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編
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田
村
佐
起
三

弊
Ｎ
Ｐ
Ｏ
は「
憲
法
を
改
正
、経
済
力
と
軍
事
力
の
両
足
で
健
全
な
国
体
を
支
え
る
国
家
」を
求
め
ま
す
。

京
都
市
中
京
区
木
屋
町
通
三
条
上
ル
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《
十
二
月　

か
ん
た
ん
参
鶏
湯
（
サ
ム
ゲ
タ
ン
）
》

　

本
来
は
丸
鶏
に
高
麗
人
参
、ナ
ツ
メ
等
の
漢
方
と
も
ち

米
を
詰
め
て
煮
込
み
ま
す
が
手
羽
元
で
手
軽
に
作
り
ま
す
。

〈
作
り
方
・
四
人
分
〉鶏
手
羽
元
十
六
本（
骨
と
身
の
間
に
切

込
み
を
入
れ
る
）・
白
ネ
ギ
二
本（
五
セ
ン
チ
幅
に
切
る
）・

に
ん
に
く
二
片（
潰
し
て
芯
を
除
く
）・
生
姜
二
片（
洗
っ
て

皮
付
き
の
ま
ま
薄
切
り
に
す
る
）・
も
ち
米
大
匙
六
・
ご
ま

油
大
匙
一
半
・
ク
コ
の
実
大
匙
一
・
☆（
水
一
・
五
リ
ッ
ト

ル
・
酒
百
五
十
㎖
・
塩
小
匙
一
）・

　

も
ち
米
は
洗
っ
て
水
に
三
十
分
位
つ
け
、水
気
を
切
り

ご
ま
油
を
ま
ぶ
す
。
厚
手
の
鍋
に
も
ち
米
、鶏
手
羽
元
、ね

ぎ
、生
姜
、に
ん
に
く
、☆
を
加
え
強
火
に
か
け
る
。
煮
立

っ
た
ら
灰
汁
を
丁
寧
に
取
り
除
き
、弱
火
で
四
十
分
位
煮

る
。
鶏
肉
が
柔
ら
か
く
な
っ
た
ら
ク
コ
の
実
を
加
え
更
に

十
分
位
煮
る
。
塩
胡
椒（
分
量
外
）で
味
を
調
え
る
。

季
節
の
家
庭
料
理  　
　
　
　

 

田
村 

真
紀

　

コ
ロ
ン
ブ
ス
の「
卵
が
先
か
、鶏
が
先
か
？
」と
同
じ
く
飲

食
の
世
界
で
も「
料
理
が
先
か
、ワ
イ
ン
が
先
か
？
」と
言
わ

れ
る
ほ
ど
、ど
ち
ら
の
相
性
に
合
わ
せ
て
料
理
も
し
く
は
ワ

イ
ン
が
発
展
し
た
の
か
と
論
争
が
起
こ
り
ま
す
。今
と
な
っ

て
は
分
か
り
ま
せ
ん
が
、と
も
か
く
そ
れ
ほ
ど
こ
の
両
者
は

密
接
し
て
食
卓
を
演
出
し
て
き
ま
し
た
。

　

ワ
イ
ン
は
ス
パ
ー
ク
リ
ン
グ
、白
、赤
、甘
口
と
幅
広
い
味

わ
い
に
な
る
た
め
相
性
の
良
い
料
理
も
多
様
と
な
り
ま
す
。

料
理
と
の
相
性
も
よ
く
話
題
と
な
り
ま
す
が
、こ
れ
に
つ
い

て
ワ
イ
ン
を
一
つ
の
調
味
料
と
し
て
考
え
て
み
る
の
も
面
白

い
で
す
。例
え
ば
生
ガ
キ
に
レ
モ
ン
を
絞
り
ま
す
が
、同
じ

様
に
柑
橘
系
の
香
り
す
る
酸
の
し
っ
か
り
し
た
白
ワ
イ
ン
と

味
わ
う
。コ
シ
ョ
ウ
で
味
付
け
を
す
る
ス
テ
ー
キ
に
、ス
パ

イ
ス
香
の
強
い
シ
ラ
ー
な
ど
を
合
わ
せ
る
と
両
者
は
自
然
に

マ
ッ
チ
ン
グ
す
る
の
で
、今
ま
で
以
上
に
相
性
を
意
識
し
て

合
わ
せ
ら
れ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

常
楽
臺
住
職  

今
小
路 

覚
真

《
ワ
イ
ン
と
料
理
の
関
係
》　   

イ
タ
シ
ョ
ク
　
福
村
直

《
食
べ
る
楽
し
み
》

　

