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ン

墓
「

人
マ
井
素
子
、
大
木
俊
夫
、
木
股
知
史
、
河
野
賢
司
、
鈴
木
美
津
子
訳
）

『風
俗
壊
乱
　
明
治
国
家
と
文
芸
の
検
閲
』

原
書
の
タ
イ
ト
ル
は

「ご
呈
８
∽
５

雇
望
ｏ
日
ｏ
■
と
、
著
者
は
、
夏
目

漱
石
や
村
上
春
樹
の
英
訳
で
有
名
な
ジ
ェ
イ

・
ル
ー
ビ
ン

（現
　
ハ
ー
バ
ー

ド
大
学
名
誉
教
授
）
で
あ
る
。
副
題
の

「そ
『一―
∽
雪
０
一訂

〓
ｇ
み
巨
＆

が

示
す
通
り
、
本
書
は
作
品
分
析
が
全
て
で
は
な
く
、
作
家
と
、
文
芸
作
品
を

統
制
す
る
当
局
者
と
の
関
係
性
に
焦
点
を
当
て
て
、
戦
前
　
戦
中
期
に
全
て

の
文
筆
家
が
意
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
、
内
務
省
を
中
心
と
す
る
検

閲
制
度
に
つ
い
て
、
様
々
な
作
品
や
時
代
状
況
を
取
り
上
げ
て
論
じ
て
い

Ｚの
。原

書
の
刊
行
は

一
九
八
四
年

（ｃ
コ
一‘
ユ
Ｃ
ａ
て
●∽コ
一混
（９

「
『ｏ∽ι

で
あ

る
の
で
、
四
半
世
紀
以
上
を
経
て
の
邦
訳
刊
行
で
あ
っ
た
ｃ
翻
訳
の
計
画
は

原
書
刊
行
後
間
も
な
く
立
ち
上
が
っ
た
が
、
出
版
社
の
事
情
や
訳
者
の
都
合

に
よ
り
延
期
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
辺
り
の
事
情
に
つ
い
て
は
、
「訳
者
後
書

き
」
や
木
股
知
史

「
『風
俗
壊
乱
』
の
翻
訳
に
携
わ

っ
て
」
亀
ご
ヨ
』
第
二

号
、
甲
南
大
学
文
学
部
木
股
知
史
研
究
室
、
二
〇
〇
八
年
五
月
）
に
記
さ
れ

て
い
る
。
し
か
し
、
日
本
の
戦
前

・
戦
中
期
、
あ
る
い
は
戦
後

・
占
領
期
の

牧

義

之

検
閲
に
関
す
る
研
究
が
国
内
外
で
盛
ん
に
な
り
つ
つ
あ
る
今
日
、
あ
る
意
味

で
は
と
て
も
良

い
タ
イ
ミ
ン
グ
で
邦
訳
が
刊
行
さ
れ
た
こ
と
を
、
研
究
に
携

わ
る
者
と
し
て
喜
ば
し
く
思
う
．

本
書
を
通
読
し
て
ま
ず
実
感
す
る
の
は
、
文
献
調
査
の
綿
密
さ
で
あ
る
。

著
者
が
拠
点
と
し
た
研
究
施
設
の
充
実
さ
が
大
き
な
要
因
で
あ

っ
た
だ
ろ
う

が
、
例
え
ば

『出
版
警
察
概
観
』

『出
版
警
察
報
』
等
の
官
憲
に
よ
る
資
料
、

あ
る
い
は

『朝
日
新
聞
』
を
初
め
、
『国
民
新
聞
』
『日
本
及
日
本
人
』
『法

律
新
聞
』
と
い
っ
た
、
明
治
期
に
刊
行
さ
れ
た
新
聞

・
雑
誌
類
の
調
査
を
丁

寧
に
重
ね
た
こ
と
が
分
か
る
。
現
在
、
研
究
に
お
い
て
ご
く

一
般
的
に
活
用

さ
れ
る
右
に
挙
げ
た
官
憲
資
料
の
復
刻
版
は
、
原
書
刊
行
と
前
後
す
る
時
期

に
出
さ
れ
て
い
る
ｃ
著
者
が
執
筆
し
て
い
た
当
時
に
お
い
て
は
、
日
本
国
内

で
さ
え
資
料

へ
の
ア
ク
セ
ス
が
容
易
で
は
な
か

っ
た
は
ず
だ
ｃ
先
の
木
股

も
、
翻
訳
に
あ
た
り
引
用
文
献
の
収
集
に
苦
労
し
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。

