
北海道支社 Tel.011-330-1710 Fax.011-370-1717 〒065-0008 札幌市東区北8条東10丁目1番1号

東北支社 Tel.022-301-9712 Fax.022-301-9726 〒981-0933 仙台市青葉区柏木一丁目2番45号フォレスト仙台

首都圏統括支社 Tel.03-5541-7050 Fax.03-5541-7129 〒104-0032 東京都中央区八丁堀三丁目10番5号 INAX東京ビル

関東統括支社 Tel.048-668-1227 Fax.048-666-7047 〒331-0811さいたま市北区吉野町一丁目23番6号

中部統括支社 Tel.052-310-1703 Fax.052-310-1701 〒461-0005 名古屋市東区東桜一丁目4番16号

北陸支社 Tel.076-264-1710 Fax.076-264-1755 〒920-0025 金沢市駅西本町一丁目15番26号

関西統括支社 Tel.06-6539-3500 Fax.06-6539-3524 〒550-0012 大阪市西区新町1丁目7番1号

中国支社 Tel.082-850-3917 Fax.082-850-3920 〒731-0113 広島市安佐南区西原六丁目11番8号

四国支社 Tel.087-815-3377 Fax.087-815-3390 〒760-0079 高松市松縄町1087番地3

九州支社 Tel.092-471-1741 Fax.092-471-1751 〒812-0007 福岡市博多区東比恵二丁目8番16号

●社名・住所の変更は、Faxまたはハガキで、最寄りの支社にご連絡ください。 カ-RP181

　

先
回
の
お
便
り
、
た
い
へ
ん
面
白
く
読
ま
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
磯

崎
さ
ん
の
お
っ
し
ゃ
る「
現
場
」が
、
如
実
に
浮
き
彫
り
に
さ
れ
て
き

て
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
次
第
に
明
ら
か
に
な
っ
て
き
つ
つ
あ
る

よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

　

お
そ
ら
く
、海
外
各
地
で
活
躍
し
て
お
ら
れ
る
か
ら
で
し
ょ
う
か
。

「
現
場
」と
は
、ま
ず
、「
い
ま
そ
こ
で
何
事
か
が
生
起
し
よ
う
と
し
て

い
る
場
所
」で
あ
る
。こ
の
場
合
、
何
事
か
は
、
建
築
を
め
ぐ
っ
て
の
何

事
か
で
す
か
ら
、
建
築
家
に
と
っ
て
は
、
重
大
な
出
来
事
で
な
い
筈

は
あ
り
ま
せ
ん
。し
か
し
、
普
通
な
ら
、
個
人
史
の
う
え
で
み
れ
ば
、

お
お
む
ね
、そ
う
し
た
体
験
の
継
起
で
終
る
筈
な
の
で
す
が
、そ
う
は

ゆ
か
な
い
。そ
の
場
所
が
、日
常
的
な
身
の
ま
わ
り
の
外
に
あ
る
た
め

か
、「
歴
史
的
な
諸
関
連
と
改
め
て
か
か
わ
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
る
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場
所
」と
し
て
浮
上
し
て
く
る
。（
今
回
の
場
合
は
、ミ
ス
テ
リ
ィ
の
類
型
で
は
、

ディ
ク
ス
ン
・
カ
ー
に
近
い
の
か
な
。過
去
が
立
ち
現
わ
れ
て
く
る
と
い
う
意
味
で
は
。
国

家
が
浮
上
し
て
く
る
と
こ
ろ
は
、ル・カ
レ
の
系
統
か
も
し
れ
な
い
。い
ら
ぬ
こ
と
で
す
が
。）

　

磯
崎
さ
ん
の
短
か
い
記
述
で
は
、「
何
事
か
が
生
起
し
よ
う
と
し
て

い
る
場
所
」へ
の
接
近
か
ら
ま
ず
予
兆
が
、
身
体
上
の
異
変
と
し
て

現
象
す
る
。
そ
れ
が
、「
歴
史
的
な
諸
関
連
と
改
め
て
か
か
わ
ら
ざ

る
を
得
な
い
場
所
」へ
と
転
化
す
る
の
は
、
ひ
と
つ
に
は
、
比
較
的
客

観
性
の
あ
る
歴
史
的
な
事
実
関
係
、
例
え
ば
、
日
中
の
歴
史
の
う

え
で
の
国
際
関
係
と
切
り
離
す
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
む
し
ろ
、
そ

う
し
た
こ
と
ど
も
が
、美
学
上
の
対
象
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
る
。つ
ま

