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昭
和
八
年
三
月
三
日
の
早
朝
に
、
東
北
日
本
の
太
平
洋
岸
に
津
浪
が
襲
来
し
て
、
沿
岸
の
小
都
市
村
落

を
片
端
か
ら
薙な
ぎ
倒
し
洗
い
流
し
、
そ
う
し
て
多
数
の
人
命
と
多
額
の
財
物
を
奪
い
去
っ
た
。
明
治
二
十

九
年
六
月
十
五
日
の
同
地
方
に
起
っ
た
い
わ
ゆ
る
「
三
陸
大
津
浪
」
と
ほ
ぼ
同
様
な
自
然
現
象
が
、
約
満

三
十
七
年
後
の
今
日
再
び
繰
返
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
同
じ
よ
う
な
現
象
は
、
歴
史
に
残
っ
て
い
る
だ
け
で
も
、
過
去
に
お
い
て
何
遍
と
な
く
繰
返
さ
れ
て
い

る
。
歴
史
に
記
録
さ
れ
て
い
な
い
も
の
が
お
そ
ら
く
そ
れ
以
上
に
多
数
に
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

現
在
の
地
震
学
上
か
ら
判
断
さ
れ
る
限
り
、
同
じ
事
は
未
来
に
お
い
て
も
何
度
と
な
く
繰
返
さ
れ
る
で
あ

ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
ん
な
に
度
々
繰
返
さ
れ
る
自
然
現
象
な
ら
ば
、
当
該
地
方
の
住
民
は
、
と
う
の
昔
に
何
か
し
ら
相
当

な
対
策
を
考
え
て
こ
れ
に
備
え
、
災
害
を
未
然
に
防
ぐ
こ
と
が
出
来
て
い
て
も
よ
さ
そ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
れ
は
、
こ
の
際
誰
し
も
そ
う
思
う
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
が
実
際
は
な
か
な
か
そ
う
な
ら
な
い
と
い

う
の
が
こ
の
人
間
界
の
人
間
的
自
然
現
象
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。

　
学
者
の
立
場
か
ら
は
通
例
次
の
よ
う
に
云
わ
れ
る
ら
し
い
。
「
こ
の
地
方
に
数
年
あ
る
い
は
数
十
年
ご

と
に
津
浪
の
起
る
の
は
既
定
の
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
だ
の
に
こ
れ
に
備
う
る
事
も
せ
ず
、
ま
た
強
い
地
震
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の
後
に
は
津
浪
の
来
る
恐
れ
が
あ
る
と
い
う
く
ら
い
の
見
や
す
い
道
理
も
わ
き
ま
え
ず
に
、
う
か
う
か
し

て
い
る
と
い
う
の
は
そ
も
そ
も
不
用
意
千
万
な
こ
と
で
あ
る
。
」

　
し
か
し
ま
た
、 

罹 

災 

者 

り
さ
い
し
ゃ

の
側
に
云
わ
せ
れ
ば
、
ま
た
次
の
よ
う
な
申
し
分
が
あ
る
。
「
そ
れ
ほ
ど
分

か
っ
て
い
る
事
な
ら
、
何
故
津
浪
の
前
に
間
に
合
う
よ
う
に
警
告
を
与
え
て
く
れ
な
い
の
か
。
正
確
な
時

日
に
予
報
出
来
な
い
ま
で
も
、
も
う
そ
ろ
そ
ろ
危
な
い
と
思
っ
た
ら
、
も
う
少
し
前
に
そ
う
云
っ
て
く
れ

て
も
い
い
で
は
な
い
か
、
今
ま
で
黙
っ
て
い
て
、
災
害
の
あ
っ
た
後
に
急
に
そ
ん
な
こ
と
を
云
う
の
は
ひ

ど
い
。
」

　
す
る
と
、
学
者
の
方
で
は
「
そ
れ
は
も
う
十
年
も
二
十
年
も
前
に
と
う
に
警
告
を
与
え
て
あ
る
の
に
、

そ
れ
に
注
意
し
な
い
か
ら
い
け
な
い
」
と
い
う
。
す
る
と
ま
た
、
罹
災
民
は
「
二
十
年
も
前
の
こ
と
な
ど

こ
の
せ
ち
辛
い
世
の
中
で
と
て
も
覚
え
て
は
い
ら
れ
な
い
」
と
い
う
。
こ
れ
は
ど
ち
ら
の
云
い
分
に
も
道

理
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
が
人
間
界
の
「
現
象
」
な
の
で
あ
る
。

