
〈
研

究

論

文

５

〉

広
池
千
九
郎
の
比
較
法
研
究
の
根
底
に
あ
る
も
の

一
　

相
通
の
理

共
通
性
、
普
遍
性
の
追
求

江
戸

時
代
末
年

に
生
ま
れ
明

治
の
世

に
育

っ
た
広
池

が
、

外

な
る

ヨ
ー

ロ
ッ

パ
世
界
の
存
在

に
対
し
て
強
烈

な
意
識
を
も
つ
こ
と
と
な

っ
た
の
は
必

然
で
あ

る
。
彼

は
儒
学
者
小
川
含
章
の
開
設
し
た
塾

に
入
り
漢
学
を
学
ぶ
の

で
あ
る
が
、
自
ら

「
和
魂
漢
才
」
を
も

っ
て
生
き
よ
う
と
し

た
。
し

か
し
漢

学
を
学
ぶ
中
で

、
漢
文
法
を

欧
米
言
語
の
文
法

に
よ

っ
て
統
一

的
に
理
解
で

き
な

い
か
と

い
う
考
え

を
も
つ

に
い
た
る
の
で
あ

る
。
彼

は
「
中
国
古
文
の

構
造
上

の
法
則

を
英
文
法
法
則

に
依
拠
し
て
。
科
学
的

に
明
ら

か
に
す

る
漢

文
の
構

造
上

に
つ
い
て

、
系
統

的
、
学
問
的
、
技
術

的
に
説
明
」
し

た
い
と

考
え

た
と
言
う
。
そ
れ
が
後

に
『
支
那
文
典
』
と
し
て

結
実
す

る
に
い
た
る

の
で
あ

る
。
「
和

魂
漢
才
」

か
ら
「
和
魂

洋
才

」
を

め
ざ
す
よ

う
に
変
化
し

欠
　
端
　
　
　

實

て

い
く
こ
と
と
な
る
。
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
「
和
漢
洋
」
を
一
つ
の
原
理

で

統
一
的
に
捉
え
よ
う
と
す
る
に
至

っ
た
と

い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

日
本
語
文
法
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
言
語
の
文
法
に
関
し
て
も
、
「
日
本
文
法

の
形

と
、
印
欧
語
文
法
の
形
と
を
、
そ

の
大
体

に
お

い
て
一
致
せ
し
め
、
学

問
上
よ
り
言
え
ば
、
東
西
別
種
の
言
語

に
相
通

の
理
あ
る
こ
と
を
立
証
し
、

…
…
ウ
ラ

ル
ア

ル
タ
イ
系
統
の
文
法
と

の
あ
る
程
度
ま
で
一
致
す
る
こ
と
」

を
証
明
し
よ

う
と
し

た
。

若
き
日

の
広
池

は
、
文
法
の
研
究
に
お
い
て

漢
文
法
と
英
文
法
と
日
本
文

法
と

の
間

に
「
相
通
の
理
」
を
見
い
出
し
、
同

一
原
理
で

説
明
し
よ
う
と
し

て

い
た
こ

と
が
わ
か
る
。

広
池

は
こ
の
よ
う
に
東
西

の
現

象
の
間

に
相
通
の

理
つ
ま
り

普
遍

的
原

理
、
法
則
を
見
い
出
そ
う
と
す
る
態
度
を
強
烈
に
も

っ

て

い
た
。

こ
の
こ
と
は
彼
の
畢

生
の
研
究
で
あ

っ
た
法
制
史
研

究
の
分
野
で
も
同
様



で
あ

っ
た
。

広
池
の
東
洋
法
制
史
研
究
の
開
始
の
直
接
の
動
機
は
二
六
。
七
歳
の
時
に

触
れ

た
穂
積
陳
重
の
論
文
で

あ

っ
た
と
い
う
。
自
ら
の
漢
学
の
才

能
を
発
揮

す
る
場
を
模
索
し
て
い
た
時
、
穂
積
論
文
に
よ

っ
て

東
洋
法

制
史
は
開
拓
の

斧
が

は
い

っ
て
い
な
い
分
野
で
あ
る
と
知
ら
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
広
池
は
早

