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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
。
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《
四
月　

春
キ
ャ
ベ
ツ
と
ソ
ー
セ
ー
ジ
の
煮
込
み
》

　
〈
作
り
方
・
四
人
分
〉

春
キ
ャ
ベ
ツ
六
百
グ
ラ
ム
・
ソ
ー
セ
ー
ジ
二
百
グ
ラ
ム
・

バ
タ
ー
三
十
グ
ラ
ム
・
塩
小
匙
半
・
白
ワ
イ
ン
大
匙
三
・

ロ
ー
リ
エ
一
枚
・
胡
椒
少
々
・
白
ワ
イ
ン
ビ
ネ
ガ
ー
大
匙

二
・
レ
モ
ン
汁
大
匙
一
・
粒
マ
ス
タ
ー
ド
適
量

☆
ソ
ー
セ
ー
ジ
が
味
の
決
め
手
に
な
る
の
で
出
来
る
だ
け

味
の
良
い
も
の
を
、数
種
類
合
わ
せ
て
用
意
す
る
。

　

春
キ
ャ
ベ
ツ
は
ざ
く
切
り
に
、ソ
ー
セ
ー
ジ
は
切
目
を

入
れ
る
。
厚
手
の
鍋
に
バ
タ
ー
を
溶
か
し
キ
ャ
ベ
ツ
を
軽

く
炒
め
、
塩
、
ワ
イ
ン
、
ロ
ー
リ
エ
、
胡
椒
を
加
え
蓋
を

し
て
弱
火
で
蒸
し
煮
す
る
。
キ
ャ
ベ
ツ
が
し
ん
な
り
し
た

ら
ソ
ー
セ
ー
ジ
を
加
え
、白
ワ
イ
ン
ビ
ネ
ガ
ー
を
振
り
入

れ
、さ
ら
に
弱
火
で
十
分
ほ
ど
煮
て
火
を
止
め
、レ
モ
ン

汁
を
加
え
る
。
皿
に
盛
り
マ
ス
タ
ー
ド
を
添
え
る
。

季
節
の
家
庭
料
理  

　
　
　
　 

田
村 

真
紀

土
口
哲
光
和
尚
の
説
法

《
教
え
を
持
って
自
ら
を
灯
と
せ
よ
》

《
晩
節
を
汚
さ
ぬ
人
生
を
…
》

　
「
高
齢
化
社
会
の
弊
害
」―
。
こ
の
よ
う
な
表
現

を
す
れ
ば
、た
ち
ま
ち
誤
解
を
招
き
、お
叱
り
を
受

け
る
か
も
し
れ
な
い
が
、近
ご
ろ
様
々
な
分
野
で
功

成
り
名
を
遂
げ
た
人
生
の
先
輩
の
方
々
が
、迂
闊
な

失
言
や
不
注
意
に
よ
る
事
故
を
起
こ
し
て
、非
難
や

ひ
ん
し
ゅ
く
の
的
に
な
っ
て
い
る
。

　

応
分
の
年
齢
を
迎
え
た
私
自
身
の
行
動
や
判
断

力
を
省
み
て
も
、年
齢
と
と
も
に
確
実
に
鈍
化
し
、

体
力
も
著
し
く
劣
化
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。

　

人
生
を
生
き
ぬ
く
上
で
大
切
な
こ
と
は
、人
間
と

し
て
の
誇
り
と
自
信
だ
が
、ひ
と
つ
間
違
え
る
と
、

奢
り
と
過
信
に
姿
を
変
え
て
、多
く
の
人
に
迷
惑
を

か
け
、失
望
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
。

　
「
晩
節
」と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
字
の
ご
と
く
人
生

の
終
わ
り
の
頃
を
指
し
、晩
年
の
節
操
で
も
あ
る
。

　

