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三
田
學
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誌
第
四
十
八
卷
第
十
二
號 

も
に
私
的」

(

同
上)

で
あ
る
か
ら
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

，

'
と
こ
.ろ
が
、

「

社
會
的
生
產
諸
カ
の
展
開
と
と
も
、に
社
會
的
生
產
諸
カ
吖
姓 

格
も
同
時
に
變
化
し」

(

三
四
頁)

、

「

生
産
は
私
的
な
も
の
か
ら
社
會
的
な
も 

の
に
發
展」
し
た(

三
七
頁)

。
し
か
る
に
.

「

領
有
形
態
だ
け
が
古
い
も
の
に
と
' 

ど
ま
っ
て
い
る」

(
同
上)

の
で「

そ
れ
は
生
產
の
社
鲁
的
性
格
と
矛
盾
す
る」 

(

同
上)

；

に
至
る
。H,.
ル
ス
ナ
'丨
に
よ
れ
は
、
こ
の
矛
盾
こ
そ
が「

資
本
主
義 

的
生
產
方
法
の
根
本
的
矛
盾
す
な
わ
ち
生
產
の
社
會
的
性
格
と
領
有
の
資
本
主 

_
的
性
格
と
の
あ
い
だ
の
矛
腐」
で
あ
り「

恐
慌
の
究
極
の
原
因」

な
の
で
あ 

る
が
、
彼
がr

生
產
の
社
會
的
性
格」

と
い
う
と
き
、
そ
れ
は「

こ
ま
ご
ま
し 

た
私
的
な
生
麁
手
段
か
ら
苴
大
な
社
會
的
な
生
產
手
段
に
な
っ
た」

(

三
四
頁) 

こ
と
で
あ
り
、
靴
屋
の
小
刀
は
强
カ
だ
打
拔
機
に
' 
ハ
'ン
マ
！
は
穿
孔
機
と
製 

釘
機(zwick-und IsfagelmascMnen)
に
よ
つ
て
と
つ
て
か
わ
ら
れ
、
 

「

も
は
や
個
々
人
に
よ
っ
て
利
用
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
た
だ
生
產
者
の
一
群 

に
よ
っ
て
の
み
"
勞
働
者
全
員
に
よ
っ
て
の
.み
運
轉
す
る
こ
と
の
で
き
る一

っ 

の
複
雜
な
生
蕻
機
構
が
成
立
し
た」

(

同
占
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
從
っ 

て
、
生
産
物
の
完
成
に
っ
い
て
言
え
ば
、
直
接
生
，產
渚
は
以
前
に
は「

鼻
を
高 

く
し
て
：
：
•
•こ
れ
は
俺
の
生
產
物
だ
、
こ
れ
は
俺
が
っ
く
っ
た
の
だ」

(
m
l

 

j
ニ
頁)

と
言
い
え
た「

個
人
的
行
爲
か
ら
勞
働
者
全
員
が
參
加
す
る
Hi
-
#
的 

行
爲
に
な
っ
た」

(

三
五
頁)

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
表
現
の
う
ち 

に
明
ら
.か
な
よ
う
に
、H

ル
ス
ナー

は「

生
產
の
社
會
的
性
格」

を
技
術
主
義 

的
に
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
生
產
の
社
會
化
さ
れ
る
過
程
は
、
 

必
然
的
に
そ
の
よ
う
な
特
徵
を
も
っ
て
伴
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う 

な「

生
產
手
.段
の
集
積
'
_中
、
勞
働
過
程
の
社
會
化
は
確
立
し
た
祉
會
的
分 

業
の
生
簏
力
的
內
實
で
あ
り
、
生
麓
の
社
會
的
性
格
を
生
蜜P

視
働
か
ら
み
た

- 

五

四

(

.九
五
八
：
}

も
の
.に
す
ぎ
な
い」

(

拙
稿「

石
渡
貞
雄
著『

農
業
恐
慌
論』」

本
誌
昭
和
ニ
十 

:

九
年
七
月
號
、七
0
頁〕

。
生
產
の
社
會
的
性
格
と
は
、
な
に
よ
り
も
ま
ず
、
社 

會
的
分
業
の
こ
と
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
つ
て
、
#
つ
て
商
ロg

