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近
代
日
本
に
お
け
る
大
日
本
帝

国
憲
法
と
現
行
憲
法
の
改
正
点 

 

学
部
八
十
三
期 

小
畑
邦
夫 

 

は
じ
め
に 

今
年
も
五
月
二
十
一
日
、
拓
殖
大

学
茗
荷
谷
キ
ャ
ン
パ
ス
に
お
い
て
拓

殖
大
学
学
友
会
代
議
員
総
会
が
開
催

さ
れ
ま
し
た
。
私
も
代
議
員
と
し
て

総
会
に
出
席
を
し
て
き
ま
し
た
が
、

大
学
の
門
を
く
ぐ
る
度
、
私
自
身
の

拓
大
人
と
し
て
の
心
構
え
を
再
度
リ

セ
ッ
ト
す
る
気
分
に
な
り
ま
す
。 

今
年
は
例
年
に
な
く
先
輩
方
の
訃

報
が
続
き
ま
し
た
。
そ
の
一
つ
一
つ

の
訃
報
が
、“
ま
さ
か
、
そ
ん
な
事
は

な
い
だ
ろ
う
“
と
思
い
た
く
な
る
よ

う
な
出
来
事
で
、
在
り
し
日
の
お
元

気
だ
っ
た
頃
の
姿
が
脳
裏
を
過
り
ま

す
。
そ
の
先
輩
方
は
何
れ
も
拓
大
を

こ
よ
な
く
愛
し
、
男
と
し
て
生
き
、

自
身
の
生
き
様
を
拓
大
に
捧
げ
た
か

の
よ
う
な
そ
ん
な
素
晴
ら
し
い
先
輩

方
た
ち
で
し
た
。
こ
こ
に
心
か
ら
ご

冥
福
を
お
祈
り
し
ま
す
。 

押
忍 

 
大
日
本
帝
国
憲
法 

憲
法
を
改
正
す
る
と
叫
ぶ
と
、
タ

カ
派
で
見
ら
れ
た
り
、
時
に
右
翼
的

分
子
と
揶
揄
さ
れ
た
り
し
、
戦
前
の

暗
い
イ
メ
ー
ジ
を
思
い
思
い
描
か
せ

る
よ
う
な
印
象
を
与
え
ら
れ
る
が
、

そ
れ
以
上
に
、
保
守
的
な
イ
メ
ー
ジ

が
大
き
い
大
日
本
帝
国
憲
法
と
は
一

体
何
で
あ
っ
た
の
か
？ 

そ
も
そ
も
大
日
本
国
帝
国
憲
法
と

は
、
明
治
二
十
二
年
二
月
十
一
日
に

公
布
さ
れ
、
明
治
二
十
三
年
十
一
月

二
十
九
日
に
施
行
さ
れ
た
ア
ジ
ア
で

最
初
の
憲
法
で
す
。
こ
の
大
日
本
帝

国
憲
法
さ
れ
る
背
景
は
幕
末
の
日
本

を
取
り
巻
く
世
界
情
勢
に
あ
る
と
考

え
ま
す
。 

当
時
の
日
本
の
指
導
者
（
吉
田
松

陰
や
、
坂
本
竜
馬
や
西
郷
隆
盛
そ
し

て
大
久
保
利
通
や
木
戸
孝
允
等
々
）

た
ち
は
、
中
国
が
ア
ヘ
ン
戦
争
（
一

八
四
〇
年
）
で
英
国
に
植
民
地
さ
れ

る
事
を
知
っ
た
り
、
ア
ジ
ア
諸
国
が

西
欧
列
強
に
よ
り
植
民
地
化
さ
れ
て

い
く
現
実
の
姿
に
直
面
し
一
日
も
早

い
近
代
国
家
の
創
設
の
必
要
性
を
感

じ