与
え
ら
れ
生
か
さ
れ
た
命
。周
り
の
邪
魔
や
迷
惑
を

せ
ず
晩
節
を
汚
さ
ず
、人
生
を
全
う
し
た
い
も
の
だ
。

つ
れ
づ
れ
の
記
　  

　
　     

山
崎 

辰
巳

　

二
月
は
、寒
さ
と
温
か
さ
が
繰
り
替
え
さ
れ
る
三
寒
四

温
の
冬
季
で
あ
る
。陽
春
を
控
え
て  

光
の
春  

と
も
い

わ
れ
る
。冬
風
が
雲
を
払
っ
て
、太
陽
の
強
い
陽
射
し
を

戴
く
と
き
、身
も
心
も
弾
む
。そ
の
十
五
日
は
、仏
教
の

開
祖
・
釈
尊
が
亡
く
な
ら
れ
た
入
滅
の
日
、全
国
の
寺
院

で
ご
遺
徳
を
偲
ん
で「
涅
槃
会
」が
営
ま
れ
た
。

　

釈
尊
は
イ
ン
ド
・
ク
シ
ナ
ガ
ラ
郊
外
の
サ
ー
ラ
の
林
に

お
い
て
最
後
の
教
え
を
説
か
れ
た
。『
弟
子
た
ち
よ
。
汝

ら
ひ
と
り
ひ
と
り
が
、自
ら
を
灯
と
し
て
自
ら
を
頼
り
と

せ
よ
。
他
に
頼
っ
て
は
な
ら
ぬ（
自
灯
明
）。
こ
の
法（
教

え
）を
灯
と
し
て
頼
り
に
せ
よ
。
他
の
法（
教
え
）に
頼

っ
て
は
な
ら
ぬ（
法
灯
明
）。
不
放
逸
に
精
進
せ
よ
ー
』

と
。
人
は
皆
、本
来
の
悟
り
を
内
に
持
ち
、も
の
の
道
理

を
柱
に
し
て
生
活
を
営
む
よ
う
、遺
言
さ
れ
て
い
る
。

と
も
し
び

に
ゅ
う
め
つ

ね
は
ん
え

じ
と
う
み
ょ
う

ほ
う
と
う
み
ょ
う

ふ
ほ
う
い
つ

い
と
く

ひ　
ざ

”

”

　

ス
イ
ス
を
拠
点
に
国
際
的
に
活
躍
す
る
現
代
ア
ー
テ
ィ

ス
ト
、ピ
ピ
ロ
ッ
テ
ィ
・
リ
ス
ト（
１
９
６
２
〜
）の

回
顧
展
。五
感
を
刺
激
す
る
心
地
よ
い
音
楽
と
、鮮
や
か

に
彩
ら
れ
た
世
界
を
ユ
ー
モ
ア
た
っ
ぷ
り
に
切
り
取
っ
た

映
像
に
よ
る
ヴ
ィ
デ
オ
・
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
は
国
を

越
え
て
幅
広
い
世
代
の
観
客
を
魅
了
し
て
き
ま
し
た
。

　

本
展
は
身
体
、女
性
、自
然
、エ
コ
ロ
ジ
ー
を
テ
ー
マ

と
し
た
作
品
お
よ
そ
35
点
で
構
成
。身
体
や
女
性
と
し
て

の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
テ
ー
マ
と
す
る
初
期
の
短
編

ヴ
ィ
デ
オ
や
ヴ
ェ
ニ
ス
・
ビ
エ
ン
ナ
ー
レ
に
出
品
さ
れ
た

代
表
作
、自
然
と
人
間
と
の
共
生
を
の
び
や
か
に
謳
う
、

最
新
の
映
像
技
術
を
駆
使
し
た
近
年
の
大
規
模
な
映
像
イ

ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
、美
術
館
の
所
蔵
作
品
を
取
り
込
ん

だ
新
作
、廃
材
を
活
用
し
た
屋
外
作
品
ま
で
、約　

年
間

の
活
動
の
全
体
像
を
本
格
的
に
紹
介
し
ま
す
。

《
第
二
十
七
回
観
桜
会
・
第
二
十
三
回
桜
湖
会
》

　

