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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
。

'
三

五

U

I)



審
查
報
告
要
旨

主
論
文「

保
険
経
済
学
原
理」

は
、
第
一
編
保
険
学
方
法
論
、
第
二
編
保
険
. 

本
質
論
、
第
三
編
経
済
学
説
と
保
険
理
論
、
第
四
編
保
険
の
経
済
理
論
、
第

五

、
 

編
保
険
周
辺
制
度
論
、
第
六
編
保
険
限
界
論
の
六
編
よ
り
成
つ
て
い
る
。

:
.

第

一

編

「

保
険
学
方
法
論」
に
お
い
て
は
、
ま
ず
保
険
学
の
生
成
の
由
来
か 

ら
説
き
起
こ
し
、
保
険
学
の
対
象
を
保
険
の
経
済
現
象
に
求
め
、
保
険
学
は
保 

険
経
済
学
で
あ
る
ベ
き
こ
と
、
し
か
も
そ
れ
は
諸
科
学
を
採
り
集
め
た
集
合
科 

学
で
は
な
く
、

一
個
の
独
立
し
た
科
学
で
あ
り
、
社
会
科
学
で
あ
り
、
歴
史
科 

学
で
あ
り
、
経
験
科
学
で
あ
る
べ
き
こ
と
を
主
張
し
、
保
険
学
は
、
保
険
資
本 

の
運
動
法
則
を
分
析
し
解
明
す
る
こ
と
を
任
務
と
す
る
保
険
経
済
学
で
あ
る
べ 

き
こ
と
を
主
張
す
る
。
そ
し
て
著
者
に
よ
る
と
、
保
険
学
は
、
保

険

経

済

学

の. 

ほ
か
"
補
助
諸
科
学
に
大
別
し
、，
保
険
実
務
論
お
.よ
び
保
険
法
律
論
な
ど
を
偏 

m
す
る
こ
と
を
是
正
し
、
保
険
本
質
論
の
蜇
要
性
を
カ
説
し
、
そ
の
後
に
当
面 

の
主
要
な
諸
課
題
を
整
理
し
て
い
る
。

そ
し
て
第
一
編「

保
険
本
質
論」

の
.後
半
に
お
い
て
は
、
.資
本
主
義
の
発
展 

の
諸
段
階
に
お
け
る
経
済
^
情
と
経
罾
^
説
の
関
連
を
述
べ
、
経
済
と
保
険
、
 

経
済
学
説
と
保
険
学
説
の
関
速
な
ら
び
に
.変
遷
を
叙
し
、
そ
の
帰
結
と
し
て
、
 

当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
現
代
の
保
険
学
は
、
資
本
主
義
社
会
に
お
け
る
保
険
を 

研
究
の
対
象
と
す
べ
き
こ
と
、
そ
し
て
保
險
経
済
学
の
研
究
は
、
保
険
費
用
の 

研
究
か
ら
出
発
す
べ
き
こ
と
を
主
張
し
、
保
険
費
用
を
流
通
費
用
と
み
る
.と
と 

に
よ
っ
て
、
保
険
資
本
の
経
済
学
的
分
析
が
疗
わ
れ
得
る
こ
と
、
そ
し
て
、
そ 

こ
に
保
険
経
済
学
の
成
立
す
る
拠
点
が
■見
出
さ
れ
る
と
主
張
す
る
。
こ
の
よ
う

'

一

二

六

(

ニ
ー
六)

な
主
張
は
、
い
ぅ
ま
で
も
な
く
荖
者
多
年
の
研
鑽
の
結
果
、
得
た
信
念
に
蓝
づ 

ベ
の
で
あ
る
'0

'
第
一1

編

「

保
険
本
質
論」

に
お
い
て
は
、
ま
ず
法
律
論
的
所
産
で
あ
る
損
害 

説
と
、
そ
の
論
拠
と
す
る
被
保
険
利
益
の
概
-^
を
採
り
上
げ
'.
.
そ
れ
を
批
判 

し
、
次
い
で
麻
険
商
品
説
に
論
鋒
を
転
じ
、
こ
れ
を
仔
細
に
検
討
し
、
保
険
は 

い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
も
商
品
で
あ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
、
続

ハ
て
保 

険
金
融
説
に
関
す
る
諸
学
者
の
所
説
を
姐
上
に
の
せ
、
金
融
は
言
用
制

度

の

下
 

に
お
け
る
利
子
生
み
貨
幣
資
本
を
貸
し
付
け
る
行
為
で
あ
る
と
定
義
し
て
、
金 

.融
説
を
排
撃
し
、
結
論
と
し
て
経
済
学
的
保
險
本
質
論
は
、
い
か
に
し
て
形
成 

し
得
べ
き
か
を
論
じ
.
'て
い
る
。

.

