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資

料

自
然
法
の
最
古
お
よ
び
最
新
の
概
念

パ
リ
大
学
教
授

ミ
シ
ェ
ル
・
ヴ
ィ
レ
イ

　
　
　
私
の
講
演
を
お
許
し
頂
い
た
九
大
の
法
学
部
に
感
謝
し
ま
す
。

　
　
自
然
法
と
い
う
何
だ
か
流
行
お
く
れ
の
も
の
に
つ
い
て
の
話
を
す

　
　
る
み
た
い
で
す
が
、
日
本
人
の
法
哲
学
者
も
そ
れ
を
そ
ん
な
に
流

　
　
行
お
く
れ
と
は
考
え
な
い
と
思
い
ま
す
。
私
は
私
の
学
生
の
一
つ

　
　
の
手
紙
を
思
い
起
し
ま
す
が
、
彼
は
こ
う
書
い
て
い
ま
す
。
　
「
も

　
　
し
、
フ
ラ
ン
ス
が
現
在
政
治
的
、
社
会
的
危
機
に
瀕
し
て
い
る
と

　
　
す
れ
ば
、
そ
れ
は
な
す
べ
き
こ
と
に
つ
い
て
何
ら
の
方
向
指
示
を

　
　
も
し
な
い
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
我
々
を
導
く
か
ら
で
あ
る
。
自
然
法

　
　
論
の
よ
う
な
も
の
が
よ
く
保
存
さ
れ
て
い
れ
ば
、
多
く
の
フ
ラ
ン

　
　
ス
の
政
治
的
及
び
社
会
的
失
敗
を
さ
け
え
た
で
あ
ろ
う
。
」
手
紙

料　
　
は
こ
の
よ
う
に
い
う
の
で
す
。
　
こ
れ
に
は
少
し
誇
張
が
あ
り
ま

資　
　
す
。
と
云
う
の
は
今
日
の
政
治
の
誤
ち
は
、
何
か
の
観
念
の
故
で

あ
る
よ
り
も
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
無
気
力
の
故
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し

こ
の
学
生
の
主
張
は
一
部
の
真
理
を
含
み
ま
す
。
た
だ
自
然
法
は

大
変
多
義
的
な
言
葉
で
あ
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
思
惟
を
通
じ
て
相

異
り
、
相
対
立
さ
え
し
て
き
た
多
く
の
概
念
を
含
む
も
の
で
あ
り

ま
し
て
、
私
は
い
ま
は
、
も
っ
と
も
古
い
自
然
法
と
も
っ
と
も
新

．
し
い
そ
れ
と
を
の
み
話
し
ま
し
ょ
う
。

二

　
つ
ま
り
こ
の
講
演
の
演
題
は
「
自
然
法
の
最
古
お
よ
び
最
新
の

概
念
」
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
古
い
こ
と
を
ま
ず
お
話
し
す
る
こ
と
を
許
し
て
頂
き
た
い
。
こ

れ
は
今
日
も
っ
と
も
よ
く
み
ら
れ
る
態
度
に
は
反
し
ま
す
。
今
日

で
は
全
世
界
に
お
い
て
一
多
分
日
本
で
も
そ
う
で
し
ょ
う
が
一
新
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し
い
理
論
へ
の
強
い
好
み
が
あ
る
よ
う
に
み
え
ま
す
①
人
々
は
最

近
の
出
版
物
を
渇
望
し
て
い
ま
す
。
わ
れ
わ
れ
の
時
代
の
大
き
な

技
術
的
変
化
に
適
応
し
た
研
究
を
渇
望
し
て
い
ま
す
。

　
こ
う
し
た
あ
り
さ
ま
は
、
こ
と
に
一
少
な
く
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に

お
い
て
は
1
進
歩
主
義
的
歴
史
哲
学
の
勝
利
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ

ま
す
。
つ
ま
り
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
、
コ
ン
ド
ル
セ
、
A
・
コ
ン
ト
の
、

又
更
に
も
っ
と
知
ら
れ
た
ス
ペ
ン
サ
ー
や
、
マ
ル
ク
ス
の
歴
史
哲

学
で
す
。
そ
れ
ら
の
哲
学
は
、
人
生
の
あ
ら
ゆ
る
面
で
進
歩
発
展

す
る
進
化
が
あ
る
と
の
意
見
に
満
た
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し

実
の
と
こ
ろ
芸
術
や
詩
が
、
ま
た
哲
学
の
も
っ
と
も
抽
象
的
な
部

門
が
進
歩
す
る
の
は
、
自
然
科
学
（
そ
れ
は
諸
科
学
の
成
果
を
蓄

積
し
た
も
の
で
す
が
）
や
、
も
ろ
も
ろ
の
技
術
が
わ
れ
わ
れ
の
眼

前
で
大
い
に
進
歩
し
て
い
る
故
で
は
な
い
の
で
す
。

　
今
日
の
偉
大
な
い
ず
れ
の
哲
学
者
達
も
、
こ
の
進
歩
主
義
的

（
歴
史
）
哲
学
に
加
担
し
て
い
る
と
は
思
わ
れ
ま
せ
ん
。
こ
の
哲

学
の
根
拠
は
、
経
験
に
鑑
み
て
薄
弱
な
も
の
で
す
。
ハ
イ
デ
ガ
ー

は
も
っ
と
も
古
い
ギ
リ
シ
ャ
の
哲
学
か
ら
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン

を
受
け
る
事
を
恥
と
し
な
か
っ
た
し
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
は
プ
ラ

ト
ン
の
讃
歌
を
謳
い
、
マ
ル
ク
ス
や
ヘ
ー
ゲ
ル
は
彼
等
自
身
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
へ
の
敬
意
に
満
ち
て
い
ま
し
た
。