速
窮
乏
生
活
の
中
で
大
枚
を
は
た
い
て

『
唐
律
疏
議
』
を
購
入
し
唐
律
と
日

本
律
の
比
較
研
究
を
開
始
し
て
い
る
。
こ
の

『
唐
律
疏
議
』

は
上
賀
茂
の
戸

田
保
遠
所
蔵
の
本
が
書
店
に
流
れ
出
た
も
の
で
あ

っ
た
。

広
池
は
ま
も
な
く
上
京
し
て

穂
積
に
師
事
し
て
研

究
の
大
成
を
図

ろ
う
と

す
る
。
研
究
法
に
お
い
て

は
穂
積
の
影

響
を
受
け
て

お
り
、
自
ら

「
欧
州

に

お
け

る
歴
史
法

学
家

の
研
究
法

に
な
ら
い
」

と
述
べ
、
あ
る
い
は
「
小

生
は

も
と
法
理
学
の
一
分

科
た
る
歴

史
法

学
の
専
門
家
」

と
も
述
べ
て

い
る
よ
う

に
。
歴
史
法
学
派
に
属

す
る
と
自
認
し
て

い
た
よ
う
で
あ
る
。

そ
の
上
で
同

時
に
比
較
法
学
的
方
法

を
用

い
て
相
通
の
理
を
見
い
出
そ
う
と
し
た
。
主
要

論
著
の
結
論
部
分
に
お
い
て
以
下

の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

「
予
は
し
き
り
に
こ
れ
に
向
か
い
て
研

鑚
を
重
ね
し
に
、
果

た
し
て
、

支
那
固
有
の
親

等
制
度
は
、
純
然
た
る

ロ
ー

マ
法
の
親
等
制
度
と
同
理

に
も
と
づ
き
…
…
」
（
『
東
洋
法
制
史
本
論
』
）

「
予

は
、
朝
鮮

に
お
け

る
親
等
制
度
が
、
全
然

ロ
ー
マ
民
法

の
そ
れ
に

一
致
す

る
あ
る
こ
と
を

論
証
し
て
…
…
」
（
同
上
）

「
支
那

の
法
制
を
研
究
し
て
得

た
る
と
こ
ろ
は
、
そ
の
立
法

の
基

礎
的

観
念
が

、
や

は
り

ロ
ー
マ
法

お
よ

び
イ

ギ
リ
ス
法

な
ど
と
同
じ

く
、
正

義

に
あ

る
こ
と
を
明
ら

か
に
し

た
と
い
う
こ
と

こ
れ
で

あ
り

ま
す
」

（
『
道
徳
科
学
の
論
文
』
）

彼
が
東
洋
法
制
史
研

究
に
お
い
て

め
ざ
し

た
も
の
の
一
つ
が
、
東
西
の
法

の

根
底
に
共
通
す
る
も
の
を
見
い
出

そ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
こ
と
が
判

明
す
る
。

ニ
　

ア

イ

デ

ン

テ

ィ

テ

ィ

の
確

立

比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
共
通
す

る
部
分
が
明
ら
か
に
な
る
と
同
時

に
相

違
点
も
ま
た
明

瞭
に
な
り

、
各
国

の
法
思
想
が
も
つ
特
色
が
う

か
び
あ
が

っ

て
く
る
。
広
池

に
と
っ
て

各
国

の
法
が
も

っ
て
い
る
固
有

の
性
格
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
も
重
大
な
関
心
事
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
広
池
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
東
洋
進
出

