
十
一
月
廿
六
日
廿
三
時
、
ラ
ジ
オ
第
一
放
送
の
ニ
ュ
ー
ス
は
、
大

分
市
に
お
け
る
あ
る
政
治
家
の
講
演
に
つ
い
て
報
じ
た
。
先
の
衆
議

院
議
員
選
挙
で
自
民
党
が
大
勝
し
た
が
、
次
の
国
政
選
挙
に
は
「
逆

風
が
吹
く
可
能
性
が
あ
る
」
と
話
し
た
と
い
う
。
一
切
の
文
脈
が
な

い
こ
の
文
言
か
ら
、
読
者
は
ど
ん
な
人
を
思
い
う
か
べ
る
だ
ろ
う
か
。

わ
た
し
の
直
感
は
野
党
の
政
治
家
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
じ
つ
は
森
喜

朗
前
首
相
な
の
で
あ
る
。
発
言
の
実
態
が
知
り
た
か
っ
た
が
、
翌
日

の
新
聞
で
は
判
明
し
な
か
っ
た
。

「
可
能
性
」
は
不
思
議
な
語
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
す
ぐ
に
思

い
出
さ
れ
る
こ
と
が
二
つ
あ
る
。
ひ
と
つ
は
一
年
前
、
あ
る
出
版
社

代
表
の
Ｉ
氏
か
ら
届
い
た
数
点
の
文
書
で
あ
る
。
Ｉ
氏
は
、
一
昔
前

に
も
、
基
礎
日
本
語
の
成
立
を
漢
字
音
で
解
い
た
と�

ん�

で�

も�

本�

を
送

っ
て
き
た
人
で
あ
る
。
今
回
の
文
書
の
一
つ
は
、
報
道
の
日
本
語
の

誤
り
数
点
を
あ
げ
て
大
新
聞
社
・
日
本
放
送
協
会
に
正
し
い
使
用
を

要
請
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
中
に
、「
不
手
際
が
あ
っ
た
可
能
性
」

「
競
合
脱
線
の
可
能
性
」「
ト
キ

新
た
に
卵
３
個

無
精
卵
の
可
能

性
大
」
な
ど
の
「
可
能
性
」
を
誤
用
と
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
。

い
ま
ひ
と
つ
は
、
学
生
時
代
に
夏
目
漱
石
の
演
習
の
た
め
に
読
ん

だ
彼
の
逸
話
の
お
ぼ
ろ
な
記
憶
で
あ
る
。
ど
の
学
校
で
の
こ
と
だ
っ

た
ろ
う
か
、“possibility”

と“probability”

の
違
い
を
、
漱
石
は

「
自
分
が
そ
こ
で
逆
立
ち
を
す
る
こ
と
」
で
説
明
し
、
そ
のpossibil-

ity

は
あ
る
が
、probability

は
な
い
、
と
言
っ
た
の
だ
っ
た
と
思

【
エ
ッ
セ
イ
】

漱
石
が
逆
立
ち
を
す
る
可
能
性

―
―
言
語
時
評
・
十
―
―

工

藤

力

男
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う
。
逆
立
ち
す
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
教
室
で
実
現
す
る
見
込
み
は

な
い
。
漱
石
は
そ
う
言
い
た
か
っ
た
の
だ
ろ
う
、
と
わ
た
し
は
理
解

し
た
の
で
あ
る
。
記
憶
に
も
理
解
に
も
自
信
が
も
て
な
い
う
え
に
、

著
者
も
出
典
も
忘
れ
た
の
で
、
最
新
の
岩
波
書
店
版
全
集
を
別
巻

「
漱
石
言
行
録
」
ま
で
通
覧
し
た
の
だ
が
、
つ
い
に
見
つ
か
ら
な
か

っ
た
。

そ
れ
以
来
、
わ
た
し
は
こ
の
両
語
に
対
応
す
る
日
本
語
「
可
能

性
」「
蓋
然
性
」
を
使
い
わ
け
る
よ
う
に
努
め
て
き
た
。
漱
石
の
説

明
に
つ
い
て
の
理
解
が
正
し
か
っ
た
ら
、
前
首
相
の
話
を
紹
介
す
る

日
本
語
の
実
態
は
そ
れ
と
異
な
り
、
Ｉ
氏
の
主
張
に
も
正
当
性
が
あ

る
こ
と
に
な
る
。

「
可
能
性
」
が
日
本
語
の
歴
史
に
初
め
て
登
場
し
た
の
は
、
井
上

哲
次
郎
『
哲
學
字
彙
』（1881

）
ら
し
い
。
同
書
か
ら
「
可
能
性
」

と
そ
の
周
辺
の
語
を
少
し
抜
き
だ
す
と
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

