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ス
ピ
ノ
ザ
政
治
哲
学
に
お
け
る
女
性
と
奴
隷
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て

ス
ピ
ノ
ザ
の
政
治
哲
学
か
ら
は
女
性
や
奴
隷
が
排
除
さ
れ
て
い
る
。
彼

の
最
後
の
著
作
で
あ
る
『
政
治
論
』
で
は
、
民
主
国
家
に
お
い
て
さ
え
、

女
性
や
奴
隷
に
は
参
政
権
は
与
え
ら
れ
て
い
な
い
。
で
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
が

女
性
や
奴
隷
を
政
治
の
場
か
ら
排
除
し
た
の
は
厳
密
な
哲
学
的
根
拠
か
ら

で
は
な
く
、
十
七
世
紀
と
い
う
時
代
に
あ
っ
て
逃
れ
る
こ
と
の
で
き
な

か
っ
た
一
般
的
な
偏
見
か
ら
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

し
か
し
、
『
エ
チ
カ
』
を
存
在
論
か
ら
始
め
、
認
識
論
、
感
情
理
論
、
倫

理
学
説
、
そ
し
て
哲
学
的
救
済
論
に
至
る
ま
で
を
徹
底
し
た
論
理
的
一
貰

性
で
駆
け
抜
け
、
こ
の
『
エ
チ
カ
』
で
達
成
さ
れ
た
こ
と
の
基
礎
の
上
に
、

『
エ
チ
カ
』
へ
の
絶
え
ざ
る
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
の
反
復
の
成
果
と
し
て
書
き

上
げ
ら
れ
た
『
政
治
論
』
に
お
け
る
政
治
か
ら
の
女
性
や
奴
隷
の
排
除
を
、

た
だ
時
代
状
況
に
色
濃
く
制
限
さ
れ
て
十
七
世
紀
当
時
の
限
界
内
に
留

ま
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
と
言
っ
て
簡
単
に
片
付
け
る
こ
と
は
で
き
な
い

の
で
は
な
い
か
。
だ
か
ら
多
く
の
研
究
者
た
ち
が
腫
れ
も
の
に
触
る
の
を

避
け
る
か
の
よ
う
に
、
そ
の
傍
ら
を
通
り
過
ぎ
て
行
っ
た
「
政
治
か
ら
の

力

能

と

排

除

女
性
と
奴
隷
の
排
除
」
の
問
題
、
『
政
治
論
』
第
十
一
章
第
三
節
と
第
四
節

を
、
こ
の
徹
底
し
た
論
理
的
・
体
系
的
一
貫
性
を
見
せ
る
『
エ
チ
カ
』
の

著
者
に
敬
意
を
表
し
て
、
彼
の
存
在
論
と
感
情
理
論
に
立
ち
帰
っ
て
、
彼

の
政
治
哲
学
の
形
而
上
学
的
基
礎
か
ら
も
う
一
度
捉
え
直
す
と
い
う
試
み

は
決
し
て
無
益
な
こ
と
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

ス
ピ
ノ
ザ
は
「
自
然
権
j
u
s
n
a
t
u
r
a
e
」
を
「
万
物
が
そ
れ
に
従
っ
て
生

じ
る
自
然
の
諸
法
則
あ
る
い
は
諸
規
則
そ
の
も
の
、
即
ち
自
然
の
力
能
そ

の
も
の
」
で
あ
る
と
定
義
し
、
そ
こ
か
ら
各
個
物
・
各
人
の
自
然
権
は
、

そ
の
力
能
(
p
o
t
e
n
t
i
a
)
が
及
ぶ
所
ま
で
及
ぶ
と
し
て
い
る

(
T
P
/
I
I
/
4
)
。

こ
の
よ
う
に
自
然
権
を
力
能
に
よ
っ
て
規
定
す
る
こ
と
（
こ
の
考
え
方
自

体
は
『
エ
チ
カ
』
第
四
部
定
理
三
七
注
解
一
で
既
に
提
出
さ
れ
て
い
る
）

自
然
権
の
存
在
論
的
基
底
コ
ナ
ト
ゥ
ス
に
よ
る
自
然

権
の
定
義

河

村

厚
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D
)
。

は
、
力
（
能
）
の
大
小
が
自
然
権
の
大
小
と
し
て
反
映
し
て
く
る
と
い
う
こ

と
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
か
ら
は
力
（
能
）
が
小
さ
い
者
の
自
然
権

は
、
そ
の
力
（
能
）
の
小
さ
さ
に
応
じ
て
小
さ
い
と
い
う
考
え
方
も
出
て
く

る
。
自
然
権
は
、
人
間
ば
か
り
で
な
く
万
物
に
例
外
な
く
与
え
ら
れ
て
は

い
る
が
、
そ
の
大
き
さ
は
決
し
て
等
し
い
も
の
で
は
な
い
の
だ
。
ス
ピ
ノ

ザ
は
こ
の
よ
う
な
自
然
権
を
「
自
己
保
存
の
コ
ナ
ト
ゥ
ス

c
o
n
a
t
u
s
sese 

conservandi
」
に
よ
っ
て
定
義
し
て
い
る

(
T
P
/
I
I
/
5
,

E
/
I
V
/
D
8
,
 
2
0
 

D
"
 3
7
S
l
)

。
こ
の
コ
ナ
ト
ゥ
ス
は
存
在
論
的
に
は
、
神
か
ら
「
与
え
ら
れ

た
本
質

e扮
entia
d
a
t
a
」
と
し
て
有
限
様
態

(
m
o
d
u
s
finitus)
と
し
て

の
万
物
に
備
わ
っ
て
い
る
自
己
保
存
の
傾
向
で
あ
る
(
E
/
I
I
I
/
6
•

D
,
 7
・
 

ス
ピ
ノ
ザ
に
よ
る
と
自
己
原
因

(causa
sui)
で
あ
る
神
（
実
体
）
の

み
が
、
そ
の
本
質
が
存
在
を
含
む
も
の
、
つ
ま
り
存
在
す
る
と
し
か
考
え

ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
(
E
/
I
 /
D
I
,
 7
D
,
 

11)
。
こ
れ
に
対
し
て
有
限
様

態
と
し
て
の
個
物
の
本
質
は
存
在
を
含
ま
な
い

(
E
/
I
 
/
2
4
)

。
こ
の
よ
う

な
個
物
は
た
だ
、
自
己
の
「
現
実
的
本
質
」
し
て
の
コ
ナ
ト
ゥ
ス
に
よ
っ

(
1
)
 

て
神
の
無
限
な
る
力
能
を
表
現
す
る

(exprimere)

限
り
に
お
い
て
の

み
(
E
/
I
V
/
4
D
)

、
神
の
力
能
(
I
I

存
在
11

本
質
）
を
享
受
し
て
初
め
て
現

実
的
に
存
在
し
、
活
動
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
(
E
/
I
I
I
/
7
D
)

。
こ

の
意
味
で
、
人
間
も
含
め
た
有
限
様
態
の
存
在
と
活
動
の
究
極
的
な
原
因

は
神
の
力
能
で
あ
り
、
こ
れ
は
『
エ
チ
カ
』
第
一
部
の
「
神
は
、
も
の
が

存
在
し
始
め
る
原
因
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
も
の
が
存
在
に
固
執
す
る

原
因
で
も
あ
る
」
(
E
/
I
 
/
2
4
)

と
い
う
命
題
に
ま
で
遡
れ
る
。
そ
し
て
こ

の
命
題
が
、
ロ
ビ
ン
ソ
ン
の
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に

(Robinson,
1
9
2
8
,
 

S
2
0
8
)

、
『
政
治
論
』
に
お
い
て
自
然
権
が
存
在
論
的
に
定
義
さ
れ
て
い
く

過
程

(
T
P
/
I
I
/
2|
 5
)

に
お
い
て
、
決
定
的
な
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
は

一
目
瞭
然
で
あ
る
。
こ
う
し
て
最
終
的
に
は
、
人
間
の
自
然
権
は
「
そ
れ

に
よ
っ
て
活
動
へ
と
決
定
さ
れ
か
つ
自
己
保
存
を
努
力
さ
せ
ら
れ
る
あ
ら

(
2
)
 

ゆ
る
衝
動
(11

コ
ナ
ト
ゥ
ス
）
」
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ス

ピ
ノ
ザ
は
『
政
治
論
』
第
二
章
第
五
節
か
ら
第
八
節
ま
で
を
使
っ
て
（
実

に
九
回
も
）
、
人
間
が
他
の
個
体
と
同
様
に
「
そ
れ
自
身
に
お
い
て
あ
る
限

り
、
自
己
の
存
在
を
保
存
し
よ
う
と
努
力
す
る
」
(
T
P
/
I
I
/
7
)

こ
と
を
強

調
し
て
い
る
し
、
第
三
章
第
十
八
節
で
は
、
自
分
は
こ
の
『
政
治
論
』
を
、

万
人
に
普
遍
的
に
内
在
す
る
「
自
己
保
存
の
コ
ナ
ト
ゥ
ス
」
と
い
う
人
間

本
性
の
必
然
性
か
ら
証
明
し
た
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
だ
け
は
忘
れ
な
い

で
読
ん
で
欲
し
い
と
読
者
に
注
意
を
促
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
『
政
治
論
』
に
お
い
て
「
自
己
保
存
の
コ
ナ

ト
ゥ
ス
」
と
そ
れ
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
自
然
権
が
い
か
に
重
要
な
位
置

に
あ
っ
た
か
が
分
か
る
。
各
人
の
自
然
権
（
コ
ナ
ト
ゥ
ス
）
が
よ
り
よ
く
、

よ
り
安
定
的
に
維
持
・
保
存
さ
れ
る
た
め
の
、
臣
民
と
国
家
そ
れ
ぞ
れ
の

自
然
権
（
コ
ナ
ト
ゥ
ス
）
の
最
良
の
在
り
方
を
描
く
こ
と
が
『
政
治
論
』

の
究
極
的
な
目
的
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
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あ
る
こ
と
」

ス
ピ
ノ
ザ
の
政
治
哲
学
、
特
に
『
政
治
論
』
に
お
い
て
、
「
自
己
の
権
利

の
下
に
あ
る
こ
と

sui
juris esse
」
と
「
他
者
の
権
利
の
下
に
あ
る
こ
と

alterius juris esse
」レ
J

い
、
っ
＇
八
甲
回
の
一
―
つ
の
社
会
的
な
存
在
の
仕
方
の

分
類
は
極
め
て
重
要
な
も
の
で
あ
り
、
「
二
人
の
人
間
の
間
の
関
係
」
に
お

い
て
の
み
な
ら
ず
、
「
各
人
と
国
家
と
の
関
係
」
、
更
に
は
「
国
家
と
国
家

と
の
関
係
」
に
お
い
て
も
適
用
さ
れ
る
汎
通
的
原
理
と
し
て
『
政
治
論
』

全
体
の
底
流
を
な
し
て
い
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
の
説
明
に
よ
る
と
、
我
々
は
「
他

者
の
権
力

(potestas)

の
下
に
あ
る
」
限
り
、
「
他
者
の
権
利
の
下
に
あ

る
」
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
他
者
か
ら
の
暴
力
を
自
己
の
考
え
に
従
っ

て
排
除
し
、
復
讐
す
る
こ
と
が
で
き
る
限
り
に
お
い
て
、
そ
し
て
自
己
の

意
向
に
従
っ
て
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
限
り
に
お
い
て
「
自
己
の
権
利
の