　
災
害
直
後
時
を
移
さ
ず
政
府
各
方
面
の
官
吏
、
各
新
聞
記
者
、
各
方
面
の
学
者
が
駆
付
け
て
詳
細
な
調

査
を
す
る
。
そ
う
し
て
周
到
な
津
浪
災
害
予
防
案
が
考
究
さ
れ
、
発
表
さ
れ
、
そ
の
実
行
が
奨
励
さ
れ
る

で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
、
そ
れ
か
ら
更
に
三
十
七
年
経
っ
た
と
す
る
。
そ
の
時
に
は
、
今
度
の
津
浪
を
調
べ
た
役
人
、
学
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者
、
新
聞
記
者
は
大
抵
も
う
故
人
と
な
っ
て
い
る
か
、
さ
も
な
く
と
も
世
間
か
ら
は
隠
退
し
て
い
る
。
そ

う
し
て
、
今
回
の
津
浪
の
時
に
働
き
盛
り
分
別
盛
り
で
あ
っ
た
当
該
地
方
の
人
々
も
同
様
で
あ
る
。
そ
う

し
て
災
害
当
時
ま
だ
物
心
の
つ
く
か
付
か
ぬ
で
あ
っ
た
人
達
が
、
そ
の
今
か
ら
三
十
七
年
後
の
地
方
の
中

堅
人
士
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
三
十
七
年
と
云
え
ば
大
し
て
長
く
も
聞
こ
え
な
い
が
、
日
数
に
す
れ

ば
一
万
三
千
五
百
五
日
で
あ
る
。
そ
の
間
に
朝
日
夕
日
は
一
万
三
千
五
百
五
回
ず
つ
平
和
な
浜
辺
の
平
均

水
準
線
に
近
い
波
打
際
を
照
ら
す
の
で
あ
る
。
津
浪
に
懲
り
て
、
は
じ
め
は
高
い
処
だ
け
に
住
居
を
移
し

て
い
て
も
、
五
年
た
ち
、
十
年
た
ち
、
十
五
年
二
十
年
と
た
つ
間
に
は
、
や
は
り
い
つ
と
も
な
く
低
い
処

を
求
め
て
人
口
は
移
っ
て
行
く
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
て
運
命
の
一
万
数
千
日
の
終
り
の
日
が
忍
び
や
か
に

近
づ
く
の
で
あ
る
。
鉄
砲
の
音
に
驚
い
て
立
っ
た
海
猫
が
、
い
つ
の
間
に
か
ま
た
寄
っ
て
来
る
の
と
本
質

的
の
区
別
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
が
、
二
年
、
三
年
、
あ
る
い
は
五
年
に
一
回
は
き
っ
と
十
数
メ
ー
ト
ル
の
高
波
が
襲
っ
て
来
る
の

で
あ
っ
た
ら
、
津
浪
は
も
う
天
変
で
も
地
異
で
も
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
風
雪
と
い
う
も
の
を
知
ら
な
い
国
が
あ
っ
た
と
す
る
、
年
中
気
温
が
摂
氏
二
十
五
度
を
下
が
る
事
が
な

か
っ
た
と
す
る
。
そ
れ
が
お
お
よ
そ
百
年
に
一
遍
く
ら
い
ち
ょ
っ
と
し
た
吹
雪
ふ
ぶ
き
が
あ
っ
た
と
す
る
と
、
そ