ま
し
た
。
そ
の
た
め
に
は
徳
川
政

権
か
ら
天
皇
を
中
心
と
す
る
政
治
シ

ス
テ
ム
に
移
換
す
る
必
要
が
あ
っ
た

わ
け
で
す
が
、
徳
川
政
権
を
支
持
す

る
勢
力
が
残
る
中
、
戊
辰
戦
争
の
終

了
を
待
っ
て
明
治
維
新
が
成
立
し
ま

し
た
。 

明
治
新
政
府
は
新
し
い
国
是
と
し

て
「
五
箇
条
の
御
誓
文
」
を
制
定
、

こ
れ
が
大
日
本
国
帝
国
憲
法
の
思
想

的
背
景
と
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
、

こ
の
ア
ジ
ア
初
の
憲
法
制
定
ま
で
二

十
一
年
と
い
う
年
月
が
か
か
り
ま
す
。

そ
の
理
由
は
、
徳
川
幕
府
が
終
わ
り
、

新
た
な
国
つ
く
り
が
始
ま
り
ま
し
た

が
、
各
地
で
新
政
府
の
方
針
に
不
満

を
も
ち
、
新
た
な
政
治
体
制
の
実
現

を
実
現
し
よ
う
と
す
る
勢
力
が
蜂
起

し
、
反
乱
を
企
て
ま
し
た
。
明
治
七

年
の
佐
賀
の
乱
、
明
治
八
年
の
神
風

連
の
乱
、
ま
た
、
明
治
十
年
の
西
南

の
役
は
国
内
最
大
の
乱
で
し
た
。
明

治
の
黎
明
期
に
、
五
箇
条
の
御
誓
文

で
記
さ
れ
た
「
広
く
会
議
を
興
す
」

ま
で
は
い
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
ま
た
、

他
方
で
は
政
府
を
下
野
し
た
板
垣
退

助
た
ち
は
早
期
の
国
会
開
設
を
要
求

し
、
自
由
民
権
運
動
を
展
開
し
ま
す
。 

こ
う
し
た
状
況
を
う
け
、
明
治
八

年
明
治
天
皇
は
「
立
憲
政
体
樹
立
の

詔
書
」
を
発
布
し
、
憲
法
制
定
に
む

け
明
治
二
十
三
年
議
員
を
召
し
て
国

会
開
設
を
表
明
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、

伊
藤
博
文
は
国
会
開
設
に
む
け
憲
法

を
整
備
す
る
た
め
欧
州
を
歴
訪
す
る

の
で
す
が
、
日
本
の
国
柄
に
合
う
憲

法
が
な
か
な
か
見
つ
か
り
ま
せ
ん
で

し
た
。 

こ
う
し
た
中
、
明
治
新
政
府
の
帝

国
憲
法
の
内
容
策
定
に
中
心
的
役
割

を
果
た
し
た
の
が
井
上
毅
で
し
た
。

井
上
は
、
英
、
独
、
仏
の
憲
法
に
精

通
し
て
い
た
人
物
で
あ
り
、
彼
は
西

欧
の
憲
法
を
真
似
る
の
で
は
な
く
、
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古
事
記
や
日
本
書
記
な
ど
の
古
典
な