当
然
な
が
ら
英
語
圏
の
読
者
に
向
け
て
書
か
れ
た
本
書
は
、
随
所
に
割
注

の
形
で
、
取
り
扱

っ
た
作
品
の
翻
訳
に
ど
う
い
う
も
の
が
あ
る
の
か
を
記
し

一　
一
四



て
い
る
点
が
特
徴
的
で
あ
る
。
本
書
は
研
究
書
で
あ
り
な
が
ら
、
英
語
圏
の

読
者
に
と
っ
て
は
、
個
々
の
作
品
へ
読
み
進
む
た
め
の
親
切
な
道
標
と
し
て

の
役
割
も
果
た
し
て
い
る
ｃ
挙
げ
ら
れ
て
い
る
翻
訳
は
当
然
、
原
書
刊
行
ま

で
の
も
の
に
限
ら
れ
て
い
る
が
、
既
に
こ
の
時
期
に
お
い
て
、
い
か
に
多
く

の
作
品
が
翻
訳

・
紹
介
さ
れ
て
い
る
か
に
驚
き
を
覚
え
た
日
本
語
圏
の
読
者

も
多
い
だ
ろ
う
。

章
ご
と
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
小
森
陽

一
に
よ
る

「解
説
」
が
あ
り
、
こ

こ
で
は
重
複
す
る
の
で
詳
し
く
は
記
さ
な
い
。
大
き
な

「部
」
ご
と
の
括
り

で
ご
く
簡
単
に
見
渡
す
な
ら
ば
、
明
治
初
期
か
ら
日
露
戦
争
前
ま
で
の
比
較

的
緩
や
か
で
あ

っ
た
検
閲
状
況
を
考
察
し
た

「第
Ｉ
部
　
よ
り
単
純
な
時

代
」
（第
二
章
か
ら
四
章
）
、
自
然
主
義
が
台
頭
し
、
性
欲
満
足
主
義
と
結
び

つ
い
て
文
芸
へ
の
検
閲
が
厳
し
く
な
り
始
め
た
こ
と
と
、
夏
目
漱
石
、
小
栗

風
葉
を
対
比
的
に
論
じ
た

「第
Ⅱ
部
　
日
露
戦
争
後
」
（第
五
章
か
ら
九

土う
、
森
鴎
外
と
平
出
修
の
関
係
に
焦
点
を
当
て
な
が
ら
、
大
逆
事
件
を
扱

っ
た
小
説
作
品
の
分
析
と
、
文
芸
委
員
会
設
置
に
対
す
る
作
家
の
反
応
に
つ

い
て
論
じ
た

「第
Ⅲ
部
　
大
逆
事
件
と
そ
の
後
」
（第
十
章
か
い
十
二
章
）
、

そ
し
て
大
正
期
の
谷
崎
潤

一
郎
作
品
を
主
に
取
り
上
げ
な
が
ら
、
円
本
の
登

場
と
文
芸
懇
話
会
構
想
、
や
が
て
戦
中
に
至
り
軍
部
の
検
間
が
台
頭
し
出
す

ま
で
の
状
況
に
つ
い
て
論
じ
た

「第
Ⅳ
部
　
国
家
的
動
員
に
向
け
て
」
（第

十
三
章
か
ら
十
六
章
）
で
あ
る
。

著
者
は

「
日
本
語
版
へ
の
序
文
」
の
中
で
、
「驚
い
た
こ
と
に
、
定
評
の

あ
る
日
本
近
代
文
学
史
の
書
物
に
は
い
ず
れ
に
も
検
閲
制
度
へ
の
言
及
が
ほ

と
ん
ど
な
い
か
、
あ
る
い
は
言
及
が
な
さ
れ
て
い
る
ご
く
僅
か
の
場
合
に

ジ
ェ
イ

。
ル
ー
ビ
ン
著

『風
俗
壊
乱
　
明
治
国
家
と
文
芸
の
検
閲
』

も
、
こ
と
の
つ
い
で
に
ふ
れ
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
読
者
は
ま
る
で
検
閲