下
に
あ
る
」
の
で
あ
る

(
T
P
/
I
I
/
9
)
。
こ
こ
で
留
意
す
べ
き
は
、
前
章
で

確
認
し
た
「
力
に
よ
る
権
利
の
規
定
」
が
、
こ
こ
で
も
そ
っ
く
り
そ
の
ま

ま
引
き
継
が
れ
て
、
権
利
関
係
が
力
関
係
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

（

一

）

「
自
己
の
権
利
の
下
に
あ
る
こ
と
」
と
「
他
者
の
権
利
の
下
に

「
支
配
ー
隷
従
関
係
」

の
力
能
理
論

「
支
配
ー
隷
従
関
係
」
の
四
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
「
力
」
、
「
感

情
」
、
「
権
利
」
の
関
係
に
つ
い
て

で
は
こ
の
「
他
者
の
権
利
の
下
に
あ
る
」
と
は
、
あ
る
い
は
「
他
者
を

自
己
の
権
利
の
下
に
置
く
」
と
は
、
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
状
況
を
意

味
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
我
々
が
「
他
者
を
自
己
の
権

の
下
に
置
く
」
の
は
以
下
の
四
つ
の
場
合
で
あ
る
と
言
っ
て

利
（
権
力
）

(
1
)
相
手
の
身
体
を
縛
っ
て
お
く
場
合
。

(
2
)
相
手
か
ら
武
器
や
自
衛
・
逃
走
の
手
段
を
奪
い
取
っ
た
場
合
。

(
3
)
相
手
を
「
恐
怖

m
e
t
u
s
」
の
感
情
に
よ
っ
て
自
己
の
意
に
服
従
さ

せ
た
場
合
。

(
4
)
相
手
を
「
希
望

s
p
e
s
」
の
感
情
（
恩
恵
）
に
よ
っ
て
自
己
の
意
に

服
従
さ
せ
た
場
合
。

ス
ピ
ノ
ザ
に
よ
る
と

(
1
)
と
(
2
)
の
場
合
は
、
我
々
は
相
手
の
身
体
の

み
を
自
己
の
権
利
（
権
力
）
に
従
属
さ
せ
る
の
で
あ
る
が
、

(
3
)
と
(
4
)
の

場
合
は
、
相
手
の
身
体
と
精
神
の
両
方
を
自
己
の
権
利
（
権
力
）
に
従
属

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
前
二
者
よ
り
も
後
二
者
の
ほ

う
が
、
「
よ
り
完
全
な
支
配
」
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
た
だ
こ
こ
で
気
を
付

け
て
お
き
た
い
の
は
、
こ
れ
ま
で
力
（
権
力
）
の
問
題
と
し
て
語
ら
れ
て

き
た
権
利
関
係
が
、

(
3
)
と
(
4
)
の
「
よ
り
完
全
な
支
配
形
態
」
に
至
っ

て
は
、
「
恐
怖
」
や
「
希
望
」
と
い
う
「
感
情
」
の
問
題
と
し
て
語
ら
れ
始

め
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
感
情
」
と
「
力
（
権
力
）
」
と
は
い
か

い
る

(
T
P
/
I
I
/
1
0
)
。

（

二

）
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と
な
り
、

な
る
関
係
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

ス
ピ
ノ
ザ
は
「
希
望
」
を
「
不
安
定
な
喜
び

mco苔
答
苔

L
符
t

惹
N

」
と

し
て
、
「
恐
怖
」
を
「
不
安
定
な
悲
し
み

mco苔
答
苔

T
社
U
思
」
と
し
て

定
義
し
て
い
る

(
E
/
I
I
I
/
1
8
S
2
,

A
d
l
2
・
1
3
)

。
『
エ
チ
カ
』
に
お
い
て
は
、

「
喜
び
」
、
「
悲
し
み
」
、
「
欲
望
（
コ
ナ
ト
ゥ
ス
）
」
と
い
う
基
礎
的
三
感
情

の
関
係
は
、
「
喜
び
」
が
人
間
の
「
欲
望
(11

コ
ナ
ト
ゥ
ス
11

活
動
力
能
）
」

を
増
大
さ
せ
る
感
情
と
し
て
、
「
悲
し
み
」
が
「
欲
望

(11

コ
ナ
ト
ゥ
ス
11

活
動
力
能
）
」
を
減
少
さ
せ
る
感
情
と
し
て
描
か
れ
て
い
た
か
ら

(
E
/
I
I
I
/

3
7
D
,
 5
7
D
)

、
「
不
安
定
な
喜
び
」
で
あ
る
「
希
望
」
は
、
コ
ナ
ト
ゥ
ス

(II

活
動
力
能
11

カ
能
）
を
増
大
さ
せ
る
積
極
的
な
感
情
で
は
な
い
か
と
考
え

そ
う
に
な
る
。
し
か
し
ス
ピ
ノ
ザ
に
よ
る
と
、
「
希
望
」
に
は
人
間
の
認
識

能
力
の
う
ち
で
最
も
低
い
レ
ベ
ル
の
も
の
で
あ
る
「
想
像
知

imagina'

t
i
o

」
が
介
在
し
て
お
り
、
「
希
望
」
を
抱
く
者
は
、
希
望
の
対
象
を
排
除
す

る
よ
う
な
も
の
を
〈
想
像
〉
し
て
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
「
悲
し
み
」
を

抱
き
、
「
恐
怖
」
を
抱
く
者
も
こ
れ
と
は
逆
の
道
を
辿
る
か
ら
、
実
は
「
恐

怖
な
き
希
望
も
希
望
な
き
恐
怖
も
な
い
」
(
E
/
I
I
I
/
5
0
S
,

A
d
1
3
E
x
)

の
で

あ
る
。
こ
う
し
て
結
局
、
「
恐
怖
」
も
「
希
望
」
も
「
悲
し
み
」
を
伴
う
こ

と
な
し
に
は
在
り
え
な
い
か
ら
、
そ
れ
自
体
で
は
「
善
」

(II

喜
び
の
原
因

コ
ナ
ト
ゥ
ス

（
活
動
力
能
）
を
増
大
さ
せ
る
も
の
）

で
は
あ
り

え
な
い
(
E
/
I
V
/
D
1
・
2
,

8

D

 ̀

 
2
9
D
,
 4
7
D
)
。
こ
の
よ
う
に
「
恐
怖
」
と
「
希

望
」
は
倫
理
的
に
批
判
さ
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、
本
質
的
に
「
想
像
知
」

が
介
在
し
て
く
る
こ
れ
ら
二
感
情
か
ら
は
「
迷
信
」
が
生
じ
る
と
し
て
(
E
/

て
い
た
の
だ
。

「
力
」
に
〈
恐
怖
あ
る
い
は
希
望
を
感
じ
〉
さ
せ
る
こ
と
に (II 

I
I
I
/
5
0
S
,
 

T
T
P
 /Prae)
、
認
識
論
的
な
批
判
も
向
け
ら
れ
て
い
る
。
「
恐

怖
」
と
「
希
望
」
は
認
識
の
欠
乏
、
精
神
の
無
能
力
を
示
す
も
の
で
あ
り
、

(
3
)
 

そ
こ
か
ら
の
脱
却
が
求
め
ら
れ
る
の
だ

(
E
/
I
V
/
4
7
S
)

。
以
上
が
ス
ピ
ノ

ザ
の
「
恐
怖
」
と
「
希
望
」
の
感
情
の
批
判
の
内
容
で
あ
る
が
、
こ
の
批

判
の
中
核
に
あ
る
の
は
、
こ
の
二
感
情
が
「
悲
し
み
」
の
感
情
を
必
然
的

に
伴
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
悲
し
み
」
が
直
接
的
に
「
悪
」
で
あ
る
の

（
活
動
力
能
）
を
減
少
さ
せ
る
か
ら
で

の
コ
ナ
ト
ゥ
ス

あ
る

(
E
/
I
V
/
4
1
•

D
)

。
よ
っ
て
「
恐
怖
」
と
「
希
望
」
の
両
感
情
も
、
我
々

（
活
動
力
能
）
を
減
少
さ
せ
る
限
り
に
お
い
て
批
判
さ
れ

こ
こ
で
は
、

「
恐
怖
」
と
「
希
望
」
の
感
情
が
我
々
の
コ
ナ
ト
ゥ
ス

活
動
力
能
11

カ
能
）
を
減
少
さ
せ
る
と
い
う
事
実
に
注
目
し
た
い
。
上
述
の

よ
う
に
、
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
力
関
係
が
権
利
関
係
を
規
定
し
て
い
る
と
考
え

て
い
る
。
そ
れ
は
、
先
の

(
1
)
i
(
4
)
の
い
ず
れ
の
場
合
で
あ
れ
、
我
々

は
「
相
手
を
自
己
の
権
力
の
下
に
置
く
」
限
り
に
お
い
て
の
み
、
そ
の
相

手
を
「
自
己
の
権
利
の
下
に
置
く
」
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ

た
。
そ
し
て
「
よ
り
完
全
な
支
配
形
態
」
で
あ
っ
た

(
3
)
と
(
4
)
を
本
節

で
考
察
し
た
感
情
理
論
に
よ
っ
て
捉
え
直
す
な
ら
ば
、
我
々
は
、
他
者
を

我
々
自
身
の

よ
っ
て
、
そ
の
他
者
の
「
力
（
コ
ナ
ト
ゥ
ス
）
」
を
減
じ
さ
せ
る
こ
と
で
、

そ
の
他
者
を
「
自
己
の
権
利
の
下
に
筐
く
」
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
だ
か
ら
、
当
の
相
手
か
ら
「
恐
怖
」
あ
る
い
は
「
希
望
」
の
感

は
、
そ
れ
が
我
々
の
コ
ナ
ト
ゥ
ス
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情
が
引
き
出
せ
な
く
な
っ
た
時
点
で
、
相
手
は
再
び
「
自
己
の
権
利
の
下

に
」
戻
っ
て
し
ま
い
、
こ
の
「
支
配
I
隷
従
関
係
」
は
終
焉
し
て
し
ま
う

の
で
あ
る

(
T
P
/
I
I
/
1
0
)

。
逆
に
言
え
ば
、
「
支
配
ー
隷
従
関
係
」
を
継
続

さ
せ
る
た
め
に
は
、
自
己
の
「
力
」
に
よ
っ
て
相
手
の
「
恐
怖
」
あ
る
い

は
「
希
望
」
を
不
断
に
再
生
産
し
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

（
三
）
「
支
配
ー
隷
従
関
係
」
の
解
消
（
逆
転
）
可
能
性

こ
の
よ
う
な
権
利
と
力
の
同
一
視
と
、
そ
こ
に
生
ま
れ
る
「
力
」
、
「
感

情
」
、
「
権
利
」
の
関
係
こ
そ
が
ス
ピ
ノ
ザ
政
治
哲
学
の
決
定
的
な
特
徴
を

生
み
出
し
て
い
る

(cf.
M
c
S
h
e
a
,
 1
9
6
8
,
 
p
.
5
9
)
。
そ
れ
は
力
関
係
が
権

利
関
係
を
逆
転
さ
せ
る
よ
う
な
状
況
を
可
能
に
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。