Possibility

可
能
性

V
irtual

可
能

Probability

蓋
然
性

Probable

蓋
然

西
洋
文
明
を
受
容
す
る
た
め
に
先
覚
が
漢
語
操
作
に
苦
闘
し
て
得
た

成
果
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
先
行
業
績
を
参
照
し
な
く
て
は
な
ら
な
い

が
、
幕
末
・
明
治
維
新
の
英
学
文
献
の
博
捜
は
手
に
余
る
の
で
、
柴

田
昌
吉
・
子
安
峻
『
附
音
圖
解
英
和
字
彙
』（1888

）
を
見
る
に
と
ど
め

る
。

ア
タ
フ
ベ
キ

デ
ク
ベ
キ

Possibility

可
能
コ
ト
、
可
成
コ
ト
、
可
能
性

ア
ル
ヒ

ア
ル

ジ
ツ

Probability

或
ハ
有
コ
ト
、
實
ラ
シ
キ
コ
ト
、
蓋
然
性

同
書
は
『
附
音
挿
圖
英
和
字
彙
』（
初
版1874

）
の
第
二
版
で
あ
る
が
、

初
版
の
訳
語
二
つ
の
次
に
、「
可
能
性
」「
蓋
然
性
」
を
そ
れ
ぞ
れ
付

加
す
る
形
で
載
せ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
見
る
と
、『
英
和
字
彙
』

第
二
版
が
『
哲
學
字
彙
』
の
成
果
を
早
速
摂
取
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

Possibility

の
訳
語
「
可
能
性
」
は
、「
あ
た
ふ
べ
し
」
に
あ
て

た
漢
語
「
可
能
」
の
音
読
み
に
由
来
す
る
。
中
国
に
も
同
じ
文
字
列

の
語
は
あ
っ
た
が
、
用
例
が
少
な
く
意
味
も
異
な
る
の
で
、
英
語
の

翻
訳
に
際
し
て
作
ら
れ
た
日
本
製
漢
語
ら
し
い
。Probability

の
訳

語
「
蓋
然
性
」
も
同
様
で
あ
る
。

こ
の
両
語
を
、
日
本
人
が
い
か
に
理
解
し
用
い
た
か
知
り
た
い
の

だ
が
、
そ
れ
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。
さ
し
あ
た
り
、
徳
谷
豊
之

助
・
松
尾
勇
次
郎
『
普
通
術
語
辭
彙
』（1905

）
の
説
明
を
見
よ
う
。

可
能
性
と
は
（
第
一
）
或
物
が
ま
だ
実
現
で
な
い
こ
と
を
意
味

し
、（
第
二
）
に
は
、
仮
令
或
物
が
現
実
的
存
在
を
有
し
て
居

て
も
、
其
の
存
在
に
は
、
原
因
的
或
は
合
理
的
必
然
性
を
缺
い

（
マ
マ
）
で
居
る
と
云
ふ
意
義
に
使
用
せ
ら
る
ゝ
の
で
あ
る
。（
以
下
略
）
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蓋
然
性
と
い
ふ
の
は
、
全
然
信
ず
る
程
確
実
で
は
な
い
が
、
併

し
全
く
疑
ふ
べ
き
も
の
で
も
な
く
、
寧
ろ
傾
向
よ
り
謂
へ
ば
信

ず
べ
き
も
の
多
し
と
謂
ふ
意
を
表
は
す
言
葉
で
あ
る
、（
以
下
略
）

「
可
能
性
」
の
第
一
以
外
は
わ
た
し
に
は
難
解
で
あ
り
、「
可
能

性
」
が
「
可
能
」
の
意
味
か
ら
離
れ
は
じ
め
て
い
る
よ
う
に
も
見
え

る
。
哲
学
用
語
と
し
て
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
淵
源
す
る
こ
の
両
語