制
度
が
い
か
に
機
能
し
た
か
を
詳
細
に
知
っ
て
い
る
と
で
も
想
定
さ
れ
て
い

る
か
の
よ
う
で
あ

っ
た
」
と
記
し
て
い
る
ｃ
日
本
で
は
よ
う
や
く
こ
こ
数

年
、
検
閲
研
究
に
関
す
る
資
料
面
の
整
備
と
、
そ
れ
ら
を
用
い
た
研
究
が
進

み
、
ル
ー
ビ
ン
が
記
し
た
状
況
に
変
化
が
現
れ
出
し
て
い
る
。
検
閲
制
度
と

文
学
に
関
す
る
近
年
の
研
究
成
果
に
関
し
て
は
、
時
野
谷
ゆ
り
が

『昭
和
文

学
研
究
』
第
六
十
四
号

（二
〇

一
二
年
三
月
）
に
ま
と
め
て
い
る
の
で
そ
ち

ら
を
参
照
さ
れ
た
い
が
、
著
者
の
本
書
に
お
け
る
研
究
は
、
官
憲
資
料
が
手

薄
な
明
治
時
代
を
中
心
と
し
な
が
ら
、
戦
前
　
戦
中
期
を
通
史
的
に
論
じ
て

い
る
点
で
、
検
閲
制
度
研
究
の
基
礎
的
な
成
果
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
も