(
l
)
あ
る
個
人
は
他
の
個
人
の
力
に
「
恐
怖
」
や
「
希
望
」
を
持

つ
限
り
に
お
い
て
、
当
の
「
他
者
の
権
利
の
下
に
あ
り
」
、

(
2
)
臣
民
は
国

家
の
力
に
「
恐
怖
」
や
「
希
望
」
を
持
つ
限
り
に
お
い
て
、
当
の
「
国
家

の
権
利
の
下
に
あ
り
」
、

(
3
)
国
家
は
同
盟
国
の
力
に
「
恐
怖
」
（
又
は
利

得
の
「
希
望
」
）
を
持
つ
限
り
に
お
い
て
、
当
の
「
他
の
国
家
の
権
利
の
下

に
あ
る
」
の
で
あ
る

(
T
P
/
I
I
/
9
・
1
0
,

I
I
I
/
8
・
1
2
)

。
け
れ
ど
も
こ
の
他
者

（
そ
れ
が
人
で
あ
れ
国
家
で
あ
れ
）
の
「
力
」
へ
の
「
恐
怖
」
な
り
「
希

望
」
な
り
が
無
く
な
る
や
否
や
、
つ
ま
り
力
関
係
が
変
化
（
逆
転
）
す
る

や
否
や
、
そ
の
各
々
は
も
は
や
「
他
者
の
権
利
の
下
に
あ
る
こ
と
」
を
止

め
「
自
己
の
権
利
の
下
に
戻
る
」
の
だ
。
た
だ
し
、
こ
の
「
支
配
ー
隷
従

関
係
」
の
解
消
（
逆
転
）
可
能
性
に
は
「
力
能
の
ア
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
な
増

大
可
能
性
」
（
次
章
第
二
節
⑥
）
が
大
き
な
前
提
と
な
っ
て
い
る
。

ス
ピ
ノ
ザ
は
『
政
治
論
』
第
十
一
章
第
一
節
に
お
い
て
、
民
主
国
家
の

定
義
を
「
全
て
の
者
」
に
参
政
権
が
与
え
ら
れ
る
国
家
で
あ
る
と
し
な
が

ら
も

(
T
P
/
I
I
/
1
7
)

、
こ
の
「
全
て
の
者
」
に
「
国
民
で
あ
る
親
を
持
つ

者
あ
る
い
は
国
土
内
に
生
ま
れ
つ
い
た
者
」
、
「
国
家
の
た
め
に
功
績
の

あ
っ
た
者
」
等
の
制
限
を
加
え
て
い
る
。
こ
の
制
限
は
同
第
三
節
で
は
次

の
三
つ
に
集
約
さ
れ
て
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
①
国
法
に
の
み
従
う
者
。

②
自
己
の
権
利
の
下
に
あ
る
者
。
③
正
し
く
生
活
し
て
い
る
者
で
あ
る
。

こ
の
三
つ
の
条
件
を
全
て
満
た
し
た
者
で
あ
れ
ば
、
「
全
て
の
人
に
例
外
な

し
に
」
参
政
権
が
与
え
ら
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
参
政
権
の

規
定
で
あ
る
と
同
時
に
、
政
治
の
場
か
ら
の
「
排
除
」
の
厳
格
な
規
定
で

も
あ
っ
た
。
つ
ま
り
①
国
法
に
の
み
従
う
者
と
い
う
条
件
は
、
「
外
国
人
」

を
除
外
す
る
た
め
で
あ
り
、
②
自
己
の
権
利
の
下
に
あ
る
者
と
い
う
条
件

は
、
「
婦
人
（
女
性
）

mulier」
と
「
奴
隷

servus」
、
及
び
「
子
供
」
と

「
未
成
年
者
」
を
排
除
す
る
た
め
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
れ
ら
の
人
々

は
そ
れ
ぞ
れ
、
「
夫
（
男
性
）

vir」
や
「
主
人
」
及
び
「
両
親
」
や
「
後
見

人
」
と
い
っ
た
「
他
者
の
権
利
の
下
に
あ
る
」
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
③

正
し
く
生
活
し
て
い
る
者
と
い
う
条
件
は
犯
罪
に
よ
る
公
権
喪
失
者
を
除

(

l

)

 

政
治
か
ら
の
女
性
と
奴
隷
の
排
除
の
共
通
の
理
由
（
「
他
者
の
権

利
の
下
に
あ
る
」
た
め
）

政
治
か
ら
の
女
性
と
奴
隷
の
排
除
の
根
拠
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力
能
（
コ
ナ
ト
ゥ
ス
）
に
つ
い
て
の
三
つ
の
事
実
と
「
奴
隷
と

女
性
の
隷
属
状
態
」

本
節
で
は
「
奴
隷
と
女
性
の
隷
属
状
態
」
を
存
在
論
的
、
力
能
論
的
に

考
察
す
る
た
め
に
、
ま
ず
力
能
（
コ
ナ
ト
ゥ
ス
）
に
つ
い
て
の
二
つ
の
事

実
を
確
認
す
る
。

国
各
個
物
・
個
人
間
に
お
け
る
力
能
（
コ
ナ
ト
ゥ
ス
）
の
ア
プ
リ
オ
リ

な
大
き
さ
の
相
違
と
支
配
ー
隷
従
関
係

有
限
様
態
で
あ
る
各
個
体
間
、
各
個
人
間
の
コ
ナ
ト
ゥ
ス
に
ア
プ
リ
オ

リ
な
「
大
き
さ
の
相
違
（
度
合
い
の
相
違
）
」
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
神
は
、

神
の
力
能
を
様
々
の
度
合
い
（
四
adus)
に
お
い
て
表
現
し
て
い
る
あ
ら

ゆ
る
も
の
を
、
つ
ま
り
完
全
性
の
最
低
か
ら
最
高
に
至
る
全
て
の
度
合
い

の
も
の
を
創
造
し
た
の
だ
と
ス
ピ
ノ
ザ
は
言
っ
て
い
る
が

(
E
/
I
 
/
A
p
)
、

こ
れ
は
、
各
個
物
・
各
個
人
間
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
力
能
（
コ
ナ
ト
ゥ
ス
）

の
大
き
さ
の
相
違
の
存
在
を
意
味
し
て
い
る
。
コ
ナ
ト
ゥ
ス
は
万
物
に
「
例

外
な
く
」
ー
と
い
う
意
味
で
は
平
等
に
ー
そ
の
「
現
実
的
本
質

e扮
entia

actualis」
と
し
て
与
え
ら
れ
て
は
い
る
が
、
コ
ナ
ト
ゥ
ス
の
「
ア
プ
リ
オ

リ
な
大
き
さ
の
相
違
（
度
合
い
の
相
違
）
」
は
存
在
す
る
。
だ
か
ら
、
自
然

（二）

外
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
『
政
治
論
』
最
終
章
の
厳
格

な
参
政
権
規
定
に
よ
れ
ば
、
政
治
の
場
か
ら
「
婦
人
（
女
性
）
」
と
「
奴
隷
」

が
排
除
さ
れ
る
の
は
、
彼
女
ー
彼
ら
が
「
自
己
の
権
利
の
下
に
あ
る
」
の

で
は
な
く
男
性
や
主
人
と
い
っ
た
「
他
者
の
権
利
の
下
に
あ
る
」
と
い
う

共
通
の
理
由
か
ら
で
あ
っ
た
。

権
を
始
め
と
し
て
現
実
生
活
の
諸
位
相
に
お
い
て
現
れ
た
〈
限
り
に
お
け

る
コ
ナ
ト
ゥ
ス

c
o
n
a
t
u
s
q
u
a
t
e
n
u
s
〉
と
し
て
の
力
能

(potentia)
に

で
は
、
こ
の
「
力
能
（
コ
ナ
ト
ゥ
ス
）
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
大
き
さ
の
相

違
」
は
「
支
配
ー
隷
従
」
の
正
当
化
と
ど
の
よ
う
な
関
係
を
持
つ
で
あ
ろ

う
か
。
た
と
え
ば
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
『
政
治
学
』
に
お
い
て
、
男
性
は

「
自
然
に
よ
っ
て
（
令
)
6
g
)
」
優
れ
て
お
り
、
女
性
は
「
自
然
に
よ
っ
て
」

劣
っ
て
い
る
か
ら
、
男
性
は
支
配
す
る
も
の
で
、
女
性
は
支
配
さ
れ
る
も

の
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る

(
1
2
5
4
b
l
3
)

。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
奴
隷
に
つ

い
て
も
、
「
法
に
よ
っ
て
の
（
ほ
i
ご、
6
思
く
）
奴
隷
」

(
1
2
5
5
a
5
)

と
「
自

然
に
よ
っ
て
の
奴
隷
」

(
1
2
5
4
a
l
5
)

を
分
け
な
が
ら
も
、
後
者
に
つ
い
て

は
、
「
自
然
に
よ
っ
て
」
劣
っ
て
い
る
か
ら
、
支
配
を
受
け
る
こ
と
が
当
然

で
あ
り
、
善
い
こ
と
で
も
あ
る
と
言
っ
て
い
る
。
女
性
や
奴
隷
は
「
自
然

に
よ
っ
て
」
劣
る
と
い
う
こ
と
を
根
拠
と
し
て
、
階
層
的
な
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー

の
中
で
、
あ
る
低
い
場
所
へ
と
押
し
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

⑥
各
個
物
・
個
人
に
お
け
る
力
能
（
コ
ナ
ト
ゥ
ス
）
の
ア
ポ
ス
テ
リ
オ

リ
な
増
減
可
能
性
と
支
配
ー
隷
従
関
係

た
だ
し
、
諸
位
相
に
お
い
て
現
れ
た
〈
限
り
に
お
け
る
コ
ナ
ト
ゥ
ス
〉

と
し
て
の
力
能
に
「
ア
プ
リ
オ
リ
な
大
き
さ
の
相
違
」
が
在
る
こ
と
が
事

実
で
あ
る
と
し
て
も
、
こ
の
力
能
の
大
き
さ
は
、
各
個
体
間
、
各
個
人
間

に
お
い
て
、
そ
の
存
在
の
持
続
の
最
初
か
ら
最
後
ま
で
変
わ
ら
な
い
と
い

う
訳
で
は
な
い
。
『
エ
チ
カ
』
を
丹
念
に
読
め
ば
、
こ
の
諸
位
相
に
お
い
て

も
「
ア
プ
リ
オ
リ
な
大
き
さ
の
相
違
」
が
在
る
こ
と
に
な
る
。
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現
れ
た
〈
限
り
に
お
け
る
コ
ナ
ト
ゥ
ス
〉
に
は
そ
の
「
ア
ポ
ス
テ
リ
オ
リ

な
増
減
」
が
確
認
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
感
情
と
い
う
位
相
に
い
て
「
欲

望
」
と
し
て
現
れ
た
〈
限
り
に
お
け
る
コ
ナ
ト
ゥ
ス
〉
は
、
「
喜
び
」
に
よ
っ

て
増
大
さ
せ
ら
れ
、
「
悲
し
み
」
に
よ
っ
て
減
少
す
る

(
E
/
I
I
I
/
3
7
D
,

5
7
 

D
)
。
ま
た
上
述
の
よ
う
に
社
会
と
い
う
位
相
に
お
い
て
各
人
や
国
家
の

「
自
然
権
」
と
し
て
現
れ
た
〈
限
り
に
お
け
る
コ
ナ
ト
ゥ
ス
〉
は
、
相
手

で
は
、
こ
の
よ
う
な
「
力
能

と
の
力
を
め
ぐ
る
相
克
の
中
で
増
滅
し
た
。

（
コ
ナ
ト
ゥ
ス
）

の
ア
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
な
増
減
可
能
性
」
は
「
支
配
ー
隷

従
関
係
」
に
お
い
て
い
か
な
る
意
味
を
持
つ
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
前