第

三

編「

経
済
学
説
-と
保
険
理
論」

に
お
い
て
は
、
ま
ず
正
統
学
派
の
若
干 

の
代
表
的
著
作
を
採
り
上
げ
て
保
険
理
論
の
生
成
の
様
相
を
窺
い
、
利
潤
理
論 

と
保
険
理
論
の
関
連
を
検
討
し
、
経
済
現
象
に
お
け
る
時
間
の
要
素
と
保
険
.理 

論
の
展
開
に
つ
い
て
詳
細
に
論
述
し
、

ヮ
ル
ラ
ス
の
均
衡
理
論
に
論
及
し
、
そ 

こ
か
ら
動
態
経
済
に
即
応
し
た
保
険
の
成
立
が
可
能
で
あ
る
こ
.と
を
主
張
す 

る
。
次
い
で
利
子
理
論
と
保
険
理
論
を
ヶ
ィ
.ン
ズ
の
所
説
を
通
し
て
観
察
し
て 

い
る
。

：

第

四

編「

保
険
の
経
済
理
論」

は
、

主
論
文
の
中
心
部
分

を

構
成
し
、
保

険
 

現
象
を
経
済
理
論
に
拠
っ
て
分
析
し
、

保
険
労
働
、
保
険
^
用
、

保
険
利
潤
、
 

保
険
と
偭
値
形
成
な
ど
の
課
題
に
つ
.い
て
、
詳
細
且
つ
明
解
な
論
述
を
な
し
て 

い
.る
。
保
険
労
働
す
な
わ
ち
い
わ
ゆ
る
外
務
員
、
勧
誘
員
な
ど
の
労
働
は
不
生 

産
労
働
で
あ
り
、
妬
険
費
相
は
流
通
費
用
で
、
不
生
産
的
空
費
.で
あ
る
と
し
、

51

に
保
険
费
用
と
修
繕
費
の
関
係
に
言
及
し
、
保
険
と
価
値
形
成
に
つ
、，
て

.は
、
ま
ず
経
常
修
繕
費
の
保
険
す
な
わ
ち
損
害
を
塡
補
す
る
保
険
の
保
險
料 

は
、
商
品
の
価
値
を
形
成
す
る
が
、
こ
の
よ
ぅ
な
保
険
は
真
の
保
険
で
は
な
い 

と
断
定
し
、
次
い
で
仕
損
品
の
保
険
に
つ
い
'て
は
、
仕
損
品
と
超
過
利
潤
の
関 

係
を
採
り
上
げ
、
こ
れ
に
関
す
る
見
解
を
叙
-L
、
続
い
て
保
険
費
用
が
流
通
費 

用
で
あ
る
所
以
を
明
ら
か
’に
し
、
保
険
の
本
質
に
関
す
る
従
来
の
諸
説
を
排
斥 

し
て
、
独
自
の
予
備
貨
幣
説
を
主
張
す
る
。
 

.

