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と
。
底
陽
は
殆
ん
ど
こ
れ
を
放
す
る
に
未
だ
詳
か
な
ら
ず
。
L

〈
原
文
「
前
志
以

潟
昭
帝
始
改
廃
陽
者
殆
考
之
未
詳
」
)
「
胡
・
隆
二
先
生
に
得
ざ
る
も
の
を
惜
し

み
相
奥
に
こ
れ
を
討
論
す
」
(
原
文
「
惜
不
得
胡
王
ニ
先
生
者
相
奥
討
論
之
」
)

の
讃
み
方
に
も
疑
問
な
き
を
得
な
い
。
勿
論
、
胡
・
画
廊
は
胡
(
三
省
)
・
王
(
賂

麟
)
の
誤
植
で
あ
ろ
う
。

ま
た
二
十
六
頁
に
互
関
維
「
楽
郡
考
」
を
解
説
さ
れ
た
文
中
「
河
問
郡
、
越

策
秦
下
に
、
甲
、
越
を
攻
む
L

と
あ
る
が
、
こ
れ
は
「
趨
策
(
賓
は
秦
策
で
飽

策
と
す
る
の
は
王
氏
の
失
検
)
に
、
秦
の
下
甲
、
拍
閣
を
攻
む
」
(
原
文
、
秦
下

甲
攻
越
)
。
と
あ
る
べ
き
所
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
蕪
雑
な
僻
を
連
ね
、
筆
者
の
意
に
反
し
た
紹
介
も
多
々
あ
り
、
失
趨

の

段

御

詑

び

し

て

筆

を

お

く

。

(

狩

野

直

頑

)
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仲
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《
三

N-gH》
に
直
接
相
嘗
す
る
日
本
語
は
な
い
が
叶
内
容
は
「
ア
ッ
パ
ー
ス

朝
宰
相
史
研
究
」
と
も
題
す
べ
き
も
の
で
、
一
口
に
言
え
ば
、

ア
ッ
パ
ー
ス
朝

時
代
、
中
央
政
府
で
宰
相
に
な
っ
た
人
物
を
迫
っ
て
、
宰
相
制
度
の
生
成
震
展

と
、
そ
の
職
掌
の
本
質
を
把
握
せ
ん
と
す
る
の
が
こ
の
書
物
の
主
眼
で
あ
る
。

オ
ス
マ
ン
・
ト
ル
コ
帝
国
と
直
接
交
渉
を
持
っ
て
い
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、

と
の
《
宰
相
》
(
唱
良
町
)
は
イ
ス
ラ
1
ム
の
専
制
園
家
に
お
け
る
中
心
人
物
と

見
な
さ
れ
、
そ
の
存
在
は
早
く
か
ら
知
ら
れ
て
い
た
。
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
は
、

「
宰
相
の
決
定
」
を
も
っ
て
こ
の
専
制
園
家
に
お
け
る
「
基
本
法
」
で
あ
る
と

断
じ
て
い
る
。
と
と
ろ
が
宰
相
職
の
歴
史
、
設
展
、
そ
の
業
務
内
容
の
解
明
に

貢
献
し
た
研
究
は
、
そ
の
題
材
と
し
て
の
重
要
性
の
割
に
き
わ
め
て
少
な
か
っ

た
。
そ
の
原
因
の
一
つ
は
、
十
世
紀
以
来
、
宰
相
職
を
俸
統
的
な
イ
ス
ヲ
l

ム

園
家
に
と
っ
て
不
可
紋
の
制
度
と
論
じ
た
イ
ス
ラ
1
ム
の
法
理
論
家
(
フ
カ
ハ

1
〉
の
意
見
を
、
ヨ

ー
ロ

ッ
パ
の
イ
ス
ラ
l

ム
撃
が
、
そ
れ
で
は
な
ぜ
ウ

マ
イ

ヤ
朝
時
代
に
は
存
在
し
な
か
司
た
か
と
い
「
た
躍
純
な
疑
問
に
も
答
え
よ
う
と

せ
ず
に
、
あ
ま
り
に
も
岡
県
E
直
に
受
継
い
だ
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
一
つ
に
は
、

こ
れ
ま
で
の
研
究
が
、
‘
宰
相
、
亡
い
う
職
掌
そ
の
も
の
を
封
象
と
す
る
よ
り
も
、

イ
ラ
ゾ
語
源
設
を
中
心
と
し
た
《
唱
民
間
円
》
の
起
源
論
に
終
始
し
た
か
ら
で
あ

る
。
こ
の
間
際
を
埋
め
ん
と
し
た
の
が
本
書
の
研
究
で
あ
る
。

著
者

U
o
g
E
Z
S
ω
o
c丘
町
ご
民
は
現
在
回
日
仏
E
C
H
大
事
の
教
授
で
、

フ
ラ
ン
ス
の
イ
ス
ラ
1
ム
皐
界
で
は
新
進
に
属
し
、
ソ
ル
ポ

γ
ヌ
大
皐
に
博
士

論
文
と
し
て
提
出
さ
れ
た
本
研
究
に
よ
っ
て
、
一
九
五
八
年
三
月
、
事
位
を
受

け
ら
れ
た
。

さ
て
、
欧
米
の
事
界
で
、
法
理
論
家
の
理
論
慢
系
は
あ
く
ま
で
理
論
に
す
ぎ

な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
ま
ま
の
形
で
は
、
歴
史
研
究
の
費
接
資
料
に
用
い
ら

れ
な
い
と
い
う
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
す
で
に
久
し
い
。
と
こ
ろ
が
史
料
の
不
足

や
そ
の
制
約
、
純
粋
な
歴
史
研
究
を
行
お
う
と
し
た
場
合
の
作
業
上
の
困
難
さ

か
ら
、
つ
い
法
理
論
家
の
著
述
に
煩
っ
て
き
た
の
が
長
年
の
撃
界
の
欣
態
で
あ

っ
て
、
そ
の
危
険
性
が
改
め
て
強
調
さ
れ
だ
し
た
の
は
、
こ
こ
十
年
足
ら
ず
の

こ
と
に
す
ぎ
な
い
。
著
者
は
こ
の
こ
と
を
十
分
に
認
識
し
、
法
理
論
家
の
園
式

に
賞
ぞ
は
ま
る
よ
う
な
宰
相
制
の
跡
を
探
じ
出
す
こ
と
は
放
棄
し
‘
史
賞
そ
の

も
の
の
観
察
へ
の
遣
を
辿
ろ
う
と
す
る
。

b
か
し
、
フ
ァ
l
テ
ィ
マ
朝
や
セ
ル
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タ