章
第
三
節
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
相
手
の
力
に
対
す
る
「
恐
怖
」
や
「
希

望
」
が
な
く
な
る
や
否
や
「
支
配
ー
隷
従
関
係
」
は
解
消
さ
れ
た
か
ら
、

身
体
の
力
能
に
し
ろ
精
神
の
認
識
能
力
に
し
ろ
ー
そ
れ
ら
は
ア
ポ
ス
テ

リ
オ
リ
に
増
大
可
能
な
の
だ
か
ら
ー
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
で
我
々
は
、

我
々
の
支
配
者
（
我
々
を
「
自
己
の
権
利
の
下
に
」
置
い
て
い
る
者
）
の

力
に
、
も
は
や
「
恐
怖
」
を
感
じ
な
く
な
っ
た
り
、
そ
の
支
配
者
の
力
に

服
す
る
こ
と
と
引
き
替
え
に
得
ら
れ
る
こ
と
を
「
希
望
」
し
て
い
た
物
の

実
際
の
価
値
を
見
破
っ
た
り
•
あ
る
い
は
自
分
自
身
の
力
能
の
向
上
に

よ
っ
て
、
自
分
の
支
配
者
が
与
え
て
く
れ
る
よ
り
も
、
容
易
に
そ
れ
を
手

に
入
れ
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
時
に
は
、
我
々
は
そ
の
「
支
配
者
の
権

利
の
下
に
あ
る
こ
と
」
を
解
消
し
て
、
「
自
己
の
権
利
の
下
に
」
戻
る
こ
と

が
出
来
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
更
に
は
、
増
大
し
た
自
己
の
力
能
を
盾

に
し
て
、
今
ま
で
自
分
を
支
配
し
て
き
た
者
を
今
度
は
「
自
己
の
権
利
の

下
に
」
置
い
て
支
配
し
始
め
る
と
い
う
‘
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
「
主
と
奴

の
逆
転
」
の
よ
う
な
現
象
も
起
こ
り
う
る
可
能
性
が
あ
る
の
だ
。

こ
の
よ
う
に
「
力
能
（
コ
ナ
ト
ゥ
ス
）
の
ア
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
な
増
減
可

能
性
」
が
あ
っ
て
初
め
て
、
「
支
配
ー
隷
従
関
係
」
の
解
消
や
逆
転
が
可
能

に
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
本
章
に
入
っ
て
見
て
き
た
「
奴
隷
や

女
性
の
政
治
か
ら
の
排
除
」
と
い
う
問
題
に
お
い
て
も
極
め
て
重
要
な
契

機
に
な
る
。
そ
れ
は
、
奴
隷
や
女
性
も
自
己
の
力
能
（
コ
ナ
ト
ゥ
ス
）
を

ア
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
に
増
大
さ
せ
る
こ
と
で
、
主
人
や
男
性
に
対
す
る
不
利

な
関
係
を
解
消
（
逆
転
）
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
か

ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
可
能
性
の
有
無
を
問
題
に
す
る
議
論
が
暗
黙

の
内
に
前
提
に
し
て
い
る
の
は
、
奴
隷
と
女
性
が
ー
そ
の
小
さ
さ
が
ア
プ

リ
オ
リ
な
も
の
で
あ
れ
ア
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
な
も
の
で
あ
れ
ー
と
に
か
く

現
時
点
で
は
力
能
（
コ
ナ
ト
ゥ
ス
）
が
小
さ
い
者
で
あ
る
と
い
う
考
え
方

で
は
な
か
ろ
う
か
。
確
か
に
、
上
述
の
力
能
（
コ
ナ
ト
ゥ
ス
）
に
つ
い
て

の
二
つ
の
事
実
①
と
⑮
の
枠
内
で
奴
隷
と
女
性
の
問
題
を
捉
え
よ
う
と
す

れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
考
え
方
が
必
然
的
に
出
て
こ
よ
う
。
だ
が
果
た
し
て

奴
隷
と
女
性
の
問
題
は
①
と
⑮
の
二
つ
か
ら
構
成
さ
れ
る
理
論
の
枠
内
で

捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
前
章
第
二
節
で
は
、
自
己
の
力
に

「
恐
怖
」
や
「
希
望
」
を
感
じ
さ
せ
る
こ
と
で
、
相
手
の
「
力
（
コ
ナ
ト
ゥ

ス
）
」
を
減
少
さ
せ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
支
配
ー
隷
従
関
係
」
が
始
ま
る
と

述
べ
た
が
、
よ
り
厳
密
に
言
え
ば
、
相
手
の
「
力
」
を
単
に
滅
少
さ
せ
た

だ
け
で
は
、
そ
の
相
手
を
支
配
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
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時
的
に
相
手
の
「
力
」
を
減
少
さ
せ
た
と
し
て
も
、
そ
の
相
手
は
己
の
カ

を
ア
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
に
増
大
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
逆
に
「
恐
怖
」
を

植
え
つ
け
よ
う
と
襲
い
か
か
っ
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
か
ら
完
全
に

相
手
を
支
配
す
る
た
め
に
は
、
相
手
の
「
恐
怖
」
や
「
希
望
」
を
継
続
的

に
引
き
出
し
て
い
け
る
よ
う
な
「
制
度
（
シ
ス
テ
ム
）
」
を
作
っ
た
上
で
、

相
手
の
「
力
」
を
あ
る
一
定
の
レ
ベ
ル
で
固
定
し
て
、
そ
の
ア
ポ
ス
テ
リ

オ
リ
な
増
大
可
能
性
を
封
じ
込
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
逆
に

言
え
ば
女
性
や
奴
隷
は
自
己
の
力
の
こ
の
ア
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
な
増
大
可
能

性
を
封
じ
込
め
ら
れ
た
人
々
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

5

自
己
の
力
能
（
コ
ナ
ト
ゥ
ス
）
か
ら
分
離
さ
れ
て
い
る
状
態
と
支
配
ー

隷
従
関
係

ア
ー
レ
ン
ト
は
『
全
体
主
義
の
起
源
』
の
中
で
、
平
等
を
所
与
の
事
実

と
み
な
す
考
え
方
を
批
判
し
つ
つ
、
奴
隷
制
に
つ
い
て
こ
う
語
っ
て
い
る
。

「
奴
隷
制
の
根
本
的
な
罪
は
、
奴
隷
が
自
由
を
失
っ
た
こ
と
（
こ
れ
は
他

の
事
情
の
下
で
も
起
こ
り
う
る
）
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
自
由
を
求
め
る

闘
争
が
不
可
能
と
な
る
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
が
作
ら
れ
た
こ
と
、
つ
ま
り

人
々
が
自
由
の
喪
失
を
自
然
か
ら
与
え
ら
れ
た
事
実
と
し
て
理
解
し
、
あ

た
か
も
人
間
は
、
自
由
人
か
奴
隷
か
の
い
ず
れ
か
と
し
て
生
ま
れ
て
く
る

か
の
よ
う
に
思
い
込
ん
で
し
ま
う
よ
う
な
制
度
が
作
ら
れ
た
こ
と
で
あ

る
。
人
権
宣
言
に
お
い
て
や
は
り
自
由
が
「
生
ま
れ
な
が
ら
の
権
利
」
と

宣
言
さ
れ
た
こ
と
は
、
こ
の
理
論
の
最
後
の
名
残
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
」

(
A
r
e
n
d
t
,
 
1
9
5
1
,
 
S
.
6
1
5
)
。
7
1
レ
ン

rは
、
こ
こ
で
、
自
由
や
平
等

が
、
「
自
然
」
の
問
題
と
し
て
語
ら
れ
る
こ
と
全
般
に
異
議
を
申
し
立
て
て

い
る
。
つ
ま
り
、
平
等
に
し
ろ
不
平
等
に
し
ろ
、
我
々
が
「
自
然
に
」
あ

る
い
は
「
生
ま
れ
な
が
ら
に
」
そ
う
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
こ
と
は
、
実

は
、
単
に
制
度
に
よ
っ
て
そ
う
で
あ
る
か
の
よ
う
に
思
い
込
ま
さ
れ
て
い

る
に
過
ぎ
な
い
の
だ
と
い
う
批
判
で
あ
る
。
我
々
が
思
っ
て
い
る
「
自
然
II

本
性
」
な
ど
と
い
う
も
の
は
、
最
初
か
ら
「
人
工
の
も
の
」
で
あ
る
か
も

し
れ
な
い
の
だ
。

ア
ー
レ
ン
ト
は
『
人
間
の
条
件
』
の
中
で
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
を
範
に

と
り
な
が
ら
、
私
的
生
活
だ
け
を
送
る
人
間
（
明
ら
か
に
女
性
が
こ
れ
に

当
た
ろ
う
）
や
奴
隷
は
、
人
間
の
能
力
(
c
a
p
a
c
i
t
y
)

の
う
ち
で
最
も
高
く
‘

最
も
人
間
的
な
能
力
（
言
論
と
政
治
的
活
動
の
能
力
）
を
奪
わ
れ
て

(
d
e
p
r
i
v
e
d
)

い
る
人
々
で
あ
り
、
公
的
領
域
に
入
る
こ
と
を
許
さ
れ
て
い

な
か
っ
た
人
々
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
（
ど
‘
e
n
d
t
,

1
9
5
8
,
 
p
.
3
8
)
。
「
奴

ア

レ

テ

ー

ア

レ

テ

ー

隷
が
卓
越
性
を
失
っ
た
の
は
、
奴
隷
は
卓
越
性
を
示
す
こ
と
の
で
き
る
公

的
領
域
に
入
る
こ
と
を
許
さ
れ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
」

(
i
b
i
d
.
,
 p

.
 4
9
,
 

n
.
4
0
)
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
ア
ー
レ
ン
ト
が
、
私
的
生
活
だ
け
を
送
る

人
間
（
女
性
）
に
対
し
て
も
奴
隷
に
対
し
て
も
、
彼
女
ー
彼
ら
の
能
力
が
ー

そ
れ
が
ア
プ
リ
オ
リ
に
か
ア
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
に
か
は
も
ち
ろ
ん
問
う
こ
と

な
し
に
ー
「
低
い
と
か
、
低
く
な
っ
て
い
る
と
か
」
を
一
切
問
題
に
し
な
い

で
、
そ
れ
が
た
だ
「
奪
わ
れ
て
い
る
」
と
だ
け
語
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と

属
状
態
を
、

で
あ
る
。
こ
れ
は
上
述
の
奴
隷
制
論
と
合
わ
せ
て
考
え
る
と
、
奴
隷
の
隷

ア
プ
リ
オ
リ
と
か
ア
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
と
か
い
う
概
念
も
、
カ
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能
の
大
小
と
か
増
減
と
か
い
う
言
葉
も
用
い
ず
に
鋭
く
説
明
し
て
い
る
点

で
大
変
示
唆
的
で
あ
る
。
こ
こ
で
留
意
す
べ
き
は
、
「
能
力
を
奪
わ
れ
て
い

る
」
と
い
う
言
葉
が
、
何
ら
そ
の
「
奪
わ
れ
て
い
る
」
者
の
「
本
来
的
な
」

能
力
の
在
り
方
と
は
無
関
係
に
ー
と
い
う
よ
り
も
そ
の
よ
う
な
「
本
来
的

な
」
能
力
の
在
り
方
な
ど
と
い
う
考
え
方
を
完
全
に
無
効
に
し
た
上
で
ー

た
だ
「
奪
わ
れ
て
い
る
」
と
い
う
―
つ
の
「
状
態
」
を
意
味
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
ア
ー
レ
ン
ト
の
考
え
方
を
、
あ
く
ま
で