を
、
多
く
の
日
本
人
が
右
の
定
義
ど
お
り
に
用
い
た
わ
け
で
も
あ
る

ま
い
。
そ
し
て
年
月
が
た
つ
う
ち
に
用
法
に
差
の
出
て
く
る
こ
と
は

当
然
で
あ
る
。
そ
の
状
況
を
国
語
辞
書
の
記
述
か
ら
た
ど
っ
て
み
る
。

大
槻
文
彦
『
言
海
』（1891

）
に
附
載
さ
れ
た
「
語
法
指
南
」
で

は
、
助
動
詞
「
る
／
ら
る
」
の
意
味
を
「
能
力
」
と
し
て
い
る
。
山

田
美
妙
『
日
本
大
辭
書
』（1896

）
は
両
語
を
の
せ
ず
、
落
合
直
文

『
こ
と
ば
の
泉
』（1901

）
は
文
法
用
語
「
可
能
法
」
だ
け
を
の
せ
る
。

上
田
萬
年
・
松
井
簡
治
『
大
日
本
國
語
辭
典
』（1915

）
は
文
法
用

語
「
可
能
法
」
を
の
せ
、「
蓋
然
性
」
に
は
〔
哲
〕
と
し
て
、『
普
通

術
語
辭
彙
』
に
近
い
記
述
が
あ
る
。
落
合
直
文
『
言
泉
』（1921
）

は
両
語
を
の
せ
、「
可
能
性
」
に
は
、
�
と
し
て
哲
学
用
語
の
記
述
、

�
と
し
て
「
現
在
は
巧
み
な
ら
ざ
れ
ど
も
、
行
へ
ば
巧
み
に
な
る
性

質
」
の
記
述
が
あ
り
、「
蓋
然
性
」
は
哲
学
用
語
と
し
て
の
記
述
だ

け
で
あ
る
。
金
澤
庄
三
郎
『
廣
辭
林
』（1925

）
は
、
と
も
に
哲
学

用
語
と
表
示
せ
ず
、「
可
能
性
」
に
「
出
来
得
べ
き
性
質
」、「
蓋
然

性
」
に
「
か
く
あ
る
な
ら
ん
と
見
込
ま
る
ゝ
性
質
」
と
記
述
し
た
。

な
お
、
ア
ー
ネ
ス
ト＝

サ
ト
ウ“E

N
G

LISH
−JA

PA
N

E
SE

D
IC

-

T
IO

N
A

R
Y

O
F

T
H

E
SPO

K
E

N
LA

N
G

U
A

G
E

”

第
三
版
（1904

）

の
訳
語
は
、Possibility

が「
な
る
た
け
、
で
き
る
だ
け
」、Probabil-

ity

が
「
み
こ
み
、
お
そ
れ
、
も
よ
う
」
で
あ
る
。
サ
ト
ウ
は
実
に

的
確
に
日
本
語
を
捉
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

以
上
、
両
語
が
成
立
し
て
か
ら
四
十
年
間
の
辞
書
の
記
述
を
あ
ら

あ
ら
た
ど
っ
て
み
た
。
こ
れ
に
よ
る
と
、『
こ
と
ば
の
泉
』『
大
日
本

國
語
辭
典
』
の
文
法
用
語
「
可
能
法
」、『
言
泉
』
の
�
と
『
廣
辭

林
』
の
「
出
来
得
べ
き
性
質
」
は
、
い
か
に
も
自
然
な
理
解
の
経
過

を
語
っ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

「
可
」「
能
」
と
も
に
日
本
人
な
ら
そ
の
意
味
を
容
易
に
喚
起
し
う

る
漢
字
な
の
で
、「
可
能
性
」
は
語
構
造
が
明
瞭
で
透
明
度
の
高
い

語
だ
と
わ
た
し
は
思
う
。
だ
か
ら
、
哲
学
と
は
無
縁
な
人
々
も
こ
の

文
字
の
意
味
を
理
解
し
て
広
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の
透
明
さ
は
、

例
え
ば
ヴ
ォ
イ
ス
で
対
応
す
る
「
壊
す
」「
壊
れ
る
」
に
よ
る
各
種

の
可
能
表
現
を
比
べ
る
と
よ
く
わ
か
る
。

○
壊
せ
る
・
壊
す
こ
と
が
で
き
る
・
壊
す
こ
と
が
可
能
で
あ
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る
・
壊
す
可
能
性
が
あ
る

＊
壊
れ
ら
れ
る
・
壊
れ
る
こ
と
が
で
き
る
・
壊
れ
る
こ
と
が
可

能
で
あ
る
・
壊
れ
る
可
能
性
が
あ
る

「
壊
れ
る
」
の
可
能
表
現
は
、
よ
ほ
ど
特
殊
な
条
件
が
な
く
て
は

成
立
し
な
い
。
そ
れ
で
全
部
に
ア
ス
テ
リ
ス
ク
が
付
く
が
、
現
実
に

は
「
壊
れ
る
可
能
性
」
式
の
日
本
語
が
氾
濫
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