&
l
p
朝
、
さ
ら
に
は
+
フ
ァ
ヴ
ィ
l
朝
や
オ
ス
マ

γ

・
ト
ル
コ
に
お
け
る

宰
相
制
の
愛
展
を
同
時
に
考
察
す
る
の
は
不
可
能
で
あ
り
、
そ
の
鮎
、
著
者

が
、
こ
の
宰
相
制
を
生
み
出
し
、
後
世
の
イ
ス
ラ
l
ム
諸
国
の
統
治
機
構
の
モ

デ
ル
を
提
供
す
る
こ
と
に
な
っ
た
ア
ッ
パ
ー
ス
朝
に
時
代
を
限
っ
た
の
は
、
賢

明
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
著
者
は
、
こ
の
政
治
機
闘
が
創
設
さ
れ
た
経

緯
と
、
そ
れ
か
ら
回
暦
三
二
四
(
西
暦
九
三
六
)
年
、
大
縛
督
官
BM門
担

ナ

ロ
白
血
円
曲
・
)
が
出
現
し
て
、
カ
リ
フ
は
も
は
や
質
権
の
な
い
名
目
上
の
主
権
者

と
な
り
、
従
っ
て
宰
相
も
肩
書
の
み
の
名
血
管
職
に
宜
し
て
し
ま
っ
た
と
き
ま
で

を
扱
っ
て
い
川
る
。

そ
こ
で
本
書
の
内
容
を
紹
介
し
た
い
が
、
何
し
ろ
八
八

O
頁
に
及
ぶ
大
箸
で

あ
り
、
筆
者
に
輿
え
ら
れ
た
紙
数
に
も
限
り
が
あ
る
の
で
、
せ
い
ぜ
い
重
動
的

な
紹
介
に
彩
ら
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
断
っ
て
お
き
た
い
。

序
論
(
文
献
解
題
と
起
源
論
)

第
一
部
宰
相
揺
鑑
期

(EMlNH∞
国
¥
立
由
l
1
∞
ωω)

第
二
部
宰
相
難
溢
期

(NH∞
l
M
g出
¥
包

ω
1
8
8

第
三
部
宰
相
極
盛
期

(Nglω
立
国

¥
C
8
1
8∞)

第
四
部
宰
相
の
職
掌

結

論

本
書
の
構
成
は
右
の
通
り
で
あ
る
が
、
こ
の
他
、
初
め
に
序
文
、
文
献
リ
ス

ト
及
び
同
索
引
、
出
世
末
に
歴
代
宰
相
年
表
、
歴
代
諸
官
邸
長
官
表
、
主
要
宰
相

家
五
家
系
図
、
十
世
紀
の
バ
グ
ダ
ー
ド
及
び
イ
ラ

l

p
の
地
問
二
葉
、
索
引
が

付
さ
れ
、
い
ず
れ
も
ア
ッ
パ
ー
ス
朝
研
究
者
院
と
っ
て
、
き
わ
め
て
便
利
な
も

の
と
な
っ
て
い
る
。

著
者
は
ま
ず
資
料
の
入
念
な
紹
介
か
ら
始
め
、
各
々
の
史
料
的
償
値
の
度
合

を
吟
味
し
た
の
ち
、
各
時
代
ご
と
の
主
要
テ
キ
ス
ト
が
何
で
あ
る
か
を
述
べ
、

最
後
に
こ
れ
を
表
に
し
て
い
る
。

序
論
第
二
重
は
、
前
に
述
べ
た
よ
う
な
、
こ
れ
ま
で
宰
相
制
度
に
興
味
を
持

ち
な
が
ら
、
長
い
間
こ
れ
を
静
態
的
に
し
か
考
え
て
こ
な
か
吋
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
東
洋
事
者
の
研
究
事
情
争
打
破
す
る
た
め
の
、
著
者
の
前
提
的
な
研
究
で
あ

る
。
従
来
の
撃
者
た
ち
は
、
ま
ず
宰
相
制
の
性
格
を
深
く
考
案
す
る
こ
と
な

.
く
、
ア
ッ
パ
ー
ス
朝
時
代
に
お
け
る
そ
の
愛
生
を
説
明
し
よ
う
と
し
、
し
か
も

そ
の
方
法
と
し
て
は
、

《
唱曲
N
同

H
V
之
い
う
雪
一
回
葉
の
起
源
や
そ
れ
に
相
嘗
す
る

機
関
の
起
源
を
取
上
げ
、
カ
リ
フ
健
制
の
進
化
の
結
果
と
し
て
よ
り
も
、
む
し

ろ
先
行
文
化
の
遺
産
と
し
て
、
こ
の
宰
相
制
の
成
立
を
見
ょ
う
と
努
め
て
き

た
。
そ
の
大
勢
が
こ
の
語
の
イ
ヲ

γ
起
源
を
認

d

め
、
そ
の
結
果
、
と
れ
が
宰
相

職
の
イ
ラ

γ
起
源
説
の
支
え
に
な
っ
て
い
た
。
著
者
は
こ
の
従
来
の
諸
説
を
列

家
分
析
し
て
、
結
局
そ
の
イ
ラ

γ
語
源
説
か
ら
は
、
何
ら
積
極
的
な
結
論
は
得

ら
れ
な
い
と
し
、
む
し
ろ
、
《
宰
相
》
と
い
う
意
味
へ
の
進
化
を
抽
思
想
さ
せ
る

よ
う
な
《
毛
良
町
》
の
語
源
な
り
語
法
な
り
が
、
ア
ラ
ビ
ア
語
の
な
か
に
認
め

ら
れ
る
と
し
て
、
そ
の
愛
媛
に
コ

l
ラ
ン
や
イ
ス
ラ
1
ム
最
初
期
の
詩
の
例
を

摩
げ
て
い
る
。
そ
の
意
味
は
、

《
補
佐
》
と
か

《
重
荷
を
負
う
者
》
で
あ
る
。

こ
う
し
た
語
法
は
引
綴
き
ウ
マ
イ
ヤ
朝
下
で
も
、
特
に
古
い
格
雪
国
や
文
事
作
品

に
用
い
ら
れ
た
。
そ
こ
で
言
え
る
こ
と
は
、
《
君
主
の
助
力
者
》
と
い
う
イ
ラ

γ

の
思
想
を
ア
ラ
ビ
ア
語
で
表
現
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
当
印
刷
可
と
い
う
ア
ラ
ビ