　
私
は
と
い
え
ば
、
こ
う
し
た
今
日
の
時
代
の
共
通
の
偏
見
に
た

い
し
て
戦
う
こ
と
を
大
い
に
重
大
な
こ
と
と
信
じ
て
お
り
ま
す
◎

（
現
代
お
よ
び
古
代
の
さ
ま
ざ
ま
の
時
代
の
多
く
の
著
作
を
読
ん

だ
後
で
経
験
に
よ
っ
て
確
信
す
る
わ
け
で
す
が
、
）
こ
と
に
法
哲

学
に
と
っ
て
は
、
最
善
の
哲
学
は
最
新
の
哲
学
で
あ
る
と
い
っ
た

わ
け
の
も
の
で
は
な
い
の
で
す
。
平
凡
な
こ
と
を
わ
た
し
が
い
っ

て
い
る
の
で
し
た
ら
お
許
し
い
た
だ
き
た
い
。
東
京
の
ビ
ル
デ
ィ

ン
グ
よ
り
も
、
古
い
日
本
画
の
完
壁
さ
の
方
が
私
に
は
興
味
が
あ

り
ま
す
。
日
本
の
学
問
は
、
流
行
に
反
し
て
わ
が
ギ
リ
シ
ャ
の
古

．
い
法
哲
学
を
学
ぶ
こ
と
か
ら
、
西
洋
の
諸
理
論
を
研
究
す
る
こ
と

の
う
ち
に
あ
る
最
大
の
利
益
を
、
ひ
き
出
す
だ
ろ
う
と
、
信
じ
ま

す
。

三

　
そ
こ
で
大
変
古
い
自
然
法
の
概
念
、
つ
ま
り
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

に
お
い
て
説
か
れ
、
第
十
三
世
紀
の
パ
リ
大
学
教
授
聖
ト
マ
ス
・

ア
ク
ィ
ナ
ス
が
大
い
に
忠
実
で
よ
く
整
え
ら
れ
た
註
解
を
そ
れ
に

つ
い
て
供
し
て
く
れ
た
自
然
法
論
を
吟
味
し
ま
し
ょ
う
。
私
の
信

じ
ま
す
と
こ
ろ
で
は
、
多
く
の
法
律
家
達
が
長
い
あ
い
だ
そ
の
法

学
を
こ
の
哲
学
に
よ
っ
て
考
え
て
ま
し
た
し
、
わ
れ
わ
れ
が
今
日

か
く
も
多
く
の
も
の
を
そ
れ
に
負
う
古
典
的
ロ
ー
マ
法
の
、
ま
た

中
世
の
学
説
法
の
構
成
を
指
導
し
た
の
は
、
ス
ト
ア
の
観
念
よ
り
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も
、
む
し
ろ
主
と
し
て
こ
の
自
然
法
論
で
し
た
。

　
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
よ
う
な
古
い
古
鐘
典
自
然
法
理
論
に
立
ち

か
え
る
こ
と
が
、
今
さ
ら
必
要
な
の
で
し
ょ
う
か
？
　
そ
れ
は
長

い
間
知
ら
れ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
？
　
数
百
年
来
そ
れ
に
つ
い

て
の
研
究
は
充
分
な
さ
れ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
？

　
そ
う
は
私
は
考
え
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
私
が
古
典
的
と
呼
ぶ
、
そ

し
て
近
代
の
概
念
と
は
大
い
に
異
っ
た
も
の
で
あ
る
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
や
聖
ト
マ
ス
の
古
い
自
然
法
概
念
は
、
今
日
は
な
は
だ
知
ら

れ
て
い
な
い
も
の
で
す
。

　
そ
し
て
そ
れ
は
、
正
に
そ
の
註
釈
が
多
き
に
す
ぎ
る
こ
と
に
関

係
が
あ
り
ま
す
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
長
い
間
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
古

典
的
著
作
家
で
あ
っ
た
と
い
う
ま
さ
に
そ
の
故
に
、
こ
の
理
論
は

哲
学
教
育
の
公
式
の
基
礎
と
な
り
、
も
ろ
も
ろ
の
解
釈
が
こ
れ
を

歪
め
ま
し
た
。
入
は
こ
れ
を
今
日
の
時
代
に
通
用
さ
せ
る
た
め
の

近
代
的
な
考
え
方
の
保
護
の
下
に
お
き
ま
し
た
。
各
学
派
で
異
な

る
多
様
な
読
み
方
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
は
あ
り
、
こ
れ
ら
の
学

派
は
し
ば
し
ば
大
い
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
不
忠
実
で
あ
っ
た
の

で
す
。

　
こ
の
こ
と
は
カ
ト
リ
ッ
ク
の
理
論
に
お
け
る
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ

ナ
ス
に
つ
い
て
も
同
様
で
す
。
聖
ト
マ
ス
は
し
ば
し
ば
十
四
世
紀

以
来
、
又
こ
と
に
十
九
世
紀
の
最
後
の
二
十
五
年
以
来
、
カ
ト
リ
ッ

ク
の
哲
学
教
育
の
公
的
な
指
導
的
学
者
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
聖
ト

マ
ス
の
名
で
教
授
達
は
、
各
時
代
の
好
み
に
か
な
っ
た
そ
し
て
近

代
的
観
念
に
滲
透
さ
れ
た
さ
ま
ざ
ま
の
理
論
を
か
く
ま
わ
ね
ば
な

り
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
う
し
て
「
ト
ミ
ス
ム
」
が
生
ま
れ
た
の
で

す
。
こ
の
ト
ミ
ス
ム
は
大
い
に
、
最
と
も
本
質
的
な
点
で
ト
マ
ス

・
ア
ク
ィ
ナ
ス
が
事
実
考
え
て
い
た
と
こ
ろ
に
反
す
る
も
の
で
あ

り
ま
す
。
マ
リ
タ
ン
、
こ
と
に
ジ
ル
ソ
ン
の
よ
う
な
中
世
哲
学
に

関
す
る
フ
ラ
ン
ス
人
の
巨
匠
達
は
、
今
日
こ
う
し
た
歪
曲
を
露
わ

に
し
て
い
ま
す
。
今
日
キ
リ
ス
ト
教
界
で
ト
ミ
ス
ム
の
名
の
下
に

一
般
に
教
え
ら
れ
て
い
る
も
の
は
、
ト
マ
ス
の
理
論
に
大
い
に
不

忠
実
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

四

　
し
た
が
っ
て
私
達
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
や
聖
ト
マ
ス
を
新
し
く

読
み
な
お
さ
ね
ば
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
そ
れ
に
よ
っ
て
は
じ
め

て
今
日
の
問
題
と
今
日
の
言
葉
に
適
応
す
る
こ
と
を
、
た
だ
し
で

き
る
だ
け
忠
実
に
そ
う
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
で
い
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
す
。
そ
れ
も
歴
史
学
の
今
日
の
発
達
の
お
蔭
で
そ
う
な