の
使
南
價
値 

は
、
個
人
的
な
使
用
價
値
で
は
な
ぐ
て
社
會
的
使
用
價
値
で
あ
る
と
い
.ぅ
こ
と 

で
あ
る
。
だ
か
ら
、
エ
ル
ス
ナ
ー
.の
よ
ぅ
に
、單
純
な
商
品
經
濟
に
お
い
て
は
、
 

生
產
は
私
的
で
あ
る
と
き
め
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
私
的
で
あ
る 

と
同
時
に
社
會
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
社
會
的
な
る
が
故
に
こ
そ
、
生
產 

物
が
商
品
と
し
て
價
値
を
有
す
る
の
で
あ
り
、
商
品
の
使
用
價
値
は
社
會
的
使 

用
價
値
と
し
て
價
値
の
質
料
的
擔
.い
手
と
な
る
の
で
あ
る
。r

生
產
物
が
私
的 

i

.の

.た
め
で
は
な
く
、
社
會
的
i

.の
た
め
に
あ
て
ら
れ
て
い
る」

(

三
五 

頁)

こ
と
は
、
資
本
關
係
の
存
在
に
は
何
ら
か
か
わ
り
な
い
も
の
で
あ
り
、
商 

品
生
產
一
般
に
.お
い
て
正
に
そ
ぅ
で
.あ
っ
た
の
で
あ
る
。
單
純
商
品
經
濟
か
ら 

資
本
制
經
濟
に
な
.つ
て
は
じ
め
て
、
生
產
が
私
的
な
も
の
か
ら
社
會
的
な
も
の 

に
轉
化
し
た
の
で
は
な
い
。
單
純
商
品
經
濟
な
る
概
念
は
資
本
制
經
濟
か
ら
の 

抽
象
に
す
ぎ
な
い
。
資
本
制
生
產
樣
式
に
歴
史
的
に
先
行
す
る
生
產
樣
式
は
封 

建
制
生
產
機
式
で
‘あ
っ
て
、
單
純
商
品
經
濟
で
は
な
い
。
從
っ
て
、
私
的
生
產 

が
社
會
的
生
塵
に
な
る
の
は
、
封
’建
制
生
產
樣
式
の
資
本
制
生
產
樣
式
へ
の
推 

轉
に
よ
っ
て
で
あ
っ
て
、
.單
純
商
品
生
產
の
資
本
制
商
品
生
產
へ
の
轉
化
で
は 

な
か
っ
た
の
^'
あ
る
。
論
理
的
展
開
の
順
序
を
歷
史
的
發
展
の
順
序
と
同
一
視 

じ
て
は
な
ら
な
い
。
.

こ
の
種
の
誤
讓
は

「

社
會
的
生
^
と
資
本
主
義
的
領
有
と
の
あ
い
、だ
の
矛
盾 

は
恐
慌
の
究
極
の
原
因(letzte ursache

)」
(

三
七
頁)

で
は
あ
つ
て
も
、
 

「

こ
の
矛
盾
が
た
だ
ち
に
恐
慌
に
み
ち
び
く
も
の
で
は
な」

(

同
上)

く
、「

そ 

れ
は
資
沐
主
義
的
生
養
方
法
の
新
ぃ
ぃ
、

<3
:
'0'
_
ふ
沁
諸
矛
盾
：に
潑
展
し
、
こ

れ
ら
の
諸
矛
盾
が
そ
れ
ぞ
れ
の
面
で
恐
慌
を
よ
び
お
こ
す」

(

同
上
、
傍
點
引 

用
者)

、
.と
い
つ
た
表
現
の
う
ち
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

こ
こ 

で
は
、
柚
象
か
ら
具
體
へ
の
上
向
法
的(

論
理
的)

發
展
が
、
現
實
の
經
濟
的 

發
展
の
度
合
と
混
淆
さ
れ
て
い
.る
。
 

.

ま
た
、
マ
ル
ク
ス
に
よ
.つ
て「

あ
ら
ゆ
る
現
實
的
恐
慌
の
究
極
の
根
據 

(letzteoHU;ad)
」

(
D
a
s
w
a
p
i
t
a
l

bj
d
. III. 

s. 

528 .).

..と
さ
れ
た 

「

生
產
と
證
の
矛
盾」

.