ア
語
が
、
そ
れ
相
嘗
の
《
補
助
者
》
と
い
う
一
般
的
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
の

で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
後
に
な
っ
て
、
公
け
の
肩
書
と
し
て
採
用
す
る
の
を
容
易
e

に
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
箸
者
と
し

τは
、
こ
の
ま
ま
の
方
法
で
、
こ
れ
以

上
起
源
の
問
題
を
追
及
す
る
こ
と
の
危
険
性
を
避
け
、
む
し
ろ
、
さ
き
に
宰
相

制
度
の
護
展
段
階
や
そ
の
性
格
が
研
究
さ
れ
て
と
そ
、
起
源
の
問
題
も
あ
る
程

度
定
義
ず
け
う
る
で
あ
ろ
う
と
務
想
し
て
、
本
論
に
入
っ
て
い
る
@
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第

一
部
か
ら
第
三
部
ま
で
は
、
前
の
目
次
を
見
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、
年

代
を
追
っ
て
の
宰
相
を
中
心
と
し
た
、
言
わ
ば
政
治
史
が
語
ら
れ
て
い
る
。
と

れ
は
宰
相
制
度
の
設
展
史
を
辿
る
に
は
、
ま
ず
基
本
的
な
情
報
に
よ
ら
ね
ば
な

ら
な
い
と
い
う
著
者
の
態
度
か
ら
出
て
い
る
も
の
で
、
詳
細
な
ア
フ
パ

l
ス
朝

政
治
史
研
究
が
存
在
し
て
い
な
い
が
た
め
、
著
者
も
断
っ
て
い
る
よ
う
に
、
や

や
史
貨
の
羅
列
を
伴
、
つ
が
、
や
む
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
ご
の
政
治
史

の
内
容
を
も
と
に
し
て
生
ま
れ
た
の
が
、
第
四
部
の
宰
相
の
職
掌
に
つ
い
て
の

制
度
史
的
研
究
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
第
一
部
か
ら
第
三
部
ま
で
の
、
一
見
甚
だ
見
映
え
の
し
な
い
こ
の

部
分
は
、
賓
は
我
々
ア
ッ
パ
ー
ス
朝
時
代
を
研
究
す
る
者
に
と
っ
て
は
き
わ
め

て
使
利
な
も
の
で
、
筆
者
の
見
た
と
こ
ろ
、
第
四
部
よ
り
も
む
し
ろ
有
用
な
の

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
我
々
が
原
史
料
を
讃
む
場
合
、
そ
の
事
件
に
登
場

す
る
人
物
の
輪
郭
や
そ
の
笛
時
の
背
景
を
知
っ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ

る
が
、
質
は
そ
れ
に
は
徒
ら
に
骨
折
的
な
苦
労
を
要
す
る
こ
と
が
多
い
。
そ
ーれ

を
こ
の
著
者
の
年
代
史
的
な
部
分
が
か
な
り
補
っ
て
く
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
た

だ
こ
の
内
容
を
逐
次
紹
介
す
る
の
は
煩
演
な
の
で
、
主
な
貼
だ
け
に
と
ど
め
、

あ
と
で
二
三
疑
問
に
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
を
述
べ
た
い
。

ま
ず
、
ィ
ラ
l

F
人
マ
ウ
ラ
l

(
目

2
、-
S
で
、
ア
ッ
バ

l
ス
家
の
喧
停
者

(含
J
)

〉
ゲ
ロ

ω同
釘
目
白
が
F

l
プ
ァ
陥
落
の
と
き
、
即
ち
回
暦
ご
ニ
二
(
七

』
四
九
)
年
、

《
君
民
間
円
L
C
F
向
ロ
守
曲
目
ヨ
包
》
と
務
せ
ら
れ
た
の
が
、
宅
認
可

が
正
式
の
肩
書
と
し
て
採
用
さ
れ
た
最
初
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
肩
書
で
は
、