の
で
す
が
…
…

　
自
然
法
U
吋
。
淳
美
言
『
2
一
ま
ず
こ
の
「
自
然
」
　
口
癖
ε
門
。
．

↓
8
ε
『
9
ギ
リ
シ
ャ
語
の
魚
q
畠
と
い
う
語
を
理
解
し
な35　（3　●95）　365
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け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
と
い
の
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
自
然
法

を
述
べ
た
多
く
の
箇
所
で
、
こ
と
に
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
第
五
巻

で
、
　
。
。
…
ぎ
鼠
ミ
念
q
ミ
轡
　
　
つ
ま
り
自
然
的
正
義
を
語
っ
て
い
ま

す
。
　
ロ
ー
マ
入
や
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
は
、
　
昌
Ω
。
言
目
9
。
（
〕
二
ω
）

づ
馨
霞
巴
Φ
と
こ
れ
を
訳
し
ま
し
た
。

　
こ
れ
は
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
極
度
に
内
容
豊
か
な
観
念
で
は
あ

り
ま
す
が
、
ま
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
プ
ユ
ン
ス
（
魚
ミ
恥
）
よ
り

も
な
お
一
層
把
握
し
に
く
い
も
の
で
す
。
今
は
こ
れ
に
つ
い
て
概

観
す
る
こ
と
を
い
た
し
ま
せ
ん
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
例
え
ば
一
九

五
八
年
に
プ
ユ
シ
ス
に
つ
い
て
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
主
要
な
テ

キ
ス
ト
の
感
嘆
す
べ
き
註
釈
を
な
し
て
い
ま
す
。

　
た
だ
次
の
こ
と
に
注
意
し
ま
し
ょ
う
。
つ
ま
り
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
に
と
っ
て
も
聖
ト
マ
ス
に
と
っ
て
も
、
法
は
自
然
〔
あ
る
い
は

本
性
〕
か
ら
ひ
き
出
さ
れ
る
こ
と
で
す
。
法
は
ま
ず
自
然
〔
あ
る

い
は
本
性
〕
の
な
か
に
存
し
ま
す
。
外
的
世
界
を
構
成
す
る
事
物

そ
の
も
の
の
な
か
に
存
し
ま
す
。
わ
れ
わ
れ
が
法
を
探
し
求
め
に

ゆ
く
の
は
、
そ
こ
な
の
で
す
。
法
は
規
範
の
う
ち
に
存
す
る
も
の
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
規
範
は
、
人
称
し
て
自
然
と
の
「
闘
争
」
と
い

う
も
の
の
う
ち
で
入
間
に
よ
り
生
み
出
さ
れ
た
も
の
な
の
で
す
。

人
が
自
然
に
つ
け
加
え
た
も
の
で
す
。
法
は
存
在
か
ら
切
り
離
さ

れ
た
「
当
為
」
の
観
念
的
世
界
の
中
に
、
そ
の
場
を
も
つ
も
の
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
一
、
乙
雪
一
一
¢
日
。
言
ユ
象
ρ
二
①
つ
ま
り
法
学
上
の

観
念
論
と
い
う
言
葉
ほ
ど
自
然
法
の
真
正
の
、
第
一
の
意
味
の
も

の
に
反
す
る
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
こ
の
自
然
§
ε
8
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
つ
ぎ
に
何
を
い
う

べ
き
で
し
ょ
う
か
？
　
「
人
間
の
本
性
」
が
問
題
な
の
で
し
ょ
う
か

？
　
人
が
そ
れ
か
ら
法
律
問
題
の
解
決
を
ひ
き
出
す
こ
と
の
で
き

る
キ
ッ
チ
リ
と
決
っ
て
し
ま
っ
た
「
人
間
の
本
質
」
の
定
義
が
問
題

な
の
で
し
ょ
う
か
？
否
、
こ
う
し
た
合
理
主
義
的
な
方
法
は
、
た
ん

に
近
代
の
も
の
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
そ
の
う
ち
に
法
の
存
す
る
自
然
、

観
察
に
よ
り
法
が
そ
こ
か
ら
ひ
き
だ
さ
れ
る
世
界
は
、
国
家
、
家

族
、
社
会
的
諸
集
団
の
世
界
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
集
団
は
、
自
然
的

に
、
植
物
や
動
物
と
同
じ
く
自
然
的
に
形
成
さ
れ
る
も
の
だ
か
ら

で
あ
り
ま
す
。
と
い
う
の
は
、
国
家
は
本
性
に
よ
る
も
の
だ
か
ら
で

す
。
そ
れ
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
政
治
学
の
イ
ロ
ハ
に
属
し
ま
す
。

　
そ
し
て
社
会
的
諸
集
団
の
成
員
間
の
関
係
で
あ
る
法
は
、
つ
ま

り
社
会
的
諸
集
団
の
成
員
間
に
お
け
る
も
ろ
も
ろ
の
善
益
お
よ
び

責
務
の
分
配
の
一
定
化
し
た
体
系
で
あ
る
法
は
、
社
会
の
う
ち
に

し
か
存
し
え
ま
せ
ん
。
わ
れ
わ
れ
が
法
を
ひ
き
だ
す
の
は
、
現
に

形
成
さ
れ
て
い
る
か
ぎ
り
で
の
、
現
に
自
然
的
に
発
展
し
て
い
る

か
ぎ
り
で
の
諸
集
団
を
観
察
す
る
こ
と
を
通
じ
て
の
み
で
す
。
例

え
ば
自
然
法
論
の
父
で
あ
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
い
か
に
し
て

35　（3　●96）　366
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そ
の
政
治
学
に
お
い
て
、
著
作
を
す
る
で
し
、
卜
う
か
？
　
か
れ
は

ア
テ
ネ
の
憲
法
の
よ
う
な
百
に
も
の
ぼ
る
国
々
の
自
然
的
憲
法
を

観
察
す
る
こ
と
を
も
っ
て
は
じ
め
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
ア

リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
そ
の
観
察
に
よ
っ
て
見
出
し
、
見
分
け
た
や
り

方
は
、
植
物
学
者
が
成
熟
し
そ
こ
ね
た
、
そ
の
本
性
か
ら
は
ず
れ

た
植
物
を
、
正
し
く
発
育
し
た
そ
れ
か
ら
見
分
け
る
や
り
方
に
、

い
さ
さ
か
似
て
い
ま
す
。
ま
た
ど
ん
な
風
に
し
て
、
ロ
ー
マ
の
法

学
曲
角
は
事
を
は
こ
ん
だ
で
し
ょ
う
か
？
　
ロ
ー
マ
の
社
会
生
活

の
う
ち
に
、
家
族
関
係
や
商
業
関
係
や
近
隣
関
係
の
最
善
の
タ
イ

プ
を
観
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
し
た
。
少
く
も
ロ
ー
マ
で
は
、