ど
を
基
に
、
日
本
固
有
の
憲
法
を
構

想
す
る
こ
と
を
提
案
し
完
成
し
た
の

が
大
日
本
帝
国
憲
法
で
し
た
。 

こ
の
大
日
本
帝
国
憲
法
で
も
っ
と

も
大
切
な
部
分
は
、
第
一
章
に
「
天

皇
の
権
」
を
記
し
た
と
こ
ろ
で
す
。

こ
れ
は
、
天
皇
を
す
べ
て
の
上
に
立

つ
存
在
と
し
て
位
置
付
け
る
こ
と
で

し
た
。
こ
う
書
く
と
、
大
日
本
帝
国

憲
法
＝
戦
争
と
結
び
付
け
た
が
る
輩

が
い
る
が
、
そ
う
で
は
な
く
、
こ
こ

に
「
五
箇
条
の
御
誓
文
」
の
精
神
が

込
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
か
と

思
う
次
第
で
す
。 

こ
の
よ
う
な
経
過
で
、
ア
ジ
ア
最

初
の
憲
法
で
あ
る
大
日
本
帝
国
憲
法

が
制
定
さ
れ
た
わ
け
で
す
が
、
昭
和

二
十
年
八
月
十
五
日
の
終
戦
に
よ
り
、

ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
を
受
諾
し
、
こ
の
大

日
本
帝
国
憲
法
は
廃
止
さ
れ
る
。 

 憲
法
改
正
の
意
義 

そ
し
て
一
九
四
六
年
十
一
月
三
日

発
布
、
翌
一
九
四
七
年
五
月
三
日
に

日
本
国
憲
法
が
施
行
さ
れ
る
の
で
す

が
、
現
憲
法
は
、
連
合
国
軍
の
占
領

下
に
お
い
て
、
連
合
国
軍
司
令
部
が

指
示
し
、
草
案
さ
れ
た
も
の
が
制
定

さ
れ
た
だ
け
で
、
日
本
国
の
主
権
が

制
限
さ
れ
た
中
で
制
定
さ
れ
た
憲
法

に
は
、
国
民
の
自
由
な
意
思
は
反
映

さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
中
で
も
、
自
衛

権
を
否
定
す
る
と
も
と
ら
れ
る
九
条

な
ど
、
大
き
な
問
題
を
抱
え
て
い
ま

す
。 も

ち
ろ
ん
、
憲
法
九
条
だ
け
で
な

く
、
憲
法
の
前
文
で
あ
れ
、
安
全
保

障
で
あ
り
、
司
法
で
あ
り
、
地
方
自

治
法
で
あ
り
、
商
法
で
あ
り
、
す
べ

て
に
お
い
て
そ
の
歪
み
が
あ
る
わ
け

で
、
戦
後
、
わ
が
国
だ
け
は
全
く
憲

法
を
変
え
る
事
無
く
過
ご
し
て
き
た

が
、
国
際
社
会
に
お
け
る
先
進
国
と

い
わ
れ
る
国
は
、
ア
メ
リ
カ
が
六
回
、

フ
ラ
ン
ス
が
二
十
七
回
、
カ
ナ
ダ
が

十
九
回
、
イ
タ
リ
ア
が
十
六
回
、
第

二
次
大
戦
の
敗
戦
国
の
ド
イ
ツ
が
な

ん
と
六
十
回
憲
法
を
改
正
し
て
き
て

い
る
、
し
か
し
、
こ
れ
だ
け
世
界
情

勢
が
厳
し
い
状
況
に
な
っ
て
い
る
中
、

日
本
だ
け
は
、
憲
法
を
改
正
し
た
こ

と
は
唯
の
一
度
も
な
い
。
こ
の
こ
と

は
、
あ
る
意
味
異
常
な
事
で
も
あ
り

ま
す
。 

そ
の
現
行
憲
法
の
中
で
、
九
条
と

な
ら
び
、
多
く
の
問
題
を
抱
え
て
い

る
の
が
皇
室
典
範
で
す
。
先
ほ
ど
、

大
日
本
帝
国
憲
法
で
は
天
皇
を
憲
法

の
上
に
立
つ
存
在
と
し
て
位
置
付
け

た
と
書
き
ま
し
た
。
つ
ま
り
大
日
本

国
帝
国
憲
法
で
の
皇
室
典
範
は
、
憲

法
と
同
格
か
、
そ
れ
以
上
の
位
置
に

置
か
れ
て
い
た
の
で
す
が
、
現
行
憲

法
は
憲
法
の
下
に
皇
室
典
範
が
あ
る

と
い
う
事
な
の
で
す
。
極
端
な
言
い

方
を
す
れ
ば
国
民
の
意
志
で
皇
室
問

題
を
取
り
扱
え
る
と
い
う
酷
い
も
の

で
す
。
こ
れ
で
は
、
皇
室
の
存
続
す

ら
危
ぶ
ま
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。 

憲
法
と
は
全
て
の
法
の
上
に
立
つ

最
高
の
法
で
す
。
民
法
も
刑
法
、
商

法
も
す
べ
て
憲
法
の
下
に
置
か
れ
ま

す
。
で
す
か
ら
法
は
憲
法
を
超
え
る

こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
。
そ
う
考
え
て

い
く
と
現
行
憲
法
は
日
本
を
弱
体
化

さ
せ
る
目
的
の
た
め
に
つ
く
ら
れ
た

憲
法
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
も
過
言
で

は
な
い
わ
け
で
す
。 

話
し
を
現
代
に
移
す
が
、
昨
今
巷

で
は
、
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
安
倍
政
権
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へ
の
倒
閣
運
動
が
毎
日
に
よ
う
に
続