王
家
も
し
く
は
イ
マ

l

ム
の
た
め
の
と
い
う
意
味
し
か
持
っ
て
い
な
い
(
第
一

章
)
。カ

リ
フ
の
宰
相
と
し
て
の
最
初
の
人
物
は
、
ア
ル
・
マ
ン
ス

I
ル
治
下
の

A
σ
ロ
〉
若
田
げ
で
あ
る
が
、
賓
擦
は
カ
リ
フ
の
助
力
者
と
し
て
、
後
世
の
宰
相

職
に
相
賞
す
る
よ
う
な
行
政
職
に
携
わ
っ
た
と
い
う
だ
け
で
、

《
45N同門
》
と

い
う
肩
書
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
イ
ス
ラ
l

A
史
家
の
一
致
を
見
な
い
。
そ
の

次
の
と
-
M
N
曲V
M
R
σ
・J

ヘ
ロ
ロ
一
回
は
、

《
者
同
嗣
同
門
》
に
任
命
さ
れ
た
が
、
彼
の
場

合
は
行
政
職
と
し
て
で
な
く
、
む
し
ろ

ご
宮
廷
顛
職
、
即
ち
一
種
の
最
高
侍

従
職
」
と
し
て
で
あ
っ
た
。
た
だ
ア
ル
・
マ

γ
ス
l
ル
の
治
世
は
、

マ
ウ
ラ
l

(
被
保
護
者
)
と
し
て
仕
え
て
い
た
者
を
、
カ
リ
フ
の
協
力
者
と
し
て
正
式
な

地
位
に
つ
け
る
道
を
開
い
た
こ
と
で
、
宰
相
職
の
形
成
に
と
っ
て
重
要
な
時
期

で
あ
っ
た
(
第
二
章
)
。

そ
の
後
、
こ
の
肩
書
は
次
第
に
鎖
大
さ
れ
た
要
職
を
指
す
よ
う
に
な
り
、
一

方
、
中
央
集
権
化
へ
の
傾
向
に
よ
っ
て
、
書
記
階
級
出
身
の
行
政
官
の
役
割
が

増
大
し
た
(
第
三
、
四
章
)
。

カ
リ
フ
、
ア
ル
・
ラ
シ
l
ド
の
治
世
前
半
は
、
こ
れ
ま
で
の
宰
相
と
遣
い
、

パ
ル
マ

F
家
の
特
異
な
時
代
と
し
て
、
著
者
は
特
に
パ
ル
マ
ク
家
の
治
世
と
い

う
章
を
設
け
て
い
る
。
こ
の
第
五
章
は
、
パ
ル
マ

F
家
そ
の
も
の
に
関
す
る
一

種
濁
立
し
た
精
微
な
研
究
で
あ
る
。
パ
ル
マ
ク
家
に
つ
い
て
は
、
後
世
に
多
く

の
停
設
を
生
む
ほ
ど
の
、
そ
の
異
常
な
歴
史
へ
の
興
味
か
ら
、
幾
多
の
研
究
が

な
さ
れ
た
が
、
著
者
は
こ
れ
を
綜
合
す
る
と
と
も
に
、
掴
偲
嘗
な
結
論
を
得
て
い

る。
パ
ル
マ

F

一
門
の
悲
劇
的
失
墜
後
、
政
府
の
職
務
は
分
割
さ
れ
、
し
か
も
宰

相
職
は
侍
従
系
の
人
物
に
委
ね
ら
れ
た
(
第
六
章
)
。
カ
リ
フ
、
ア
ル
・
マ
ア

ム
l
γ
治
下
で
は
、
と
匂
hw

仏ご
u
・
ω与
-
が
行
政
と
軍
事
の
雨
構
を
奥
え
ら

れ
、
一
時
金
権
を
振
っ
た
。
こ
れ
は
宰
相
職
の
構
成
を
高
め
は
し
た
が
、
個

人
的
に
は
身
の
危
険
を
も
た
ら
し
、
彼
の
失
墜
に
よ

っ
て
、
カ
リ
フ
の
代
理
者

が
寧
濁
で
濁
裁
的
権
力
を
行
使
す
る
こ
と
は
な
く
な
っ
た
。
そ
れ
で
も
引
績
き

宰
相
が
書
記
群
の
う
ち
か
ら
選
ば
れ
た
事
賓
は
、
も
は
や
中
央
政
府
の
運
営
を
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取
り
し
き
る
能
力
が
あ
る
の
は
、
書
記
の
み
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
る
(
第
七

章
、
以
上
第
一
部
)
。

包
匂
怠
ご
y
ω
釦
包
の
失
墜
か
ら
カ
リ
フ
、
ァ
ル
・
ム
ウ
タ
デ
ィ
ド
の
即
位
ま

で
の
聞
は
、
宰
相
職
が
種
々
の
危
機
の
徐
波
を
受
け
た
時
代
で
あ
る
。
即
ち
、

ム
ウ
タ
ジ
リ
ス
ム
(自己
REN--ugm)
の
問
題
と
ト
ル
コ
軍
部
の
撞
頭
(
第

て
ニ
章
)
、
首
都
ザ
l

マ
ツ
ラ
ー
に
お
け
る
無
政
府
時
代
(
第
三
章
)
、
カ
リ

フ
、
ア
ル
・
ム
ウ
タ
ミ
ド
の
治
下
で
の
、
弟
の
掻
政
ア
ル
・
ム
ワ
ッ
フ
プ
ク
に

よ
る
執
描
慣
行
使
(
第
四
章
)
な
ど
が
中
心
問
題
と
し
て
各
章
で
扱
わ
れ
、
ア
ル

・
ム
ウ
ヲ
デ
ィ
ド
~
ア
ル
・
ム
タ
タ
フ
ィ
l
の
治
下
、
宰
相
は
よ
う
や
く
重
要

な
地
位
を
得
て
、
園
家
管
理
の
責
任
者
と
な
つ
だ
が
、
同
時
に
二
振
の
官
僚
、

即
ち
、
キ
リ
九
ト
教
徒
出
身
系
書
記
官
僚
と
容
γ

l
ア
波
財
務
官
僚
の
封
立
が

激
化
し
た
こ
と
を
指
摘
、
そ
の
現
れ
と
し
て
の
回
暦
二
九
六
年
の
p
l
デ
タ
ー

を
述
べ
て
(
第
五
、
六
章
)
、
著
者
は
第
二
部
を
終
え
て
い
る
。

と
の
ク
ー
デ
タ
ー
の
失
敗
は
、
宰
相
史
に
大
き
な
縛
換
を
も
た
ら
し
、
と
れ

か
ら
《
大
総
督
》
の
登
場
(
回
暦
三
二
四
年
)
ま
で
は
、
宰
相
が
自
己
の
権

力
左
績
大
し
、
自
己
の
政
策
を
推
し
進
め
え
た
《
宰
相
濁
裁
》
(
丘

ngza、

三
回
片
岡
丘
町
}
の
時
代
と
し
て
、
著
者
は
こ
れ
を
《
戸
担
問
同
国
ロ
仏
内
在
口
ρ
口町一

ι=

三
回
目
同
三
》
と
名
ず
け
て
い
る
。
た
だ
こ
の
時
代
で
は
、
事
件
の
展
開
が
非
常

に
複
雑
咋
の
で
、
年
代
史
的
説
明
は
最
小
限
に
と
ど
め
(
第
て
二
、

三
、
四

章
)
、
嘗
時
の
槍
舞
肇
に
活
躍
し
た
三
人
の
宰
相
、
守
口
弘
・
】

1
5
p
a
E同

σ-

R
Z
P
-
E
Z
S
F
の
政
策
、
個
性
、
思
想
品
業
績
に
つ
い
て
、
・
我
々
が
知

り
う
る
限
り
の
こ
と
を
三
つ
の
章
に
分
け
て
ま
と
め
て
い
る
(
第
五
、
六
、
七

章
a
)

