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近
年
新
聞
紙
の
報
道
す
る
と
こ
ろ
に
つ
い
て
見
る
に
、
東
亜
の
風
雲
は
ま
す
ま
す
急
と
な
り
、
日
支
同

文
の
邦
家
ほ
う
か
も
善
鄰
の
誼よ
し
み
を
訂さだ
め
て
い
る
遑
い
と
まが
な
く
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
か
つ
て
わ
た
く
し
が
年
十

九
の
秋
、
父
母
に
従
っ
て  

上    

海  

シ
ャ
ン
ハ
イ

に
遊
ん
だ
こ
ろ
の
こ
と
を
思
い
返
す
と
、
恍こう
と
し
て
隔
世
の
思
い
が

あ
る
。

　
子
供
の
時
分
、
わ
た
く
し
は
父
の
書
斎
や
客
間
の
床とこ
の
間ま
に
、 

何 

如 

璋 

か
じ
ょ
し
ょ
う
、  

葉    

松    

石  

し
ょ
う
し
ょ
う
せ
き

、 

王 

漆 

お
う
し
つ

園 えん
な
ど
い
う
清
朝
人
の
書
幅
の
懸
け
ら
れ
て
あ
っ
た
こ
と
を
記
憶
し
て
い
る
。
父
は
唐
宋
の
詩
文
を
好

み
、
早
く
か
ら
支
那
人
と
文
墨
の
交
ま
じ
わ
りを
訂さだ
め
て
お
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
何
如
璋
は
、
明
治
十
年
頃
か
ら
久
し
い
間
東
京
に  

駐    

剳  

ち
ゅ
う
さ
つ

し
て
い
た
清
国
の
公
使
で
あ
っ
た
。

　
葉
松
石
は
同
じ
こ
ろ
、
最
初
の
外
国
語
学
校
教
授
に  

招    

聘  

し
ょ
う
へ
い

せ
ら
れ
た
人
で
、
一
度
帰
国
し
た
後
、

再
び
来
遊
し
て
、
大
阪
で
病
死
し
た
。
遺
稿
『
煮
薬
漫
抄
』
の
初
め
に
詩
人
小
野
湖
山

お
の
こ
ざ
ん

の
つ
く
っ
た
略
伝

が
載
っ
て
い
る
。

　
毎
年
庭
の
梅
の
散
り
か
け
る
頃
に
な
る
と
、
客
間
の
床
に
は
、
き
ま
っ
て
何
如
璋
の
揮
毫
き
ご
う
し
た
東
坡
と
う
ば
の

絶
句
が
懸
け
ら
れ
る
の
で
、
わ
た
く
し
は 

老  

耄 

ろ
う
も
う

し
た
今
日
に
至
っ
て
も
な
お
能よ
く
左
の
二
十
八
字
を
暗

記
し
て
い
る
。
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梨
花
淡
白
柳
深
青
　
　
〔
梨り
花か
は 