立
法
化
さ
れ
た
明
文
が
少
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
法
学
者
の

方
法
の
大
半
は
、
こ
う
し
た
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
し
た
。

　
自
然
を
観
察
す
る
こ
と
に
よ
り
法
律
問
題
の
解
決
を
見
出
す
方

法
た
る
自
然
法
論
は
、
法
学
上
の
観
念
論
と
は
正
反
対
の
も
の
な

の
で
す
。
人
が
誤
っ
て
つ
い
慣
習
的
に
十
八
・
九
世
紀
の
「
自
然

法
論
」
と
呼
ん
で
い
る
も
の
と
は
、
正
反
対
の
も
の
な
の
で
す
。

五

　
自
然
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
最
後
の
考
察
を
加
え
ま
し
ょ

う
。
国
家
の
最
善
の
モ
デ
ル
を
観
察
す
れ
ば
、
法
の
あ
る
部
分
を

特
定
す
る
と
こ
ろ
の
権
威
当
局
が
お
の
ず
か
ら
存
在
し
て
い
る
の

が
分
か
り
ま
す
。
例
え
ば
、
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
い
い
ま
す
。

こ
れ
こ
れ
の
罰
金
の
額
は
ど
れ
だ
け
か
？
　
他
の
、
こ
れ
こ
れ
の

刑
罰
の
重
さ
は
ど
れ
だ
け
か
？
　
あ
る
い
は
私
的
な
契
約
で
定
め

る
こ
と
の
で
き
る
こ
れ
こ
れ
の
商
品
の
値
段
は
ど
れ
だ
け
か
？

と
い
っ
た
こ
と
で
す
。
自
然
法
の
原
理
は
、
こ
れ
ら
特
定
が
、
権

威
当
局
者
の
自
然
的
な
職
務
の
定
あ
ら
れ
た
枠
内
で
の
も
の
で
あ

れ
ば
、
補
助
的
な
法
と
し
て
、
服
従
さ
れ
る
こ
と
も
求
め
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
し
て
定
め
ら
れ
た
法
は
、
一
方
で
は
自
由
裁
量
的
な

も
の
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
ま
た
冒
。
。
3
、
つ
ま
り
「
正
し
さ
」

と
い
う
こ
と
を
構
成
し
て
い
る
要
素
な
の
で
す
。
そ
れ
は
実
定
的

な
言
。
・
8
或
は
実
定
法
、
ギ
リ
シ
ャ
語
で
は
。
。
驚
欝
ミ
愚
な
ミ
§

を
成
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
し
た
が
っ
て
実
定
法
や
契
約
は
、
こ
の
理
論
に
よ
れ
ば
、
特
定
の

条
件
の
下
で
は
、
法
の
本
質
的
な
淵
源
で
あ
り
ま
し
た
。
歴
史
的

に
い
え
ば
、
ロ
ー
マ
に
お
い
て
で
あ
れ
、
十
八
世
紀
に
お
い
て
で

あ
れ
（
ス
テ
ン
ガ
グ
ナ
ー
ω
8
口
O
o
σ
q
昌
。
『
の
研
究
が
大
変
よ
く

そ
れ
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
）
、
自
然
法
論
の
普
及
は
成
文
立
法

を
促
進
す
る
こ
と
を
、
大
い
に
な
し
た
も
の
で
し
た
。
君
主
や
そ

の
他
の
公
的
な
権
威
当
局
者
の
仕
事
は
、
こ
う
し
た
立
法
に
あ
っ

た
の
で
し
た
。
と
う
い
の
は
自
然
そ
の
も
の
が
、
そ
の
う
ち
κ
こ

の
立
法
活
動
を
促
し
、
生
み
、
包
含
す
る
か
ら
で
す
。
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資料

　
し
た
が
っ
て
、
成
文
立
法
へ
の
不
服
従
と
い
う
態
度
ほ
ど
、
も
っ

と
も
古
い
自
然
法
論
の
理
論
に
、
ま
た
も
っ
と
も
長
い
間
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
の
思
惟
を
支
配
し
た
自
然
法
の
理
論
に
、
反
す
る
も
の
は
な

い
の
で
す
。
そ
の
成
文
法
が
権
威
の
自
由
裁
量
に
よ
る
も
の
で
あ

っ
て
も
そ
う
な
の
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
法
を
不
確
実
な
ら
し
め
る

と
こ
ろ
の
〔
法
概
念
の
〕
レ
ッ
テ
ル
の
過
度
の
使
用
ほ
ど
、
そ
う

し
た
自
然
法
論
に
反
す
る
も
の
は
な
い
の
で
す
。
自
然
法
論
は
い

わ
ゆ
る
冒
。
。
占
讐
霞
巴
冨
ヨ
①
自
然
法
主
義
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

後
者
は
自
然
法
の
過
度
の
体
系
化
に
よ
っ
て
、
実
定
法
を
閑
却
す

る
も
の
で
す
。
こ
う
し
た
と
こ
ろ
が
わ
れ
わ
れ
の
眼
前
に
み
る
国

家
の
最
善
の
モ
デ
ル
の
中
に
真
に
生
じ
て
い
る
か
ぎ
り
で
の
事
柄

に
か
ん
す
る
、
わ
れ
わ
れ
円
8
嵩
ω
冨
の
、
つ
ま
り
実
在
論
者
の
叙

述
な
の
で
す占ノ、

　
も
し
日
本
語
を
語
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
、
わ
た
し
が
補
完
的

に
い
い
た
い
と
思
う
多
く
の
こ
と
が
あ
り
、
反
論
し
た
い
多
く
の

反
対
論
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
今
は
簡
単
に
の
み
、
自
然
法
の
第

二
の
言
葉
、
法
臼
。
二
言
9
隔
月
ミ
　
　
と
い
う
表
現
に
つ
い
て

説
明
を
加
え
る
乙
と
に
い
た
し
ま
し
ょ
う
。

　
わ
れ
わ
れ
は
自
然
法
の
語
に
よ
っ
て
、
十
八
世
紀
の
い
わ
ゆ
る

自
然
法
論
の
綱
要
を
成
し
て
い
る
明
確
に
の
べ
ら
れ
た
諸
規
則
の

総
体
と
い
っ
た
、
自
然
に
よ
り
与
え
ら
れ
、
し
た
が
っ
て
不
変
で

あ
る
諸
原
理
の
一
法
典
、
を
解
す
る
慣
習
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
た