。
財
政
専
門
家
と
し
て
、
煩
讃
な
官
廃
業
務
を
運
営
し
う
る
宰
相
は
、
国
家
の

'
/
 

ほ
ぼ
量
権
を
掌
鐘
し
、
従
っ
て
宰
相
の
職
務
は
、
園
家
内
で
不
可
飲
の
機
関
と

な
り
、
そ
の
重
要
性
を
認
め
ら
れ
た
。
し
か
し
宰
相
個
人
の
地
位
は
、
財
政
の

失
敗
や
二
涯
の
官
僚
の
封
立
、
軍
部
の
暴
動
、
宮
廷
内
の
陰
謀
な
ど
か
ら
き
わ

め
て
不
安
定
で
あ
っ
た
。

H
V
ロ
曲
目
・
回
り
三
宮
の
軍
部
に
封
す
る
屈
服
は
、
宰
相

職
の
新
た
な
失
墜
が
始
ま
っ
た
こ
と
を
意
味
し
、
さ
ら
に
は
賓
権
を
奪
わ
れ

て
、
大
総
督
と
交
代
す
る
と
と
に
な
る
(
以
上
第
三
部
)
@

年
代
史
的
叙
述
を
終
え
て
次
の
第
四
部
で
は
、
制
度
史
的
観
黙
か
ら
の
宰
相

の
職
掌
が
扱
わ
れ
、
そ
れ
も
特
に
比
較
的
資
料
が
豊
富
で
あ
る
と
と
も
に
、
宰

相
制
の
《
F
m同
国
ロ
身
母

OAE》
で
あ
る
四
(
十
)
世
紀
前
半
に
つ
い
て
語

ら
れ
て
い
る
。
ま
ず
第
一
章
は
、
そ
の
前
提
と
し
て
、
宰
相
に
な
っ
た
人
々
の

出
身
唐
や
彼
ら
の
粧
禽
的
地
位
、
教
養
面
を
再
検
討
す
る
。
宰
相
と
し
て
も
っ

と
も
ひ
ん
ぱ
ん
に
選
ば
れ
た
の
は
書
記
出
身
者
で
、
多
か
れ
少
か
れ
、
彼
ら
の

財
政
技
術
に
関
す
る
能
力
と
公
文
書
等
を
作
成
す
る
書
記
業
務
の
能
力
が
問
題

と
な
っ
た
こ
と
、
時
代
が
下
る
に
つ
れ
て
宰
相
の
選
任
が
大
命
降
下
的
に
な

り
、
同
時
に
書
記
貴
族
が
生
ま
れ
て
、
宰
相
職
を
濁
占
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
こ

と
、
ま
た
一
方
宰
粗
や
書
記
官
も
、
行
政
専
門
家
と
し
て
ば
か
り
存
在
し
た
の

で
な
く
、
や
は
り
嘗
時
の
洗
練
さ
れ
た
上
流
枇
曾
の
人
間
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ

れ
の
文
化
系
統
を
引
く
マ
ワ
l

p

l
階
級
に
岡
崎
し
な
が
ら
、
イ
ス
ラ
ト
ム
枇
曾

に
少
し
づ
っ
同
化
し
た
事
貨
を
翠
げ
、
宰
相
た
ち
は
各
々
の
出
身
文
化
、
邸
ち

へ
レ
ユ
ズ
ム
も
し
く
は
イ
ラ

γ
文
化
と
、
イ
ス
-
7
1
ム
佐
倉
と
か
ら
生
ま
れ
た

も
の
で
あ
り
、
爾
文
化
の
影
響
を
受
け
た
ア
ラ
ブ
・
イ
ス
ラ
l

ム
文
化
の
代
表

者
で
あ
る
と
結
ぼ
れ
て
い
る
。

第
二
章
は
、
宰
相
の
行
政
上
の
職
務
内
容

(
F
E
5
2
8
E
B宮
町
民
?

見
宮
内
)
の
探
求
で
、
宰
相
に
よ
る
行
政
監
督
を
際
立
た
せ
る
た
め
に
、
あ
ら
か

じ
め
ア
ッ
パ
ー
ス
朝
の
行
政
機
構
を
、
歳
入
と
歳
出
、
中
央
政
腹
主
要
業
務
の
・

ニ
ヲ
に
分
け
て
、
綜
合
的
に
説
明
す
る
ハ
但
し
、
こ
の
前
提
的
説
明
の
方
に
倍
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以
上
の
頁
数
を
嘗
て
て
い
る
)
。

第
三
章
は
、
い
わ
ゆ
る
宰

相
の
政
治
責
任

(
-
2
5
8
8
2ゲ
ニ
ユ
含

問。己〈

2=2MMgz-oy)
に
闘
す
る
も
の
で
あ
る
。

宰
相
は
行
政
長
官
と
し

て
、
財
務
の
質
欣
へ
の
法
の
適
慮
、
法
律
で
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
技
術
的
な

問
題
の
解
決
、
法
に
準
援
し
な
が
ら
の
カ
リ
フ
の
意
志
の
執
行
の
三
つ
の
機
能

を
持
つ。

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
役
割
が
宰
相
に
と
っ
て
の
政
治
責
任
に
結
び
つ