き
、
そ
の
姿
に
は
異
常
性
を
感
じ
る
。

そ
の
多
く
は
森
友
問
題
・
加
計
学
園

問
題
が
中
心
で
す
が
首
相
官
邸
の
対

応
を
批
判
す
る
報
道
は
止
ま
る
と
こ

ろ
を
知
ら
な
い
。
そ
の
問
題
の
真
実

を
知
る
加
戸
守
行
前
愛
媛
県
知
事
の

証
言
は
取
り
上
げ
ず
、
こ
れ
を
報
道

し
な
い
自
由
と
し
て
開
き
直
り
、
安

倍
首
相
を
悪
者
に
仕
立
て
あ
げ
る
印

象
操
作
に
は
余
念
が
な
い
。
こ
う
し

た
い
び
つ
な
報
道
に
何
か
を
気
付
い

て
い
る
人
も
少
な
く
な
い
。 

こ
こ
ま
で
メ
デ
ィ
ア
が
執
拗
に
倒

閣
運
動
を
す
る
理
由
は
言
う
ま
で
も

な
い
、
安
倍
総
理
に
対
す
る
警
戒
、

す
な
わ
ち
憲
法
を
改
正
す
る
の
で
は

と
い
う
不
安
が
朝
日
、
毎
日
を
中
心

と
す
る
左
派
リ
ベ
ラ
ル
派
を
そ
う
さ

せ
る
の
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
一
連
の

報
道
に
よ
り
、
現
在
内
閣
支
持
率
は

急
落
し
、
今
後
の
政
権
運
営
が
難
し

く
な
っ
て
い
る
が
彼
ら
（
メ
デ
ィ
ア
）

は
こ
れ
を
喜
ん
で
い
る
に
違
い
な
い
。

メ
デ
ィ
ア
の
使
命
と
は
何
の
だ
ろ
う

か
？
と
、
ふ
と
考
え
て
し
ま
う
。 

こ
と
、
憲
法
改
正
に
つ
い
て
は
安

倍
総
理
の
為
、
あ
る
い
は
憲
法
改
正

党
是
と
す
る
自
民
党
の
為
に
や
る
も

の
で
は
な
い
。
日
本
国
民
の
た
め
に

行
う
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
日
本

を
、
そ
し
て
私
た
ち
の
国
柄
を
取
り

戻
す
た
め
の
も
の
で
あ
る
。 

日
本
に
お
い
て
、
ア
ジ
ア
初
の
憲

法
が
制
定
さ
れ
た
時
代
は
ど
う
だ
っ

た
の
か
？
西
欧
列
強
に
よ
る
植
民
地

政
策
と
い
う
弱
肉
強
食
の
時
代
の
嵐

が
ア
ジ
ア
を
覆
っ
て
い
た
事
を
忘
れ

て
は
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
欧
米

に
対
応
で
き
る
国
家
体
制
築
く
た
め

の
憲
法
が
必
要
で
あ
っ
た
。
現
在
、

内
向
き
に
な
っ
た
米
国
を
よ
そ
に
、

中
国
に
よ
る
軍
拡
と
、
北
朝
鮮
の
ミ

サ
イ
ル
問
題
、
そ
し
て
世
界
を
恐
怖

に
陥
れ
る
テ
ロ
が
世
界
を
席
捲
し
て

い
る
。
自
ら
の
国
を
自
ら
で
守
る
た

め
の
憲
法
改
正
は
し
な
く
て
は
な
ら

な
い
、
同
時
に
私
達
の
国
柄
を
守
り

続
け
て
き
た
天
皇
の
存
在
を
憲
法
を

超
え
て
明
確
に
し
て
お
く
こ
と
も
同

時
に
必
要
か
と
考
え
る
。 

   

訪
中
感
想 専

二 

菊
地 

芳
保 

 

(

拓
魂
第
十
号
・
昭
和
五
十
四
年
発
行
よ
り) 

  

去
る
五
月
九
日
よ
り
五
月
二
十
日

迄
藤
本
友
好
訪
中
団
に
参
加
、
終
戦

ま
で
滞
在
し
た
大
陸
の
そ
の
後
の
変

化
を
実
地
に
見
た
い
希
望
で
訪
中
し

て
来
ま
し
た
。 

 

昭
和
十
三
年
拓
大
を
卒
業
し
て
直

ち
に
満
州
（
現
在
の
中
国
東
北
地
方
）

に
渡
り
、
開
拓
関
係
の
仕
事
に
従
事

し
、
終
戦
迄
第
二
の
故
郷
と
も
云
え

る
満
州
で
意
気
盛
ん
な
青
年
時
代
を

過
し
た
土
地
な
の
で
、
何
と
な
く
思

い
出
の
多
い
故
郷
に
帰
る
と
云
う
気

分
で
胸
を
は
づ
ま
せ
出
か
け
ま
し
た
。 

 

一
行
は
添
乗
員
を
含
め
二
十
三
名

で
、
出
発
の
一
週
間
前
に
や
っ
と
訪

問
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
が
通
知
さ
れ
て

来
ま
し
た
。 

 
す
べ
て
は
中
国
当
局
任
せ
と
云
う

情
況
で
、
尚
出
発
当
日
の
説
明
会
で

の
旅
行
社
か
ら
の
諸
注
意
を
考
え
る

と
、
さ
ぞ
や
全
体
主
義
国
の
堅
苦
し

さ
が
思
い
や
ら
れ
て
出
発
し
た
が
、
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現
実
は
非
常
に
暢
ん
び
り
し
た
気
楽

な
旅
行
で
あ
っ
た
。 

 