力
能
論
と
い
う
観
点
か
ら
捉
え
る
な
ら
ば
ど
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
か
。

ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
こ
う
言
っ
て
い
る
。
「
弱
者
、
奴
隷
と
は
絶
対
的
に
見
ら

れ
た
そ
の
力
が
よ
り
小
さ
い
者
の
こ
と
で
は
な
い
。
弱
者
と
は
そ
の
力
が

ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
れ
、
自
分
の
活
動
力
能
か
ら
分
離
さ
れ
た
ま
ま
で

あ
り
、
隷
属
状
態
あ
る
い
は
無
力
の
ま
ま
で
い
る
者
の
こ
と
で
あ
る
」

(
D
e
l
e
u
z
e
,
 
1
9
6
8
,
 
p
.
2
4
9
)
。
「
自
己
の
活
動
力
能
か
ら
分
離
さ
れ
た
ま

(
5
)
 

ま
で
あ
る

(rester
s
e
p
a
r
e
)
」
と
は
ど
う
い
う
事
態
で
あ
ろ
う
か
（
ド
ゥ

ル
ー
ズ
は
同
じ
事
態
を
「
自
己
の
な
し
う
る
こ
と
か
ら
分
離
さ
れ
た
ま
ま

で
あ
る
」
と
も
表
現
し
て
い
る
）
。
そ
う
い
っ
た
事
態
に
お
い
て
、
我
々
の

活
動
力
能
は
「
働
か
な
く
な
り
、
固
定
化
さ
れ
」
る
と
ド
ゥ
ル
ー
ズ
が
説

明
す
る
時
、
そ
れ
は
、
我
々
は
「
減
少
し
て
い
く
活
動
力
能
」
を
（
ア
ポ

ス
テ
リ
オ
リ
に
）
増
大
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る

と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か

(
i
b
i
d
.
,

p
.
2
1
1
,
 

2
4
9
)
。
ア
ー
レ
ン
ト
と
は
「
能
力
の
減
少
」
を
問
題
に
す
る
か
否
か
の
違

い
は
あ
る
も
の
の
、
両
者
に
共
通
な
の
は
、
弱
者
や
奴
隷
を
（
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
と
は
違
っ
て
）
ア
プ
リ
オ
リ
に
能
力
が
小
さ
い
も
の
だ
と
は
考
え

ず
ー
ま
た
そ
の
よ
う
な
ア
プ
リ
オ
リ
な
能
力
の
見
方
を
拒
絶
し
つ
つ
ー

そ
れ
が
ど
の
程
度
の
能
力
で
あ
れ
、
自
己
の
能
力
を
十
全
に
使
用
す
る
こ

と
か
ら
、
何
ら
か
の
偶
然
に
よ
っ
て
遠
ざ
け
ら
れ
て
し
ま
っ
た
人
々
ー
そ

の
た
め
に
「
奪
わ
れ
た
」
あ
る
い
は
「
減
少
し
た
」
自
己
の
能
力
を
回
復

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
ま
ま
で
い
る
人
々
と
考
え
た
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
ア
ー
レ
ン
ト
と
ド
ゥ
ル
ー
ズ
を
参
考
に
し
つ
つ
、
奴
隷
と

女
性
を
「
自
己
の
活
動
力
能
か
ら
分
離
さ
れ
た
ま
ま
」
の
「
状
態
」
に
あ

る
人
々
と
し
て
考
え
て
み
た
い
。
そ
の
際
生
じ
る
問
題
は
、
ア
プ
リ
オ
リ

な
力
能
（
コ
ナ
ト
ゥ
ス
）

（三）

の
大
き
さ
の
相
違
を
認
め
た
上
で
、
そ
の
ア
ポ

ス
テ
リ
オ
リ
な
増
減
を
問
題
に
し
て
き
た
④
と
⑮
の
議
論
と
の
整
合
性
で

あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
以
下
の
よ
う
に
考
え
た
い
。
つ
ま
り
、
ア
プ
リ

オ
リ
な
力
能
の
大
き
さ
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
れ
、
⑮
で
見
た
よ
う
な

ア
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
な
力
能
の
増
大
に
よ
っ
て
「
支
配
ー
隷
従
関
係
」
を
解

消
し
、
自
ら
の
隷
属
状
態
を
脱
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
い
る
、
つ
ま
り

「
自
己
の
活
動
力
能
（
自
己
の
な
し
う
る
こ
と
）
」
か
ら
分
離
さ
れ
て
い
る

(
6
)
 

「
状
態
」
に
（
現
時
点
で
は
）
置
か
れ
て
い
る
の
が
女
性
で
あ
り
奴
隷
で

あ
る
の
だ
と
。
だ
か
ら
女
性
や
奴
隷
の
現
時
点
で
の
力
能
を
評
価
・
測
定

し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
本
当
は
無
意
味
な
こ
と
な
の
で
あ
る
。

政
治
か
ら
の
女
性
の
排
除
の
二
つ
の
理
由

特
に
女
性

(
f
e
m
i
n
a
)

に
つ
い
て
は
『
政
治
論
』
は
第
十
一
章
第
四
節

で
、
主
に
二
つ
の
理
由
か
ら
こ
の
「
排
除
」
を
正
当
化
し
て
い
る
。
そ
の
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第
一
は
女
性
の
側
の
原
因
で
、
第
二
は
男
性
の
側
の
原
因
で
あ
る
。

第
一
の
女
性
の
側
の
原
因
に
つ
い
て
は
、
経
験
に
鑑
み
、
そ
し
て
世
界

中
の
地
域
を
見
る
に
、
両
性
が
同
等
に
支
配
し
て
い
る
民
族
あ
る
い
は
女

性
が
支
配
す
る
民
族
は
な
い
。

I
例
外
と
し
て
語
ら
れ
る
伝
説
の
ア
マ
ゾ

ン
は
、
反
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
徹
底
し
た
リ
ア
リ
ズ
ム
を
掲
げ
る
『
政
治
論
』

に
お
い
て
は
、
女
性
が
支
配
す
る
こ
と
の
非
現
実
性
を
強
調
す
る
た
め
の

挿
入
で
あ
り
、
こ
の
点
ホ
ッ
プ
ズ
が
、
同
じ
ア
マ
ゾ
ン
の
例
を
挙
げ
な
が

ら
も
、
親
権
は
ア
マ
ゾ
ン
の
よ
う
な
契
約
が
介
在
し
な
い
場
合
に
は
、
実

は
第
一
義
的
に
は
母
親
の
側
に
あ
る
と
し
て
、
（
自
然
状
態
で
の
）
親
権
に

お
け
る
母
親
の
優
位
を
主
張
し
て
い
る
の
と
は
対
照
的
で
あ
る

(
L
V
/

C
h
a
p
.
 X
X
 ,
 p
 .187)
ー
こ
の
事
実
か
ら
、
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
女
性
は
「
本

性
上

e
x
natura」
、
力
能
（
精
神
の
強
さ
と
知
能
）
に
お
い
て
男
性
に
劣

る
か
ら
、
「
本
性
上
」
、
男
性
と
同
等
の
権
利
を
持
た
ず
、
必
然
的
に
男
性

よ
り
下
位
に
立
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
、
男
性
と
同
等
の
資

格
で
支
配
に
参
加
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
導
き
出
し
て
い

る
。
こ
の
「
本
性
上

e
x
natura」
と
い
っ
た
場
合
に
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
「
本

性
＂
自
然

natura」
を
決
し
て
疑
う
こ
と
な
く
、
先
に
見
た
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
の
考
え
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
て
い
る
。
ザ
ッ
ク
の
よ
う
に
、
ス
ピ
ノ

ザ
に
お
い
て
は
こ
の
排
除
は
何
ら
か
の
道
徳
原
理
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ

た
も
の
で
は
な
く
、
事
実
確
認
の
結
果
に
過
ぎ
な
い
と
言
っ
た
と
し
て
も

(Zac, 1
9
7
9
,
 
p
.
1
4
2
)

、
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
歴
史
的
に
見
て
、
そ
し
て
当
時

の
世
界
を
見
て
、
そ
こ
で
実
際
に
例
外
な
く
支
配
的
で
あ
る
事
実
と
し
て

の
女
性
の
政
治
的
劣
勢
を
、
そ
の
ま
ま
「
当
為
」
の
問
題
と
し
て
論
じ
る

と
い
う
一
種
の
「
自
然
主
義
的
誤
謬
」
を
犯
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
の

結
果
、
女
性
は
そ
の
力
を
二
度
に
わ
た
っ
て
盗
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
つ

ま
り
、
「
本
性
上
」
弱
い
と
い
う
定
義
づ
け
に
よ
っ
て
不
当
に
そ
の
力
は
（
想

像
の
中
で
）
貶
め
ら
れ
、
更
に
そ
れ
が
根
拠
と
な
っ
て
、
今
度
は
現
実
に

男
性
の
権
利
の
下
に
置
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

そ
の
力
は
二
重
に
「
奪
わ
れ
て
」
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

第
二
の
男
性
の
側
の
原
因
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
、
男
性
は
女
性
を
官
能

的
感
情
に
よ
っ
て
の
み
愛
し
、
男
性
に
よ
る
女
性
の
「
知
能
と
賢
さ

in,
 

g
e
n
i
u
m
 &
 sapientia」
の
評
価
は
美
的
観
点
か
ら
の
み
な
さ
れ
る
ど
い

う
こ
と
を
ス
ピ
ノ
ザ
は
指
摘
す
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
は
『
エ
チ
カ
』
に
お
い
て

は
、
男
女
間
の
愛
や
結
婚
に
お
け
る
「
外
観
II

容
姿
か
ら
の

e
x
forrna」

生
殖
欲
を
あ
れ
ほ
ど
戒
め
て
い
た
の
に

(
E
/
I
V/
 
A
p
l
9
,
 2
0
)

、
『
政
治
論
』

で
は
過
激
な
ま
で
の
リ
ア
リ
ズ
ム
が
、
今
度
は
〈
男
性
蔑
視
〉
ー
と
い
う
よ

り
も
俗
衆

(vul磨
s)
へ
の
ほ
と
ん
ど
絶
望
的
な
理
解
の
態
度
か
ら
く
る
人

間
存
在
そ
の
も
の
へ
の
冷
め
た
視
線
ー
を
生
ん
で
し
ま
っ
て
、
男
性
の
側

の
こ
の
よ
う
な
傾
向
性
を
前
提
と
し
た
上
で
議
論
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。

ス
ピ
ノ
ザ
は
、
男
性
の
「
愛
す
る
女
性
へ
の
嫉
妬
」
も
政
治
の
場
に
お

い
て
は
、
平
和
と
統
治
を
脅
か
す
原
因
に
な
る
と
考
え
て
い
る
。
「
感
情
の

模
倣

imitatio
affectuum」
を
介
し
て
繰
り
広
げ
ら
れ
る
愛
、
憎
し
み
、

嫉
妬
と
い
う
人
間
の
情
念
の
ド
ラ
マ
を
『
エ
チ
カ
』
第
三
部
に
お
い
て
徹

底
的
に
考
察
し
て
い
た
ス
ピ
ノ
ザ
が
(
E
/
I
I
I
/
2
7ー

4
9
)

、
政
治
の
場
に
お
け
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る
人
間
の
「
感
情
」
の
安
定
と
動
揺
を
極
め
て
敏
感
に
捉
え
よ
う
と
し
て