そ
し
て
.第
四
編
の
.後
半
に
お
い
て
は
、
保
険
利
潤
の
研
究
を
展
開
し
、
保
険 

利
潤
の
源
泉
に
つ
い
て
は
通
説
を
斥
け
、
保
険
資
本
は
金
融
資
本
で
あ
り
、
保 

険
利
潤
は
、
.保
険
企
業
.の
本
来
の
業
務
す
な
わ
ち
危
険
負
担
業
務
：に
由
来
す
る 

よ
り
も
、
む
し
ろ
附
随
業
務
で
あ
る
資
金
運
用
業
務
：に
(±
1
来
す
る
こ
と
を
主
張 

し
、
保
険
企
業
の
収
益
は
、
金
融
収
益
に
：出
ず
る
こ
と
：を
主
張
す
る
。
こ
れ
は 

現
代
の
資
本
主
義
社
会
の
実
情
に
即
し
て
導
き
出
し
た
妥
当
な
見
解
で
あ
る
。

第

五

編「

保
険
.周
辺
制
度
論」

に

お

い

て

は

、

社
会
保
険
と
共
済
を
採
り
上 

げ
、
社
会
保
険
は
、
国
民
所
得
の
多
寡
に
よ
っ
て
.、
生
命
保
険
と
の
共
存
も
し 

く
は
競
合
の
関
係
に
立
つ
こ
と
、
そ
れ
か
ら
社
^

^
険
の
特
性
お
よ
び
社
会
的 

费
用
を
解
明
し
、
社
会
保
険
の
典
型
的
仕
組
と
し
て
医
療
保
険
を
採
り
上
げ
、

. 

医
療
の
現
物
給
付
に
つ
い
て
は
、
保
険
原
理
と
.は
別
個
の
福
祉
原
理
に
拠
る
と 

主
張
し
、
共
済
に
つ
い
て
は
、
私
営
保
険
の
も
の
と
、
社
会
保
険
の
性
格
の
も 

め
と
.あ
る
と
.述
べ
、
：将
来
の
趨
勢
と
し
て
は
、
保
険
に
近
似
す
る
も
の
と
、
保 

障
に
近
似
す
る
.も
の
と
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

.

.
第
六
編
，

「

保
険
限
界
論」

に
お
い
て
は
、
保
険
の
成
立
し
発
展
す
る
諸
条
件 

を
論
述
し
て
い
.る
。
 

.

次
に
参
考
論
文
-:「

社
会
保
険
と
社
会
保
障
の
研
究
論
文
集」

は
、：
表
題
の
示 

学
位
授
与
報
告

 

,

.す
通
り
、
社
会
保
険
と
社
会
保
障
に
関
す
る
著
者
の
研
究
論
文
を
採
録
し
た
も 

の
で
、
こ
の
分
野
に
お
け
る
造
詣
の
浅
く
な
い
こ
と
を
立
証
す
る
諸
篇
で
あ
る
。

こ
れ
を
要
す
る
に
、
主
論
文
は
、
保
険
現
象
を
著
者
の
多
年
の
研
鑽
思
索
に 

ょ
る
経
済
理
論
に
照
し
合
わ
せ
て
解
明
し
、
保
険
経
済
学
を
一
個
の
独
立
し
た 

社
会
科
学
と
し
て
樹
立
す
る
こ
と
を
目
的
士
し
、
そ
の
た
め
に
先
ず
首
尾
一
貫 

し
た
方
法
論
を
確
立
し
、
そ
れ
に
迤
づ
い
て
保
険
経
済
学
の
在
り

.
方
を
規
定 

し
、
そ
の
研
究
の
対
象
と
な
る
保
険
の
本
質
を
明
確
に
し
、
保
険
資
本
の
運
動 

'法
則
を
分
析
し
、
保
険
現
象
を
解
明
し
、
保
険
'の
本
質
に
つ
い
て
は
、
予
備
貨 

幣
説
に
到
達
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
所
説
に
ょ
る
と
保
険
は
偶
然
の
災
害
に
対
' 

す
る
予
備
貨
幣
を
社
会
的
形
態
で
蓄
積
す
る
制
度
で
あ
っ
て
、
多
数
の
経
済
主
. 

体
が
結
合
し
、
確
率
計
算
に
蓝
づ
く
公
平
な
分
担
額
を
そ
の
方
法
と
す
る
と
の 

こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
保
険
の
経
済
理
論
と
し
て
は
、

保
険
価
値
形
成
の
問 

題
、
保
険
利
潤
の
源
泉
を
追
求
し
、
保
険
資
本
が
金
融
資
本
で
あ
る
こ
と
を
明 

瞭
に
し
、
そ
の
後
に
、
保
険
の
限
界
す
な
わ
ち
保
険
の
成
立
な
ら
び
に
発
展
の 

諸
条
件
を
論
じ
て
い
る
。

主

論

文「

保
険
経
済
学
原
'1
1」

の
著
者
庭
田
範
秋
君
は
、
昭
和
ニ
五
年
、
慶 

応
義
塾
大
学
経
済
学
部(

旧
S

を
卒
業
し
:
保
険
学
を
専
攻
す
る
■た
め
大
学 

院

(

旧
制)

に
入
学
し
、

爾
来
、
今
日
に
至
る
ま
で
約
十
.五
年
間
、
不
断
の
研 

鑽
を
重
ね
、
多
数
の
研
究
論
文
を
学
術
雑
誌
に
発
表
し
、
そ
れ
ら
を
西
検
討
の 

上
、
取
り
ま
と
め
て「

保
険
経
済
学
序
説」

(

昭
和
三
五
■年
、
慶
応
通
信
刊)

、「

わ 

が
国
近
代
保
険
学
の
発
展」

(

昭
和
三
七
年
、
慶
応
通
信
刊)

、「

社
会
保
障
の
迤
本
. 