わ
た
し
の
母
語
感
覚
は
右
の
と
お
り
だ
が
、
最
近
、
モ
ダ
リ
テ
ィ
ー

論
の
専
書
で
「
一
歩
も
前
に
進
め
な
い
可
能
性
が
高
い
」
と
い
う
記

述
に
遭
遇
し
た
。
こ
れ
を
工
藤
流
に
翻
訳
す
る
と
、「
一
歩
の
前
進

も
不
可
能
な
可
能
性
が
高
い
」
と
な
る
。
奇
怪
な
日
本
語
と
い
う
ほ

か
な
い
。

つ
づ
け
て
現
行
の
辞
書
の
説
明
を
見
よ
う
。
初
め
に
『
新
明
解
国

語
辞
典
』
初
版
（1972

）。

蓋
然
性

十
分
に
起
こ
り
う
る
こ
と
と
し
て
期
待
さ
れ
る
こ
と
。

〔
確
率
は
、
こ
れ
を
数
量
化
し
た
物
〕
た
し
か
ら
し
さ
。

可
能
性

�
十
分
に
起
こ
り
う
る
こ
と
と
し
て
期
待
さ
れ
る
・

こ
と
（
度
合
）。〔
俗
に
、
蓋
然
ガ
イ
ゼ
ン
性
の
意
で
も
使
わ

れ
る
〕
�
将
来
ど
ん
な
事
ま
で
実
現
し
う
る
か
、
と
い

う
こ
と
。「
―
〔＝

ど
こ
ま
で
や
れ
る
か
〕
を
試
す
」

次
は
『
岩
波
国
語
辞
典
』
第
三
版
（1979

）。

蓋
然
性

そ
の
事
柄
が
実
際
に
起
こ
る
か
否
か
、
真
で
あ
る
か

否
か
の
、
確
実
性
の
度
合
。
ま
た
、
蓋
然
的
で
あ
る
こ

と
。
▽
こ
れ
を
数
量
化
し
た
も
の
が
確
率
。

可
能
性

そ
れ
が
可
能
だ
と
い
う
性
質
・
度
合
。「
―
が
高
い
」

▽
日
常
語
で
は
多
く
そ
う
な
る
見
込
み
の
意
に
使
う
。

最
後
に
『
国
語
大
辞
典
言
泉
』（1986

）。

蓋
然
性

何
事
か
が
起
こ
り
得
る
確
実
性
の
度
合
い
。
ま
た
可

能
性
の
程
度
。
確
率
。

可
能
性

物
事
が
実
現
で
き
る
見
込
み
。
ま
た
、
あ
る
条
件
の

も
と
で
何
か
が
で
き
る
と
い
う
要
素
。「
成
功
の
可
能

性
は
ゼ
ロ
だ
」「
自
分
の
可
能
性
を
試
す
」

規
範
と
実
態
の
い
ず
れ
に
重
心
を
置
く
か
で
記
述
態
度
は
微
妙
に

違
う
。
三
書
の
「
可
能
性
」
の
記
述
は
わ
た
し
の
理
解
に
ほ
ぼ
近
い
。

そ
れ
に
、『
新
明
解
』
の
「
俗
に
云
々
」
の
記
述
が
わ
た
し
の
語
感
に

合
致
し
、『
岩
波
』
の
▽
以
下
の
記
述
も
実
態
を
捉
え
て
い
る
と
思

う
。『
言
泉
』
が
「
蓋
然
性
」
の
語
義
記
述
に
「
可
能
性
」
を
用
い

て
い
る
の
は
、
実
態
を
反
映
さ
せ
た
ゆ
え
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
な
ら
、

「
可
能
性
」
の
記
述
に
も
同
じ
態
度
を
採
る
べ
き
で
あ
っ
た
と
思
う
。

『
日
本
国
語
大
辞
典
』
第
二
版
（2001

）
で
両
語
と
そ
の
周
辺
の
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語
を
検
す
る
と
、
漱
石
門
下
の
寺
田
寅
彦
の
名
が
め
だ
ち
、
用
例

「
無
意
味
の
中
に
潜
ん
だ
重
大
な
意
味
の
可
能
性
は
葬
ら
れ
て
し
ま

ふ
の
で
あ
る
」「
状
袋
の
宛
名
を
書
い
て
や
っ
た
と
い
ふ
事
も
随
分

可
能
で
蓋
然
で
あ
る
や
う
に
思
は
れ
た
」「
事
柄
の
可
能
不
可
能
や

蓋
然
性
の
多
少
を
」
を
掲
げ
て
い
る
。
初
め
に
挙
げ
た
漱
石
の
逸
話

と
何
か
関
わ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
岩
波
文
庫
の
『
寺
田
寅
彦

随
筆
集
』
を
斜
め
に
読
ん
で
み
る
と
、
か
な
り
の
用
例
が
得
ら
れ
た
。

そ
の
う
ち
の
三
つ
を
ひ
く
。

プ
ロ
バ
ビ
リ
テ
ィ

先
生
と
弟
子
が
同
じ
病
気
に
か
か
る

確

率

は
全
く
縁
の
な

い
二
人
が
そ
う
な
る
よ
り
大
き
い
か
も
し
れ
な
い
。（
第
一
巻

p.117

）

お
そ
ら
く
こ
れ
は
い
く
ら
で
も
で
き
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
あ