訪
問
先
は
北
京
、
石
家
荘
、
大
原
、

大
同
で
、
見
学
先
は
半
日
が
工
場
、

病
院
、
学
校
、
人
民
公
社
等
の
視
察
、

半
日
が
名
所
、
古
蹟
の
見
学
、
其
の

間
に
買
い
物
と
云
う
コ
ー
ス
で
、
夜

は
大
部
分
が
宿
舎
で
休
養
と
云
う
真

面
目
な
観
光
で
、
若
い
同
行
者
は
一

寸
物
足
り
な
い
様
で
あ
っ
た
。 

 

北
京
の
気
候
は
、
丁
度
東
京
と
同

じ
位
で
、
新
緑
の
気
候
で
、
旅
行
に

は
最
適
の
季
節
で
、
出
発
前
、
最
近

は
植
樹
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
居
る
と

の
話
で
あ
っ
た
が
、
た
し
か
に
都
会

の
街
路
樹
が
完
成
し
、
そ
の
外
側
に

更
に
植
樹
し
て
い
る
の
が
現
状
で
、

山
の
植
林
と
云
う
と
こ
ろ
ま
で
手
が

ま
わ
ら
な
い
様
子
で
あ
る
。 

 

吾
々
も
何
と
な
く
国
賓
待
遇
の
様

な
感
が
す
る
位
で
、
一
般
人
の
対
日

感
情
も
友
好
的
で
、
戦
前
滞
在
し
た

経
験
の
あ
る
我
々
は
多
少
心
め
た
い

も
の
が
あ
っ
た
が
、
考
え
て
見
る
と

戦
後
生
ま
れ
が
三
十
才
を
超
え
て
い

る
現
在
は
、
戦
前
の
事
に
こ
だ
わ
り

過
ぎ
る
方
が
お
か
し
い
と
思
っ
た
り

も
し
た
わ
け
で
あ
る
。 

 

北
京
空
港
に
到
着
す
る
と
通
訳
が

二
人
出
迎
え
て
く
れ
、
出
港
手
続
き

も
フ
リ
ー
パ
ス
位
で
羽
田
よ
り
も
楽

な
位
で
あ
る
。 

 

こ
の
二
人
の
通
訳
は
全
行
程
付
添

っ
て
く
れ
、
土
地
土
地
で
更
に
二
・

三
人
の
通
訳
が
別
に
出
迎
え
、
時
に

は
大
学
生
の
実
習
生
が
数
名
参
加
、

ど
ち
ら
が
通
訳
か
解
ら
ぬ
位
に
彼
等

の
日
本
語
勉
強
の
熱
心
さ
に
驚
か
さ

れ
た
位
で
あ
る
。 

 

出
発
前
に
中
国
語
の
再
勉
強
を
少

し
と
思
っ
た
が
、
現
在
の
簡
体
字
（
略

字
）
が
煩
わ
し
く
不
勉
強
で
出
発
し

て
し
ま
っ
た
が
、
や
は
り
中
国
の
街

に
出
て
い
る
中
国
語
は
こ
の
簡
体
字

が
非
常
に
多
く
判
読
す
る
の
に
苦
労

し
た
の
で
、
今
後
出
か
け
る
人
は
多

少
勉
強
し
て
行
っ
た
方
が
便
利
で
あ

ろ
う
。 

 

十
数
日
の
視
察
で
現
在
の
中
国
の

現
状
を
把
握
す
る
こ
と
は
到
底
困
難

で
あ
る
が
、
見
た
り
、
感
じ
た
り
し

た
二
・
三
の
事
を
書
い
て
み
た
い
と

思
う
。 

 

◎
一
口
に
言
っ
て
現
在
の
中
国
は

外
観
は
日
本
の
大
正
時
代
と
戦
前
の

状
況
で
、
現
在
の
日
本
の
近
代
化
が

一
部
や
っ
と
見
え
出
し
て
来
た
と
云

う
感
じ
で
あ
る
。 

 

街
の
交
通
機
関
は
、
戦
前
の
洋
車

（
人
力
車
の
事
）
は
全
部
姿
を
消
し

た
が
、「
ロ
バ
」
や
「
ラ
バ
」
の
大
車

は
北
京
の
街
で
も
走
っ
て
居
り
、
オ

ン
ボ
ロ
バ
ス
が
走
っ
て
居
る
が
行
先

が
殆
ど
書
い
て
な
い
（
職
場
工
員
輸

送
の
為
）。
一
般
人
は
自
転
車
で
、
其

の
多
い
の
に
は
一
驚
し
た
が
、
こ
れ

に
ラ
イ
ト
が
付
い
て
い
な
い
規
格
品

ば
か
り
で
、
街
中
を
整
然
と
列
を
な

し
て
通
る
。
又
盗
難
が
殆
ど
な
い
と

い
う
事
も
驚
き
で
あ
る
。 

 