淡  

白 

た
ん
ぱ
く

に
し
て
柳
や
な
ぎは 

深  

青 

し
ん
せ
い

　
　
柳
絮
飛
時
花
満
城
　
　
　  

柳    

絮  

り
ゅ
う
じ
ょ

の
飛
ぶ
時
　
花はな
　
城しろ
に
満み
つ

　
　
惆
悵
東
欄
一
樹
雪
　
　
　  

惆    

悵  

ち
ゅ
う
ち
ょ
う
す
　 

東  

欄  

一  

樹 

と
う
ら
ん
い
ち
じ
ゅ

の
雪

　
　
人
生
看
得
幾
清
明
　
　
　 

人  

生 

じ
ん
せ
い

　
看み
る
を
得
る
は 

幾 

清 

明 

い
く
せ
い
め
い
ぞ
〕

　
何
如
璋
は
明
治
の
儒
者
文
人
の
間
に
は
重
ん
ぜ
ら
れ
た
人
で
あ
っ
た
と
見
え
、
そ
の
頃
刊
行
せ
ら
れ
た

日
本
人
の
詩
文
集
に
し
て
何
氏
の
題
字
や
序
ま
た
は
評
語
を
載
せ
な
い
も
の
は
殆
ど
な
い
。

　
わ
た
く
し
が
東
京
を
去
っ
た
の
は
明
治
三
十
年
の
九
月
で
あ
っ
た
が
、  

出    

帆  

し
ゅ
っ
ぱ
ん

の
日
も
ま
た
乗
込
ん

だ
汽
船
の
名
も
今
は
覚
え
て
い
な
い
。
わ
た
く
し
は
両
親
よ
り
も 

一 

歩 

先 

ひ
と
あ
し
さ
き
に
横
浜
か
ら
船
に
乗
り
、
そ

し
て
神
戸
の
港
で
、
後
か
ら
陸
行
し
て
来
ら
れ
る
両
親
を  

待    

合  

ま
ち
あ
わ
せ

し
た
の
で
あ
る
。

　
船
は
荷
積
を
す
る
た
め
二
日
二
晩 
碇  
泊 

て
い
は
く

し
て
い
る
の
で
、
そ
の
あ
い
だ
に
、
わ
た
く
し
は
一
人
で
京

都
大
阪
の
名
所
を
見
歩
き
、
生
れ
て
初
め
て
の
旅
行
を
娯たの
し
ん
だ
。
し
か
し
そ
の
時
の
事
は
、
大
方
忘
れ

て
し
ま
っ
た
中
に
、
一
つ
覚
え
て
い
る
の
は
、 
文 
楽 
座 
ぶ
ん
ら
く
ざ

で
、
後
に 

摂  

津  

大  

掾 

せ
っ
つ
の
た
い
じ
ょ
う
に
な
っ
た
越
路
太
夫

こ
し
じ
だ
ゆ
う

の
、
お
俊
伝
兵
衛
を
聴
い
た
こ
と
だ
け
で
あ
る
。

　
や
が
て
船
が
長
崎
に
つ
く
と
、
薄
紫
地
の
絽ろ
の
長
い
服
を
着
た
商
人
ら
し
い
支
那
人
が
葉
巻
を
啣くわ
え
な

が
ら
小
舟
に
乗
っ
て
父
を
た
ず
ね
に
来
た
。
そ
の
頃
長
崎
に
は
汽
船
が
横
づ
け
に
な
る
よ
う
な
波は
止と
場ば
は
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な
か
っ
た
。
わ
た
く
し
は
父
を
訪
問
し
に
来
た
支
那
人
が
帰
り
が
け
に 

船 

梯 

子 

ふ
な
ば
し
ご

を
降
り
な
が
ら
、
サ
ン

パ
ン
と
叫
ん
で
小
舟
を
呼
ん
だ
そ
の
声
を
き
き
、
身
は
既
に
異
郷
に
あ
る
が
如
き
一
種
言
い
が
た
い
快
感

を
覚
え
た
事
を
今
だ
に
忘
れ
得
な
い
。

　
朝
の
中うち
長
崎
に
つ
い
た
船
は
そ
の
日
の
夕
方
近
く
に
纜
と
も
づ
なを
解
き
、
次
の
日
の 

午  

後 

ひ
る
す
ぎ

に
は 

呉  

淞 

ウ
ー
ス
ン

の
河

口
に
入
り
、
暫
く
蘆
荻
ろ
て
き
の
間
に
潮
待
ち
を
し
た
後
、
徐
お
も
む
ろに
上
海
の
埠
頭
は
と
ば
に
着
い
た
。
父
は
官
を
辞
し
た
後
の
ち

商
と
な
り
、
そ
の
年
の
春
頃
か
ら
上
海
の
或
会
社
の
事
務
を
監
督
し
て
お
ら
れ
た
の
で
、
埠
頭
に
立
っ
て

い
た
大
勢
の
人
に
迎
え
ら
れ
、
二
頭
立だて
の
箱
馬
車
に
乗
っ
た
。
母
と
わ
た
く
し
も
同
じ
く
こ
の
馬
車
に
乗

っ
た
が
、
東
京
で
鉄
道
馬
車
の
痩
せ
た
馬
ば
か
り
見
馴
れ
た
眼
に
は
、
革
具
か
わ
ぐ
の
立
派
な
馬
が
い
か
に
も
好

い
形
に
見
え
た
。 

馭  

者 

ぎ
ょ
し
ゃ

が
二
人
、
馬
丁
ば
て
い
が
二
人
、 

袖  

口 

そ
で
ぐ
ち

と
襟えり
と
を
赤
地
に
し
た
揃
い
の
白
服
に
、
赤

い
総ふさ
の
つ
い
た 

陣  

笠 

じ
ん
が
さ

の
よ
う
な
も
の
を
冠
っ
て
い
た
姿
は
、
そ
の
頃
東
京
で
は
欧
米
の
公
使
が
威
風
堂

々
と
堀
端
を
乗
り
歩
く
馬
車
と
同
じ
よ
う
な
の
で
、
わ
た
く
し
の
一
家
は
俄
に
わ
かに
え
ら
い
も
の
に
な
っ
た
よ

う
な
心
持
が
し
た
。

　
会
社
の
構
内
に
あ
っ
た
父
の
社
宅
は
、
埠
頭
は
と
ば
か
ら
二
、
三
町
と
は
離
れ
て
い
な
い
の
で
、
鞭むち
の
音
を
き