国
道
沿
い
の
ネ
オ
ン
が
き
ら
び
や
か
な
食
堂
に
入
り
ま

し
た
。

　

券
売
機
で
と
ま
ど
い
な
が
ら
食
券
を
求
め
、
テ
ー
ブ
ル

に
着
き
、
番
号
を
機
械
音
声
で
呼
ば
れ
、
お
盆
に
載
せ
ら

れ
た
食
材
を
手
に
し
ま
す
。

　

ふ
と
考
え
ま
し
た
。
こ
う
し
て
わ
た
し
が
手
に
し
た
食

材
は
、
こ
の
店
が
あ
る
全
国
の
あ
ら
ゆ
る
と
こ
ろ
で
盛
り

方
も
、
味
付
け
も
、
量
も
全
く
同
じ
な
ん
だ
ろ
う
な
、
と

い
う
不
思
議
な
思
い
で
し
た
。

　

テ
レ
ビ
の
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
で
い
つ
も
目
に
し
て
い
る
店

名
、
そ
し
て
い
つ
ど
こ
で
食
べ
て
も
同
じ
容
器
で
同
じ
味

で
、
同
じ
サ
ー
ビ
ス
は
確
か
に
安
心
で
は
あ
り
ま
す
。

　

し
か
し
、
わ
た
し
の
食
べ
物
に
対
す
る
感
覚
は
、
少
し

塩
か
ら
か
っ
た
り
、
甘
す
ぎ
た
り
、
あ
る
い
は
そ
の
逆
で

あ
っ
た
り
す
る
こ
と
に
鍛
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
同
じ
店

で
あ
っ
て
も
、
そ
の
度
ご
と
に
僅
か
に
そ
う
し
た
違
い
が
、

次
の
楽
し
み
で
も
あ
り
ま
し
た
。
い
つ
行
っ
て
も
一
切
変

化
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
に
食
べ
る
こ
と
の
楽
し
さ
を
ど
う

見
い
出
せ
ば
い
い
の
で
し
ょ
う
か
。

　

前
号
で「
患
者
様
は
ご
家
族
や
緩
和
ス
タ
ッ
フ
が
自
分
の
情（
こ
こ

ろ
）を
共
有
し
て
く
れ
た
と
分
か
れ
ば
感
動
さ
れ
ま
す
」と
書
き
ま
し
た
。

　

頬
は
こ
け
て
痩
せ
細
っ
た
あ
る
患
者
様
は
、
溢
れ
る
涙
を
拭
わ
ず
に

手
を
握
り
合
い
、抱
き
し
め
あ
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。こ
の
溢
れ
る
涙
は
、

情（
こ
こ
ろ
）を
温
め
、
ス
タ
ッ
フ
も
癒
さ
れ
ま
し
た
。
分
か
り
合
え
る

と
い
う
こ
と
の
美
し
さ
を
体
験
さ
せ
て
頂
い
た
よ
う
に
思
い
ま
し
た
。

　

ま
た
、
血
の
に
じ
む
よ
う
な
看
病
の
果
て
に
あ
る
患
者
様
は
窓
か
ら

見
え
る
赤
い
寒
椿
を
愛
で
て
、
微
笑
を
残
し
て
永
眠
さ
れ
ま
し
た
。
赤

い
寒
椿
を
愛
で
た
情（
こ
こ
ろ
）と
は
、
き
っ
と
こ
の
世
に
こ
れ
か
ら

も
存
続
す
る
の
で
は
な
い
か
と
直
観
的
に
感
じ
ま
し
た
。

　

ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
を
い
つ
も
聞
い
て
お
ら
れ
た
別
の
患
者
様
は
き

っ
と
あ
の
世
で
も
ご
家
族
と
一
緒
に
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
協
奏
曲
を
聞
い

て
お
ら
れ
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
し
た
。

《『
揺
れ
る
情（
こ
こ
ろ
）』通
信
⑥
》

　