乗
用
車
は
光
湖
・
上
海
と
云
う
二

種
類
が
製
造
さ
れ
て
い
る
が
、
街
を

走
っ
て
い
る
車
は
非
常
に
少
な
く
、

人
と
自
転
車
の
間
を
自
動
車
が
縫
っ

て
走
る
の
で
、
ク
ラ
ク
シ
ョ
ン
の
騒

音
だ
け
は
大
変
な
も
の
で
あ
る
。 

 
建
物
は
大
分
建
替
え
さ
れ
つ
つ
あ

る
が
、
近
代
的
建
築
は
や
っ
と
最
近

や
り
始
め
た
と
云
う
感
じ
で
、
街
の

郊
外
や
田
舎
は
戦
前
と
同
じ
で
泥
煉

瓦
や
泥
造
の
家
が
多
く
、
昔
を
思
わ
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せ
る
も
の
が
あ
る
。 

 
◎
国
内
体
制
は
三
人
組
追
放
後
、

五
年
前
の
大
旱
魃
か
ら
立
直
り
、
非

常
に
安
定
し
、
表
面
上
は
国
家
主
義

と
共
産
思
想
で
統
一
さ
れ
、
今
ま
で

考
え
て
い
た
共
産
国
家
の
冷
た
い
感

じ
は
割
合
せ
ず
、
国
民
も
の
ん
び
り

と
慢
々
的
で
、
自
力
更
生
を
基
本
と

し
た
近
代
化
に
党
の
指
導
に
従
っ
て

生
活
し
て
い
る
様
で
あ
る
。 

 

「
農
業
は
大
塞
に
学
び
、
工
業
は

大
慶
に
学
べ
」
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
が
、

各
処
に
書
き
出
さ
れ
、
特
に
大
塞
は

自
力
更
生
で
全
人
民
の
為
に
食
糧
増

産
と
生
活
改
善
に
成
功
し
た
モ
デ
ル

と
さ
れ
、
山
を
削
り
谷
を
埋
め
、
農

地
造
成
と
灌
漑
の
徹
底
の
見
事
さ
は
、

全
体
主
義
国
家
な
ら
で
は
出
来
な
い

事
と
感
心
さ
せ
ら
れ
た
。 

 

◎
然
し
現
在
の
中
国
は
、
政
治
・

行
政
組
織
が
整
い
、
国
民
経
済
体
制

も
や
っ
と
初
期
の
形
だ
け
総
配
置
に

つ
け
る
こ
と
が
出
来
た
と
云
う
の
が

現
状
の
様
で
も
あ
る
。 

 

生
活
物
資
の
配
給
制
も
最
近
は
大

分
自
由
化
さ
れ
、
希
少
の
も
の
や
贅

沢
な
も
の
は
高
価
に
し
、
生
活
必
需

品
は
安
く
且
安
定
価
格
で
販
売
さ
れ

て
い
る
。 

 

物
資
も
豊
富
に
な
っ
た
と
は
云
え
、

百
貨
店
な
ど
日
本
の
デ
パ
ー
ト
や
ス

ー
パ
ー
の
比
で
は
な
い
。 

 

近
代
化
の
為
、
工
場
、
農
村
（
ほ

と
ん
ど
が
郡
単
位
ぐ
ら
い
に
人
民
公

社
に
組
織
化
さ
れ
て
い
る
由
）
、
学
校
、

病
院
等
の
モ
デ
ル
設
備
が
省
単
位
か

ら
県
単
位
に
拡
大
さ
れ
つ
つ
あ
る
が
、

こ
の
モ
デ
ル
と
一
般
化
と
の
関
係
は
、

何
し
ろ
十
億
の
人
口
の
平
均
的
向
上

を
モ
ッ
ト
ー
と
す
る
共
産
国
家
の
中

国
と
し
て
如
何
に
実
現
す
る
か
は
大

変
な
事
で
あ
ろ
う
。 

 

◎
現
在
の
中
国
で
は
、
総
て
の
事

が
国
営
で
あ
り
、
全
人
民
が
公
務
員

で
あ
る
。
但
し
農
村
は
人
民
公
社
員
。 

 

賃
金
は
三
〇
元
か
ら
三
〇
〇
元
位

で
、
大
学
卒
で
四
〇
元
位
、
ホ
ワ
イ

ト
カ
ラ
ー
よ
り
ブ
ル
ー
カ
ラ
ー
の
方

が
給
与
が
多
い
。 

 