く
か
と
思
う
と
、
す
ぐ
さ
ま
石
塀
に
沿
う
て
鉄
の
門
に
入
り
、
仏
蘭
西

フ
ラ
ン
ス

風
の
灰
色
し
た
石
造
り
の
家
の
階

段
に
駐とま
っ
た
。
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家
は
二
階
建
で
、
下
は
広
い
応
接
間
と
食
堂
と
の
二
室
で
あ
る
。
そ
の
境
の
引
戸
を
左
右
に 

明  

放 

あ
け
は
な

つ

と
、
舞
踏
の
で
き
る
広
い
一
室
に
な
る
よ
う
に
し
て
あ
っ
た
。
階
上
に
は
ベ
ラ
ン
ダ
を
廻
ら
し
た
二
室
が

あ
っ
て
、
そ
の
一
は
父
の
書
斎
、
一
つ
は
寝
室
で
あ
る
が
、
そ
の
い
ず
れ
か
ら
も
坐い
な
が
ら
に
し
て
、
海

の
よ
う
な 
黄 
浦 

江 
こ
う
ほ
こ
う

の
両
岸
が
一
目
に
見
渡
さ
れ
る
。
父
は
わ
た
く
し
に
裏
手
の
一
室
を
与
え
て
滞
留
中

の
居
間
に
さ
せ
ら
れ
た
。
こ
の
室
に
は
ベ
ラ
ン
ダ
は
な
か
っ
た
が
、
バ
ル
コ
ン
の
つ
い
た
仏
蘭
西
風
の
窓

に
凭
も
た
れる
と
、
芝
生
の
向
む
こ
うに
事
務
所
に
な
っ
た
会
社
の
建
物
と
、
石
塀
の
彼
方
か
な
た
に
道
路
を
隔
て
て
日
本
領
事

館
の
建
物
が
見
え
る
。
そ
の
頃
に
は
日
本
の
租
界
そ
か
い
は
な
か
っ
た
の
で
、
領
事
館
を
始
め
、
日
本
の
会
社
や

商
店
は
大
抵
美
租
界
の
一
隅
に
あ
っ
た
。
唯
横
浜  

正    

金  

し
ょ
う
き
ん

銀
行
と
三
井
物
産
会
社
と
が
英
租
界
の
最
も

繁
華
な
河
岸
通
に
あ
っ
た
の
だ
と
い
う
。

　
美
租
界
と
英
租
界
と
の
間
に
運
河
が
あ
っ
て
、  

虹  

口  

橋  

こ
う
こ
う
き
ょ
う

と
か
呼
ば
れ
た
橋
が
か
か
っ
て
い
た
。
橋

を
わ
た
る
と
黄
浦
江
の
岸
に
臨
ん
で
洋
式
の
公
園
が
あ
る
。
わ
た
く
し
は
晩
餐
を
す
ま
し
て
か
ら
、
会
社

の
人
に
導
か
れ
て
、
こ
の
公
園
を
散
歩
し
た
が
、
一
時
間
あ
ま
り
で
帰
っ
て
来
た
の
で
、
そ
の 

道  

程 

み
ち
の
り

は

往
復
し
て
も
日
本
の
一
里
を
越
し
て
い
ま
い
と
思
っ
た
。

　
や
が
て
裏
手
の
一
室
に
這は
入い
っ
て
、
寝しん
に
就つ
い
た
が
、
わ
た
く
し
は
旅
の
つ
か
れ
を
知
り
な
が
ら
な
か

な
か
寐
つ
か
れ
な
か
っ
た
。
わ
た
く
し
は
上
陸
し
た
そ
の
瞬
間
か
ら
唯
物
珍
ら
し
い
と
い
う
よ
り
も
、
何
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や
ら
最もう
少
し
深
刻
な
感
激
に
打
た
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
頃
に
は
エ
キ
ゾ
チ
ズ
ム
と
い
う
語
こ
と
ばは
ま

だ
知
ろ
う
は
ず
も
な
か
っ
た
の
で
、
わ
た
く
し
は
官
覚
の
興
奮
し
て
い
る
こ
と
だ
け
は
心
づ
い
て
い
な
が

ら
、
こ
れ
を
自
覚
し
こ
れ
を
解
剖
す
る
だ
け
の
智
識
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
日
に
日
に
経
験
す
る
異
様
な
る
感
激
は
、
や
が
て
朧
お
ぼ
ろな
が
ら
に
も
、
海
外
の
風
物
と
そ
の
色
彩

と
か
ら
呼
起
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
る
よ
う
に
な
っ
た
。
支
那
人
の
生
活
に
は
強
烈
な
る
色
彩
の
美
が
あ