(

拙
稿
.

T

恐
慌
の
•資
本
制
的
性
格
と
い
わ
ゆ
る
，
；
u
e
r 

letzte G
r
u
n
d
。

に
つ
い
て」

本
誌
昭
和
ニ
十
九
年
八
月
號
、
.
一
八
頁
以
下 

參
照)

を
も
つ
て「

恐
慌
の
原
因(ursache)

を
.な
す
も
.の
で
あ
.る」

£

〇 

頁
。S.41.)

と
な
し
て
Q
H
C
&とur

s
a
o
h
e

と
の
區
別
を
せ
ず
、
一
.方
に 

お
い
て
、
マ
ル
ク
ス
の
恐
慌
理
論
は「

恐
，慌
を
過
少
®

か
ら
說
明
す
る
も
の 

で
.は
な
い」

(

五
〇
頁)

と
言
い
な
が
ら「

こ
め
矛
盾( 「

生
庫
と
消
費
の
矛
盾」 

…
…

引
用
者)

に
お
い
て
は
大
衆
の
砠
タ
1

が
決
定
的
な
双
_
を
演
じ
て
い 

.る」
(

同
上)

と
い
う
と
き
、
論
理
不
明
快
乃
至
論
證
不
充
分
と
い
わ
な
け
れ
ば 

な
ら
な
い
。
 

.

三

そ
の
他
、
.論
理
的
に
そ
の
連
が
り
の
不
明
快
な
i

が
尠
く
な
い
が
、
總
じ

. 

て
本
書
は
恐
慌
風
論
に
お
い
て
@

と
さ
る
べ
き
諸
理
論
を
總
括
し
た
も
の
と 

し
て
、
恐
慌
史
の
概
説
と
相
俟
つ
て
恐
慌
論
の
ft
系
的
理
解
の
た
め
に
役
立
つ 

で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
本
書
の
高
べ
評
價
さ
る
べ
き
點
は
む
し
ろ
そ
の
，點
で
は
な 

く
、
恐
慌
の
社
會
的
諸
結
果
を
明
ら
か
ビ
し
て(

第
一
篇
第
四
章)

、「

經
濟
恐 

慌
の
理
論
が
プ
P
レ
タ
リ
ア
革
命
の
理
論
に
つ
な
が
つ
.て
行
く」

(

一
九
三
寅
。
 

.
s
,
1
6
0
o

こ
と
か
ら「

循
環
的
發
展
と
革
命
運
動
と
の
關
連
を
畠
摘
し
て」

書
評
，及
び
紹
介

(

同
上)

、
恐
慌
論
硏
究
の
實
踐
的
視
角
を
再
認
識
せ
し
め
た
と
こ
ろ
に
あ
っ
た 

の
で
あ
る
。

そ
の
意
味
に
お
い
て
、
續
く
で
あ
，ろ
う
第
一
ー
卷
に
期
待
す
石
も
の
で
は
あ
る 

が
、1

八
八
，ニ
年
の
恐
慌
の
特
殊
性
が「

農
業
恐
慌
と
む
す
び
っ
い
て
い
た
點 

に
あ」
(

三 
一一0
頁)

り
な
が
ら「

農
業
恐
慌
の
う
ち
に
.循
環
的
恐
慌
の
決
定 

的
原
因
を
見
る
の
が
あ
や
ま
り」

(

三
ニ
ー 
頁)

で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、「

一
 

般
的
な
過
剩
生
產
恐
慌」

と
農
業
恐
慌
と
の
關
■
が
理
論
的
に
解
明
さ
れ
て
い 

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
？ 

(

B
6阪
三
三
五
頁
、
大 

月
書
店
、

一
九
五
五
年
三
月
一
五
日
、
定
價
三
六
0
圓)

(

常盤政治

)