ろ
う
。（
第
二
巻p.279

）

役
に
立
つ
よ
う
な
若
干
の
暗
示
が
生
ま
れ
う
る
プ
ロ
バ
ビ
リ
テ

ィ
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
（
第
三
巻p.202

）

科
学
者
に
し
て
随
筆
家
と
し
て
著
名
な
人
ら
し
く
、
わ
た
し
が
い
ぶ

か
し
く
感
じ
た
も
の
は
な
い
。

寺
田
寅
彦
門
下
の
中
谷
宇
吉
郎
が
師
匠
の
言
動
を
叙
述
し
た
箇
所

に
も
そ
れ
が
見
え
る
。「
先
生
は
、
い
つ
か
小
宮
さ
ん
が
い
わ
れ
た

ポ
シ
ビ
リ
テ
ィ

よ
う
に
、
綜
て
の
可
能
性
を
考
え
て
見
ら
れ
る
の
が
得
意
で
も
あ

り
」（『
中
谷
宇
吉
郎
集
』
第
一
巻p.159

）、「「
君
、
あ
の
階
段
の

磨
り
減
り
方
が
プ
ロ
バ
ビ
リ
テ
イ
曲
線
に
な
っ
て
い
る
な
あ
」
と
額

を
指
差
し
て
お
ら
れ
る
。」（
同p.163

）
な
ど
が
拾
え
る
。
寅
彦
は

こ
れ
ら
を
よ
ほ
ど
厳
密
に
使
い
わ
け
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

朝
日
新
聞
朝
刊
（2004.12.26

）
の
「
ス
ギ
花
粉
症

厳
戒
」
と

題
す
る
記
事
は
、
副
見
出
し
を
「
来
春
飛
散
量
、
最
大
級
の
恐
れ
」

と
し
、
本
文
に
は
「
来
年
の
飛
散
量
は
過
去
最
大
級
に
な
る
可
能

性
」「
観
測
史
上
最
大
だ
っ
た
９５
年
を
上
回
る
可
能
性
も
あ
る
」
と

書
い
て
い
る
。
飛
散
が
な
ぜ
「
恐
れ
」
に
な
っ
た
り
「
可
能
性
」
に

な
っ
た
り
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
同
紙
（2005.2.13

）
の
署
名
記
事
中

の
「
金
融
シ
ス
テ
ム
が
全
国
規
模
で
揺
ら
ぐ
よ
う
な
危
機
が
来
る
可

能
性
」
は
、「
危
機
」
と
「
可
能
性
」
が
一
文
に
共
起
し
た
例
で
あ

る
。「
大
ク
ラ
ゲ
退
治
作
戦
」（
同
紙2005.9.4

）
は
、
副
見
出
し

「
一
網
打
尽
＋
一
刀
両
断
／
水
産
庁
が
実
験
」
を
も
ち
、
本
文
に
は

「
切
断
さ
れ
る
と
そ
の
ま
ま
死
ぬ
確
率
が
高
い
」「
半
分
に
切
断
す
れ

ば
死
ぬ
可
能
性
が
高
い
」
と
あ
る
。
こ
こ
で
は
明
ら
か
に
「
可
能

性
」
が
「
蓋
然
性
」
の
領
域
を
犯
し
て
い
る
。

天
災
を
歓
迎
す
る
人
は
な
い
と
思
う
の
で
、「
台
風
が
上
陸
す
る

可
能
性
が
あ
る
」
は
困
る
、
と
わ
た
し
は
前
稿
の
終
わ
り
近
く
に
書

い
た
。
パ
キ
ス
タ
ン
地
震
に
関
す
る
報
道
（
同
紙2005.3.13

）
で
、
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第
一
面
に
大
統
領
報
道
官
の
談
話
「（
全
国
で
）
死
者
は
千
人
以
上

に
の
ぼ
る
可
能
性
が
あ
る
」、
日
本
人
の
死
者
が
出
た
高
層
ア
パ
ー

ト
の
崩
壊
に
つ
い
て
「
構
造
に
問
題
が
あ
っ
た
可
能
性
」
の
文
言
が

見
え
、
第
三
十
五
面
に
は
「
死
者
が
千
人
以
上
に
達
す
る
恐
れ
も
あ

る
」
と
す
る
。「
可
能
性
」
と
「
恐
れ
」
は
漢
語
と
和
語
の
違
い
で

も
あ
る
。
第
一
面
は
硬
く
、
三
面
記
事
は
軟
ら
か
く
書
く
方
針
な
の

だ
ろ
う
か
。

少
女
の
誘
拐
事
件
に
お
い
て
無
事
の
救
出
が
難
し
い
状
況
で
「
殺

害
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
」
と
い
う
の
は
以
て
の
外
だ
、
と
わ
た
し