毎
年
四
月
第
一
土
曜
日
は「
観
桜
会
」第
二
土
曜

日
は「
桜
湖
会
」を
開
催
し
て
い
ま
す
。

　

観
桜
会
は
高
野
川
土
手
に
泉
川
邸
を
新
築
か
ら

27
回
目
に
、第
一
回
は
阪
神
大
震
災
の
年
で
し
た
。

　

桜
湖
会
は
大
丸
百
貨
店
の
中
庄
浜
公
園
保
養
所

が
二
千
人
の
人
員
整
理
の
た
め
に
売
却
、取
得
し
た

そ
の
春
が
第
一
回
、今
回
23
回
目
に
な
り
ま
す
。

　

観
桜
会
は
賀
茂
御
祖
神
社
鴨
涯
高
野
川
借
景
、お

花
見
弁
当
と
各
種
の
お
酒
を
戴
き
ま
す
。当
初
は
ホ

テ
ル
か
ら
屋
台
を
出
し
て
戴
い
て
い
ま
し
た
が
、通

報
が
相
次
ぎ
、簡
略
し
て
開
催
続
行
し
て
い
ま
す
。

　

桜
湖
会
は
海
津
大
崎
の
桜
街
道
を
鑑
賞
後
、中
庄

浜
公
園
ビ
ラ
で
バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
、知
内
川
の
上
流
で

滞
留
鮎
も
投
網
で
戴
き
ま
す
。先
般
、海
津
大
崎
桜

街
道
真
ん
中
の
ホ
テ
ル
を
取
得
し
ま
し
た
の
で
、

何
時
か
は
お
花
見
が
で
き
る
と
楽
し
み
で
す
。

京
都
国
立
近
代
美
術
館

《
ピ
ピ
ロッ
テ
イ
・
あ
な
た
の
眼
は
私
の
島
》

4
月
6
日
〜
6
月
13
日

私
の
本
棚  

お
す
す
め
の
一
冊   

　
　 

粉
川  

剛

《
資
本
主
義
は
な
ぜ
自
壊
し
た
の
か
/
中
谷
巌
著
》

　

本
書
の
著
者
、
中
谷
巌
氏
は
細
川
・
小
渕
両
内
閣
時
に

「
新
自
由
主
義
」と「
市
場
原
理
主
義
」に
基
づ
き
規
制

撤
廃
を
叫
び
経
済
改
革
を
推
進
し
た
。
し
か
し
そ
の
後
、

氏
は「
新
自
由
主
義
」の
行
き
過
ぎ
か
ら
く
る
世
界
的
な

格
差
の
広
が
り
、
止
め
ど
も
な
い
環
境
破
壊
、
激
化
す
る

資
源
獲
得
競
争
な
ど
多
く
の
問
題
に
直
面
。
日
本
社
会
も

多
く
の
非
正
規
労
働
者
が
存
在
し
貧
困
率
の
上
昇
が
大
き

な
社
会
問
題
に
な
る
と
い
っ
た
現
実
を
目
の
当
た
り
に
し

た
。「
改
革
は
必
要
だ
が
、
そ
の
改
革
は
人
間
を
幸
せ
に

で
き
な
け
れ
ば
意
味
が
な
い
。
人
を
孤
立
さ
せ
る
改
革
は

改
革
の
名
に
値
し
な
い
」と
自
戒
の
念
を
込
め
て
本
書
を

執
筆
し
た
。
氏
に
よ
れ
ば
本
書
は「
懺
悔
の
書
」で
あ
り

「
日
本
経
済
の
再
生
へ
の
提
言
」だ
と
い
う
。

　

本
書
の
提
言
に
は
賛
否
両
論
が
あ
ろ
う
が
今
一
度
日
本

社
会
の
あ
り
方
を
各
自
が
熟
考
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
。
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