市原季一著『

ド
ィ
ツ

經
營
學

』

_

——

ド
イ
ツ
的
經
營
學
の
生
成
と
-#
展一

,

戰
後
の
我
が
國
經
管
fc
濟
學
は
、
著
し
い
テ
ン
ポ
を
以
つ
て
ア
メ
リ
カ
經
營 

學
へ
の
接
近
を
な
し
、
た
め
に
專
ら
實
證
的
個
別
硏
究
に
力
を
そ
そ
ぎ
、
ど
ぅ 

か
：す
る
と
ft
系
化
、
整
備
化
の
努
力
が
無
視
せ
ら
れ
た
。
勿
論
、.
こ
の
ア
メ
リ 

力
經
營
學
へ
の
接
近
自
體
、
.從
來
の
ド
イ
ツ
經
營
學
が
持
つ
、民
族
共
同
體
的
、
 

規
範
的
經W

f

広
對
す
る
反
省
と
い
ぅ
意
味
を
有
し
て
居
た
が、

し
か
し
そ
れ 

は
同
時
に
■ド
イ
ツ
經
營
學
、
特
に
規
範
經
t
Aチ
に
お
け
る
興
味
あ
る
硏
究
を
も 

同
じ
範
疇
の
も
の
と
，し
て
排
斥
す
る
傾
向
が
あ
つ
た
。
而
し
て
昨
今
に
至
り
そ

五
.五

(

九
五
九)



'三
田
學
會
雜
詠
第
四
十
八
卷
第
十
二
號

■

の
ア
メ
リ
カ
經
發
藥
に
も
漸
次
反
省
の
目
が
向
け
ら
れ
る
に
至
り
、
こ
こ
に
再 

び
ド
イ
ツ
經
縣
擧
へ
の
稗
檢
討
、
更
に
は
新
し
い
經
S

濟
學
の
#
ポ
i

力 

が
現
わ
れ
始
め
た
の
で
あ
る
。

/ 
、

こ
こ
.に
書
評
す
る
市
原
季一

著

「

ド
イ
ツ
經
營
學J

も
、
斯
か
る
趨
勢
の
一 

端
を
擔
っ
て
居
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
法
目
に
價
し

ょ

う

。

卽
ち
著
者
は
そ
の 

制
題
に
も
あ
る
機
に
、

「
ド
イ
ツ
的
經
營
學
の
生
成
と
發
展」

を
、
新
し
い
經 

營
學
の
體
系
整
備
の
た
め
に
、r

は
り
め
ぐ
ら
さ
れ
た
網
の
目
の
如
き
關
係
を 

ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ユ
を
交
柱
と
し
て
ひ
と
つ
ひ
と
つ
た
ど
ら
ん」

(

序
文)

と
し 

て
居
る
も
の
で
あ
る
。

.
さ
て
こ
の
様
に
こ
の
醫
は
ド
イ
ツ
經
營
學
を
新
し
い
體
系
化
に
向
っ
て
そ
の 

生
成
と
發
展
を
跡
付
け
て
居
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
最
も
著
し
い
特
質
は
著
者 

自
身
の
經
營
學
に
對
す
る
態
度
を
そ
の
出
發
點
.に
狎
出
し
て
居
み
と
い
う
こ
と 

で
あ
る
。
從
っ
て
著
者
は
第
一
章
に
お
い
てr

配
列
と
選
拔」

の
®

を
取
扱 

い
、
彼
の
方
法
態
度
か
ら
選
抜
法
を
規
定
し
、
以
下
'ゾ
エ
ア
ー
の「

商
業
經
營 

論」

、
デ
I
ト
リ
ッ
ヒ
の「

經
營
科
學」

を
經
營
學
の
先
驅
と
な
し(

第
二
章)

、
 

こ
の
う
ち
特
に
デ
.

—

ト
リ
ッ
ビ
の
經
營
の
內
部
生
活
を
考
察
の
中
心
と
し
、
利 

潤
槪
念
を
排
し
、
經
營
維
持
の
原
則
を
一
.義
と
す
る
思
考
を
受
繼
い
だ
ニ
ッ
ク 

リ
ッ
シ
ュ(

第
三
、
四
章)

、
更
に
—
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
の
組
織
論
を
修
正
し
、
 

展
開
し
た
シ
ユー

ン
プ
ル
I
ク(

第
五
章)

と
い
う
一
系
列
を
自
己
の
態
度
と 

の
顏
迪
に
於
て
檢
討
し
て
い
る
。
そ
し
て
斯
か
る
茶
列
上
の
諸
學
說
の
本
質 

を
、
.ょ
り
明
確
た
ら
し
め
る
と
い
う
意
味
で
、
シ
ュ
マ
ー
レ

ン

バ
ッ
ハ
、

リ

ー 

ガ
ー
、
レ

I

マン、
シ
ュ
ミ
ッ
ト

(

第
七
、
八
、
十
、
十

—*
章)

を
比
較
し
て 

居
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
斯
か
る
系
列
中
の
ド
イ
ツ
經
營
學
と
著
渚
の
態
度
と
の
相
關
連
を
少

■
五

六

(

九
六
0〕

し
く
説
明
し
て
み
よ
う
0

.