め
に
自
然
法
論
は
歴
史
に
関
知
し
な
い
と
か
、
本
当
は
法
は
変
わ

る
も
の
で
あ
る
の
に
無
時
間
的
な
内
容
を
法
に
帰
し
て
い
る
と
か

非
難
す
る
こ
と
が
、
世
の
疑
い
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
し
か
し
こ
の
非
難
は
、
も
っ
と
も
古
い
、
も
っ
と
も
真
正
の
自

然
法
論
、
今
日
わ
た
し
が
皆
さ
ん
に
語
っ
た
よ
う
な
自
然
法
論
に

つ
い
て
は
、
少
し
も
あ
た
り
ま
せ
ん
。

　
法
器
。
＃
の
語
は
、
　
こ
の
理
論
で
は
、
事
実
成
文
法
の
よ
う

に
す
っ
か
り
で
き
上
っ
た
表
現
形
式
の
も
の
を
意
味
し
ま
せ
ん
。

そ
う
で
は
な
く
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
で
も
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
法

典
で
も
、
聖
ト
マ
ス
で
も
、
費
。
算
の
語
は
言
ω
酔
ρ
。
。
斜
§
ミ
》
乙

ρ
二
〇
傷
甘
ω
ε
§
①
の
轡
を
意
味
し
ま
す
。
　
つ
ま
り
そ
れ
は
、
　
（
ニ

コ
マ
コ
ス
倫
理
学
の
第
五
巻
に
あ
る
正
義
に
つ
い
て
の
素
晴
ら
し

い
殆
ん
ど
現
象
学
的
と
も
い
え
る
叙
述
を
御
存
知
で
し
ょ
う
が
）

市
民
の
間
で
の
も
ろ
も
ろ
の
善
益
の
よ
い
分
配
、
よ
い
比
例
を
意

味
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
市
民
に
こ
そ
法
律
独
自
の
活
動
は
、
か

か
わ
っ
て
い
る
の
で
す
。
法
を
人
は
、
予
め
は
知
り
ま
せ
ん
。
と

い
う
の
は
、
ま
ず
は
じ
め
に
わ
れ
わ
れ
の
意
識
の
う
ち
に
あ
る
概

念
や
命
題
の
全
体
と
い
っ
た
も
の
で
は
、
法
は
な
い
か
ら
で
す
。
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そ
う
で
は
な
く
て
“
法
は
常
に
い
そ
こ
に
法
が
か
ぐ
れ
て
い
る
、
そ

し
て
そ
こ
で
法
を
わ
れ
わ
れ
が
発
見
す
べ
き
自
然
的
な
社
会
的
諸

集
団
の
最
善
の
モ
デ
ル
の
な
か
に
v
尋
ね
ら
れ
る
べ
き
で
す
。
そ

し
て
法
は
同
時
に
な
に
か
現
実
化
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
し
て
も

ト
マ
ス
も
い
い
ま
す
よ
う
に
漸
そ
の
お
か
れ
た
新
し
い
状
況
の
う

ち
で
こ
そ
〔
不
断
に
〕
創
り
だ
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
ま
す
。

な
ぜ
な
ら
自
然
は
新
し
い
状
況
を
生
み
だ
す
こ
と
を
け
っ
し
て
止

め
な
い
か
ら
で
す
。

　
そ
れ
に
、
正
と
か
法
と
か
い
っ
た
も
の
は
、
本
質
的
に
変
り
易
い

な
に
も
の
か
な
の
で
す
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
、
そ
れ
自
身
が
変
動
す

る
状
況
と
の
関
係
に
お
い
て
存
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
り
ま
す
。

法
の
中
に
は
安
定
的
な
要
素
も
み
い
だ
さ
れ
る
で
し
ょ
う
。
そ
し

て
ど
の
程
度
安
定
し
た
中
核
的
な
も
の
が
あ
り
、
ど
の
程
度
法
が

種
々
多
様
な
も
の
で
あ
る
か
は
、
観
察
の
み
が
こ
れ
を
決
し
ま
す
。

し
か
し
全
体
と
し
て
は
、
自
然
法
の
決
す
る
と
こ
ろ
は
、
つ
ね
に

な
に
か
の
点
が
歴
史
的
状
況
に
応
じ
た
相
対
的
な
も
の
で
あ
り
ま

す
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
自
然
法
に
つ
い
て
の
そ
の
記
述
の
冒
頭

で
い
っ
て
い
ま
す
。
同
じ
自
然
法
が
ペ
ル
シ
ヤ
人
に
も
ア
テ
ネ
人

に
も
適
合
す
る
こ
と
は
な
い
。
軍
国
的
な
都
市
国
家
に
は
寡
頭
割

的
で
あ
る
こ
と
が
、
平
原
の
都
市
国
家
に
は
民
主
制
的
で
あ
る
こ

と
が
言
ω
8
で
あ
る
〔
つ
ま
り
正
し
い
こ
と
で
あ
る
〕
と
い
っ
て
い

ま
す
ω
聖
ト
で
ス
が
法
を
取
り
扱
ウ
た
際
レ
つ
ま
り
〔
ア
リ
ス
ト
デ

レ
ス
の
〕
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
の
正
義
に
つ
い
て
説
く
第
五
巻
の

註
釈
や
あ
る
い
は
「
神
学
大
全
」
第
二
部
の
こ
の
　
U
o
冒
吋
o

o
亀
卜
ψ
葺
富
「
法
と
正
義
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
、
そ
し
て
不
幸

に
し
て
大
て
い
の
ト
ミ
ス
ト
の
神
学
専
業
は
誤
っ
て
ト
マ
ス
の
自

然
法
論
を
こ
れ
以
外
の
と
こ
ろ
に
求
め
て
い
る
の
で
す
が
一
い
つ

れ
に
せ
よ
、
聖
ト
マ
ス
が
法
を
論
じ
た
と
き
、
人
間
の
本
性
は
、

可
変
的
な
も
の
だ
と
い
う
真
理
を
想
起
せ
し
め
て
止
み
ま
せ
ん
で

し
た
。
つ
ま
り
昌
鋤
言
鎚
ず
。
島
巳
ω
o
警
ヨ
暮
9
。
げ
ま
の
〔
人
間
の

本
性
は
可
変
的
で
あ
る
〕
と
い
う
真
理
、
し
た
が
っ
て
人
間
の
諸

状
況
と
い
う
正
義
の
要
素
は
変
る
も
の
だ
と
い
う
真
理
、
ま
た
自

然
法
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
云
う
よ
う
に
可
変
的
で
あ
る
と
い
う