と
い
う
環
境
の
中
で
、
日
本
の
い
わ
ゆ

る
国
体

に
強
い
危
機

感
を
抱
い
て

い
た
か
ら
で

あ
る
。
彼
の
生

い
立
ち
に
立
ち
返

っ
て
考
え
て
み

た
い
。

広
池
は
小
川

含
章
の
塾

、
麗
洋

館
に
在
塾
の
時
に
、
国
体
観
念
が
養
成
さ

れ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
在
塾
時
代

に
、
含
章
か
ら
、
明
治
維
新
を
迎
え
日
本

国
体
は
危
機
に
瀕
し
て

い
る
こ
と

を
き

か
さ
れ
、
国
体
を
ま
も
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
強
く
意
識
し

た
よ
う
で
あ

る
。
そ
の
よ
う
な
考
え
を
抱
く
よ
う

に
な
っ
た
背
景

に
は
広
池

の
家
系

の
問
題
が
あ
っ
た
。

広
池

の
祖
母

広
池

カ
ツ
は
今
永
忠
三
郎
に
嫁
し
た
。
し

か
し
子
供
に
恵
ま

れ
な
か
っ
た
た
め
に
、
カ
ツ
の
弟
の
半
六
が
準
養
子
と
し
て
入

っ
た
。
と
こ

ろ
が
半

六
の
と
き

に
今
永
姓

か
ら
広
池
姓
に
変
わ
っ
た
。
半
六
の
子
と
し
て



誕
生
し
た
広
池
千
九
郎

は
今
永
の
家

に
住
ま

い
し
な
が
ら
姓

は
広
池
と

い
う

幼
児

期
を
送

っ
た
。
一
四
、
五

歳
の
こ
ろ
広
池

は
、

血
の
つ
な
が
り
は
な
い

も
の
の
今
永
家

の
人
間
と
し
て
生
き
る
の

か
、
あ

る
い
は
広
池
家
の
人
間
と

し
て
生
き

る
の
か
、
自
ら
を
ど
ち
ら

に
ア
イ

デ
ン
テ

ィ
フ
ァ
イ
す
る

か
と

い

う
問
題

に
直
面

し
て

い
た
よ
う
で
あ

る
。
結
局

、
広
池

は
今
永

の
人
間
と
し

て
生
き

る
決
断

を
し

た
。
今

永
家
は
神

官
の
家
柄

で
、
公

池
守

と
称
さ
れ

た
家
で

あ
っ
た
。
広
池

自
身
、
四
十
歳
代

に
「
公
池

守
翁
」

と
い
う
落
款
を

作

っ
て

使
用

し
て

い
る
。
明
ら

か
に
今
永

の
人

間
で

あ
る
と

の
自
覚

の
上

に

た
っ
て
行
動

し
て

い
た
の
で
あ

る
。

広
池

は
、
今
永
家
が
神
官
で
あ

っ
た
が
た
め
に
「
皇
室
の
御
恩
を
蒙

る
こ

と
が
多

か
っ
た
」
と
の
認
識
を
も
つ
よ

う
に
な
っ
た
。
そ
こ

に
自
ら
の

ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
見
い
出
し

た
の
で
あ

る
。

そ
し
て
小
川
含
章

の
塾
で
国
体

観
念

を
養
成
さ
れ
、
国
体
と

は
何
か
、
そ
れ

を
強
く
意
識
す

る
と
同
時

に
そ

れ
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
強
い
信
念
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
。

三
　

時

代

認

識

と

民

族

固

有

の

優

秀

な
原

素

広
池
に
と

っ
て
東
洋
法
制
史
研
究
は
、
単
に
書
斎
に
お
け
る
学
問
的
研
究

に
と
ど
ま
る
も
の
で

は
な
か

っ
た
。
西
洋
列
強
の
植
民
地
化
の
嵐
の
中
で

、

日
本
を
、
東
洋
を
「
衰
滅
」
の
非
運
に
陥
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
す
べ
き
学