理
論」

(

昭
和
三
九
年
'
慶
応
通
信
刊)

、「

保
険
理
論
の
展
開」

(

昭
和
四
一
年
、

. 

有
斐
閣
刊)

の
諸
著
書
を
相
次
い
で
刊
行
し
て
い
る
。

こ
：れ
ら
の
諸
労
作
は
、

1 

二
.七

(

ニ 

一
七)



発

表•

.-
H
行
の
当
時
、
そ
れ
ぞ
れ
専
門
学
者
の
：間
か
ら
批
判
•
講
評
を
受
げ
、
 

学
界
に
少
な
か
ら
ぬ
反
響
を
与
え
，た
が
、
そ
れ
ら
の
諸
篇
に
対
し
て
、
厳
密
な 

再
検
討
を
加
え
て
出
来
た
の
が
、
主

論
文「

保
険
経
済
学
原
理」

.
で
あ
る
。

'

従
っ
て
主
論
文「

fe
険
経
済
学
原
理」

'は
、
多
年
に
わ
た
る
不
断
の
研
究
の 

成
果
を
集
成
し
た
も
の
で
あ
り
、
量
質
と
も
に
稀
れ
に
み
る
大
著
で
あ
り
0
そ 

の
構
成
、
研
究
の
意
図
な
ら
び
に
成
果
に
つ
い
て
は
、
前
段
に
述
べ
た
通
り
で 

あ
る
。
が
、
慾
を
い
え
ば
、
例
え
ば
経
済
学
説
と
保
険
理
論
の
関
連
を
論
ず
る 

に
あ
た
っ
て
は
、

^
学
派
の
経
^
^
者
あ
る
.い
は
経
#
ヰ
者
の
多
数
の
代
表
的 

な
著
書
に
つ
い
，て
、
更
に
傅
く
渉
撖
す
べ
き
で
あ
り
、
資
本
主
義
経
済
と
保
険 

企
業
の
関
係
を
は
じ
め
、
保
険
の
本
質
、
保
険
労
働
、
社
会
保
険
.な
ど
の
諸
課 

題
を
論
ず
る
に
あ
た
や
て
は
ノ
現
実
を
巨
細
に
観
察
し
’
分
析
し
、
そ
の
上
で 

慎
重
に
考
慮
し
：て
決
定
す
べ
き
で
あ
ろ
，ぅ
。

し
か
し
そ
れ
に
も
が
.か
わ
ら
ず
、
主

論
文「

保
険
経
済
^
.原
理」

は
、

一，言 

に
し
て
尽
く
せ
ば
彳
ま
ず
保
険
学
の
方
法
論
を
独
自
の
見
地
か
ら
蓰
立
し
、
そ 

れ
に
莲
づ
い
て
、
前
人
未
踏
で
は
な
い
が
、
，保
険
学
の
研
究
に
新
し
い
分
野
を 

開
拓
し
た
ば
か
り
で
な
く
、
内
外
に
お
け
る
.
^
学̂
の
進
展
に
寄
与
し
た 

は
頗
る
顕
著
で
あ
る
。

_ 

.

仍
.て
主
論
文「

保
険
経
済
学
原
理」

お
ょ
び
#.
考

論

文「

社
会
保
険
お
ょ
び 

社
会
保
障
に
関
す
る
論
文
集J

.

の
，著

者

庭

田

範

秋

君

は

、
.
経

済

学

博

士

の

学

位 

を
受
け
る
十
分
の
資
格
が
.あ
る
者
と
認
め
る
。

. 

論
文
審
査
担
当
者
主
査
園
乾
治
：

副

查

鈴

木
..
保

良
.

副

查

小

高

.，泰

雄

：

一
二
八

(

三

八)

試
験
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

者

增

井
健
二 

山

，桝

卑

恕