い
た
の
は
間
違
い
な
い
。
し
か
し
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
『
政
治
論
』
最
終
節
に
お

い
て
は
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
詳
し
く
は
語
っ
て
い
な
い
。
こ
の
点
に
つ

い
て
マ
ト
ゥ
ロ
ン
は
以
下
の
よ
う
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
作
動
す
る
こ
と
に
な

る
と
指
摘
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
上
述
の
よ
う
に
女
性
を
官
能
的
・
美
的

観
点
か
ら
し
か
愛
し
た
り
評
価
し
た
り
で
き
な
い
男
性
に
混
じ
っ
て
女
性

が
議
会
に
席
を
占
め
る
よ
う
に
な
る
と
、
彼
女
た
ち
の
中
で
最
も
美
し
い

者
が
男
性
の
全
て
の
票
を
獲
得
し
、
更
に
こ
の
男
性
の
妻
た
ち
ー
彼
女
た

ち
は
「
夫
の
権
利
の
下
に
あ
る
」
た
め
、
夫
の
意
向
通
り
に
投
票
せ
ざ
る

を
え
な
い
か
ら
—
の
票
を
も
獲
得
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
最

も
美
し
い
女
性
自
身
も
実
は
、
彼
女
の
「
夫
の
権
利
の
下
に
あ
る
」
の
だ

か
ら
、
最
終
的
に
は
、
「

n
人
の
（
男
性
）
崇
拝
者
を
抱
え
る
女
性
」
の
夫

は、

2
(
n
+
1
)
票
を
我
が
物
に
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
メ
カ
ニ
ズ
ム

で
あ
る
。
マ
ト
ゥ
ロ
ン
は
、
「
政
治
か
ら
の
奴
隷
の
排
除
」
に
つ
い
て
も
、

そ
れ
は
、
彼
ら
が
「
ふ
さ
わ
し
く
な
い
か
ら
」
と
か
「
本
性
上

p
a
r

n
a
 

,
 

t
u
r
e
」
、
「
他
人
（
主
人
）
よ
り
無
能
だ
か
ら
」
で
は
な
く
、
彼
ら
が
主
人
に

隷
従
し
て
い
る
た
め
、
自
分
自
身
の
独
立
し
た
意
見
を
表
明
で
き
な
い
と

い
う
「
状
況
」
を
考
慮
す
る
な
ら
、
彼
ら
の
「
声
II

票

voix」
を
数
え
る

こ
と
は
、
結
局
、
彼
ら
の
主
人
の
「
声
II

票
」
を
何
度
も
数
え
る
こ
と
に
な
っ

て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
と
言
う
。
こ
の
よ
う
に
「
他
者
の
権
利
の
下
に
あ

る
」
た
め
自
分
自
身
の
「
声
II

票
」
を
自
由
に
発
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
で

い
る
女
性
や
奴
隷
が
政
治
の
場
に
参
加
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
実
際
に
は
、

我
々
は
「
虚
偽
の
声
II

票
」
を
そ
れ
だ
け
多
く
数
え
て
し
ま
う
と
い
う
最
も

ア
ン
チ
デ
モ
ク
ラ
テ
ィ
ッ
ク
な
事
態
が
生
じ
て
し
ま
う
と
い
う
の
で
あ
る

(
M
a
t
h
e
r
o
n
,
 
1
9
6
9
,
 
p
.
4
4
2
,
 
1
9
8
6
,
 
p
.
1
9
7ー

1
9
9
,

2
0
5
)

。

男
性
の
側
の
「
感
情
」
に
よ
る
原
因
が
政
治
を
混
乱
さ
せ
る
の
は
こ
の

「
選
挙
」
に
お
い
て
ば
か
り
で
は
な
い
。
一
人
の
女
性
を
め
ぐ
る
複
数
の

男
性
の
セ
ク
シ
ャ
ル
な
情
念
は
、
排
他
的
で
あ
る
ば
か
り
か
、
妬
み
と
憎

し
み
（
嫉
妬
）
を
伴
い
、
こ
の
憎
し
み
合
い
は
闘
争
へ
と
至
る
の
だ

(
E
/

I
I
I
[
 3
2
,
3
5
•
S
,
3
8
,
3
9
,
4
0
,
4
3
)

。
ス
e

ノ
ザ
ノ
は
、
西
t治
の
追
力
が
こ
の
よ
‘
つ
な

セ
ク
シ
ャ
ル
な
闘
争
の
場
と
化
す
こ
と
だ
け
は
、
な
ん
と
し
て
も
避
け
た

か
っ
た
の
で
あ
る
。
マ
ト
ゥ
ロ
ン
は
、
結
局
は
女
性
の
本
性
上
の
ハ
ン
デ
ィ

キ
ャ
ッ
プ
も
、
権
力
闘
争
に
限
っ
て
言
え
ば
、
彼
女
ら
は
不
利
で
あ
る
と

い
う
だ
け
の
完
全
に
相
対
的
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
と
言
う
。
ス
ピ
ノ
ザ
は
、

特
別
に
女
性
を
蔑
視
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
た
だ
上
述
の
よ
う
な
男

性
の
間
の
セ
ク
シ
ャ
ル
な
闘
争
の
激
し
さ
に
不
安
を
抱
き
、
そ
の
よ
う
な

敵
対
関
係
が
統
治
を
不
可
能
に
す
る
ま
で
に
発
展
す
る
の
を
恐
れ
た
の
で

あ
る
(
M
a
t
h
e
r
o
n
,

1
9
8
6
,
 
p
.
2
0
5
-
2
0
6
,
 
c
f
.
B
a
l
i
b
a
r
,
 
1
9
8
5
,
 
p
.
8
6
)

。

こ
の
よ
う
に
政
治
か
ら
の
女
性
の
排
除
は
ー
マ
ッ
ク
シ
ャ
ー
の
解
釈

(
M
c
S
h
e
a
,
 1
9
6
8
,
 
p
.
1
2
8
)

に
反
し
て
ー
単
に
女
性
の
側
に
帰
せ
ら
れ

る
原
因
の
み
か
ら
正
当
化
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
男
性
の
側
に
帰
せ
ら
れ

る
原
因
を
も
併
せ
て
初
め
て
正
当
化
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
し
か
も

そ
の
際
、
告
発
さ
れ
て
い
る
の
は
女
性
の
側
の
無
力
(
i
m
b
e
c
i
l
l
i
t
a
s
)

で

あ
る
と
同
時
に
男
性
側
の
無
力
（
受
動
感
情
へ
の
隷
属
）
で
も
あ
る
と
い
う
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ー

こ
と
）

こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
確
か
に
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
力
能
（
精

神
の
強
さ
と
知
能
）
に
お
い
て
、
女
性
は
「
本
性
上
」
男
性
に
劣
る
と
し

て
は
い
る
が
、
そ
れ
で
も
『
エ
チ
カ
』
が
究
極
的
に
目
指
し
た
「
精
神
の

自
由
」
の
獲
得
へ
の
道
は
両
性
に
共
に
開
か
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
決

し
て
忘
れ
て
は
い
け
な
い
こ
と
で
あ
る

(
E
/
I
V/
 Ap
2
0
,
 
M
a
t
h
e
r
o
n
,
 

1
9
8
6
,
 
p. 2
2
0
)
。

（四）

政
治
か
ら
の
奴
隷
と
女
性
の
排
除
を
正
当
化
し
て
し
ま
う
論
理

的
・
制
度
論
的
背
景

排
除
の
論
理
的
背
景
（
国
家
の
コ
ナ
ト
ゥ
ス
を
至
上
の
命
題
と
し
た

ス
ピ
ノ
ザ
は
『
政
治
論
』
に
お
い
て
は
、
国
家
の
徳
は
安
全
に
の
み
あ

り
、
国
家
の
目
的
は
生
活
の
平
和
と
安
全
に
あ
る
と
し
て
い
る

(
T
P
/
I

/

 

6
,
 

V
 
/
2
)

。
国
家
の
自
然
権
（
コ
ナ
ト
ゥ
ス
）
と
臣
民
の
自
然
権
（
コ
ナ
ト
ゥ

ス
）
と
の
激
し
い
相
克
の
中
で
、
い
か
に
し
た
ら
国
家
が
自
己
の
自
然
権

を
十
全
に
発
揮
し
て
、
国
家
の
目
的
で
あ
る
安
全
と
平
和
を
臣
民
に
保
障

し
確
保
し
て
、
臣
民
の
自
然
権
の
安
定
的
維
持
・
促
進
に
貢
献
で
き
る
か

と
い
う
こ
と
が
政
治
の
課
題
で
あ
っ
た
の
だ
。
だ
か
ら
こ
の
国
家
の
自
然

権
（
コ
ナ
ト
ゥ
ス
）
を
脅
か
す
も
の
に
ス
ピ
ノ
ザ
は
過
剰
な
ま
で
に
敏
感

に
な
っ
た
。
バ
リ
バ
ー
ル
が
「
大
衆
の
ー
大
衆
へ
の
恐
怖

la
crainte d
e
s
 

m
a
笏
a
s
」
の
換
喩
と
し
て
語
る
「
女
性
の
ー
女
性
へ
の
恐
怖

la
crainte 

d
e
s
 f
e
n
目
e
s
」
(Balibar,
1
9
8
5
,
 
p
.
8
6
,
 
n
.
l
)
が
チ
ヽ
こ
に
あ
っ
た
の
も

事
実
で
あ
ろ
う
。
政
治
の
場
か
ら
女
性
が
排
除
さ
れ
た
理
由
の
―
つ
が
こ

の
こ
と
で
あ
っ
た
の
は
先
に
見
た
通
り
で
あ
る
(
T
P
/
X
I
/
4
)
。
し
か
し
、

ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
／
ア
ド
ル
ノ
は
、
こ
の
自
己
保
存
（
の
コ
ナ
ト
ゥ
ス
）

か
あ
り
え
な
い
と
い
う
論
理
的
法
則
の
排
他
性
が
生
じ
る
と
指
摘
し
て
い

る

(
A
d
o
m
o
/
H
o
r
k
h
e
i
m
e
r
,
1
9
4
 7, 
S
.
 4
6
-
4
 7)
。
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
国
家

の
自
然
権
（
コ
ナ
ト
ゥ
ス
）
を
至
上
の
命
題
と
し
た
こ
と
で
、
政
治
に
お

け
る
他
の
様
々
な
要
索
の
う
ち
の
い
く
つ
か
を
見
逃
し
て
し
ま
っ
た
と
は

言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

排
除
を
許
容
す
る
制
度
論
的
背
景
（
民
主
制
の
定
義
自
身
に
含
ま
れ

る
落
と
し
穴
）

貴
族
国
家
と
民
主
国
家
の
本
質
的
な
定
義
は
、
貴
族
国
家
が
、
国
事
に

携
わ
る
者
が
最
高
会
議
に
よ
っ
て
最
良
者
と
し
て
選
挙
で
「
選
ば
れ
る
」

国
家
で
あ
る
の
に
対
し
、
民
主
国
家
は
、
そ
れ
が
「
た
ま
た
ま
幸
運
に
よ
っ

て

forte
fort§a」
得
ら
れ
た
権
利
あ
る
い
は
生
得
的
権
利
に
よ
っ
て
決

定
さ
れ
る
国
家
で
あ
る
(
T
P
/
I
I
/
1
7
,
Vlll/1・14, 
X
I
/
1
・
2
)
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
よ
っ
て
必
ず
し
も
民
主
国
家
の
ほ
う
が
貴
族
国
家
よ
り
も
統