く
の
は
、
カ
リ
フ
に
封
し
、
そ
の
《
補
助
者
》
と
し
て
の
任
務
を
引
受
け
、

イ

ス
ラ
!
ム
園
家
内
で
、
預
言
者
の
代
理
者
、
後
継
者
に
認
め
ら
れ
た
特
構
に
あ

ず
か
る
こ
と
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
、
宰
相
の
執
政
機
能

(E
向。ロ・

2
g
m
g
Z円

Eggs-m)
は
、
主
権
者
へ
の
《
個
人
的
奉
仕
》
の
延
長
と

し
て
理
解
さ
れ
る
と
い
う
見
地
に
立
ち
、
従
っ
て
内
容
は
、
付
カ
リ
フ
の
自
由

裁
量
権
、
同
カ
リ
フ
の
個
人
的
業
務
、
白
宰
相
の
政
治
責
任
へ
の
到
達
、
伺
カ

リ
フ
の
監
督
、

と
な

っ
て
お
り
、
第
三
節
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
そ
の
貫
際
面

と
し
て
、
財
政
政
策
、
マ
ザ
l
リ
ム
(
目
白
N

削
]
即
日
)
裁
列
、
官
吏
任
免
様
、
軍

事
及
び
外
交
植
が
扱
わ
れ
て
い
る
。

第
四
章
は
、
宰
相
職
と
い
う
政
治
的
資
植
に
と
も
な
う
宰
相
の
寧
巌
性
に
つ

い
て
、
具
髄
的
に
は
肩
書
、
宮
廷
儀
雄
上
の
特
構
、
生
活
様
式
よ
り
の
考
察
を

進
め
、
宰
相
が
名
賀
と
も
に
権
威
を
具
え
る
に
至
っ
た
の
は
、
や
は
り
宰
相
史

上
の
極
盛
期
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。

結
論
と
し
て
、
要
す
る
に
宰
相
職
は
、
カ
リ
フ
植
を
代
行
し
う
る
ほ
ど
の
権

威
を
伴
う
が
た
め
に
、
か
な
り
重
い
責
任
を
含
ん
だ
《
補
佐
職
》
で
あ
り
、
こ

れ
が
回
暦
凹
世
紀
に
は
、
少
く
と
も
慣
例
的
な
も
の
に
な
る
ほ
ど
明
確
な
規
定

を
も
っ
た
職
務
に
な
っ
た
む
し
か
も
特
記
す
べ
き
は
、
こ
の
任
務
が
、
忠
賓
従

順
で
、
し
か
も
財
政
業
務
に
閲
す
る
才
能
を
持
つ
マ
ワ
I
リ
l
階
級
に
委
ね
ら

れ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
カ
リ
フ
が
君
主
と
し
て
の
、
ま
た
イ
マ

l
ム
と
し

て
の
樺
威
を
高
め
て
く
れ
る
よ
う
な
《
支
持
者
》
に
頼
ろ
う
と
し
た
気
遣
い

と
、
非
ア
ラ
ブ
系
の
書
記
階
級
が
、
自
己
の
果
す
役
割
の
重
要
さ
、
及
び
カ
リ

フ
趨
制
へ
の
忠
誠
を
示
す
場
と
な
る
べ
き
職
務
を
認
め
て
も
ら
う
に
好
都
合
な

行
政
上
の
要
求
と
が
、
軍
に

一
致
し
た
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
示
す
の
で
あ
ろ

、円ノ。
以
上
、
本
書
の
内
容
を
ざ
っ
と
見
た
わ
け
で
あ
る
が
、
多
少
と
も
む
ら
の
あ

る
紹
介
に
彩
っ
た
か
も
知
れ
な
い
貼
は
御
諒
承
願
い
た
い
。

さ
て
、
筆
者
の
批
評
め
い
た
感
想
を
述
べ
て
お
き
た
い
。
ま
ず
細
か
い
疑
問

貼
を
昼
げ
る
と
、
カ
リ
フ
、
ァ
ル
・
マ
フ
デ
ィ
l
の
治
世
(
第
一
部
第
三
章
)

に
お
け
る
監
査
廊

(LZ一
回
ロ
巳
・
江
田
曲
目
)
の
設
置
に
つ
い
て
、
著
者
は
イ
ス

ラ
I
ム
の
麗
史
家
た
ち
が
犯
し
た
混
蹴
に
ふ
た
た
び
容
き
込
ま
れ
た
形
に
な
っ

て
い
る
。
即
ち
、
二
ハ
八
年
の
メ
ゴ
ゲ
・

J

へ
2
2ロ
の
任
命
に
閲
す
る
ジ
ャ
フ

シ
ヤ
リ
1
及
び
タ
パ
リ
l
の
記
載
中
の
前
置
詞
正
仰
に
つ
い
て
、
著
者
は
わ

ざ
わ
ざ
《

E
5
5
1目
8
5
2庁
内
日
開
》
と
調
押
し
た
が
た
め
に
妙
な
こ
と
に
な
っ

た
。
こ
れ
は
簡
単
に
、
一
六
二
年
に
幾
つ
か
の
監
査
臆
が
創
設
さ
れ
、
己
自
民

σ・
回
目
ぺ
は
こ
れ
ら
を
粂
任
し
て
い
た
が
、

一
六
八
年
に
と
の
す
べ
て
を
綿
括

す
る
最
高
監
査
臆
が
設
置
さ
れ
た
と
見
れ
ば
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
つ
い

で
な
が
ら
、
ア
ッ
パ
ー
ス
朝
の
行
政
機
構
の
説
明
(
第
四
部
第
二
章
一
節
)
の

と
こ
ろ
で
、
あ
る
場
合
に
は

NFB同
旨
(
監
査
)
は

E
F
A営
(
支
出
)
の

同
意
語
と
し
て
現
れ
る
か
ら
云
々
と
述
べ
て
い
る
。
ヤ
ア
ク
l
ピ
l
著
同
ア

回己

E
E
の
-
記
事
と
、
同
じ
く
ヤ
ア
ク
I
ピ
1
著
吋
同
ゴ
廿
の
記
事
と
の
う

ち
、
ほ
ぼ
同
様
の
官
鹿
名
が
羅
列
さ
れ
て
い
る
箇
所
が
あ
る
が
、
一
方
に
は
た

ま
た
ま

N
5同
日
と
出
、
他
方
に
は

E
F
A目
と
出
て
い
る
の
を
取
上
げ
や
、

著
者
は
こ
の
爾
者
を
同
一
視
し
、
同
意
語
の
根
援
に
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
こ