こ
と
の
真
理
を
、
想
起
せ
し
め
て
止
み
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
わ
れ
わ
れ
の
哲
学
が
固
定
主
義
に
、
静
態
論
に
導
く
と
轡
め
る

者
は
、
自
然
法
の
古
典
的
意
味
を
ま
っ
た
く
忘
れ
て
し
ま
っ
て
い

る
の
で
す
。
わ
れ
わ
れ
の
真
の
法
学
的
伝
統
は
、
あ
な
た
方
の
極

東
の
そ
れ
に
も
比
肩
す
る
柔
軟
さ
を
、
　
多
分
も
つ
も
の
で
し
ょ

う
。
自
然
法
は
、
特
定
の
表
現
形
式
に
盛
ら
れ
た
規
範
の
総
体
と

い
っ
た
こ
と
で
は
あ
り
え
な
い
の
で
す
。
一
切
の
表
現
形
式
は
、

必
然
的
に
人
間
の
わ
ざ
の
所
産
で
あ
り
、
愚
奄
q
　
（
法
律
）
で
あ

り
勲
§
ミ
、
愚
喰
ミ
6
一
覧
（
法
律
的
正
義
）
で
あ
り
、
正
義
の
実
定
的
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部
・
分
で
あ
り
ま
す
。
自
然
の
・
つ
ち
に
絶
え
ず
探
さ
ね
ば
な
ら
な
い

の
は
、
こ
の
法
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
法
を
不
動
の
表
現
形
式
の
な

か
に
虜
に
す
る
・
と
称
す
る
こ
と
ほ
ど
、
自
然
法
の
も
っ
と
も
古
く

伝
統
的
で
あ
る
理
論
に
反
す
る
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。

七

　
奇
な
し
ま
し
た
歴
史
的
な
叙
述
が
皆
さ
ん
方
に
と
っ
て
逆
説
的

な
も
の
と
み
え
な
い
か
ど
う
か
知
り
ま
せ
ん
。
今
か
ら
五
十
年
前

に
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
た
ぶ
ん
だ
れ
も
こ
う
し
た
叙
述
を
理
解

し
な
か
っ
た
の
で
す
。
自
然
法
を
理
解
す
る
た
め
に
は
カ
ン
ト
や
、

ロ
ッ
ク
や
、
デ
カ
ル
ト
の
考
え
方
を
脱
却
，
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
が
、
こ
れ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
に
と
っ
て
は
、
容
易
な
こ
と
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
し
か
し
H
・
ロ
ン
ノ
ン
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
ロ
聖
ト
マ

　
　
　
　
い
わ
ゆ
る
古
典
的
自
然
法
を
、
近
代
の
偽
の
自
然
法
か

ら
区
別
し
て
以
来
、
わ
れ
わ
れ
の
元
期
は
進
歩
し
ま
し
た
。
（
こ
の

偽
の
自
然
法
は
内
容
を
歪
め
．
な
が
ら
、
そ
の
レ
ッ
テ
ル
だ
け
を
保

持
し
て
い
る
も
の
な
の
で
す
）
。
歴
史
家
達
は
、
こ
の
古
い
哲
学
を

綾
い
か
く
し
、
ゆ
が
め
た
近
代
の
台
理
主
義
、
近
代
の
観
念
論
や
近

代
の
法
実
証
主
義
か
ら
脱
す
る
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。
つ
い
最
近

に
は
マ
ル
チ
”
、
チ
や
ア
ル
事
ウ
ー
ル
・
カ
ウ
フ
マ
ン
の
仕
事
が
あ

り
ま
す
．
、
わ
た
し
は
［
こ
の
方
向
の
〕
ム
，
日
の
研
究
の
最
近
の
、
既

存
の
な
に
が
し
か
を
、
い
ま
皆
さ
ん
に
招
介
し
た
と
思
い
ま
す
。

　
さ
て
最
後
に
、
　
方
法
論
に
つ
い
て
述
べ
て
終
り
と
し
ま
し
ょ

う
。
人
は
長
い
間
、
自
然
法
の
方
法
を
公
理
か
ら
す
る
推
論
だ
と

考
え
て
き
ま
し
た
。
法
律
家
は
法
を
合
理
的
な
諸
原
理
か
ら
推
論

す
べ
き
だ
、
と
い
う
の
で
し
た
。

　
こ
れ
ま
た
誤
解
な
の
で
す
。
自
然
法
と
、
ま
さ
に
自
然
法
の
反
対

の
も
の
で
あ
る
近
代
の
理
論
、
法
学
的
襯
念
論
の
理
論
と
の
混
同

が
こ
こ
に
は
あ
る
の
で
す
。
真
正
の
自
然
法
哲
学
が
法
発
見
に
い

た
る
た
め
法
律
家
に
推
賞
す
る
方
法
は
、
観
察
の
方
法
で
す
。
広
義

で
い
っ
て
、
こ
の
方
法
は
、
法
を
現
実
在
か
ら
、
現
存
の
社
会
集
団

内
の
最
善
の
自
然
的
モ
デ
ル
か
ら
帰
納
し
、
抽
象
す
る
の
で
す
。

丁
度
い
ま
私
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
や
ロ
ー
マ
法
を
引
き
合
い
に
出

し
て
の
べ
ま
し
た
よ
う
に
。

　
そ
れ
に
自
然
の
中
に
あ
る
正
義
に
つ
い
て
の
わ
れ
わ
れ
の
認
識

は
、
断
片
的
で
不
確
か
で
偏
っ
た
も
の
で
あ
り
、
自
分
の
利
害
や
特

殊
的
な
観
点
に
し
た
が
っ
て
変
化
す
る
と
い
う
欠
陥
を
も
ち
ま
す

か
ら
、
自
然
法
は
、
そ
れ
を
も
ち
い
る
こ
と
な
く
て
は
自
然
法
を
認

識
で
き
な
い
重
要
な
道
具
を
利
用
し
ま
す
。
つ
ま
り
言
葉
の
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
的
意
味
で
の
弁
証
法
で
す
。
そ
れ
に
従
っ
て
人
が
相