の
母
語
感
覚
は
囁
く
。
九
月
、
根
室
沖
で
日
本
の
サ
ン
マ
漁
船
が
転

覆
し
、
数
人
の
乗
員
が
落
命
し
た
。
十
月
一
日
の
ラ
ジ
オ
の
ニ
ュ
ー

ス
は
、
漁
船
に
イ
ス
ラ
エ
ル
船
籍
の
コ
ン
テ
ナ
船
の
塗
料
が
付
着
し

て
い
た
こ
と
を
述
べ
、
こ
の
船
が
「
衝
突
し
た
可
能
性
が
あ
る
」
と

報
じ
た
。
翌
日
の
朝
日
新
聞
に
も
「
同
船
と
衝
突
し
た
可
能
性
が
強

い
と
み
ら
れ
る
」
と
あ
っ
た
。
そ
こ
ま
で
証
拠
が
あ
る
の
だ
か
ら
、

日
本
の
報
道
な
ら
「
衝
突
し
た
疑�

い�

」
と
す
べ
き
で
は
で
は
な
か
ろ

う
か
。

最
近
発
覚
し
た
、
建
築
物
の
耐
震
強
度
偽
装
事
件
の
報
道
に
お
い

て
、
放
送
は
「
建
物
が
倒
壊
す
る
お�

そ�

れ�

」
で
一
貫
し
て
い
た
の
は

適
切
だ
と
思
う
。
だ
が
、
讀
賣
新
聞
に
は
、「「
上
の
階
が
落
ち
る
可

能
性
が
あ
る
」
と
い
う
専
門
家
の
指
摘
」
が
あ
っ
た
（11.29

）

報
道
者
は
己
れ
の
立
つ
位
置
か
ら
発
す
る
最
適
の
表
現
を
選
ぶ
べ

き
で
あ
っ
て
、「
可
能
性
」
一
語
で
済
ま
せ
て
は
怠
惰
の
謗
り
が
免

れ
え
な
い
だ
ろ
う
。
九
月
十
一
日
午
前
、
テ
レ
ビ
朝
日
の
『
サ
ン

デ
ー
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
』
で
、
イ
ラ
ク
戦
争
と
ハ
リ
ケ
ー
ン
被
害
が
米

国
政
権
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
、
東
京
の
田
原
総
一
朗
氏
と
米
国

に
い
る
田
端
正
記
者
の
や
り
と
り
を
聞
い
た
。
田
端
氏
は
「
イ
ラ
ク

戦
争
と
ハ
リ
ケ
ー
ン
の
被
害
が
リ
ン
ク
す
る
カ
ノ
ウ
セ
、
…
…
予
想

が
云
々
」
と
伝
え
た
。
点
線
部
で
は
口
を
つ
ぐ
ん
だ
の
で
あ
る
。
田

端
氏
は
「
可
能
性
」
と
言
い
か
け
、
そ
れ
を
途
中
で
訂
正
し
た
よ
う

だ
。
表
現
内
容
へ
の
配
慮
が
は
た
ら
い
た
に
違
い
な
い
。
こ
れ
こ
そ

あ
ら
ま
ほ
し
き
態
度
で
あ
る
。

い
ま
「
蓋
」
は
見
る
こ
と
稀
な
文
字
で
あ
る
。
そ
こ
で
「
蓋
然

性
」
を
用
い
る
べ
き
文
脈
に
も
「
可
能
性
」
を
当
て
た
、
こ
れ
が
当

用
漢
字
以
後
の
実
情
な
の
だ
ろ
う
。「
蓋
然
性
」
は
早
く
専
門
語
に

固
定
し
、「
蓋
」
が
当
用
漢
字
か
ら
も
除
外
さ
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
、

す
べ
て
を
「
可
能
性
」
で
代
替
す
る
の
は
怠
慢
で
あ
る
。
そ
こ
で
日

本
語
表
現
を
救
う
道
は
類
義
語
を
う
ま
く
使
い
わ
け
る
こ
と
で
あ
る
。

近
年
の
類
語
辞
典
で
最
も
使
い
や
す
い
柴
田
武
・
山
田
進
編
『
類
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語
大
辞
典
』（
講
談
社2002