り
、一
言
で
表
記
す
る
な
ら
、「
現
場
」
と
は
、
美
学
的
構
想
力
そ
の

も
の
で
あ
る
。そ
れ
故
に
、
少
な
く
と
も
、
今
回
の
場
合
は
、ア
ナ
ー

キ
ー
で
あ
り
、フィ
ク
シ
ョ
ナ
ル
で
あ
り
、ア
ン
リ
ア
ル（unreal

）で
あ
る
。

　

つ
ま
り
、
仮
に
全
く
同
じ
状
況
を
体
験
す
る
複
数
の
人
が
い
る
と

し
て
も
、「
現
場
」
が
構
想
力
そ
の
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
ぞ

れ
に
、
異
な
っ
た
姿
と
し
て「
現
場
」は
立
ち
現
わ
れ
て
く
る
。そ
の
差

異
は
、ひ
と
つ
に
、時
間
の
飛
び
方
、す
な
わ
ち
現
在
の
時
点
と
過
去

の
さ
ま
ざ
ま
な
時
点
と
の
結
び
方
に
よ
っ
て
特
性
づ
け
ら
れ
る
。
磯

崎
さ
ん
の
記
述
で
は
、
例
え
ば
重
源
の
時
。
あ
る
い
は
、
毛
沢
東
の

時
。
何
故
な
ら
、そ
れ
ら
の
時
点
が
、「
過
剰
」に
か
か
わ
っ
て
い
る
か

ら
。
も
し
、
美
学
上
の
課
題
と
し
て
、「
過
剰
」が
欠
け
て
い
る
と
す
れ

ば
、
重
源
の
時
も
、
毛
沢
東
の
時
も
、「
現
場
」に
は
、
現
わ
れ
な
い
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

と
こ
ろ
で
、「
時
間
の
文
法
」に
つ
い
て
で
す
が
、
私
が「
空
間
の
文

法
」と
言
う
時
に
は
、
基
本
的
に
、
空
間
の
様
態（
モ
ー
ド
）の
変
化
を

意
識
し
て
い
ま
す
の
で
、
空
間
に
は
時
間
が
パ
ラ
メ
ー
タ
ー
と
し
て
包

ま
れ
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、こ
の
時
間
は
、
と
て
も
歴
史
と
し
て
の
時

間
に
は
お
よ
び
つ
か
ず
、
単
調
に
経
過
す
る
時
間
で
す
。つ
い
最
近
、

ノ
ー
バ
ー
ト
・
ウ
ィ
ナ
ー
の『
サ
イ
バ
ネ
テ
ィ
ッ
ク
ス
』を
改
め
て
覗
き
ま
し

た
が
、
彼
は
冒
頭
で
、ニ
ュ
ー
ト
ン
の
可
逆
的
時
間
と
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
不

可
逆
的
時
間
と
を
対
比
し
、こ
れ
か
ら
は
、
科
学
と
い
え
ど
も
、
後

者
で
ゆ
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
し
て
い
ま
す
。そ
の
通
り
で
あ
る
に

は
ち
が
い
な
い
の
で
す
が
、時
間
を
広
く
捉
え
よ
う
と
す
れ
ば
、ア
イ

ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
相
対
的
時
間
も
あ
れ
ば
、ミ
ン
コ
フ
ス
キ
ー
の
世
界
像

と
し
て
の
時
間
も
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
旧
約
の
始
め
と
終
り
が
確
定

し
て
い
る
必
然
の
時
間
論
も
あ
り
、
こ
れ
に
鋭
く
対
立
す
る
イ
ス
ラ

ム
の
カ
ラ
ー
ム
の
因
果
律
を
全
く
排
除
し
た
偶
然
の
時
間
論
も
あ

る
。
こ
の
場
合
は
、
時
間
が
、
連
続
で
は
な
く
こ
ま
切
れ
に
な
っ
て
い

る
。
ボ
ルヘ
ス
の
美
学
的
な
時
間
は
、い
ま
起
っ
て
い
る
出
来
事
は
、
過

去
の
あ
る
場
所
、
あ
る
時
点
で
生
起
し
た
と
い
う
意
味
で
、そ
の
都

度
の
二
点
が
同
一
視
さ
れ
る
奇
妙
な
多
様
体
に
な
っ
て
い
る
。そ
ん
な

こ
と
で
、「
時
間
の
文
法
」は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
枠
組
み
に
お
い
て
の
み
に

限
定
さ
れ
る
構
造
と
い
う
か
、
約
束
に
な
っ
て
い
る
よ
う
な
気
が
し

ま
す
。

　

磯
崎
さ
ん
の
場
合
、あ
の「
現
場
」、こ
の「
現
場
」は
、そ
れ
ぞ
れ
に

差
異
が
あ
り
、一
方
で
は
反
復
や
継
続
が
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
が
、