一
元
は
約
一
四
〇
日
本
円
だ
か
ら

日
本
の
十
分
の
一
の
低
収
入
で
あ
る

が
、
生
活
費
が
非
常
に
安
く
、
安
定

し
て
い
る
の
で
、
貯
金
が
増
え
て
困

る
と
の
事
で
あ
る
。 

 

但
し
生
活
レ
ベ
ル
が
低
く
、
買
い

た
く
て
も
文
化
的
な
も
の
は
少
な
く

且
高
価
の
為
も
あ
ろ
う
。 

 

例
え
ば
中
国
現
在
の
三
種
の
神
器

は
自
転
車
、
ラ
ジ
オ
、
ミ
シ
ン
又
は

腕
時
計
と
の
事
で
あ
る
が
、
自
転
車

は
一
五
〇
元
、
腕
時
計
一
二
〇
元
、

ミ
シ
ン
一
四
〇
元
（
戦
前
の
様
な
ミ

シ
ン
）、
テ
レ
ビ
は
二
五
〇
元
で
雲
の

上
の
話
で
あ
る
。 

 

日
本
で
の
商
店
、
自
由
市
場
は
な

く
、
総
て
国
営
、
又
は
人
民
公
社
の

配
給
所
で
、
広
告
看
板
等
は
一
切
見

当
た
ら
ず
、
最
近
は
路
上
で
の
野
菜

売
り
（
こ
れ
も
公
営
）
や
食
堂
、
そ

の
他
生
活
必
需
品
の
加
工
配
給
所
が

増
加
し
つ
つ
あ
る
よ
う
だ
が
、
昔
の

中
国
人
街
の
あ
の
賑
わ
い
は
殆
ど
見

当
た
ら
な
い
。 

 

◎
名
所
古
蹟
の
見
学
は
万
里
の
長

城
、
明
の
十
三
陵
、
故
宮
博
物
館
、

天
安
門
広
場
、
天
壇
公
園
、
各
地
の

旧
寺
院
、
大
同
の
石
窟
等
を
見
学
し

た
が
、
さ
す
が
三
千
年
の
歴
史
と
規

模
の
雄
大
さ
に
は
、
日
光
東
照
宮
で

も
此
等
と
比
べ
る
と
箱
庭
位
だ
な
あ

と
一
同
と
話
合
っ
た
次
第
で
あ
る
。 

 

た
だ
各
地
の
寺
院
・
仏
像
な
ど
解

放
時
大
分
破
壊
さ
れ
、
現
在
住
職
の

い
る
寺
は
、
見
学
し
た
中
で
大
原
の

玄
中
寺
と
云
う
寺
に
一
人
の
僧
職
が

居
ら
れ
た
だ
け
で
、
各
地
の
名
蹟
は

現
在
観
光
地
と
し
て
修
復
中
で
あ
っ

た
。 

 

◎
ソ
聯
の
影
響
が
ま
だ
沢
山
残
っ

て
い
る
と
思
っ
た
が
、
見
た
限
り
で

は
工
場
の
一
部
の
機
械
と
ソ
聯
式
の

古
い
ト
ラ
ッ
ク
が
見
ら
れ
た
位
で
、

現
在
は
北
京
以
北
の
地
方
で
は
、
盛

ん
に
地
下
避
難
場
所
、
病
院
、
学
校

等
を
構
築
し
、
対
ソ
意
識
は
通
訳
で

も
吾
々
に
悪
口
を
云
う
位
反
ソ
感
情

が
非
常
に
悪
い
様
で
あ
る
。 

 

◎
中
国
は
十
億
の
人
口
と
云
わ
れ
、

食
糧
自
給
の
達
成
中
心
の
時
代
が
終

わ
る
と
、
現
在
稍
々
労
働
力
が
過
剰

気
味
に
入
っ
た
様
で
あ
る
。 

 

工
場
も
近
代
化
の
必
要
が
発
生
し

て
い
る
の
で
、
農
業
工
業
の
近
代
化

を
急
ぎ
過
ぎ
る
失
業
問
題
の
発
生
は

必
然
で
、
国
民
生
活
の
平
等
化
の
共

産
体
制
の
国
柄
で
は
、
自
由
主
義
国

の
様
に
必
要
な
も
の
は
ど
ん
ど
ん
前

進
さ
せ
る
わ
け
に
も
行
か
ぬ
事
情
も
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あ
り
、
や
は
り
自
力
更
生
を
基
本
と

し
た
漸
進
策
を
と
ら
ざ
る
を
得
な
い

と
す
れ
ば
、
中
国
の
近
代
化
は
一
〇

年
一
五
年
で
も
、
現
在
の
日
本
ま
で

に
は
な
か
な
か
到
達
出
来
な
い
で
あ

ろ
う
。 

 