問
的
責
務
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
と
意
識
し
て

い
た
。

「
け
だ
し
世
界
各
民
族
の
消
長
を
按
ず
る
に
、
お
よ
そ
、
そ
の
民
族
固

有
の
倫
理
思
想
中
、
一
種
の
優
秀
な
る
原
素
を
含
み
。
か
つ
こ
れ
を
助

長
発
達
せ
し

め
て
、
そ
の
民
族
共
同
生
活

の
慣
習
も
し
く
は
法
律
の
基

礎
と

な
し
得

た
る
も
の
は
繁
栄
し
、
否
ら
ざ
る
も
の

は
衰
滅
す
る
こ
と
、

ほ
と

ん
ど
疑

な
き
も
の
の
ご
と
し
。
ア
リ
ア
ン
人
種
が
自
主
独
立
思

想

の
基
礎
の
上

に
立
ち
て
、
多
く
の
強
大
な
る
邦
国
を
建
設
し
、
ユ
ダ
ヤ

人

種
が
、
克
己
忍
耐
の
天
性
を
基
礎
と
し
て
、
頑
強

な
る
種
族
的
発
展

を
遂
げ
て

、
今
日

に
存
し
。
日
本
人
種
が
、
祖
先
崇
拝
君
主
中
心
主
義

の
基
礎
の
上

に
立
ち
、
偉
大
の
勢
力
を
世
界
に
発
揮

せ
る
ご
と
き
、
い

ず

れ
も
著
し
き
現
象

に
あ
ら
ず
や
。
」
（『
支
那
喪
服
制
度
の
研
究
』
緒
言
、

明
治
四
一
年
刊
）

民
族
固
有

の
倫
理
思

想
や
法
思
想

の
な
か

か
ら

「
一
種

の
優
秀

な

る
原

素
」
を

抽
出
し
て

、
慣
習
や
法
律
を
基
礎
づ
け
な
お
し
、
国
民
性
の
発
展
に

寄
与
し

な
け
れ
ば

な
ら
な

い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が

わ
か
る
の
で
あ
る
。

た
と

え
ば
明
治
四
一
年
。
学
位
論
文
完
成
の
た
め
に
清
国
を
訪
問
す
る
が
、

そ
の
時
、
当
時
清
国

に
お
い
て
す
す
め
ら
れ
て
い
た
法

典
編
纂

に
た
い
し
て

広
池
は
、
「
清
国
政
府

は
日
本

の
法

学
博
士

を
聘

し
法
典
編
纂
の
事

業
を
創

め
、
憲
法
の
ご
と
き
既

に
そ
の
草
案
あ
り
、
予
こ
れ
を
見
る
に
、
多
く
わ
が

帝
国
憲
法
を
模
す
る
も

の
に
し
て

。
特

に
皇
位
の
尊
厳
の
ご
と
き

は
、
全
然

帝
国
憲
法
の
漢
訳
た
る
に
す
ぎ
ざ
り
き
」

と
判
断
し
、
清
国
の
法

典
編
纂

に

関
し
つ
ぎ
の
よ
う
な
見
解
を
述
べ
て

い
る
。

「
貴
国
の
法
典
に
は
貴
国

の
民
族
性

に
通
有
す
る
一
の
根
本
観
念
と

い

う
も
の
が
あ
る
の
で
、
こ
の
根
本

観
念
に
も
と
り
た
る
法

律
を
造

る
時

は
、
民
族
性
に
反

す
る
法

典
と
し
て

、
決
し
て
実
際
に
行

わ
れ
ざ

る
も



の

な

り

。

こ

れ

ま

た

深

く

留

意

す

べ

き

こ

と

と

思

う

。

し

か

し

て

そ

の

貴

国

の

民

族

性

に

通

有

す

る

一

の

根

本

観

念

と

は

何

ぞ

や

。

…

…

中

庸

・
中
正

・

平

均

・
平

等

の

観

念

こ

れ

な

り

。

…

…

要
す

る

に

一

方

に

は

貴

国

の

民

族

性

と

法

制

と

の

関

係

を

知

悉

し

、

一

方

に

は

貴

国

各

地

の

慣

習

を

調

査

し

て

、
折

衷

参

酌

、

調

和

融

合

を

も

っ
て

有

終

の

美

を

収

め

ら

れ