れ
は
そ
の
国
に
は
非
常
な
天
災
で
あ
っ
て
、
こ
の
災
害
は
お
そ
ら
く
我
邦
の
津
浪
に
劣
ら
ぬ
も
の
と
な
る
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で
あ
ろ
う
。
何
故
か
と
云
え
ば
、
風
の
な
い
国
の
家
屋
は
大
抵
少
し
の
風
に
も
吹
き
飛
ば
さ
れ
る
よ
う
に

出
来
て
い
る
で
あ
ろ
う
し
、
冬
の
用
意
の
な
い
国
の
人
は
、
雪
が
降
れ
ば
凍こご
え
る
に
相
違
な
い
か
ら
で
あ

る
。
そ
れ
ほ
ど
極
端
な
場
合
を
考
え
な
く
て
も
よ
い
。
い
わ
ゆ
る 

颱  

風 

た
い
ふ
う

な
る
も
の
が
三
十
年
五
十
年
、

す
な
わ
ち
日
本
家
屋
の
保
存
期
限
と
同
じ
程
度
の
年
数
を
へ
だ
て
て
襲
来
す
る
の
だ
っ
た
ら
結
果
は
同
様

で
あ
ろ
う
。

　
夜
と
い
う
も
の
が
二
十
四
時
間
ご
と
に
繰
返
さ
れ
る
か
ら
よ
い
が
、
約
五
十
年
に
一
度
、
し
か
も
不
定

期
に
突
然
に
夜
が
廻
り
合
せ
て
く
る
の
で
あ
っ
た
ら
、
そ
の
時
に
如
何
な
る
事
柄
が
起
る
で
あ
ろ
う
か
。

お
そ
ら
く
名
状
の
出
来
な
い
混
乱
が
生
じ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
て
や
は
り
人
命
財
産
の
著
し
い
損
失
が

起
ら
な
い
と
は
限
ら
な
い
。

　
さ
て
、
個
人
が
頼
り
に
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
政
府
の
法
令
に
よ
っ
て
永
久
的
の
対
策
を
設
け
る
こ
と

は
出
来
な
い
も
の
か
と
考
え
て
み
る
。
と
こ
ろ
が
、
国
は
永
続
し
て
も
政
府
の
役
人
は
百
年
の
後
に
は
必

ず
入
れ
代
わ
っ
て
い
る
。
役
人
が
代
わ
る
間
に
は
法
令
も
時
々
は
代
わ
る
恐
れ
が
あ
る
。
そ
の
法
令
が
、

無
事
な
一
万
何
千
日
間
の
生
活
に
甚
だ
不
便
な
も
の
で
あ
る
場
合
は 

猶  

更 

な
お
さ
ら

そ
う
で
あ
る
。
政
党
内
閣
な

ど
と
い
う
も
の
の
世
の
中
だ
と
猶
更
そ
う
で
あ
る
。

　
災
害
記
念
碑
を
立
て
て
永
久
的
警
告
を
残
し
て
は
ど
う
か
と
い
う
説
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
は
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じ
め
は
人
目
に
付
き
や
す
い
処
に
立
て
て
あ
る
の
が
、
道
路
改
修
、
市
区
改
正
等
の
行
わ
れ
る
度
に
あ
ち

ら
こ
ち
ら
と
移
さ
れ
て
、
お
し
ま
い
に
は
ど
こ
の
山
蔭
の
竹
藪
の
中
に
埋
も
れ
な
い
と
も
限
ら
な
い
。
そ

う
い
う
時
に
若
干
の
老
人
が
昔
の
例
を
引
い
て
や
か
ま
し
く
云
っ
て
も
、
例
え
ば
「
市
会
議
員
」
な
ど
と

い
う
よ
う
な
も
の
は
、
そ
ん
な
こ
と
は
相
手
に
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
て
そ
の
碑
石
が 