い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

二
〇
〇
九
年
十
一
月
十
三
日
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時
間
が
あ
ら
ゆ
る
存
在
の
内
側
に
ひ
そ
ん
で
い
る
。
出
自
も
分
か

ら
ぬ
ま
ま
こ
ん
な
思
考
法
が
、
五
〇
年
代
の
学
生
に
ま
ず
は
い
り
込

ん
だ
の
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。こ
れ
を
お
っ
か
け
て
、
私
は「
プ
ロ
セ
ス
」

を
都
市
・
建
築
論
の
鍵
に
し
て
い
ま
し
た
。
六
〇
年
代
の
中
期
に
な
っ

て
、
貴
兄
と
一
緒
に
や
っ
た「
空
間
か
ら
環
境
へ
」
展
の
コ
ン
セ
プ
ト
を

継
い
で
、私
は「
サ
イ
バ
ネ
テ
ッ
ク
・エ
ン
バ
イ
ラ
メ
ン
ト
」を
乱
用
し
て
い

ま
し
た
。
勿
論
、ノ
ー
バ
ー
ト
・
ウ
ィ
ナ
ー
の
著
作
が
出
現
し
て
い
た
か

ら
で
す
。

　

プ
ロ
セ
ス
は
非
可
逆
的
だ
。サ
イ
バ
ネ
ティッ
ク
ス
で
は
時
間
が
無
方

向
化
さ
れ
、
多
元
化
し
て
い
る
こ
と
は
う
す
う
す
承
知
は
し
て
い
た

け
ど
、空
間
の
ほ
う
が
身
体
を
パ
ラ
メ
ー
タ
ー
に
す
れ
ば
よ
く
な
じ
む

と
思
っ
て
い
ま
し
た
。偶
然
の
め
ぐ
り
合
わ
せ
で
、「
間
│
日
本
の
時

空
間
」（
一
九
七
八
）と
い
う
展
覧
会
を
オ
ル
ガ
ナ
イ
ズ
し
ま
し
た
。
パ
リ

側
の
企
画
で
し
た
。
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
か
ら
逃
れ
る
道
は
あ
る
か
、

こ
れ
が
私
の
ひ
そ
か
な
目
標
で
す
が
、
複
雑
骨
折
み
た
い
に
や
や
こ

し
い
こ
と
が
だ
ん
だ
ん
分
か
っ
て
き
ま
す
。
私
は
最
初「
間

M
A

」一
字
の
展

覧
会
を
提
案
し
た
の
で
す
が
、ロ
ラ
ン
・バ
ル
ト
が
こ
れ
じ
ゃ
分
か
り
に

く
い
と
主
催
者
に
サ
ジ
ェ
ス
ト
し
た
ら
し
く
、ミ
ン
コ
フ
ス
キ
ー
時
代
の

通
俗
科
学
解
説
か
ら「
時
空
間
」
と
つ
け
加
え
ま
し
た
。
私
は
こ
れ

を
加
え
た
こ
と
に
い
ま
だ
に
不
満
で
す
。「
間

M
A

」ひ
と
こ
と
で
い
い
じ
ゃ

な
い
か
。
こ
こ
に
時
間
も
空
間
も
含
ま
れ
て
い
る
。
時
間
や
空
間
な

ど
の
概
念
が
な
く
と
も
、
東
洋
で
は
充
分
に
コ
ト
が
足
り
て
い
た
。

西
周
が
、T
I
M
E
、S
P
A
C
E
を
日
本
語
に
翻
訳
す
る
と
き
、間

に
時
ク
ロ
ノ
スと

空
ヴ
ォ
イ
ドを
加
え
て
造
語
し
た
。
こ
の
苦
労
を
西
欧
に
お
返
し
す

る
に
は
、そ
の
両
方
で
あ
る「
間

M
A

」ひ
と
こ
と
が
ミ
ス
テ
リ
ア
ス
に
立
ち

あ
が
れ
ば
い
い
。
カ
ン
ト
で
さ
え
、
時
間
と
空
間
は
批
判
の
対
象
か

ら
は
ず
し
て
い
る
。い
ま
に
し
て
想
う
と
、こ
ん
な
反
応
を
す
る
こ
と

が
、
私
が
自
嘲
的
に
カ
ン
ト
的
退
行
と
い
っ
た
そ
の
こ
と
で
は
な
か
っ

た
か
と
思
っ
た
り
し
て
い
ま
す
。

　

六
〇
年
代
に
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
を
思
想
的
に
リ
ー
ド
し
た
連
中
が
、