の
雨
記
事
は
ま
っ
た
く
別
の
事
件
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
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起
貼
に
爾
業
務
の
関
係
を
探
っ
て
い
る
著
者
の
主
張
は
認
め
が
た
い
。

N
日
目
削
自

の
誇
と
し
て
用
い
ら
れ
て
き
た
《

8
2
H
O
F》
は
、
財
政
上
で
は
曾
計
検
査
を

指
す
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
著
者
は
、

n
o
E
S
F
と
言
え
ば
歳
出
の
事
後
監

督
を
指
す
と
い
う
偏
見
を
持
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
恩
わ
れ
る
。
著
者
は

こ
の
偏
見
の
た
め
に
、

NFS削
自
と
ロ
同
町
田

A
g
を
同
一
視
し
て
、
問
題
を
よ

り
困
難
で
複
雑
な
も
の
に
し
て
し
ま
っ
た
。
紅
白
同
日
が
曾
計
検
査
、
即
ち
近

代
財
政
技
術
上
で
普
通
意
味
す
る
歳
計
の
事
後
監
督
を
行
っ
て
い
る
資
料
は

未
知
で
、

NFg曲
目
は
事
前
監
督
も
し
く
は
官
吏
の
監
察
に
嘗
っ
た
に
す
ぎ

t
、。

J
J
T

、υv次
に
同
ゲ
ロ
釦
ナ
明
日
営
の
、
武
官
に
謝
す
る
交
官
優
位
の
主
張
の
説
明
(
第

三
部
第
五
章
二
節
)
の
う
ち
、
彼
は
「
徴
税
匿
を
委
ね
る
に
は
行
政
官
、
商

人
、
地
主
が
望
ま
し
く
、
軍
人
は
室
ま
し
く
な
い
」
と
い
う
考
え
を
持
っ
て
い

た
と
著
者
が
停
え
て
い
る
と
こ
ろ
の
資
料
は
、
徴
税
請
負
(
仏
静
岡
国
同
ロ
)
に
つ

い
て
述
べ
ら
れ
た
こ
と
で
、
著
者
の
文
で
は
、
商
人
、
地
主
も
す
ぐ
政
府
波
遣

の
徴
税
官
と
な
る
，よ
う
な
印
象
を
受
け
る
が
、
賓
際
は
徴
税
請
負
契
約
を
結
ん

で
、
徴
税
請
負
人
と
な
っ
，
て
そ
の
徴
税
匡
に
赴
く
の
で
あ
る
。
誤
解
を
生
ま
な

い
よ
う
念
の
た
め
。

次
に
ア

ッ
パ
ー
ス
朝
の
行
政
機
構
に
閲
す
る
説
明
(
第
四
部
第
二
章
一
節
)

の
う
ち
、
含
唱
曲
ロ
同

-sTH帥
郎
(
税
務
腹
)
は
、
原
則
と
し
て
ぽ
良
品
地
の

徴
税
を
取
扱
う
と
し
、
ま
た
官
同
払
と
言
え
ば
、

-
/
m
税
に
封
聴
す
る
重

い
税
と
、
著
者
は
限
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
と
れ
は
納
得
し
が
た
い
。

官
『
品
の
語
に
は
、
租
税
一
般
を
指
す
使
い
方
が
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら

な
し本

書
全
鰻
か
ら
受
け
る
感
じ
を
述
べ
る
と
、
な
る
ほ
ど
研
究
の
目
的
な
の
か

も
知
れ
な
い
が
、
あ
ま
り
に
も
宰
相
と
い
う
中
央
政
府
の
一
機
関
に
す
ぎ
な
い

個
性
的
な
一
個
僅
を
追
い
求
め
た
が
た
め
に
、
も
っ
と
大
き
な
力
関
係
の
推
移

と
い
?
た
歴
史
の
底
流
が
看
過
さ
れ
た
き
ら
い
が
あ
る
。
せ
め
て
宰
相
と
密
接

な
閥
係
に
あ
る
官
僚
階
級
と
か
官
僚
制
の
展
開
が
語
ら
れ
て
し
か
る
べ
き
だ
と

考
え
ら
れ
る
。
ア
ッ
パ
ー
ス
朝
の
園
家
内
で
占
め
た
官
僚
階
級
の
重
要
性
、
そ

の
官
僚
階
級
の
チ
ャ
ソ
ピ
オ

γ
と
し
て
、
官
僚
制
の
頂
貼
と
し
て
の
宰
相
と
い

う
観
貼
か
ーら
の
検
討
も
な
さ
れ
れ
ば
、
宰
相
職
の
本
質
と
か
、
そ
の
歴
史
的
意

義
と
か
が
よ
り
一
層
浮
彫
さ
れ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
ま
た
宰
相
が
、
後
期

に
な
る
ほ
ど
こ
の
イ
ス
ラ
l
ム
園
家
内
で
の
中
心
人
物
、
カ
リ
フ
に
封
す
る
責

任
制
的
宰
相
、
卸
ち
カ
リ
フ
の
肩
代
り
に
な
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
も
は
や
そ
の

宰
相
職
を
、

、宰
相
個
人
と
か
、
宰
相
と
カ
リ
フ
と
の
関
係
と
か
の
観
動
か
ら
論

じ
る
だ
け
で
は
不
十
分
だ
と
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

も
っ
と
も
こ
れ
ら
は
今
後
に
残
さ
れ
た
問
題
か
も
知
れ
な
い
が
、
こ
の
貼
著

者
は
、
初
期
の
《
補
佐
職
》
と
い
う
定
義
に
こ
だ
わ
り
す
ぎ
た
感
が
あ
る
。

(
今
苦
言
を
提
し
た
官
僚
階
級
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
書
記
階
級
と
い
う
こ
と

で
本
書
の
随
所
に
散
見
さ
れ
る
。

L
か
し
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
宰
相
史
の
付
録

と
し
て
で
あ
っ
て
、
統
一
的
テ
i
マ
に
ま
で
な
っ
て
い
・
な
い
。
ち
な
み
に
、
著

者
は
《
げ
Z
H
S
E
R
E芯
》
の
語
を
一
切
用
い
ず
、
す
べ
て
《
8
R合同
FHO凹》、

も
し
く
は
・
ア
ラ
ビ
ア
語
の
《
rESHM》
で
表
わ
し
て
い
る
。
何
か
考
え
あ
っ
℃

の
こ
と
だ
ろ
う
が
、
本
書
か
ら
は
推
察
で
き
な
い
。
機
曾
あ
れ
ば
問
合
せ
た
い

と
思
う
。
)