八 

重 

葎 

や
え
む
ぐ
ら

に

埋
も
れ
た
頃
に
、
時
分
は
よ
し
と
次
の
津
浪
が
そ
ろ
そ
ろ
準
備
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
昔
の
日
本
人
は
子
孫
の
こ
と
を
多
少
で
も
考
え
な
い
人
は
少
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
実
際
い

く
ら
か
考
え
ば
え
が
す
る
世
の
中
で
あ
っ
た
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
で
こ
そ
例
え
ば
津
浪
を
戒
め
る

碑
を
建
て
て
お
い
て
も
相
当
な
利
き
目
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
か
ら
先
の
日
本
で
は
そ
れ
が
ど
う

で
あ
る
か
甚
だ
心
細
い
よ
う
な
気
が
す
る
。
二
千
年
来
伝
わ
っ
た
日
本
人
の
魂
で
さ
え
も
、
打
砕
い
て
夷い

狄てき
の
犬
に
喰
わ
せ
よ
う
と
い
う
人
も
少
な
く
な
い
世
の
中
で
あ
る
。
一
代
前
の
云
い
置
き
な
ど
を
歯し
牙が
に

か
け
る
人
は
あ
り
そ
う
も
な
い
。

　
し
か
し
困
っ
た
こ
と
に
は
「
自
然
」
は
過
去
の
習
慣
に
忠
実
で
あ
る
。
地
震
や
津
浪
は
新
思
想
の
流
行

な
ど
に
は
委
細
か
ま
わ
ず
、
頑
固
に
、
保
守
的
に
執
念
深
く
や
っ
て
来
る
の
で
あ
る
。
紀
元
前
二
十
世
紀

に
あ
っ
た
こ
と
が
紀
元
二
十
世
紀
に
も
全
く
同
じ
よ
う
に
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
科
学
の
方
則
と
は  

畢  

ひ
っ
き

  

竟  

ょ
う

「
自
然
の
記
憶
の
覚
え
書
き
」
で
あ
る
。
自
然
ほ
ど
伝
統
に
忠
実
な
も
の
は
な
い
の
で
あ
る
。
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そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
、
二
十
世
紀
の
文
明
と
い
う
空
虚
な
名
を
た
の
ん
で
、
安
政
の
昔
の
経
験
を
馬
鹿
に

し
た
東
京
は
大
正
十
二
年
の
地
震
で
焼
払
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
う
い
う
災
害
を
防
ぐ
に
は
、
人
間
の
寿
命
を
十
倍
か
百
倍
に
延
ば
す
か
、
た
だ
し
は
地
震
津
浪
の
週

期
を
十
分
の
一
か
百
分
の
一
に
縮
め
る
か
す
れ
ば
よ
い
。
そ
う
す
れ
ば
災
害
は
も
は
や
災
害
で
な
く
五
風

十
雨
の
亜
類
と
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
が
出
来
な
い
相
談
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
残
る
唯

一
の
方
法
は
人
間
が
も
う
少
し
過
去
の
記
録
を
忘
れ
な
い
よ
う
に
努
力
す
る
よ
り
外
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
科
学
が
今
日
の
よ
う
に
発
達
し
た
の
は
過
去
の
伝
統
の
基
礎
の
上
に
時
代
時
代
の
経
験
を
丹
念
に
克
明

に
築
き
上
げ
た
結
果
で
あ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
、
颱
風
が
吹
い
て
も
地
震
が
揺ゆす
っ
て
も
び
く
と
も
動
か

ぬ
殿
堂
が
出
来
た
の
で
あ
る
。
二
千
年
の
歴
史
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
た
経
験
的
基
礎
を
無
視
し
て
他よ
所そ
か

ら
借
り
集
め
た
風
土
に
合
わ
ぬ
材
料
で
建
て
た
仮
小
屋
の
よ
う
な
新
し
い
哲
学
な
ど
は
よ
く
よ
く
吟
味
し

な
い
と
甚
だ
危
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
う
か
う
か
と
そ
う
い
う
も
の
に
頼
っ
て
脚