）
を
見
る
。
そ
の
「1512

見
込
む
」

の
「
名
詞
の
類
」
の
記
述
の
要
点
、「
●
可
能
性
」
条
の
説
明
と
用

例
を
、
見
や
す
い
形
に
し
て
ひ
く
。

●
見
込
み
﹇
見
込
み

見
通
し

当
て
（
十
一
語
略
）
見
積
り
﹈

●
可
能
性
﹇
可
能
性

公
算

蓋
然
性

確
率
﹈

●
う
ま
く
い
く
見
込
み
﹇
成
算

勝
ち
目

勝
算

脈

将
来

性
﹈

可
能
性

あ
る
状
態
や
結
果
に
つ
な
が
る
見
込
み
の
度
合
い
。

「
こ
の
馬
が
勝
つ
可
能
性
は
決
し
て
低
い
と
は
い
え
な

い
」「
子
供
は
無
限
の
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
」

公
算

あ
る
事
柄
が
ど
の
程
度
の
確
実
性
を
も
っ
て
起
こ
る
か

の
度
合
い
。「
そ
う
な
る
公
算
が
高
い
」

蓋
然
性

文
章
語
。
あ
る
事
柄
が
実
際
に
起
こ
る
か
ど
う
か
、

本
当
か
ど
う
か
の
確
実
性
の
度
合
い
。「
機
能
障
害
を

引
き
起
こ
す
蓋
然
性
が
高
い
」

確
率

あ
る
具
体
的
な
状
態
や
結
果
に
な
り
う
る
度
合
い
。

「
雨
の
降
る
確
率
は
２０
％
で
す
」「
一
等
が
当
た
る
確
率
は
、

き
わ
め
て
低
い
」
▽
確
率
予
報
。
◇
数
値
で
表
さ
れ
る
こ

と
が
多
い
。

「
公
算
」「
蓋
然
性
」「
確
率
」
は
い
ず
れ
も
プ
ロ
バ
ビ
リ
テ

ィ
ー
（probability

）
の
訳
で
、
こ
の
順
に
訳
語
と
し
て
新
し

く
な
る
。

こ
の
辞
典
は
実
態
尊
重
の
方
針
を
採
っ
た
よ
う
で
あ
る
。「
可
能
性
」

の
用
例
は
適
当
だ
と
思
う
が
、
語
義
記
述
に
従
う
と
「
少
女
が
殺
害

さ
れ
る
可
能
性
」
も
よ
い
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
で
よ
い
の
だ
ろ
う

か
。
か
か
る
事
態
に
は
、
本
辞
典
「1503

気
に
な
る
」
の
「
名
詞

の
類
」
に
﹇
不
安
﹈﹇
心
配
﹈
が
あ
り
、﹇
恐
れ
﹈
に
は
用
例
「
二
次

災
害
が
発
生
す
る
恐
れ
が
あ
る
」「
関
東
地
方
は
大
雨
の
恐
れ
が
あ

り
ま
す
」
を
挙
げ
て
い
る
の
だ
か
ら
。

い
か
に
も
硬
い
表
情
を
見
せ
る
こ
の
漢
語
「
可
能
性
」
を
専
門
語

と
し
て
用
い
る
ま
い
と
し
た
言
語
学
者
が
あ
る
。
亀
井
孝
氏
で
あ
る
。

氏
は
、
漢
語
で
埋
ま
り
が
ち
な
論
文
に
柔
ら
か
な
和
語
を
用
い
て
仮

名
を
多
用
し
、
一
読
し
て
そ
の
筆
者
と
わ
か
る
独
自
の
文
体
を
生
ん

だ
。
山
田
俊
雄
氏
は
亀
井
氏
の
遺
著
『
こ
と
ば
の
森
』
の
書
評
に
お

い
て
、「
特
異
な
発
語
や
接
続
詞
」
と
し
て
、「
あ
な
た
ざ
ま
に
、
お

の
れ
、
う
た
た
、
そ
も
そ
も
、
い
っ
そ
、
い
ま
さ
ら
、
い
と
せ
め
て
、

あ
っ
ぱ
れ
、
…
の
タ
ー
ム
ズ
に
お
い
て
等
々
」
と
書
き
、「
外
国
語

（
も
し
く
は
外
来
語
）
に
つ
い
て
の
極
め
て
潔
癖
で
厳
正
な
遣
ひ
方
」

と
し
て
い
る
（『
成
城
国
文
学
』
十
二
号

1996

）。
そ
の
潔
癖
さ
の
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極
み
と
い
え
る
の
が
、「
し
か
る
べ
し
さ
」
と
「
あ
り
う
べ
し
さ
」