の
で
あ
る
。

今
後
、
本
書
を
手
が
か
り
と
し
て
個
別
具
体
的
な
作
品
と
社
会
状
況
と
の

関
連
性
が
、
よ
り

一
層
深
め
ら
れ
て
行
く
と
期
待
さ
れ
る
が
、　
一
方
で
、
原

書
刊
行
後
二
十
五
年
以
上
が
経
過
し
て
い
る
点
と
、
典
拠
と
し
た
文
献
の
記

述
が
不
正
確
で
あ

っ
た
こ
と
に
よ
り
、
訂
正
が
必
要
な
箇
所
が
幾
つ
か
あ

る
。
例
え
ば
、
取
り
締
ま
り
の
法
外
措
置
を
論
じ
た
箇
所
で
、
「削
除
は
、

問
題
あ
る
箇
所
の
未
然
防
止
を
目
的
と
し
て
、
検
閲
官
が
グ
ラ
刷
り
段
階
で

命
ず
る
も
の
で
あ
っ
た
し
、
分
割
還
付
は
、
す
で
に
発
行
さ
れ
な
が
ら
、
発

売
前
に
警
察
に
押
収
さ
れ
た
出
版
物
を
削
除
す
る
措
置
で
あ

っ
た
」
曾
一四

頁
）
と
さ
れ
て
い
る
が
、
「削
除
処
分
」
は
発
行
後
に
下
さ
れ
る
処
分
で
あ

る
の
で

「未
然
予
防
」
の
側
面
は
無
く
、
「分
割
還
付
」
は
禁
止
処
分
に
よ

っ
て
押
収
さ
れ
た
出
版
物
を
、
発
行
者
の
願
出
が
許
可
さ
れ
た
も
の
に
つ
い

て
は
、
削
除
の
上
還
付
さ
れ
る
救
済
措
置
で
あ
り
、
「発
売
前
に
警
察
に
押

一
一
五



収
さ
れ
」
る
こ
と
は
、
原
則
的
に
は
あ
り
得
な
い
。

ま
た
、　
一
九
四
〇
年
に

「内
閣
情
報
部
」
が
内
務
省
警
保
局
図
書
課
等
を

統
合
し
て

「情
報
局
」
に
改
め
ら
れ
た
が
、
本
書
で
は

「内
閣
情
報
局
」
と

誤
っ
た
名
称

（原
書
で
は

，ｏ
許
一３
１
５
♂
『ヨ
〓
９

］
ｃ
『ｏｐｃ
じ

で
表
記
さ
れ

て
い
る
。
こ
れ
は
、
典
拠
と
し
た
畑
中
繁
雄

『覚
書
昭
和
出
版
弾
圧
小
史
』

（図
書
新
聞
社
、　
一
九
六
五
年
八
月
）
が
、
本
文
中
で
は

「情
報
局
」
と
し

な
が
ら
、
節
の
見
出
し
で
は

「内
閣
情
報
局
」
と
も
記
し
て
い
る
の
で
、
著

者
は
後
者
を
採

っ
た
の
だ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
森
田
草
平
の
小
説

『輪
廻
』

に
つ
い
て
、
「製
本
さ
れ
た
本
の
中
に
二
〇
頁
に
及
ぶ
破
り
取
ら
れ
た
跡
が

残

っ
て
い
て
、
分
割
還
付
さ
れ
た
ら
し
い
こ
と
を
物
語

っ
て
い
る
」
會
一七

頁
）
と
記
し
て
い
る
が
、
畑
中
は
こ
れ
を

「分
割
還
付
」
と
は
判
断
し
て
お

ら
ず
、
実
際
に

『輪
廻
』
は
禁
止
処
分
も
受
け
て
は
い
な
い
。
今
後
、
本
書

を
基
盤
と
し
て
論
を
展
開
す
る
際
に
は
、
法
令
の
運
用
や
そ
の
実
態
に
関
し

て
、
特
に
気
を
つ
け
て
引
用
す
る
必
要
が
あ
る
。
先
端
的
で
は
あ
る
が
、
最

新
の
研
究
成
果
で
は
な
い
点
も
に
注
意
を
し
な
が
ら
本
書
を
読
ま
れ
た
い
。

指
摘
す
べ
き
部
分
は
、
細
か
い
部
分
で
は
あ
る
が
作
品
の
初
出
事
項
に
も

あ
る
。
第
十
四
章
で
考
察
に
挙
が

っ
て
い
る
谷
崎
潤

一
郎
の
戯
曲

「検
閲

官
」
に
つ
い
て
、
で
」
の
短
篇
を
雑
誌
に
発
表
し
て
他
の
文
筆
者
の
作
品
を

危
険
に
さ
ら
し
た
く
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
雑
誌
で
は
な
く
自
身
の
最

新
の
作
品
集
で
初
め
て
発
表
す
る
と
い
う
異
例
の
方
策
を
講
じ
た
」
３
〓
一

九
頁
）
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
著
者
が
参
照
し
た
全
集
の
月
報
に

「初

出
来
詳
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
こ
の
よ
う
な
記
述
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
と