治
権
を
把
握
す
る
者
の
数
が
多
い
と
は
限
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

た
だ
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
民
主
国
家
に
お
け
る
参
政
権
が
「
た
ま
た

ま
幸
運
に
よ
っ
て
」
得
ら
れ
た
権
利
も
し
く
は
生
得
的
権
利
に
よ
っ
て
決

定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
た
と
え
ば
女
性
に
生
ま
れ
る

か
男
性
に
生
ま
れ
る
か
な
ど
は
（
様
態
的
次
元
で
は
）
偶
然
的
な
も
の
で

II 矛
盾
す
る
命
題
の
う
ち
で
一
方
だ
け
が
正
し
く
て
も
う
一
方
は
誤
り
で
し

の
生
き
延
ぴ
る
か
滅
亡
す
る
か
と
い
う
究
極
的
な
選
択
か
ら
は
、
二
つ
の
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ス
ピ
ノ
ザ
は
『
エ
チ
カ
』
に
お
い
て
、
我
々
が
偏
見
（
想
像
知
）
に
よ
っ

て
形
成
す
る
「
一
般
概
念

notio
universalis
」
は
、
対
象
の
持
つ
些
細

な
差
異
（
多
様
性
）
を
捨
象
し
て
、
そ
の
一
致
点
の
み
を
想
像
（
表
象
）

し
、
そ
れ
に
―
つ
の
名
前
を
与
え
る
こ
と
で
生
ま
れ
る
と
言
っ
て
い
る
。

こ
の
「
一
般
概
念
」
の
第
一
の
例
と
し
て
ス
ピ
ノ
ザ
が
挙
げ
る
の
が
「
人

間
h
o
m
o
」
で
あ
る

(
E
/
I
I
/
4
0
S
l
)
。
ま
た
（
「
一
般
名
称
」
と
い
う
形
で

は
あ
る
が
）
「
階
級

classis
」
や
「
民
族

natio
」
さ
え
も
そ
こ
に
含
ま
れ

る

(E/III/46)
。
こ
の
「
一
般
概
念
」
に
は
「
女
性
」
や
「
男
性
」
も
当

然
入
る
は
ず
で
あ
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
は
（
そ
し
て
私
は
）
、
個
々
の
女
性
や
男

性
が
実
際
は
持
つ
か
も
し
れ
な
い
些
細
な
差
異
や
多
様
性
を
無
理
や
り
捨

象
し
て
、
「
女
性
」
や
「
男
性
」
一
般
の
表
象
像

(
i
m
a
g
o
)
を
形
成
し
た

上
で
、
そ
れ
ら
の
力
能
や
権
利
に
つ
い
て
論
じ
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
も

（一）

結
論

形
而
上
学
の
歪
曲

ラ
デ
ィ
カ
ル
な
政
治
的
リ
ア
リ
ズ
ム
の
必
然
的
帰
結
と
し
て
の

ス
ピ
ノ
ザ
政
治
哲
学
の
限
界
と
可
能
性

あ
り
、
本
人
に
は
決
定
不
可
能
で
、
た
だ
「
運
命
」
に
身
を
委
ね
る
し
か

な
い
事
柄
で
あ
る
。
そ
し
て
民
主
制
の
定
義
自
身
に
既
に
参
政
権
の
こ
の

よ
う
な
規
定
が
含
ま
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
政
治
か
ら
排
除
さ
れ

た
人
々
は
、
そ
れ
を
自
ら
の
「
運
命
」
と
し
て
甘
受
す
る
し
か
な
い
と
い

う
帰
結
が
そ
こ
か
ら
生
じ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

で
あ
る
。

ズ
ム
が
ス
ピ
ノ
ザ
自
身
の
形
而
上
学
に
跳
ね
返
り
、
そ
れ
を
歪
曲
し
た
の

そ
も
こ
の
「
一
般
概
念
」
は
人
間
の
認
識
能
力
の
う
ち
で
最
も
低
い
段
階

の
「
想
像
知
（
表
象
知
）
」
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の

「
一
般
概
念
」
に
基
づ
い
て
展
開
さ
れ
て
い
く
よ
う
な
「
代
理
II

表
象
的
思

考
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
v
e
t
h
i
n
k
i
n
g
」
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
自
身
に
よ
っ
て
批
判
さ

れ
、
乗
り
越
え
ら
れ
る
べ
き
と
さ
れ
て
い
た
思
考
態
度
で
は
な
か
っ
た
の

だ
ろ
う
か
。
更
に
、
こ
の
「
一
般
概
念
」
に
照
ら
し
合
わ
せ
た
り
、
相
互

に
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
そ
れ
自
体
で
考
え
れ
ば
」
あ
る
度
合
い
に

お
い
て
は
完
全
で
あ
る
も
の
の
中
に
、
「
欠
如

privatio
」
を
見
出
し
て
、

そ
れ
を
「
不
完
全
な
も
の
」
と
呼
び
、
完
全
で
あ
る
と
想
定
す
る
も
の
と

の
間
に
価
値
の
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
を
適
用
す
る
と
い
う
思
考
態
度
を
ス
ピ
ノ

ザ
は
、
徹
底
的
に
批
判
し
て
い
た
が

(
E
/
I
V/
P
r
a
e
,
 E
P
/
1
9
,
 21)
、
こ

の
批
判
も
、
『
政
治
論
』
に
お
い
て
女
性
と
男
性
を
論
ず
る
際
に
は
活
か
さ

れ
て
は
い
な
い
。
こ
の
よ
う
に
『
エ
チ
カ
』
で
築
き
挙
げ
た
形
而
上
学
的
前

提
が
『
政
治
論
』
に
お
い
て
は
完
全
に
は
活
き
て
こ
な
か
っ
た
の
は
、
『
エ

チ
カ
』
第
三
部
序
文
か
ら
『
政
治
論
』
第
一
章
へ
と
よ
り
先
鋭
化
し
て
い
っ

た
ス
ピ
ノ
ザ
の
反
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
リ
ア
リ
ズ
ム
が
（
Strauss,
1
9
3
0
,
 
S
.
 

(
7
)
 

218)
、
常
に
受
動
感
情
に
隷
属
し
、
「
想
像
知
」
に
よ
っ
て
「
一
般
概
念
」

を
形
成
し
た
り
、
「
比
較
」
に
よ
る
思
考
し
か
で
き
な
い
よ
う
な
現
実
の
「
大

衆
」
の
視
点
を
『
政
治
論
』
に
持
ち
込
み
、
そ
れ
を
強
調
す
る
こ
と
を
余

犠
な
く
し
て
し
ま
っ
た
結
果
で
は
な
か
ろ
う
か
。
先
鋭
化
さ
れ
た
リ
ア
リ
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た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
な
ら
ば
、

ス
ピ
ノ
ザ
の
過
激
な
政
治
的
リ
ア
リ

1
9
6
8
 

p
.
1
2
8
)

と
語
っ
て
い
る
よ
う
に

開
か
れ
た
政
治
へ
の
最
後
の
可
能
性

女
性
が
「
男
性
の
権
力
の
下
に
あ
る
」
の
が
「
自
然
11

本
性
に
よ
る
e
x

n
a
t
u
r
a
」
の
で
な
く
、
た
だ
「
法
制
に
よ
る
e
x
i
n
s
t
i
t
u
t
o
」
の
で
あ
る
な

ら
ば
、
女
性
の
政
治
参
加
を
拒
む
理
由
は
何
も
な
い
と
ス
ピ
ノ
ザ
が
言
う

時
、
そ
こ
に
は
「
自
然
11

本
性
n
a
t
u
r
a
」
と
「
制
度
i
n
s
t
i
t
u
t
u
m
」
と
い

う
も
の
の
対
立
が
は
っ
き
り
と
見
て
取
れ
る
。
し
か
し
ス
ピ
ノ
ザ
自
身
が
、

力
能
に
お
い
て
女
性
は
「
自
然
11

本
性
に
よ
っ
て
」
男
性
に
劣
る
と
い
う
こ

と
を
、
経
験
に
照
ら
し
て
、
世
界
中
の
地
域
と
民
族
に
例
外
の
な
い
こ
と

を
必
死
に
検
証
す
る
と
い
う
形
で
証
明
し
よ
う
と
す
る
時
、
彼
の
言
う
「
自

(
8
)
 

然
11

本
性
」
は
、
も
は
や
「
慣
習
i
n
s
t
i
t
u
t
u
r
n
」
と
見
分
け
が
つ
か
な
く

な
っ
て
し
ま
っ
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か

(
T
P
/
X
I
/
4
)
。
我
々
は
、
前
章
第

二
節
団
に
お
い
て
ア
ー
レ
ン
ト
の
奴
隷
制
論
か
ら
、
我
々
が
「
自
然
11

本

性
」
で
あ
る
と
思
い
込
ん
で
い
る
も
の
が
、
実
は
「
制
度
」
に
よ
っ
て
作

り
出
さ
れ
た
人
工
の
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
に
十
分
注
意
す
べ

き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
学
ん
だ
が
、
マ
ッ
ク
シ
ャ
ー
が
、
書
か
れ
ざ
る

第
十
一
章
第
五
節
に
は
奴
隷
の
参
政
権
が
論
じ
ら
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
と

予
想
し
て
、
奴
隷
が
政
治
か
ら
排
除
さ
れ
る
の
は
、
彼
ら
が
「
自
然
11

本
性

に
よ
っ
て
b
y
n
a
t
u
r
e
」
劣
っ
て
い
る
か
ら
で
は
な
く
、
彼
ら
（
の
意
思
）

が
主
人
の
強
い
影
響
の
下
に
従
属
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る

(
M
c
S
h
e
a
,

ス
ピ
ノ
ザ
は
奴
隷
に
関
し
て

は
、
そ
の
隷
属
は
単
に
「
制
度
に
よ
る
」
も
の
に
過
ぎ
な
い
と
考
え
て
い

（二）

ズ
ム
が
、
何
ら
か
の
形
で
冷
却
期
間
を
経
て
、
そ
の
間
に
自
己
の
形
而
上

学
的
基
礎
と
現
実
の
政
治
と
の
関
係
を
改
め
て
冷
静
に
見
直
す
機
会
が

あ
っ
た
な
ら
、
そ
の
時
は
ス
ピ
ノ
ザ
も
、
こ
の
「
自
然
11

本
性
」
と
「
制
度

の
相
互
浸
食
に
留
意
し
つ
つ
、
「
政
治
か
ら
の
女
性
の
排
除
」

（
慣
習
）
」

に
つ
い
て
も
異
な
っ
た
答
え
を
提
出
し
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。

注
(1)

（T
P
/
I
I
/
5
)

で
は
、
欲
望
（
コ
ナ
ト
ゥ
ス
）
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
人
間
が
自
己

の
存
在
に
固
執
す
る
よ
う
努
力
す
る
自
然
の
力
を
「
説
明
11

展
開
す
る

expli
,
 

c
a
r
e」
と
な
っ
て
い
る
が
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
も
指
摘
す
る
よ
う
に
ス
ピ
ノ
ザ
に
お
い