だ
と
わ
た
し
は
思
う
。

『
亀
井
孝
論
文
集
』
か
ら
、
傍
点
も
原
文
の
ま
ま
に
用
例
を
ひ
く
。

こ
の
解
釈
は
、
さ
き
に
と
り
あ
げ
た
か
な
づ
か
い
書
に
み
え
る

そ
の
反
省
記
事
に
よ
っ
て
も
そ
の
し�

か�

る�

べ�

し�

さ�

を
さ
さ
え
ら

れ
る
。（
論
文
集
６p.310

）

わ
た
く
し
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
ば
あ
い
の
そ
の
あ�

り�

う�

べ�

し�

さ�

（
可
能
性
）
を
み
ず
か
ら
に
た
い
し
否
定
し
が
た
い
。（
同
３

p.407

）

全
六
冊
を
通
読
し
た
印
象
で
は
、
こ
の
二
語
は
極
く
ま
れ
に
し
か
現

わ
れ
な
い
が
、
一
度
見
た
だ
け
で
忘
れ
難
い
印
象
が
残
る
。
第
二
例

の
括
弧
書
き
に
よ
っ
て
、「
あ
り
う
べ
し
さ
」
は
漢
語
「
可
能
性
」

を
避
け
る
た
め
の
造
語
ら
し
い
と
わ
か
る
。

そ
の
よ
う
な
こ
と
も
も
と
よ
り
あ
り
う
べ
し
さ
（
可
能
性
）
と

し
て
こ
れ
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
し

か
る
べ
し
さ
（
蓋
然
性
）
と
な
る
と
、
わ
た
く
し
に
は
も
は
や

な
ん
と
も
判
定
し
が
た
い
。（
同
５p.93

）

二
語
の
共
起
し
た
貴
重
な
一
文
で
あ
る
。
哲
学
に
も
通
暁
し
た
亀
井

氏
は
厳
密
に
使
い
分
け
て
い
る
の
だ
ろ
う
が
、
わ
た
し
に
は
そ
の
違

い
が
判
然
と
し
な
い
。「
蓋
然
的
」
の
用
例
も
あ
る
。

後
世
の
か
た
ち
と
の
対
応
を
考
慮
に
く
わ
え
る
な
ら
ば
、
万
葉

集
に
た
だ
一
個
し
か
か
な
が
き
の
例
を
得
ら
れ
な
い
奈
良
時
代

に
対
し
て
も
、「
ミ
ツ
キ
」
の
か
た
ち
を
想
定
し
た
方
が
蓋
然

的
で
あ
る
。（
同
４p.304

）

こ
の
「
蓋
然
的
」
は
現
行
の
辞
書
の
記
述
に
近
く
、「
妥
当
性
が
高

い
」
の
意
で
解
釈
で
き
る
。
す
る
と
、「
蓋
然
性
」
は
、
中
立
的
な

意
味
の
「
可
能
性
」
と
使
い
分
け
た
、
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
か
。

形
容
詞
「
悲
し
」
の
名
詞
形
が
「
悲
し
さ
」
で
あ
る
よ
う
に
、

「
し
か
る
べ
し
さ
」
は
、「
然
有
る
べ
し
」
の
縮
約
形
「
し
か
る
べ

し
」
を
経
て
作
ら
れ
た
。「
し
か
る
べ
し
さ
」
の
基
に
な
っ
た
「
し

か
る
べ
し
い
」
も
見
え
る
（
同
４p.290

）。
文
語
「
し
か
る
べ
し
」

の
な
ご
り
と
し
て
、
連
体
詞
「
し
か
る
べ
き
」、
副
詞
「
し
か
る
べ

く
」
が
あ
る
の
で
、
口
語
形
は
「
し
か
る
べ
い
」
の
は
ず
だ
が
、
語

構
造
上
、「
〜
べ
い
」
の
形
は
近
代
日
本
語
に
存
在
し
に
く
い
（
拙

著
『
日
本
語
史
の
諸
相
』
所
収
「
中
世
形
容
詞
の
終
焉
」）。
そ
こ
で
、

シ
ク
活
用
に
移
し
て
造
語
し
た
の
だ
ろ
う
。
同
様
に
「
あ
り
う
べ
し

さ
」
は
「
有
り
得
べ
し
」
の
名
詞
形
で
あ
る
。

「
あ
り
う
べ
し
さ
」
を
「
可
能
性
」
に
対
応
さ
せ
よ
う
と
務
め
て

け
だ
し
し
か

も
、
わ
た
し
は
い
つ
も
混
乱
し
て
し
ま
う
。「
蓋
然
」
を
「
蓋
然
る

べ
し
」
に
戻
し
て
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
る
が
、「
可
能
」
か
ら
は
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「
あ
り
う
べ
し
」
の
意
味
が
喚
起
し
に
く
い
か
ら
だ
ろ
う
。「
可
能

性
」
を
和
語
に
移
す
な
ら
、「
為
し
得
る
見
通
し
」
す
な
わ
ち
「
な

し
う
べ
し
さ
」
が
適
切
で
は
な
か
っ
た
か
、
と
わ
た
し
は
考
え
る
。

亀
井
氏
は
む
し
ろ
「
可
能
性
」
使
用
の
実
態
を
踏
ま
え
て
和
ら
げ
た

の
だ
ろ
う
か
。

亀
井
氏
の
遺
著
の
書
評
者
山
田
俊
雄
氏
に
は
、
近
代
日
本
語
、
な

か
ん
づ
く
語
詞
に
関
す
る
あ
ま
た
の
論
考
が
あ
る
が
、
可
能
性
・
蓋

然
性
へ
の
言
及
は
見
あ
た
ら
な
い
。
去
り
し
夏
に
氏
は
長
逝
し
、
こ

の
両
語
に
つ
い
て
の
見
解
を
承
る
機
会
を
永
久
に
失
っ
た
。
そ
れ
が

心
残
り
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
を
記
し
て
、
本
稿
を
氏
の
み
た
ま
に
捧

げ
る
。

（
二
千
五
年
冬
）
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