思
わ
れ
る
が
、
現
在
で
は

『大
正
日
日
新
聞
』
が
初
出
で
あ

っ
た
こ
と
が
判

一
一
六

明
し
て
い
る
。

指
摘
ば
か
り
せ
ず
に
内
容
を
見
て
み
よ
う
。
出
版
に
関
す
る
取
り
締
ま
り

の
中
で
、
本
書
で
は
特
に
法
外
の
便
宜
的
措
置
で
あ
る
内
閲
に
つ
い
て
繰
り

返
し
言
及
さ
れ
て
い
る
。
著
者
は
、
検
閲
官
と
作
家
と
の
関
係
性
を
重
視
し

て
お
り
、
直
接
的
な
交
渉
を
伴
う
内
閲
を
特
に
着
目
す
べ
き
と
考
え
た
の
だ

ろ
う
ｃ
第
六
章
、
生
田
葵
山

「都
会
」
の
裁
判
を
論
じ
た
箇
所
で
は
、
単
行

本

『富
美
子
姫
』
が
内
閲
を
経
た
が
禁
止
処
分
を
受
け
た
と
し
て
、
「検
閲

官
が
従
来
も
実
施
し
て
い
た
慣
習
と
関
わ
る
重
要
な
問
題
が
表
面
化
し
て
来

た
」
（
〓

一〇
頁
）
と
記
し
て
い
る
。
冒
田美
子
姫
』
の
場
合
は
、
禁
止
後
に

危
険
箇
所
を
削
除
し
た
上
で
再
発
売
を
求
め
る
交
渉
を
、
葵
山
が
内
務
省
に

行
な
っ
た
だ
け
で
あ
る
の
で
、
発
行
前
の
内
閲
を
指
し
て
い
る
訳
で
は
な
い

が
、
他
の
箇
所
で
も
、
「法
の
枠
外
に
お
け
る
協
定
」
■

人
頁
）
、
「小
説
の

発
表
に
関
す
る
法
の
枠
外
に
お
い
て
の
交
渉
」
■

九
二
頁
）
、
「出
版
社
と

検
関
係
の
間
の
非
公
式
の
協
議
」
Ｔ
〓
一四
頁
）
と
言
い
方
を
変
え
な
が
い

内
閲
に
着
目
し
続
け
て
い
る
。
そ
し
て
、
「文
学
の
作
り
手
と
検
閲
官
の
間

の
協
力
関
係
が
公
的
に
認
知
さ
れ
た
、
私
の
知
る
限
り
の
最
も
驚
く
べ
き
事

例
」
２

八
八
頁
）
と
し
て
、
谷
崎
の

「異
端
者
の
悲
し
み
」
が
実
は
内
閲

を
経
て
発
表
さ
れ
た
作
品
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
谷
崎
の
活
動
に
触
れ
た
第
九
章
で
は
、
「刺
青
」
に
つ
い
て
作

者
自
身
が

「発
売
禁
止
が
怖
し
さ
に
、
原
作
と
違

へ
て
大
分
削
り
取
つ
た
」

（「
少
年
世
界
」
へ
の
論
文
」
『文
章
倶
楽
部
』
大
正
六
年
五
月
）
と
記
し
た

一
文
か
ら
、
で
」
の
こ
と
は
検
閲
の
脅
威
が
芸
術
作
品
の
改
良
に
役
立
っ
た

一
例
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
と
言
う
の
は
、
谷
崎
に
よ
れ
ば
、
今
日
あ
る
こ



の
珠
玉
の
名
作
は

（中
略
）
書
き
改
め
ら
れ
る
ま
で
は
、
も

っ
と
長
い
分
量

の
も
の
だ

っ
た
し
、
ま
た
作
者
と
同
時
代
に
設
定
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ

る
」
（
一
九
〇
頁
）
と
、
例
外
的
に
で
は
あ
る
が
、
検
閲
制
度
が
結
果
と
し

て
作
品
の
完
成
度
を
上
げ
る
こ
と
に
寄
与
し
た

一
面
も
導
き
出
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
考
察
は
、
資
料
の
分
析
に
基
づ
い
た
成
果
と
し
て
評
価
出
来
る
。

日
本
の
検
閲
制
度
が
作
家
、
作
品
の
生
成
に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
、
著

者
の
総
合
的
な
評
価
は
、
本
書
末
尾
の
文
章
に
纏
め
ら
れ
て
い
る
。
「戦
時

の
日
本
の
指
導
者
た
ち
が
、
国
民
の
た
め
に
作
家
に
何
を
望
ん
で
い
た
か

を
、
生
々
し
く
見
せ
て
く
れ
る
」
資
料
で
あ
る

『辻
小
説
集
』
に
収
録
さ
れ

た
谷
崎
の

「漠
妄
想
」
と
い
う
短
文
を
引
用
す
る
直
前
に
、
次
の
よ
う
に
記

し
て
い
る
。
「先
に
わ
れ
わ
れ
は
、
谷
崎
が
持

っ
て
い
た
気
迫
と
洞
察
力
を

見
て
来
た
。
検
閲
官
が
必
死
に
努
力
を
払

っ
た
け
れ
ど
も
、
読
者
は
長
年
に

わ
た
っ
て
谷
崎
の
こ
う
し
た
力
量
に
救

い
を
求
め
て
来
た
。
し
か
し
な
が

ら
、
こ
こ
で
は
つ
い
に
、
谷
崎
の
筆
か
ら
は
、
桂
太
郎
、
小
松
原
英
太
郎
、

あ
る
い
は
彼
い
の
後
継
者
で
あ
る
平
沼
麒

一
郎
、
田
中
義

一
か
ら
松
本
学
、

東
条
英
機
な
ど
を
満
足
さ
せ
る
に
た
る
よ
う
な
、
実
に
不
毛
で
、
つ
ま
ら
ぬ

作
品
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
谷
崎
の
よ
う
な
作
家
に
こ
う
し
た
弱
々
し

