め
ら
る
べ
き
で
あ

っ
て
、

.先
走
っ
た
議
論
よ
り
も
、
た
と
え
範
囲
は
狭
く 

と
も
冷
静
な
実
証
的
立
場
か
ら
問
題
を
再
検
討
し
、
着
実
に
，一
歩
一
歩
研
究
を 

重
ね
、
も
っ
て
検
地
帳
分
析
の
結
果
を
客
観
的
に
示
し
、
検
地
と
近
世
封
建
社 

会
成
立
の
基
礎
と
の
関
連
を
論
ず
る
と
い
ぅ
研
究
態
度
は
、
本
論
文「

初
期
検 

地

帳

の

研

究

」

.
の

な

か

に
よ
く
こ
れ
を
窺
ぅ
こ
と
が
で
き
る
。

主
論
文
と
な
ら
ん
で
、
，副
論
文
と
し
て
今
般
搪
出
さ
れ
た
近
世
農
林
漁
業
史 

に
関
す
る
六
篇
の
論
文
も
、
別
の
.機
会
に
何
回
か
発
表
し
た
宗
門
改
帳
の
検
討 

に
基
づ
く
近
世
人
.ロ
動
態
に
関
す
る
一
連
の
研
究
も
、
現
下
の
わ
が
国
に
お
け 

る
経
済
皮
研
究
に
^

い
，
-
て

欠

落

じ

て

い

る

部

分

を

充

し

て

あ
ま
り
あ
る
意
義
を 

も
つ
も
の
で
あ
る
。
仍
て
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
れ
ら
の
す
ぐ
れ
た
業
辕
か
ら
み 

.て
、
著
者
が
経
済
学
博
士
の
学
位
を
.授
与
せ
ら
れ
る
資
格
十
分
以
上
で
あ
る
と 

信
ず
る
も
め
で
あ
る
。論

文
審
査
担
当
者
.主
査 

'高

■
村

象

平
 

副

査

•
島

崎

—

夫 

中

井

信

彦

弑
续
.の
結
果
の
要
旨

.
右
、
学
位
申
請
に
関
連
し
、
過
去
に
お
け
る
同
君
の
業
績
を
検
討
い
た
し
た 

結
果
、
大
学
院
博
士
課
程
の
修
了
者
と
同
等
以
上
の
学
識
を
有
す
る
も
の
と
確 

認
い
た
し
ま
す
。
：

.

試
験
担
当
#

小

池

：基

之

'
 

: 

:

高

村

象

平

'
.

庭

田
範
秋
君
学
位
授
与
報
告

報告番号
 

学位の種類 
授
与
の
年
月
日 

学
位
論
文
題
名

乙
第
.

一

八

ニ

号

‘ 

経
済
学
博
士 

I 

昭

和

四

'
一

年

一

〇

月

五

日 

'■保
険
経
済
学
原
理」

内容の要旨

「

保
険
経
済
学
原
理
«_
論
文
要
旨

庭

.田

範

秋

本
論
文
は
''
'
.保
険
の
経
済
理
論
の
確
立
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
 

保
険
な
.る
制
度
は
経
済
制
度
と
し
て
ま
ず
把
握
さ
れ
だ
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思 

ぅ
か
ら
で
あ
る
。
本
論
文
の「

第
一
.編
方
法
論」

に
お
い
て
、

従
来
の
保
険
学 

の
^
り
方
を
批
判
し
て
、
経
済
学
と
し
て
め
保
険
学
の
方
法
論
を
考
察
し
た
。
 

そ
こ
で
.
は
法
#
論
的
保
険
学
...
へ
の
反
省
が
試
み
ら
.れ
.た
.
...
.'-
:

「

第
二
編
保
険
本
質
論」

で
.は
、
第
一
編
で
立
て
ら
れ
た
方
法
論
に
基
づ
き
.、
 

'保
険
学
説
の
検
討
を
行
な
い
な
が
ら
、
こ
れ
か
ら

の
保
険
本
質
論
は
い
か

に

あ 

る
べ
き
か
を

考
え
た
。
そ
し
て
い
か
に
経
済
学
的
で
あ
っ
て
も
、
従
来
の
保
険 

商
品
説
や
保
険
金
融
説
で
は
、
こ
れ
ま
た
不
十
分
で
あ
る
こ
と
も
わ
か
っ

た

。 

「

第
三
編
経
済
学
説
と
.保
険
理
論」

で
は
古
典
学
派
よ
り
始
め
て
主
要
の
経

学
.位
授
.
与

：
報

；
告

済
学
説
に
い
か
.に
保
険
が
.登
場
し
、
位
置
づ
け
ら
れ
理
解
さ
れ
て
い
る
か
を
追 

求
し
た
。
そ
し
て

そ
れ
は
危
険
の
存
在
と
経
済
の
時
間
的
経
過
と
の
相
互
関
速 

の
場
に
お
い
て
理
解
さ
.れ
て
い
る
。
保
険
の
存
在
を
無
視
し
て
は
体
系
的
な
経 

済
学
説
は
、
と
く
に
分
配
に
関
し
て
は
あ
り
え
ま
い
。
:

「

第
四
編
保
険
の
経
済
理
論」

こ
そ
、

本
論
文
の
中
心
で
あ
る
。

そ
こ
で
は_ 

ま
ず
保
險
費
用
は
商
品
の
価
値
を
^
双
し
な

い

と
の
論
証
か
ら
始
め
ら
れ
て
、
 

保
険
費
用
の
流
通
費
用
性
、
保
険
労
働
の
不
生
産
的
性
格
等
々
を
論
じ
て
の 

ち
、
.保
険
資
本
の
貨
幣
取
扱
資
本
な
る
こ
と
の
解
明
が
な
さ
れ
た
。
さ
ら
に
保 

険
利
潤
.の
問
題
に
も
及
ん
で
、
.こ
れ
は
和
差
説
的
和
沿
と
し
て
あ
ら
ね
は
な
ら 

な
い
と
思
い
至
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
論
理
追
求
は
、
多
く
の
保
険
学
者 

と
の
論
争
の
形
式
を
も
っ
て
進
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
か
か
る
研
究
を
総
合
し 

て
、
保
険
の
本
質
は
予
備
貨
幣
の
一
種
と
し
て
.理
解
さ
る
べ
し
と
の
見
解
に
も 

至
っ
た
の
で
あ
る
。
.結
局
保
険
は
金
融
制
度
と
しV

の
一
面
も
忘
れ
て
は
な
ら 

な

、ノ
の
で
あ
り
、
：本
編
全
体
を
通
じ
て
保
険
の
金
融
理
論
へ
の
体
系
と
構
想
が 

確
立
：さ
.れ
た：。.

さ

て「

第
五
_
保
険
周
辺
制
度
論」

で
は
、
主
と
し
て
社
会
保
険
と
保
険
と 

.の
関
係
を
論
じ
、
さ
ら
に「

第
六
編
保
険
限
界
論」

で
は
、
現
代
の
保
険
の
組 

纖
と
原
則
に
お
い
て
は
、
.ど
こ
ま
で
保
険
が
行
け
る
で
あ
ろ
ぅ
か
を
考
え
た
。

.

こ
こ
，に
保
険
は
ま
す
ま
す
そ
の
経
済
性
を
強
め
る
の
で
あ
り
、
本
論
文
は
そ 

.
の
だ
め
.の
主
と
し
'て
基
礎
理
論
す
な
わ
ち
経
済
原
理
を
追
求
し
た
も
の
で
あ 

.
る
。
経
済
学
の
中
に
お
い
て
い
か
に
保
險
が
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
を

探
り 

な
が
ら
、
，ま
た
，経
済
学
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
諸
原
理
を
も
っ
て
、
経
済
制
度
と 

し
て
の
保
険
そ
の
も
の
の
原
理
ゎ
解
明
こ
そ
が
、
本
論
文
の
要
旨
で
.あ
る
。

'
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