て
は
「
説
明
す
る
こ
と

expliquer」
と
「
展
開
す
る
こ
と

d
e
v
e
l
o
p
p
e
r」
は
「
表

現

expression」
の
一
側
面
に
す
ぎ
な
い

(Deleuze,
1968, 
p.12)
。

(2)
コ
ナ
ト
ゥ
ス
が
精
神
に
の
み
関
係
す
る
と
き
は
「
意
志

v
o
l
§
t
a
s」
と
呼
ば
れ
、

精
神
と
身
体
に
同
時
に
関
係
す
る
と
き
は
「
衝
動

appetitus」
と
呼
ば
れ
る
。
そ

し
て
意
識
化
さ
れ
た
「
衝
動
」
が
「
欲
望

cupiditas」
で
あ
る

(E/III/9S)
。

(
3
)
し
か
し
現
実
に
は
、
人
間
は
理
性
の
命
令
に
従
っ
て
生
き
る
こ
と
が
稀
で
あ
る
か

ら
、
「
希
望
」
と
「
恐
怖
」
も
害
よ
り
は
利
益
を
も
た
ら
す
と
し
て
ス
ピ
ノ
ザ
は
、

「
民
衆
は
お
そ
れ
を
知
ら
ぬ
時
、
恐
る
べ
き
も
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
(
E
/

I
V
 /
5
4
S
)
。

(
4
)
力
能
の
ア
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
な
増
大
可
能
性
が
あ
る
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
無
制
限

の
増
大
の
可
能
性
を
意
味
し
な
い
。
自
己
に
与
え
ら
れ
た
「
現
実
的
本
質
（
コ
ナ

ト
ゥ
ス
）
の
あ
る
一
定
の
度
合
い
の
範
囲
の
中
で
の
み
」
、
力
能
の
増
減
は
起
こ
り

う
る
の
だ

(cf.
iiiJ:i't, 
1997, 
p.38)
。

(
5
)
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
、
「
譲
渡
II

疎
外
」
を
意
味
す
る
A

aliene≫ 

で
は
な
く
、
単
に

A
 separe≫ 
と
言
う
。
こ
れ
は
我
々
の
現
実
的
本
質
で
あ
る
コ
ナ
ト
ゥ
ス
（
力
能
"

自
然
権
）
は
、
決
し
て
他
者
に
「
譲
渡
す
る
」
こ
と
な
ど
で
き
な
い
と
い
う
こ
と

を
踏
ま
え
た
上
で
の
表
現
で
あ
る

(
c
f
.
M
a
t
h
e
r
o
n
,
1986, 
p.114)
。
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(6)
こ
の
よ
う
な
「
自
己
の
活
動
力
能
（
自
己
が
な
し
う
る
こ
と
）
か
ら
分
離
さ
れ
て

い
る
」
状
態
が
、
「
支
配
I
隷
従
関
係
」
に
お
い
て
際
だ
っ
た
形
で
理
解
で
き
る
の

は
、
前
章
第
二
節
の
四
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
う
ち
の
第
一
番
目
、
つ
ま
り
自
己
の

身
体
が
物
理
的
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
「
支
配
ー
隷
従
関
係
」
で

あ
る
。
こ
の
場
合
、
ア
ー
レ
ン
ト
や
ド
ゥ
ル
ー
ズ
が
、
奴
隷
や
弱
者
に
つ
い
て
語
っ

た
こ
と
が
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
当
て
は
ま
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
被

支
配
者
は
身
体
を
物
理
的
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
自
己
の
な
し
う
る

こ
と
」
か
ら
完
全
に
遠
ざ
け
ら
れ
る
。
こ
の
被
支
配
者
の
力
能
は
「
働
か
な
く
な

り
、
固
定
化
さ
れ
」
て
し
ま
う
。
そ
し
て
拘
束
が
長
期
化
す
れ
ば
、
こ
の
被
支
配

者
の
力
能
は
低
下
の
一
途
を
た
ど
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
「
自
己
の
活
動
力
能
か
ら

分
離
さ
れ
て
い
る
」
た
め
、
自
己
の
力
能
の
低
下
を
食
い
止
め
た
り
、
そ
れ
を
（
ア

ポ
ス
テ
リ
オ
リ
に
）
回
復
さ
せ
る
（
増
大
さ
せ
る
）
こ
と
す
ら
で
き
な
い
の
で
あ

る。

(7)
た
だ
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
が
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
戦
っ
た
の
は
、
政
治
的
関

心
に
お
い
て
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
哲
学
的
関
心
に
お
い
て
で
あ
り
、
ス
ピ
ノ
ザ

に
と
っ
て
は
政
治
的
リ
ア
リ
ズ
ム
は
全
く
問
題
で
は
な
か
っ
た
と
さ
え
言
っ
て

い
る

(Sヰ
auss,
1930, 
S
.
2
2
0
-
2
2
1
)
。

(8)
ち
な
み
に

c§ex
instituo"
は
、
ワ
ー
ナ
ム
の
英
訳
で
は

"
b
y
convention"' 

ア
ッ
ピ
ュ
ー
ン
の
仏
訳
で
は

ĉp
a
r
 institution"
、
ゲ
ー
プ
ハ
ル
ト
の
独
訳
で
は

.̂
d
日
c
h
G
e
s
e
t
z
e
s
b
e
s
t
i
r
n
m
u
n
g
"
と
な
っ
て
い
る
。

文
献
表

ス
ピ
ノ
ザ
の
テ
ク
ス
ト
は
ゲ
ー
プ
ハ
ル
ト
版
全
集

(Spi菱
O
N
a
Q忌、
12,

i
m
 A
u
f
t
r
a
g
 d
e
r
 

H
e
i
d
e
l
b
e
r
g
e
r
 A
k
a
d
e
r
n
i
e
 d
e
r
 W
i
s
s
e
n笞
haften
hrsg. v
o
n
 
Carl G
e
b
h
a
r
d
t
,
 

C
.
W
i
n
t
e
r
,
 1925)
を
用
い
、
引
用
に
際
し
て
の
略
号
は
慣
例
に
従
っ
た
。
略
例
を
以

下
に
示
す
。

(
E
/
I
V
/
5
7
S
2
)
 11

『
エ
チ
カ
』
第
4
部
定
理
57
注
解
2
。
(
T
P
/
I
I
/
5
)
"
『
政
治
論
』
第

2
章
第
5
節。

(
T
T
P
/
P
r
a
e
)
 11

『
神
学
政
治
論
』
序
文
。

(
E
P
/
1
9
)
11

『
往
復
書
簡
集
』
第
19
書
簡
。

A
r
e
n
d
t
,
 
H
a
n
n
a
h
.
1
9
5
8
 T
h
e
 H
u
m
a
n
 Condition, 
C
h
i
c
a
g
o
 University Press. 

|
 .1951 E
l
e
m
e
n
t
e
 u
n
d
 U
r
s
p
誌
n
g
e
totaler H
e
冴ヽ
ch]t"
Piper・ 

Balibar, 
E
t
i
e
n
n
e
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'Spinoza, 
!'anti-Orwell L
a
 crainte d
e
s
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a
s
s
e
s
"
 in 

L
3
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窃

m
易
斜
:
Politique_ et philosophie a
蕊
n
t
e
t
d
P芯
餃
,

M
a
r
x
,
 
1997. 

D
e
l
e
u
z
e
,
 
Gilles .1968 S
p
i
n
o
z
a
 et 
le p
r
o
b
l
e
m
e
 d
e
 l'e:1
苺
袋
忌
n,
M
i
n
u
i
t
.
 

H
o
b
b
e
s
,
 
T
h
o
m
a
s
.
1
9
9
7
 
Leviathan.English 
W
o
r
k
s
 vol.3, 
e
d
.
b
y
 W
.
M
o
'
 

lesworth, 
R
o
u
t
l
e
d
g
e
/
T
h
o
e
m
m
e
s
 Press. 

H
o
r
k
h
e
i
m
e
r
 ̀

M
た
A
d
o
r
n
o
,
T
.
 W
 .194 7
 (1984) Di,alektik 
d
e
r
 Aujkliirung, 

S
已
r
r
k
a
m
p
.

M
a
t
h
e
r
o
n
,
 A
l
e
x
a
n
d
r
e
.
1
9
6
9
 (1988) 
Individu et c
o
m
m
u
n
a
u
t
e
 c
智
S
p
i
n
oNd9 

M
i
n
u
i
t
.
 

|
 .1986 Anthropologie et Poli忌
終
a
uXVJJ• 

急
c
l
e
(
E
tミ
d
器
終
r
S
P
i
n
o
z
a
)
,

Vrin. 

M
c
S
h
e
a
,
 R
.
 J 
.1968 
T
h
e
 Political Philosophy o
f
 Spinoza, 
C
o
l
目
b
i
a
U
n
i
v
e
r
 ,
 

sity P
r
e笏．

R
o
b
i
n
s
o
n
 ̀
 Le
w
i
s
.
1
9
2
8
 K
o
m
m
e
n
t
a
r
 z
u
 Spinozas Ethik, 
Felix Meiner・ 

Strauss ̀
 L
e
o
 .1930 
Di,e 
Religionskritik 
Spinozas 
als 
G
r
u
n
d
l
a
g
e
 
seiner 

B
配
苓
筋

gc君
P」
O
l
m
s
.

Z
a
c
,
 
S
y
l
v
a
i
n
.
1
9
6
4
 "Etat et N
a
t
u
r
e
 c
h
e
z
 
S
p
i
n
o
z
a
"
 
in 
Philosophie, 
T
h
e
 ,
 

ologie, 
Politique ̀
dミ苔
r
o袋
さ
re
d
e
 S
p
i
n
o
 Nd" 
Vrin, 
1979. 

河
村
厚
一
九
九
七
「
コ
ナ
ト
ゥ
ス
か
ら
救
済
ヘ
ー
ス
ピ
ノ
ザ
に
お
け
る
救
済
の
根
底
的

基
礎
と
し
て
の
コ
ナ
ト
ゥ
ス
に
つ
い
て
ー
」
『
待
兼
山
論
叢
』
31
号
、
大
阪
大
学
文
学
会
。

河
村
厚
一
九
九
八
「
コ
ナ
ト
ゥ
ス
か
ら
社
会
ヘ
ー
『
エ
チ
カ
』
に
お
け
る
感
情
と
社
会

に
つ
い
て
ー
」
平
成
九
年
度
科
学
研
究
補
助
金
・
基
盤
研
究
⑱
②
研
究
成
果
報
告
書
『
感

情
の
解
釈
学
的
研
究
』
（
代
表
山
形
頼
洋
）
。

付
記
本
稿
は
「
平
成
十
年
度
文
部
省
科
学
研
究
補
助
金
（
特
別
研
究
員
奨
励
費
）
に
よ

る
研
究
成
果
」
の
一
部
で
あ
る
。

本
稿
は
一
九
九
八
年
五
月
二
三
日
、
一
橋
大
学
で
開
催
さ
れ
た
第
五
回
政
治
思
想
学
会

の
自
由
論
題
発
表
で
の
著
者
の
口
頭
発
表
原
稿
「
ス
ピ
ノ
ザ
政
治
哲
学
に
お
け
る
女
性
・
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奴
隷
•
自
然
権
」
か
ら
補
論
な
ど
を
大
幅
に
削
除
し
、
若
干
の
訂
正
•
加
筆
を
行
っ
た
も

の
で
あ
る
。
な
お
発
表
の
際
に
デ
ィ
ス
カ
ッ
サ
ン
ト
を
引
き
受
け
て
下
さ
り
、
多
く
の
貴

重
な
助
言
を
下
さ
っ
た
、
成
践
大
学
の
加
藤
節
先
生
に
心
か
ら
感
謝
を
申
し
上
げ
た
い
。

（
か
わ
む
ら
こ
う
大
学
院
博
士
課
程
後
期
・
日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
）
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