こ
う
し
た
不
満
を
筆
者
が
も
っ
と
も
感
ず
る
の
は
、
第
四
部
第
一
章
、
宰
相

の
《
OH仲
間
宮
巾
》
に
つ
い
て
で
、
こ
の
章
は
途
中
か
ら
焦
黙
が
ぼ
や
け
た
感
じ
で

あ
る
。
初
期
か
ら
後
期
に
か
け
て
の
、
宰
相
の
出
身
屠
の
獲
化
を
見
る
必
要
は

な
か
ろ
う
か
。
最
初
期
か
ら
、
宰
相
の
候
補
者
と
し
て
優
秀
な
官
僚
が
求
め
ら

れ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
。
初
期
の
《
後
見
書
記
》
と
い
う
人
間
的
弱
さ
を
利
用

-103ー
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し
て
カ
リ
フ
の
宰
相
に
な
っ
た
者
と
、
後
期
の
官
僚
階
級
の
頂
貼
に
の
し
上
っ

て
宰
相
に
な
っ
た
者
と
は
質
的
に
遣
う
。
晩
期
に
な
る
ほ
ど
「
官
僚
機
構
、
即

ち
中
央
行
政
業
務
は
複
雑
化
し
、
政
府
内
外
の
政
治
経
済
問
題
も
複
雑
化
し
て

行
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
従
っ
て
官
僚
と
し
て
の
熟
練
者
で
な
け
れ
ば
、
も
は
や

宰
相
職
が
勤
ま
ら
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
著
者
は
宰
相
が
持
つ
べ
き
技
能
と
し

て
、
財
務
官
吏
と
し
て
の
能
力
と
、
公
文
書
等
を
作
成
す
る
書
記
能
力
を
奉
げ

て
い
る
が
、
全
時
代
を
通
じ
て
、
こ
れ
ら
が
同
等
に
要
求
さ
れ
た
よ
う
に
は
恩

わ
れ
な
い
。
後
者
に
つ
い
て
は
、
後
期
に
な
る
ほ
ど
そ
の
比
重
が
軽
く
な
る
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
文
書
作
成
法
(
』
削
ロ
ロ
ロ
巳

-rsσ
乙
は
次
第
に
確
立
さ

れ
、
事
務
そ
の
も
の
は
形
式
化
し
て
く
る
。
即
ち
、
文
書
事
務
掘
嘗
の
専
門
の

書
記
に
委
ね
れ
ば
よ
い
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
に
反
し
、
前
者
の
、
財
政
技
術
に

闘
す
る
能
力
へ
の
比
重
は
ま
す
ま
す
加
わ
っ
て
行
っ
た
。

こ
う
し
た
官
僚
機
構
の
複
雑
多
岐
化
が
、
カ
リ
フ
の
側
に
影
響
し
な
い
は
ず

は
な
い
。
も
は
や
君
主
(
カ
リ
フ
)
は
、
政
治
の
運
営
に
深
入
り
す
る
こ
と
が

で
き
ず
、
言
わ
ば
政
治
に
は
ず
ぶ
の
素
人
と
な
り
、
そ
の
代
り
に
、
有
能
な
行

政
的
手
腕
の
持
主
が
、
責
任
を
も
っ
て
統
治
に
嘗
ら
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。

巨
ロ
巳

-
P』
同
忠
の
無
能
カ
リ
フ
擁
立
論
(
第
二
部
第
六
章
、
第
三
部
第
五

章
)
は
、
こ
う
し
た
時
代
的
傾
向
を
積
極
的
に
示
す
も
の
で
あ
り
、
彼
は
こ
れ

を
鋭
敏
に
感
じ
取
り
、
自
己
の
利
盆
迫
求
と
結
び
つ
け
て
、
カ
リ
フ
の
無
能

化
、
裏
を
か
え
せ
ば
、
宰
相
に
よ
る
執
権
化
を
人
魚
的
に
促
し
た
の
で
あ
る
。

宰
相
に
封
す
る
カ
リ
フ
の
監
督
(
第
四
部
第
三
章
四
節
)
に
よ
る
宰
相
の
地
位

の
不
安
定
さ
も
、
カ
リ
フ
と
宰
相
と
の
封
立
関
係
で
見
る
よ
り
、
上
記
の
時
代

的
傾
向
の
副
産
物
と
し
て
現
れ
た
、
宮
廷
を
含
め
た
渡
閥
闘
争
に
、
そ
の
原
因

を
求
め
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

つ
い
筆
者
の
見
解
を
長
A

と
述
べ
て
し
ま
っ
た
が
、
こ
ん
な
見
方
は
嘗
ら
ぬ

と
言
わ
れ
る
む
き
も
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
れ
ま
で
の
宰

相
史
研
究
の
起
源
論
的
傾
向
を
徹
底
的
に
打
破
し
た
ば
か
り
で
な
く
、
宰
相
史

研
究
の
意
義
は
、
宰
相
制
そ
の
も
の
の
設
展
の
な
か
に
あ
る
と
し
て
、
あ
く
ま

で
も
慎
重
な
態
度
で
こ
れ
を
捉
え
、
宰
相
史
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
要
素
を
呈
示

し
た
功
績
は
大
き
い
。

[
付
記
]
本
稿
を
草
す
る
に
嘗
っ
て
利
用
し
た
書
物
は
、
本
書
の
鼎
現
行
所

『曲昨日
Z
H
r目
的
白
山
田
仏
刊

U
R
E∞
の
副
所
長

ZFFHmw
開
口
曲
目
常
民
民
か

ら
、
筆
者
が
寄
贈
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
柄
、
改
め
て
同
氏
に
感
謝
の

意

を

表

し

た

い

。

(

清

水

誠

)
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