対
立
す
る
双
方
の
側
の
云
い
分
に
心
し
て
聴
き
入
る
と
こ
ろ
の
、

ま
た
そ
れ
に
従
っ
て
判
定
者
の
前
で
、
あ
る
い
は
権
威
あ
る
師
の
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前
で
相
対
立
す
る
デ
ー
ぜ
を
対
決
さ
ぜ
る
と
こ
ろ
の
賢
明
に
規
定

さ
れ
た
手
続
を
用
い
て
、
し
だ
い
に
、
特
殊
的
な
直
観
か
ら
共
通
的

な
問
題
解
決
の
方
式
へ
と
上
昇
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
す
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
学
派
は
こ
う
し
て
生
れ
ま
し
た
。
ロ
ー
マ
で

は
裁
判
所
に
お
い
て
で
あ
れ
、
法
律
家
の
学
校
に
お
い
て
で
あ
れ
、

ロ
ー
マ
法
の
創
造
先
達
が
こ
う
し
て
生
れ
た
の
で
し
た
。
更
に
こ

と
に
ス
コ
ラ
学
、
例
え
ば
聖
ト
マ
ス
が
哲
学
に
お
い
て
そ
う
で
あ

っ
た
よ
う
に
1
中
世
の
わ
が
偉
大
な
法
律
家
達
が
生
ま
れ
た
の
で

し
た
。
こ
の
弁
証
法
、
こ
の
司
法
的
に
組
織
さ
れ
た
論
争
は
、
法

学
の
真
の
方
法
な
の
で
す
。
そ
れ
は
少
く
と
も
自
然
法
論
の
方
法

で
あ
り
ま
し
た
。
少
く
と
も
と
い
う
の
は
、
実
定
法
は
そ
の
特
殊

な
領
域
に
お
い
て
は
よ
り
一
そ
う
厳
格
な
演
繹
に
適
し
た
も
の
だ

か
ら
で
す
。

八

　
こ
れ
で
す
っ
か
り
終
っ
た
の
で
は
あ
り
ま
す
ん
。
と
い
う
の
は

最
古
の
自
然
法
論
と
と
も
に
最
新
の
自
然
法
を
語
る
こ
と
を
約
束

し
た
の
で
す
か
ら
。

　
し
か
し
以
下
に
簡
単
で
は
あ
り
ま
す
が
述
べ
る
こ
と
は
、
な
お

一
層
逆
説
的
と
思
わ
れ
ま
し
ょ
う
か
？
　
い
つ
れ
に
せ
よ
、
た
だ

次
の
こ
と
だ
け
指
摘
し
て
お
き
ま
す
。
つ
ま
り
今
日
の
思
想
の
動

き
を
分
析
す
る
場
合
、
わ
た
し
の
み
る
と
こ
ろ
で
は
自
然
法
の
古

い
真
正
の
タ
イ
プ
そ
の
も
の
へ
と
帰
る
こ
と
に
む
か
う
お
お
く
の

集
中
し
た
傾
向
が
み
ら
れ
る
こ
と
で
す
。

　
問
題
な
の
は
レ
ッ
テ
ル
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
自
然
法
再
生
の
運

動
と
称
さ
れ
る
も
の
、
こ
と
に
ド
イ
ツ
で
、
な
か
ん
ず
く
第
二
次
世

界
大
戦
後
に
躍
進
を
み
た
も
の
は
、
し
ば
し
ば
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
や
聖
ト
マ
ス
の
理
論
に
よ
り
も
近
代
の
合
理
主
義
に
似
た
も
の

で
す
。
　
（
イ
タ
リ
ア
の
デ
ル
・
ヴ
ェ
ッ
キ
オ
、
ド
イ
ツ
の
コ
ー
イ

ン
グ
は
、
む
し
ろ
カ
ン
ト
又
は
新
カ
ン
ト
派
的
な
考
え
方
を
代
表

し
て
い
ま
す
。
例
え
ば
オ
ー
ス
ト
リ
ア
学
派
の
一
部
の
い
わ
ゆ
る

ト
ミ
ス
ム
は
、
聖
ト
マ
ス
の
理
論
に
か
な
り
不
忠
実
な
も
の
と
私

に
は
思
わ
れ
ま
す
。
ス
ペ
イ
ン
や
イ
タ
リ
ア
で
自
然
法
の
名
の
下

に
教
え
ら
れ
て
い
る
も
の
は
、
論
外
と
し
ま
し
て
も
。
）

　
加
え
て
自
然
法
の
レ
ッ
テ
ル
が
曖
昧
な
も
の
と
し
て
却
け
ら
れ

る
と
こ
ろ
で
す
ら
、
自
然
法
へ
の
こ
の
還
帰
の
動
き
の
徴
候
が
，
現

わ
れ
て
い
る
こ
と
、
し
ば
し
ば
で
す
。
社
会
学
を
法
学
に
利
用
し

よ
う
と
い
う
考
え
を
も
っ
た
最
初
の
人
達
、
つ
ま
り
、
イ
ェ
リ
ン

グ
、
こ
と
に
エ
ー
ル
リ
ッ
ヒ
の
よ
う
な
人
達
は
、
ロ
ー
マ
法
学
者
の

立
法
の
手
本
を
絶
え
ず
想
っ
て
い
ま
し
た
。
ま
し
て
コ
ン
ト
は
歴

史
を
知
ら
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
マ
ル
ク
ス
は
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
を
知
ら
な
か
っ
た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
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資料

　
法
学
上
の
社
会
学
主
義
は
、
改
め
て
法
を
現
．
実
に
即
し
て
、
自

然
に
即
し
て
考
え
る
こ
と
を
企
て
て
お
り
．
、
も
は
や
存
在
か
ら
切

り
離
さ
れ
た
当
為
と
い
う
理
念
界
に
即
し
て
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