ん

こ
と

、

こ

れ

予

の

切

に

法

学

者

と

し

て
閣

下

に

望

む

所

で

あ

る

。
」
（
『
清
国
調

査
旅
行
資
料
集
』
。
明
治
四
一
年
四
月

一
〇

日
、
修
訂
法
律

館
に
て

。
）

広

池

は

こ

の

よ

う

に

、

法
制

史

研

究

に

お

い
て

。

一
方

で

東

西

両

洋

の

法

の

根
底

に
見

い
出

さ
れ

る
共

通

し

た
原

理

を
探

究

す

る
と

と

も

に
、

他

方

で

そ

れ
ぞ

れ

の
国

の

法

の

固

有

性

の

追

究

に

む

か

っ

た
。

そ

し

て

そ

の

両

者

の

中

か
ら

、

近

代

国

家

の

建

設

に

た

い
し

て

普

遍

的

原

理

と

し

て

提

唱

す

べ

き

も

の

は
何

か
を

確

定

し

よ

う

と

し

た
。

四
　

日

中

の

法

の

比

較

広
池

の
法

制

史

研

究

の

最

初

の

著

作

は

『
東

洋

法

制

史

序

論

』
（
明

治
三
八

年
刊
）
で

あ

る
。

本

書

は

も

っ
ぱ

ら

「
東

洋

に

於

け

る
法

律

と

云

ふ

語

の

意

義

の
研

究

」

に

充

て

ら

れ

て

い

る
が

、

内

容

は

極

め

て

多

岐

に

わ

た

り

、

中

国

古

代

の

法

制

史

、

哲

学

史

。

宗

教

史

で

あ

る

と

い

っ
た

、

広
汎

な

問

題

を

そ

の

内

容

と

し

た
も

の

で

あ

っ
た

。

対

象

と

な

っ
て

い

る

「
東
洋

」

と

は

古

代

中

国

と

日
本

両

国

で

あ

る
が

、

紙

幅

の

ほ

と

ん
ど

す

べ
て

が
古

代

中
国

に

関
す

る
探

究

に
あ

て

ら

れ

て

お
り

、

日
本
語
の
「
ノ
リ
」

の
字
義
の
検
討

に
費
や
さ
れ
た
分
量

は
は
な

は
だ
少
な

く
、
内
容
的
に
も
精
彩
を
欠
き

。
い
か
に
も
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
の
観

を
免
れ
が

た
い
。

本
書
の
結
論
は
二
つ
あ
り

、
そ

の
一
つ
は
中
国
古
代

の
立
法

の
根
本
精
神

と
考
え
ら
れ

る
中
正

・
平
均

の
思
想
が
善
の
根
本
実
質
で
あ
る
こ
と
。
し
か

も
こ

の
こ
と

は
ひ

と
り
中
国

の
み
な
ら
ず
、
広
く
人
類
社
会

に
お

い
て
普
遍

妥
当
性
を
も
つ
も

の
で
あ

る
と

い
う
こ
と
。
二
つ

に
は
、
中
正
・
平
均
の
思

想
と
同
一
の
根
底
を
有
す
る
各
種
の
思
想
、
つ
ま
り
公
平
、
正
義
、
平
等
、

博
愛
、
権
利
、
平
和

な
ら
び
に
人
類
無
階
級
の
思
想
等
が
、
中
国
に
お
け
る

政
治
・
法
律
上
の
原
動
力
と
な
り
、
中
国
独
自
の
国
体
を
形
成
し
た
と
い
う

こ
と
。

立
法
の
根
本
理
念
の
中
に
普
遍

性
を
見

い
出
し
、
そ
の
理
念
の
現

実
的
な

展
開
の
中
に
民
族
性
を
見
い
出

し
た
と
い
う
こ
と
が
で

き
よ
う
。

こ
れ
に
た
い
し
て
日
本
に
お
け

る
法
概
念
が
も
っ
て

い
る
固
有
の
性
格
、

そ
こ
に
見
い
出
さ
れ
る
普
遍
性
等
に