八
〇
年
代
な
か
ば
か
ら
い
っ
せ
い
に
カ
ン
ト
を
再
参
照
し
は
じ
め
て
い

ま
し
た
。そ
れ
を
私
の
悪
い
ク
セ
で
カ
ン
ト
的
退
行
な
ど
と
ヤ
ユ
っ
て
し

ま
っ
た
。
坂
部
恵
さ
ん
に
た
し
な
め
ら
れ
た
り
し
ま
し
た
。
退
行
と
い

わ
ず
回
帰
と
い
う
べ
き
、
と
い
う
わ
け
で
し
た
。
近
代
の
世
界
は
そ
れ

だ
け
カ
ン
ト
的
思
考
形
式
に
し
ば
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

　

と
も
あ
れ
、カ
ン
ト
的
思
考
形
式
か
ら
逃
れ
る
に
は
更
な
る
退
行

し
か
あ
る
ま
い
。こ
の
と
き
は
道
元
に
と
び
ま
し
た
。『
正
法
眼
蔵
』の

「
有
時
の
巻
」に「
時
は
飛
去
す
」と
い
う
一
節
が
あ
り
ま
し
た
。多
く
の

解
説
が
あ
り
ま
す
が
、
私
は「
時
間
は
想
っ
た
と
き
に
や
っ
て
く
る
」の

だ
と
解
釈
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。ハ
イ
デ
ガ
ー
以
来
の「
い
ま
、こ
こ
」

な
ん
て
、十
三
世
紀
の
禅
坊
主
が
い
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
。

　

そ
の
頃
、
紆
余
曲
折
あ
っ
た
茶
席
が
で
き
あ
が
り
ま
し
た
。
大
徳

寺
真
珠
庵
先
代
山
田
宗
敏
老
師
に
有
時
の
二
字
を
揮き
ご
う毫
し
て
い
た

だ
き
銘
板
に
彫
り
ま
し
た
。
東
京
、
御
殿
山
に
で
き
た
有
時
庵
で

す
。
こ
の
よ
う
な
は
る
か
な
退
行
の
記
念
に
、
私
は
い
ま
で
は
有
時

を
号
に
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
時
間
じ
ゃ
ダ
サ
い
。
空
間
な
ん
て
バ

カ
バ
カ
し
い
。
有
時
な
ら
ウ
ジ
虫
の
よ
う
に
響
い
て
く
る
で
は
あ
り

ま
せ
ん
か
。

　

た
し
か
に
時
間
に
と
ら
わ
れ
て
い
ま
す
。
非
可
逆
的
時
間
の
な
か

に
あ
る
身
体
は
、一
杯
の
む
た
び
に
加
速
さ
れ
る
気
に
な
り
ま
す
。
木

村
俊
彦
さ
ん
の
メ
モ
リ
ア
ル
の
後
に
私
の
う
ち
に
流
れ
た
と
き
、ト
ヨ

オ
さ
ん
、
リ
ケ
ン
さ
ん
、そ
れ
に
高
橋（
寛
・
晶
子
）
夫
妻
の
話
は『
20
世

紀
少
年
』で
も
り
あ
が
り
ま
し
た
ね
。
時
間
が
停
止
し
て
お
り
ま
し

た
。
可
逆
的
に
も
み
え
た
の
で
す
。ま
た
ま
た
散
漫
に
な
っ
て
、
貴
兄

の
直
球
を
返
し
て
い
ま
せ
ん
。
時
間
は
ま
す
ま
す
ア
ン
キ
ャ
ニ
イ
に
な

っ
て
み
え
ま
す
。
誰
が
仕
掛
け
た
の
か
、そ
れ
を
つ
き
と
め
た
い
。
だ
か

ら
有
時
。そ
の
印
章
を
つ
く
っ
た
の
で
使
わ
せ
て
も
ら
い
ま
す
。

二
〇
〇
九
年
十
一
月
十
七
日
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は
ら・ひ
ろ
し

│
建
築
家
／一九
三
六
年
生
ま
れ
。一九
六
四
年
、
東
京
大
学
数
物
系
大
学
院
建
築
学
博
士
課
程

修
了
。一九
六
九
年
、
東
京
大
学
生
産
技
術
研
究
所
。一九
九
七
年
、
退
官
、
同
名
誉
教
授
。一九
七
○
年
よ
り
ア
ト

リ
エ・フ
ァ
イ
建
築
研
究
所
と
設
計
共
同
。一九
九
九
年
よ
り
原
広
司
＋
ア
ト
リ
エ・フ
ァ
イ
建
築
研
究
所
所
属
。

い
そ
ざ
き・
あ
ら
た

│
建
築
家
／一九
三一年
生
ま
れ
。一九
六一年
、
東
京
大
学
数
物
系
大
学
院
建
築
学
博
士
課

程
修
了
。一九
六
三
年
、
磯
崎
新
ア
ト
リ
エ
設
立
。
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