今
年
の
顏
見
世
は
市
川
海
老
蔵
改
め
十
三
代
目
市
川
團
十
郎
の

襲
名
披
露
の
興
行
で
す
。一
段
と
祝
祭
性
の
強
い
興
行
と
な
り
ま
す
。

襲
名
披
露
口
上
で
は
、市
川
團
十
郎
家
の
み
に
許
さ
れ
た「
に
ら
み
」

と
い
う
儀
式
が
行
わ
れ
ま
す
。片
肌
を
ぬ
ぎ
、両
眼
の
目
玉
を
鼻
に

寄
せ
て
睨
む
と
い
う
目
の
演
技
で
す
。睨
ん
で
貰
う
こ
と
に
よ
っ
て
、

悪
疫
が
退
散
す
る
と
江
戸
時
代
の
見
物
は
喜
ん
だ
よ
う
で
す
。

　

襲
名
披
露
の
演
目
は
昼
の
部
で
歌
舞
伎
十
八
番
の「
景
清
」、夜
の

部
で
歌
舞
伎
十
八
番「
助
六
」が
上
演
さ
れ
ま
す
。歌
舞
伎
十
八
番
の

荒
事
の
演
技
が
世
間
の
鬱
憤
を
吹
き
飛
ば
し
て
く
れ
ま
す
。

　

人
間
国
宝
片
岡
仁
左
衛
門
が
由
良
之
助
を
演
じ
る「
仮
名
手
本
忠

臣
蔵
七
段
目
」も
見
逃
せ
ま
せ
ん
。地
元
、祇
園
の
一
力
茶
屋
が
舞
台

で
す
。敵
討
ち
の
本
心
を
隠
し
て
遊
蕩
に
ふ
け
る
由
良
之
助
を
仁
左

衛
門
が
演
じ
ま
す
。

　

團
十
郎
の
長
男
、新
之
助
が
歌
舞
伎
十
八
番「
外
郎
売
り
」で
初
舞

台
を
、長
女
の
ぼ
た
ん
が「
男
伊
達
花
廓
」で
初
お
目
見
え
も
話
題
と

な
っ
て
い
ま
す
。

《
顏
見
世
の
季
節
》

水
口 

一
夫

稲
荷
山
武
田
病
院
院
長
　
土
屋
宜
之
／
元
京
都
医
療
セ
ン
タ
ー
外
科
部
長

　

良
忍
上
人
の
優
れ
た
声
明
の
技
は
い
く
つ
も
の
逸
話
と
し

て
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、残
念
な
が
ら
そ
の
声
や
唱
え
様
を

現
代
に
聞
く
こ
と
は
出
来
な
い
。
し
か
し
産
声
す
ら
美
し
く

「
音
徳
丸
」と
幼
名
が
つ
け
ら
れ
た
と
い
う
か
ら
、よ
ほ
ど
の

美
声
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
う
。

　

良
忍
上
人
が
活
躍
し
た
の
は
平
安
時
代
後
期
で
あ
る
。

丁
度
こ
の
頃
か
ら
中
世
に
か
け
て「
能
声
」や「
能
読
」と
よ

ば
れ
る
僧
侶
が
持
て
囃
さ
れ
た
。ひ
ら
た
く
言
え
ば
、イ
ケ

ボ
で
テ
ク
ニ
カ
ル
に
経
を
読
む
僧
侶
た
ち
の
こ
と
で
あ
る
。

　

よ
く
、声
明
の
音
曲
は
古
典
邦
楽
が
生
ま
れ
る
た
め
の
土

壌
と
な
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
勿
論
そ
の
音
楽
性
が
優
れ
て
い
た

か
ら
広
く
民
衆
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
側
面
も
あ
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
同
時
に
、そ
の
普
及
に
は
能
声
や
能
読
た
ち
の
活
躍

が一役
買
って
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。

《
大
原
流
声
明
雑
話
⑫
》 

實
光
院
住
職
　
天
納 

玄
雄

※

土
屋
先
生
は
京
都
大
学
大
学
院 

人
間
環
境
学
研
究
科
、

　
総
合
人
間
学
部
で
講
演
を
さ
れ
る
予
定
で
す
。