下
の
安
全
な
も
の
を
棄
て
よ
う
と
す
る
、
そ
れ
と
同
じ
心
理
が
、
正
し
く
地
震
や
津
浪
の
災
害
を
招
致
す

る
、
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
地
震
や
津
浪
か
ら
災
害
を
製
造
す
る
原
動
力
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
津
浪
の
恐
れ
の
あ
る
の
は
三
陸
沿
岸
だ
け
と
は
限
ら
な
い
、
寛
永
安
政
の
場
合
の
よ
う
に
、
太
平
洋
沿

岸
の
各
地
を
襲
う
よ
う
な
大
が
か
り
な
も
の
が
、
い
つ
か
は
ま
た
繰
返
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
時
に
は
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ま
た
日
本
の
多
く
の
大
都
市
が
大
規
模
な
地
震
の
活
動
に
よ
っ
て
将
棋
倒
し
に
倒
さ
れ
る
「
非
常
時
」
が

到
来
す
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
は
い
つ
だ
か
は
分
か
ら
な
い
が
、
来
る
こ
と
は
来
る
と
い
う
だ
け
は
確
か

で
あ
る
。
今
か
ら
そ
の
時
に
備
え
る
の
が
、
何
よ
り
も
肝
要
で
あ
る
。

　
そ
れ
だ
か
ら
、
今
度
の
三
陸
の
津
浪
は
、
日
本
全
国
民
に
と
っ
て
も
人
ご
と
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
少
数
の
学
者
や
自
分
の
よ
う
な
苦
労
症
の
人
間
が
い
く
ら
骨
を
折
っ
て
警
告
を
与
え
て
み
た

と
こ
ろ
で
、
国
民
一
般
も
政
府
の
当
局
者
も
決
し
て
問
題
に
は
し
な
い
、
と
い
う
の
が
、
一
つ
の
事
実
で

あ
り
、
こ
れ
が
人
間
界
の
自
然
方
則
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
自
然
の
方
則
は
人
間
の
力
で
は
枉ま
げ
ら
れ

な
い
。
こ
の
点
で
は
人
間
も
昆
虫
も
全
く
同
じ  

境    

界  

き
ょ
う
が
い

に
あ
る
。
そ
れ
で
吾
々
も
昆
虫
と
同
様
明
日
の

事
な
ど
心
配
せ
ず
に
、
そ
の
日
そ
の
日
を
享
楽
し
て
行
っ
て
、
一
朝
天
災
に
襲
わ
れ
れ
ば
綺
麗
に
あ
き
ら

め
る
。
そ
う
し
て
滅
亡
す
る
か
復
興
す
る
か
は
た
だ
そ
の
時
の
偶
然
の
運
命
に
任
せ
る
と
い
う
こ
と
に
す

る
外
は
な
い
と
い
う
棄す
て
鉢ばち
の
哲
学
も
可
能
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
昆
虫
は
お
そ
ら
く
明
日
に
関
す
る
知
識
は
も
っ
て
い
な
い
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
の
に
、
人

間
の
科
学
は
人
間
に
未
来
の
知
識
を
授
け
る
。
こ
の
点
は
た
し
か
に
人
間
と
昆
虫
と
で
ち
が
う
よ
う
で
あ

る
。
そ
れ
で
日
本
国
民
の
こ
れ
ら
災
害
に
関
す
る
科
学
知
識
の
水
準
を
ず
っ
と
高
め
る
こ
と
が
出
来
れ
ば
、

そ
の
時
に
は
じ
め
て
天
災
の
予
防
が
可
能
に
な
る
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
水
準
を
高
め
る
に
は
何
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よ
り
も
先
ず
、
普
通
教
育
で
、
も
っ
と
立
入
っ
た
地
震
津
浪
の
知
識
を
授
け
る
必
要
が
あ
る
。
英
独
仏
な

ど
の
科
学
国
の
普
通
教
育
の
教
材
に
は
そ
ん
な
も
の
は
な
い
と
云
う
人
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ

は
彼
地
に
は
大
地
震
大
津
浪
が
稀
な
た
め
で
あ
る
。
熱
帯
の
住
民
が
裸
体
は
だ
か
で
暮
し
て
い
る
か
ら
と
云
っ
て

寒
い
国
の
人
が
そ
の
真
似
を
す
る
謂い
わ
れ
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
日
本
の
よ
う
な
、
世
界
的
に
有
名

な
地
震
国
の
小
学
校
で
は
少
な
く
も
毎
年
一
回
ず
つ
一
時
間
や
二
時
間
く
ら
い
地
震
津
浪
に
関
す
る
特
別

講
演
が
あ
っ
て
も
決
し
て
不
思
議
は
な
い
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
地
震
津
浪
の
災
害
を
予
防
す
る
の
は

や
は
り
学
校
で
教
え
る
「
愛
国
」
の
精
神
の
具
体
的
な
発
現
方
法
の
中
で
も
最
も
手
近
で
最
も
有
効
な
も

の
の
一
つ
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
（
追
記
）
　
三
陸
災
害
地
を
視
察
し
て
帰
っ
た
人
の
話
を
聞
い
た
。
あ
る
地
方
で
は
明
治
二
十
九
年
の

　
災
害
記
念
碑
を
建
て
た
が
、
そ
れ
が
今
で
は
二
つ
に
折
れ
て
倒
れ
た
ま
ま
に
な
っ
て
こ
ろ
が
っ
て
お
り
、

　
碑
文
な
ど
は
全
く
読
め
な
い
そ
う
で
あ
る
。
ま
た
あ
る
地
方
で
は
同
様
な
碑
を
、
山
腹
道
路
の
傍
で
通

　
行
人
の
最
も
よ
く
眼
に
つ
く
処
に
建
て
て
お
い
た
が
、
そ
の
後
新
道
が
別
に
出
来
た
た
め
に
記
念
碑
の

　
あ
る
旧
道
は
淋さび
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
そ
う
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
意
外
な
話
は
、
地
震
が
あ
っ

　
て
か
ら
津
浪
の
到
着
す
る
ま
で
に
通
例
数
十
分
か
か
る
と
い
う
平
凡
な
科
学
的
事
実
を
知
っ
て
い
る
人

　
が
彼
地
方
に
非
常
に
稀
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
前
の
津
浪
に
遭
っ
た
人
で
も
大
抵
そ
ん
な
こ
と
は
知
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ら
な
い
そ
う
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
昭
和
八
年
五
月
『
鉄
塔
』
）
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青
空
文
庫
情
報

底
本
：
「
寺
田
寅
彦
全
集
　
第
七
巻
」
岩
波
書
店

　
　
　1997
（
平
成9

）
年6

月5

日
発
行

底
本
の
親
本
：
「
寺
田
寅
彦
全
集
　
文
学
篇
」
岩
波
書
店

　
　
　1985

（
昭
和60
）
年

初
出
：
「
鉄
塔
」

　
　
　1933

（
昭
和8

）
年5
月1
日

※
初
出
時
の
署
名
は
「
尾
野
倶
郎
」
。

※
単
行
本
「
蒸
発
皿
」
に
収
録
。

※
「
正
確
な
時
日
に
」
の
「
に
」
に
は
編
集
部
に
よ
っ
て
〔
は
〕
の
注
記
が
つ
い
て
い
ま
す
。

入
力
：
砂
場
清
隆

校
正
：
多
羅
尾
伴
内

2003

年10

月23

日
作
成

青
空
文
庫
作
成
フ
ァ
イ
ル
：
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こ
の
フ
ァ
イ
ル
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
図
書
館
、
青
空
文
庫
（http://w

w
w

.aozora.gr.jp/

）
で
作
ら
れ

ま
し
た
。
入
力
、
校
正
、
制
作
に
あ
た
っ
た
の
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
さ
ん
で
す
。
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