デ
I
ト
リ
ッ
ヒ
は
經
濟
科
學
を
流
通
科
學
と
經
營
科
學
に
分
け
て
、
初
め
て 

經
營
の
内
部
生
活
を
科
學
的
硏
究
の
對
象
と
し
、
且
っ
そ
の
場
合
、
經
濟
生
活 

は
そ
の
擔
い
手
が
人
間
で
あ
る
が
故
に
、
經
濟
生
活
原
理
は
人
間
の
本
質
か
ら 

引
出
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
、
經
營
を
勞
働
共
同
體
と
、し
て
把
握
し
た
。
こ 

れ
は
第
一
一
期
か
ら
の
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
に
受
繼
が
れ
、
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
は
こ 

れ
を
組
織
論
と
し
て
經
營
學
を
形
成
し
た
の
で
ふ
る
。
そ
し
て
彼
の
場
合
組
織 

論
と
は
所
謂
經
營
組
織
論
と
は
員
り
、
そ
の
本
質
を
人
間
の
哲
學
的
本
質
に
求 

め
る
精
神
的
結
合
で
あ
る
と
し
、
そ
こ
か
ら
組
織
第
一
法
則
は
人
間
の「

良
心 

の
法
則」

に
衆
め
.た
の
で
あ
っ
た
。
っ
ま
り
彼
は「

人
間
の
良
心
と
い
う
直
接 

的
自
己
意
識
に
於
て
彼
自
身
全
體
で
あ
る
と
共
に
、
部
分
と
し
て
意
識
し
、
こ 

の
意
識
が
人
間
を
し
て
共
同
體
を
形
成
せ
し
め
る」

と
說
明
し
た
の
で
あ
る
。
 

そ
し
て
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
の
こ
の
規
定
は
明
ら
か
に
ア
プ
リ
オ
リー

的
で
あ
る 

が
故
に
、
シ
二 
I

ン
プ
ル
I

ク
は
こ
れ
を
社
會
構
成
體
概
念
か
ら
規
定
付
け
よ 

う
と
し
た
の
で
あ
つ
た
。
シK 

I

ン
プ
ル
ー
ク
に
よ
れ
ば
、
社
會
構
成
體
は
ー 

っ
の
統
一
的
意
志
を
も
た
ぬ
開
放
的
構
成
體
と
、

一
っ
の
統
一
的
意
志
に
よ
り 

形
成
さ
れ
る
封
鎖
的
構
成
體
と
か
ら
な
り
、
前
表
は
國
民
經
濟
で
あ
り
、
そ
れ 

を
對
象
と
す
る
の
が
經
濟
學
で
あ
っ
て
、
後
者
こ
そ
が
經
營
で
あ
り
、
又
そ
れ 

を
對
象
と
す
る
學
間
が
、
一
一
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
の
意
味
で
の
11
織
論
、
從
っ
て
經 

營
學
で
あ
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

こ
の
シK

丨
ン
プ
ル
ー
ク
の
主
張
を
、.實
に
こ
の
書
の
著
者
が
受
け
繼
ぎ
、
 

修
正
し
、
展
開
し
て
居
る
も
の
に
外
な
ら
な
い
。
卽
ち
著
者
は
先
ず
こ
の
系
列 

を
由I

實
に
追
っ
て
硏
究
し
、
基
本
的
に
は
-一
ッ
ク
リ
ブ
シH

の
組
織
論
に
賛
成 

す
る
が
、
そ
の
ア
プ
リ
オ
リー

的
規
定
に
は
反
對
し
て
シ
エ
ー
ン
プ
ル
ー
ク
に
.