◎
同
行
者
の
中
に
最
近
訪
ソ
し
た

人
の
話
で
は
、
ソ
聯
と
中
国
で
は
大

分
感
じ
が
違
う
。
中
国
の
方
が
随
分

と
ソ
フ
ト
な
感
じ
が
す
る
と
の
話
が

あ
っ
た
が
、
西
欧
的
共
産
国
と
東
洋

の
共
産
国
と
の
違
い
は
あ
る
か
も
し

れ
な
い
。 

 

何
し
ろ
三
千
年
有
余
の
長
い
歴
史

の
あ
る
国
で
あ
る
。
一
時
は
共
産
国

と
な
っ
て
も
、
西
欧
的
マ
ル
ク
ス
・

レ
ー
ニ
ン
主
義
の
国
か
ら
脱
却
し
、

儒
教
思
想
も
取
り
入
れ
た
新
し
い
国

家
に
必
ず
進
む
で
あ
ろ
う
と
思
い
を

馳
せ
、
自
力
更
生
を
基
本
と
し
て
漸

次
近
代
化
し
十
億
国
民
が
平
和
に
生

活
で
き
る
日
の
一
日
も
早
か
ら
ん
事

を
祈
り
つ
つ
、
北
京
空
港
よ
り
イ
ラ

ン
航
空
で
成
田
に
帰
着
し
た
。 

 

◎
帰
国
し
て
思
う
事
は
、
日
本
ほ

ど
良
い
国
は
な
い
と
実
感
す
る
事
で

あ
る
。 

そ
れ
は
云
い
た
い
事
を
云
い
、
書

き
た
い
事
を
書
け
、
言
論
の
規
制
は

ま
だ
る
い
程
緩
や
か
で
、
経
済
的
物

質
的
生
活
は
恵
ま
れ
、
そ
の
反
面
自

由
競
争
の
厳
し
さ
が
も
た
ら
す
弊
害

が
あ
る
に
し
て
も
、
中
国
の
現
在
状

況
を
見
て
比
較
に
も
な
ら
ぬ
程
恵
ま

れ
て
い
る
日
本
。
其
上
日
本
は
世
界

中
で
も
稀
な
天
皇
制
国
家
で
、
政
治

体
制
と
国
民
の
連
帯
感
が
安
定
し
て

居
る
事
は
、
日
本
国
民
に
生
ま
れ
た

事
を
幸
福
と
思
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。 

 

然
し
、
中
国
に
も
学
ぶ
事
は
沢
山

あ
る
。
例
え
ば
公
共
道
徳
の
徹
底
と

自
分
の
事
よ
り
人
民
大
衆
の
事
を
優

先
す
る
思
考
等
、
学
ぶ
可
き
で
あ
ろ

う
。 

 

た
ゞ
貧
困
の
中
で
統
一
さ
れ
た
生

活
を
す
る
国
の
女
性
よ
り
、
変
化
の

あ
る
日
本
女
性
の
方
が
、
見
る
人
会

う
人
総
て
が
美
し
く
見
え
る
数
日
で

あ
っ
た
。 

     

校
歌 

 
 
 

宮
原
民
平 

作
詞 

 

永
井
建
子 

作
曲  

 
 

一
、 

右
手

め

て

に
文
化
の
炬 ひ

を
か
ゝ
げ 

扶
桑

ふ

そ

う

の
岸
に
声
あ
げ
て 

闇
は
消
え
よ
と
呼
ぶ
は
誰 た

ぞ 

人
は
醒
め
よ
と
呼
ぶ
は
誰 た

ぞ 

嗚
呼

あ

あ

輝
け
る
雄
渾

ゆ
う
こ
ん

の 

姿
ぞ
我
の
精
神

こ

こ

ろ

な
る 

 

二
、 

雲
は
焔

ほ
の
お

の
色
に
飛
ぶ 

南
国
水
は
た
ぎ
る
と
も 

春
光
永
久

と

わ

に
へ
だ
て
た
る 

北
地
に
氷
と
ざ
す
と
も 

仰
い
で
星
を
見
る
と
こ
ろ 

拓 ひ
ら

か
で
や
ま
じ
我
が
行
手 

 

三
、 

人
種
の
色
と
地
の
境 

我
が
立
つ
前
に
差
別
な
し 

膏 こ
う

雨 う

ひ
と
し
く
湿

う
る
お

さ
ば 

磽
确

こ
う
か
く

や
が
て
花
咲
か
む 

使
命
は
崇 た

か

し
青
年
の 

力
あ
ふ
る
ゝ
海
の
外 