マ
ル
ク
ス
主
義
者
の
社
会
学
者
で
わ
た
し
の
元
の
助
手
で
あ
る
プ

ー
ラ
ン
ツ
ァ
勺
〇
三
鋤
⇒
旨
鋤
ω
氏
の
最
近
の
フ
ラ
ン
ス
語
の
論
文

は
、
事
実
と
価
値
、
Q
り
①
貯
と
ω
o
＝
①
昌
と
の
間
に
設
け
ら
れ
た
近

代
の
分
裂
を
超
え
で
る
こ
と
を
表
わ
し
て
い
ま
す
。
す
べ
て
の
社

会
学
主
義
は
そ
れ
に
向
っ
て
い
る
の
で
す
。

　
社
会
主
義
は
社
会
的
集
団
の
中
に
法
を
尋
ね
ま
す
。
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
に
と
っ
て
国
家
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
集
団
が
こ
の

主
義
の
者
に
は
自
然
的
と
み
と
め
．
ら
れ
る
の
で
す
。
法
を
個
入
の

合
理
的
ま
た
は
主
意
的
な
構
成
物
と
す
る
こ
と
を
、
も
は
や
必
要

と
し
て
い
ま
せ
ん
。
社
会
学
主
義
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
自
然

法
を
破
壊
し
た
名
目
論
（
昌
O
b
日
一
コ
蜂
∋
嵩
ω
門
P
①
）
と
縁
を
切
っ
て
い
ま

す
。
そ
し
て
こ
の
主
義
の
者
の
み
で
な
く
、
現
代
の
思
想
の
多
く

の
派
と
て
も
そ
う
な
の
で
す
。

　
た
だ
し
、
法
学
上
の
社
会
主
義
が
そ
れ
よ
り
法
を
ひ
き
出
す
こ

と
を
許
す
自
然
の
、
充
全
で
生
き
生
き
と
し
た
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
、

再
発
見
し
た
と
は
申
し
ま
せ
ん
。
よ
し
自
然
法
に
還
帰
す
る
試
み

と
し
て
、
こ
れ
を
特
徴
ず
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は

不
完
全
な
函
丈
で
あ
り
、
や
り
負
っ
た
還
帰
で
必
り
ま
七
よ
う
。

た
だ
還
帰
の
運
動
の
指
標
だ
と
の
み
い
い
ま
し
ょ
う
。
同
じ
く
他

の
指
標
を
、
弁
証
法
的
論
争
法
と
い
う
革
新
の
う
ち
．
に
み
ま
す
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
ペ
ル
ル
マ
ン
勺
①
ユ
ヨ
鋤
コ
氏
が
ベ
ル
ギ
ー
で

フ
ィ
ー
ヴ
エ
ー
ク
　
≦
①
び
堵
Φ
ひ
Q
　
氏
が
ド
イ
ツ
で
そ
の
使
徒
と
な

っ
て
い
ま
す
。
　
と
い
う
の
は
、
　
こ
の
弁
証
法
は
、
ロ
ー
マ
の
法

学
者
達
の
用
い
た
ま
さ
に
そ
の
方
法
で
あ
り
、
自
然
法
の
方
法
だ

か
ら
で
す
。
　
な
お
ま
た
他
の
指
標
も
あ
り
ま
す
。
　
フ
ェ
ヒ
ナ
ー

頃
①
o
ず
コ
Φ
『
氏
や
マ
ル
チ
ッ
チ
ζ
。
。
容
一
〇
氏
が
法
を
、
　
「
存
在
」

〔
こ
の
存
在
は
大
文
字
で
の
存
在
国
＃
①
〕
　
の
中
に
位
置
づ
け

よ
う
と
す
る
場
合
、
つ
ま
り
、
ハ
ル
ト
マ
ソ
や
ハ
イ
デ
ガ
ー
－
の
つ

い
最
近
の
存
在
論
を
援
用
し
な
が
ら
、
自
然
の
う
ち
に
そ
れ
を
位

置
づ
け
よ
う
と
す
る
場
会
で
あ
り
ま
す
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
存

在
論
は
、
多
少
と
も
新
し
い
言
葉
で
、
本
心
か
ら
の
同
意
を
も
っ

て
思
惟
の
も
っ
と
も
古
い
伝
統
を
生
き
て
い
る
か
ら
で
す
っ

　
一
度
の
講
演
の
中
で
す
べ
て
の
こ
と
を
証
拠
だ
て
る
こ
と
は
で

き
ま
せ
ん
。
し
か
し
終
り
に
臨
ん
で
、
わ
た
し
の
意
見
を
も
う
一
度

く
り
返
し
て
云
う
こ
と
を
許
し
て
頂
き
た
い
。
こ
の
意
見
は
九
州

大
学
の
多
く
の
教
官
方
の
お
気
持
に
も
添
う
も
の
と
思
う
も
の
で

す
。
つ
ま
り
あ
な
た
方
日
本
人
が
西
洋
文
化
の
研
究
を
し
ょ
う
と

望
む
場
含
に
、
技
術
的
な
発
展
の
た
め
な
ら
ば
、
も
っ
と
も
よ
い

も
の
慧
も
っ
と
も
新
し
い
も
⑭
、
明
ら
か
に
ア
メ
ツ
カ
靭
な
も
⑭
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で
す
。
し
か
し
法
哲
学
に
お
い
て
は
、
西
洋
の
供
し
う
る
も
っ
と

も
よ
い
も
の
、
い
つ
も
も
っ
と
も
現
実
的
で
あ
り
つ
づ
け
る
も
の

は
そ
れ
以
外
の
時
、
そ
れ
以
外
の
と
こ
ろ
で
の
も
の
で
す
一
こ

の
よ
う
に
い
う
の
を
多
く
の
ア
メ
リ
カ
の
わ
が
同
僚
達
が
ま
っ
さ

き
に
同
意
す
る
こ
と
で
し
ょ
う
が
一
。
つ
ま
り
根
強
い
偏
見
に

抗
し
て
敢
え
て
申
し
ま
す
が
、
　
そ
れ
は
古
代
ギ
リ
シ
ャ
な
の
で

す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
水
波
朗
訳
）

自然法の最古および最新の概念（ヴィレイ）

附
記
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れ
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昭
和
四
十
三
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五
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十
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州
大
学
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系

　
　
大
講
堂
に
お
い
て
行
な
わ
れ
た
パ
リ
大
学
教
授
ミ
シ
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・

　
　
ヴ
ィ
レ
イ
氏
の
講
演
の
草
稿
を
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し
た
も
の
で
あ
る
。
訳
者

　
　
の
希
望
を
快
く
容
れ
て
「
法
政
研
究
」
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の
収
録
を
許
し
て

　
　
下
さ
っ
た
教
授
の
御
好
意
に
、
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。
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