赞
同
す
る
。
そ
し
て
更
に
經
營
經
濟
の
形
式
的
側
面
を
シ
ュ
I
ン
ブ
.ル
ー
ク
の 

封
銷
的
構
成
體
に
限
定
せ
し
め
ず
、.
ゾ
ン
バ
ル
ト
の
團
體
の
槪
念
に
迄
擴
張
し 

て
、
著
渚
の
經
牌
a
キ
は
完
了
す
る
の
で
あ
る
。

で
は
C
こ

に
こ
の
著
に
對
す
る
疑
問
及
び
^

點̂
の
一
.一、
三
を
擧
げ
て
お
こ 

う
。
そ
の1

は
同
書
に
於
か
る
ド
ィ
ッ
經
營
學
渚
選
拔
方
法
と
、
著
渚
の
態
度 

表
明
と
の
_

で
あ
る
。
著
渚
が
自
ら
の
態
度
を
明
確
に
す
る
事
自
體
に
は
何 

ら
®

は
な
い
。
し
か
し
そ
こ
で
51

双
さ
れ
る
學
者
群
は
所
謂
ド
ィ
ツ
規
範
學 

派
か
、
或
は
そ
の1

流
と
見
な
さ
れ
る
人
々
で
あ
る
。
而
し
て
凡
そ
ド
ィ
ツ
的 

經
營
學
の
生
成
と
發
展
を
問
題
と
す
る
限
り
は
、
著
者
の
興
味
が
如
何
で
あ
ろ 

う
と
私
經
濟
學
派
を
無
視
す
る
こ
と
は
出
來
な
い
。
リ
ー
ガ
~
は
ニ
ッ
ク
リ
ッ 

シ
ズ
と
共
に
兩
極
端
で
あ
る
と
し
乍
ら
、
一
一
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
に
立
つ
と
い
う
こ 

と
は
、
兩
渚
を
沒
價i

g
l
：

斷
的
に
取
扱
っ
た
歸
結
と
し
て
支
持
す
る
の
で
な
け 

れ
ば
意
味
が
な
い
の
で
は
な
い
か
。
又
そ
の
意
味
で
著
者
の
シ
二
ー
ン
プ
ルー

 

ク
の「

配
列
と
選
抜」

批
判
に
も
首
肯
し
得
な
い
。
著
者
は
シ
ュ
ー
ン
プ
ル
！ 

ク
の
選
拔
を
自
己
の
態
度
か
ら
冀
な
霞
と
言
わ
れ
る
が
、
シ
ュ
ー
ン
プ
ル 

丨
ク
の
眞
意
は
こ
れ
ら
私
經
濟
派
等
を
も
含
め
て
、
結
局
す
る
に
學
派
の
對
立 

は
世
界
觀
の
相
違
で
あ
る
と
見
る
こ
と
に
存
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
著
者
は
そ 

，
の
眞
意
を
も
っ
と
理
髁
す
べ
き

.で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
第
一
一
の
0
 

は
著
者
は
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
と
特
に
シ
子
丨
ン
プ
ル
ー
ク
に
そ
の
支
柱
を
求
め 

ら
れ
て
居
る
が
、
そ
の
間
彼
ら
を
批
判
的
に
考
察
す
る
場
合
の
著
者
の
槪
念
規 

定
が
不
明
確
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
著
港
の
い
う
經
濟
性
な
る 

概
念
も
、
本
源
的
な
限
界
概
念
と
し
て
の
そ
れ
か
、
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
經
營
學 

上
の
そ
れ
か
、
又
そ
の
他
の
も
の
で
あ
る
か
は
全
く
不
明
で
あ
り
、
且
っ
社
會 

學
的
考
察
と
組
織
論
的
考
察
と
い
う
場
合
も
そ
の
內
容
的
區
別
は
判
然
と
し
な 

書評及びおか

い
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
こ
れ
ら
の
疑
問
及
び
間
題
點
は
存
す
る
が
、
全
體
と
し
て
は
、
斯 

か
る
方
面
の
硏
究
の
數
少
い
我
が
國
で
は
、
又
最
朝
に
述
べ
た
我
が
國
の
規
狀 

か
ら
す
れ
ば
推
獎
し
得
る
書
の
一
.で
あ
る
と
い
え
ょ
ぅ
。
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