つ
い
て

は
言
及

が
な
い
が
、
若
干

の
比

較
が
試
み

ら
れ
て

い
る
。

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
両
国
の
法
理

に
お
け
る
差
異
や
隔

絶
性

が
顕
著
で
あ

っ

て

、
共
通
性

は
ほ
と
ん
ど
見

い
出
さ
れ
て
は
い
な
い
。

つ
ま
り
中
国
固

有
の
法
理

の
内
、
中
正
・
平
均
の
思
想
が
抽
出
さ
れ
、
広

く
人
類
社
会

に
普
遍
妥
当
性
あ
る
も
の
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い

る
。
し

か
し

日
本

の
国
民
教
育

の
原
理
と
す
る
に
は
、
教
育
上

に
お

い
て
感
化
力
に
欠
け

る
と
考
え
ら
れ
た
た

め
で
あ
ろ
う
か
、
あ
ま
り
強
調
さ
れ
て
は
い
な
い
よ
う



に
見

え

る

。

ま

た

博

愛

な

ら

び

に
権

利

の

思

想
、

人

類

無

階

級

の
思

想
等

に

は
評

価

が

与

え

ら

れ

て

い

な

い

が

、

そ
の

理

由

は

、

広
池

の

日

本
国

体

に

た

い
す

る
強

い

関

心

か

ら

す

る

選

択

が

は

た

ら

い

た

か

ら

で

あ

る

と

考

え
ら

れ

る
。

中

国

古

代

の

法

理

の

中

に
も

日

本
法

を

基

礎

づ

け

る

思

想

を

見

い
出

そ

う

と

す

る

態

度

と

、

日

本

の

国

体

の

破

壊

に

つ

な

が

る

思

想

は

拒

絶

し

よ

う

と

す

る

態

度

、

こ

の

両

者

を

比

較

法

的

立

場

を

も

っ
て

バ

ラ

ン
ス

を

と

ろ

う

と

し

た

よ

う

に
見

え

る

。

五
　

日

本

研

究

―
―
建
国
の
精
神
の
探
究

国

民

性

の
改

造

に
強

い
関

心

を

寄

せ

て

い
た

広

池

は
、

中

国

の

中
正

・
平

均

の
思

想

内
容

に

は
満

足

し

き

れ

な

か

っ

た

た

め
で

あ

ろ

う
、

こ

れ

以

後

、

学

問

的

関

心

を

中

国

か
ら

日
本

へ

と

移
し

て
行

き

、
伊

勢
神

宮

と

日

本

の

国

体

の
研

究

に

む

か

っ
た

。

『
伊

勢

神

宮

と

我

国

体
』
（
大
正
四
年
刊
。
五
年
増
補
刊
行
）
、
『
日

本

憲

法

淵

源

論

』
（
大
正

五
年
刊
）

に

お

い

て

、

日

本

に

お

け

る

建

国

の

基

礎

的

精

神

は

「
慈

悲

寛

大

自

己

反

省

」

と

い

う

言

葉

に

要

約

で

き

る
と

し

、

自

ら

の

立

場

を

「
神

宮

を

中

心

と

す

る

国

体
」

論

と

し

て

表

明

で

き

る

と

し

た

。

こ

の

「
慈

悲

寛

大

自

己

反

省

」

が

も

つ

内

容

は

、

宇

宙

自

然

の

は

た

ら

き

に

則

っ

た
も

の
で

あ

っ
て

、

人

類

に

た

い
し

て

普

遍

性

を
有

す

る
と

し

た

。

ヨ

ー

ロ
ッ

パ
勢

力

の
東

洋

進

出

に
と

も

な

っ
て

、

東

洋
諸

国

は
法

制

度

の