い
一
頁
の
作
品
を
創
作
さ
せ
よ
う
と
し
て
、
桂
政
権
以
降
の
政
府
は
い
ず
れ

も
、
無
数
の
時
間
と
数
百
万
円
の
金
を
投
資
し
て
、
数
十
年
に
わ
た
っ
て
法

の
制
定
、
委
員
会
業
務
、
警
察
の
取
締
、
行
政
指
導
、
裁
判
及
び
日
本
国
民

の
教
化
、
甘
や
か
し
、
あ
る
い
は
残
忍
極
ま
る
強
要
と
い
っ
た
計
画
を
遂
行

し
た
の
で
あ
っ
た
」
０
二
八
八
―
三
八
九
頁
）
。

本
書
の
冒
頭
に
記
さ
れ
て
い
る

「職
業
作
家
と
し
て
の
姿
勢
の
成
長
と
、

ジ
ェ
イ

・
ル
ー
ビ
ン
著

『風
俗
壊
乱
　
明
治
国
家
と
文
芸
の
検
閲
』

そ
の
姿
勢
が
国
家
の
政
策
に
対
し
て
引
き
起
こ
し
た
軋
探
」
を
見
直
す
こ
と

が
、
本
書
に
お
け
る

「研
究
の
核
」
で
あ
る
。
戦
後
に
至
る
ま
で

「現
実
を

し
っ
か
り
把
握
し
て
い
た
鋭
敏
な
人
物
」
と
し
て
、
永
井
荷
風
と
共
に
挙
げ

ら
れ
る
谷
崎
に
、
「漠
妄
想
」
の
よ
う
な
文
章
を
書
か
せ
た
国
家
に
よ
る
諸

規
制
を
批
判
し
つ
つ
、
著
者
は
、
各
時
代
の
作
家
が
検
閲
制
度
に
対
し
て
い

か
に
抵
抗
、
あ
る
い
は
迎
合
を
執
筆
活
動
や
運
動
へ
の
参
加
を
通
じ
て
行
な

っ
た
の
か
に
つ
い
て
、
時
に
は
文
芸
評
論
家
の
目
線
も
交
え
な
が
ら
論
じ
て

い
る
。

大
逆
事
件
前
後
の
時
期
を
考
察
の
軸
に
据
え
た
結
果
、
本
書
で
は
昭
和

一

〇
年
代
辺
り
の
事
情
に
つ
い
て
は
、
ご
く
簡
単
に
し
か
触
れ
ら
れ
て
お
ら

ず
、
例
え
ば
横
浜
事
件
は
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
て
も
、
同
様
に
有
罪
判
決
が

下
さ
れ
た
石
川
達
三

「生
き
て
ゐ
る
兵
隊
」
筆
禍
事
件
に
関
し
て
は
、
題
日

さ
え
挙
が
っ
て
い
な
い
の
が
残
念
で
は
あ
る
ｃ
そ
の
一
方
で
、
カ
ム
ス
ト
ッ

ク
協
会

へ
の
原
稿
提
出
と
内
閲
と
の
退
避

（七
頁
）
や
、
「都
会
」
裁
判
に

関
わ
っ
た
今
村
判
事
の

「社
会

一
般
の
基
準
」
と
い
う
表
現
を
ア
メ
リ
カ
法

廷
に
お
け
る
事
例
と
比
較
す
る

（
一
二
一
頁
）
等
、
著
者
の
真
骨
頂
を
示
す

国
際
的
視
点
か
ら
の
考
察
は
、
示
唆
に
富
む
も
の
で
あ
る
。

（世
織
書
一財
、
二
〇

一
一
年
四
月
、
四
七
七
頁
、
定
価
五
、
○
○
○
円
＋
税
）

（ま
き

。
よ
し
ゆ
き
　
日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
Ｐ
Ｄ
）

一
一
七