あ
り
か
た
に
根
本
的
動
揺
を
き
た
し
、
繁
栄
と
衰
亡
の
岐
路
に
立
た
さ
れ
て

い
る
と

い
う
時
代
認
識
を
も

っ
て
い
た
広
池
は
、
法
制
史
研
究
は
た
だ
に
学

問
的
研
究
を
す
る

に
と
ど
ま
ら
ず
、
実
践
的
課
題
を
担

っ
て

い
る
と
強
く
意

識

し
て

い
た
。

広
池
は
東
洋
法
制
史
研
究

か
ら
出
発
し
て
や
が
て

各
国
の
国
体
あ
る

い
は

国
民
性
の
相
違
を
、
法

の
概
念

規
定
や
、
そ

の
展
開
の
課
程
を
通
し
て
実
証

し
よ
う
と
す
る
方

向
に
む

か
っ
た
。

そ
し
て
学
者
か
ら
転
じ
て

経
世
家

・
教

育
者
と
な
っ
た
広
池

は
、
国
体
と
は
国
民

の
「
信
仰
力
」
で

あ
る
と
と
ら
え
、

そ
れ
を
変
え
る
こ
と
に
よ

っ
て

国
体
の
改

造
も
可
能
で
あ
る
と
考
え

る
よ

う

に
な

っ
た
。
結
局

、
広
池

が
最
終
的
に
求
め
よ
う
と
し
た
も
の
は
、
広
く
は

各
国
の
国
体
を
改
造
す
る
際
の
基
礎
的
原

理
、
狭
く

は
個
々
人
の
人

格
の
改

造

に
資
す
る
基
礎
的
原
理
で

あ
り
、
彼
の
研

究
は
、
こ
の
基
礎
的
な
原

理
と

な
り
う
る
よ
う
な
普
遍
的
な
思
想
を
確
立
す
る
こ
と
へ
と
向
か
っ
て

い
っ
た

と
言
え
よ
う
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
進
出
の
波

の
中

に
生
ま

れ
て
き
た
「
東
洋
」
。
広
池

は
そ
の

東
洋
の
一
国
と
し
て

の
日
本

が
植
民
地
化
を
免
れ
る
た
め
に
、
法
思
想
の
比

較
を
通
じ
て

日
本
の
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
探
り
、
国
家
と
し
て
あ

る
い
は

個
人
と
し
て
生
き

る
道
を
見
い
出
そ
う
と
し

た
。
近
代
国
家
形

成
に
資
す

る

も
の
を
求
め
て
ア
ジ
ア
各
国
の
法
思
想
に
も
学
ぼ
う
と
し
た
。
最

後
に
到
達

し
た
の
は
、
古
代
日
本
に
お
い
て
国
家
形

成
を
導

い
た
基
本
的
精
神
は
「
慈

悲
寛
大
自
己
反
省
」
で
あ
る
と
い
う
結
論
で

あ
っ
た
。
こ
の
精
神
は
日
本
固

有
の
も
の
で
あ
る
と
同
時

に
普
遍
的
に
妥
当
す
る
も
の
で
あ
り
、
国
家
運
営



の
際
に
も
、
個
人
が
生
き
て

い
く
際

に
も
用
う
べ
き
も
の
と
し
て

提
唱
さ
れ

た
。今

日
の
日
本
は
明
治
維
新
期
同
様
グ

ロ
ー
バ
ル
化
の
波
の
ま
っ
た
だ
中
に

あ
る
。
明
治
以

降
の
性
急
な
「
近
代
化
」
が
見
落
と
し
た
も
の
、
「
近
代
化
」

に
よ

っ
て

失

っ
て

し
ま

っ
た
も
の
を
み
つ

め
、
再

び
日
本
の
ア
イ
デ

ン
テ
ィ

テ

ィ
を
探
り
な
お
す
時
期

に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
時
に
広
池
の
比
較

法
研
究
の
根
底
に
あ

っ
た
思
想
も
再
検
討
、
再
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う

と
思
う
。

（
か
け
は
た
・
み
の
る
、
東
洋
文

化
史
、
麗
澤
大
学
教
授
）
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