る
。
街
を
歩
い
て
い
る
支
那
の
商
人
や
、
一
輪
車
に
乗
っ
て
行
く
支
那
婦
人
の
服
装
。
辻
々
に
立
っ
て
い

る
印
度
人
の
巡
査
が
頭
か
し
らに
巻
い
て
い
る
布
や
、
土ト
耳ル
古コ
人
の
帽
子
な
ど
の
色
彩
。
河
の
上
を
往
来
し
て
い

る
小
舟
の 

塗  

色 

ぬ
り
い
ろ

。
こ
れ
に
加
う
る
に
種
々
な
る
不
可
解
の
語
声
。
こ
れ
ら
の
色
と
音
と
は
ま
だ
西
洋
の

文
学
芸
術
を
知
ら
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
わ
た
く
し
の
官
覚
に
強
い
刺
戟
を
与
え
ず
に
は
い
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

　
或
日
わ
た
く
し
は
、
銅ど
羅ら
を
鳴なら
し
な
が
ら
街
上
を
練
り
行
く 

道  

台 

ト
ウ
タ
イ

の
行
列
に
出
遇
っ
た
。
ま
た
或
日

の
夕
方
に
は
、
大
声
に
泣
き
な
が
ら
歩
く
女
の
列
を
先
駆
に
し
た
葬
式
の
行
列
に
出
遇
っ
て
、
そ
の
奇
異

な
る
風
俗
に
眼
ま
な
こを
見
張
っ
た
。
張
園
の
木こ
の
間ま
に
桂
花
を
簪
か
ざ
しに
し
た
支
那
美
人
が
幾
輛
と
な
く
馬
車
を
走

ら
せ
る
光
景
。
ま
た
、
古
び
た
徐
園
の
廻
廊
に
懸
け
ら
れ
た
聯
句
れ
ん
く
の
書
体
。
薄
暗
い
そ
の
中
庭
に
咲
い
て

い
る
秋
花
の
さ
び
し
さ
。
ま
た
劇
場
や
茶
館
の
連
つ
ら
なっ
た
四ス
馬マ
路ル
の
賑
に
ぎ
わい
。
そ
れ
ら
を
見
る
に
及
ん
で
、
異

7



国
の
色
彩
に
対
す
る
感
激
は
ま
す
ま
す
烈
し
く
な
っ
た
。

　
大
正
二
年
革
命
の
起
っ
て
よ
り
、
支
那
人
は  

清    

朝  

し
ん
ち
ょ
う

二
百
年
の
風
俗
を
改
め
て
、
わ
れ
わ
れ
と
同
じ

よ
う
に
欧
米
の
も
の
を
採
用
し
て
し
ま
っ
た
の
で
、
今
日
の
上
海
に
は
三
十
余
年
の
む
か
し
、
わ
た
く
し

が
目
撃
し
た
よ
う
な
色
彩
の
美
は
、
最も
早は
や
街
路
の
上
に
は
存
在
し
て
い
な
い
の
か
も
知
れ
な
い
。

　
当
時
わ
た
く
し
は
若
い
美
貌
の
支
那
人
が
、 

辮  

髪 

べ
ん
ぱ
つ

の
先
に
長
い
総ふさ
の
つ
い
た
絹
糸
を
編
み
込
ん
で
、

歩
く
た
び
に
そ
の
総
の
先
が
繻
子
し
ゅ
す
の
靴
の
真
白
な
踵
か
か
とに
触
れ
て
動
く
よ
う
に
し
て
い
る
の
を
見
て
、
い
か

に
も
優
美 

繊  

巧 

せ
ん
こ
う

な
る
風
俗
だ
と
思
っ
た
。
は
で
な
織
模
様
の
あ
る
緞
子
ど
ん
す
の
長
衣
の
上
に
、
更
に
は
で
な

色
の
幅
び
ろ
い
縁ふち
を
取
っ
た
胴
衣
を
襲かさ
ね
、
数
の
多
い
そ
の
釦
ボ
タ
ンに
は
象 

眼 

細 

工 

ぞ
う
が
ん
ざ
い
く

で
ち
り
ば
め
た
宝
石
を

用
い
、
長
い
総
の
つ
い
た
帯
に
は
繍
取
ぬ
い
と
り
の
あ
る
さ
ま
ざ
ま
の
袋
を
下
げ
て
い
る
の
を
見
て
、
わ
た
く
し

は
男
の
服
装
の
美
な
る
事
は
む
し
ろ
女
に
優まさ
っ
て
い
る
の
を
羨
う
ら
や
まし
く
思
っ
た
。

　
清
朝
の
暦
法
は
わ
が
江
戸
時
代
と
同
じ
く
陰
暦
を
用
い
て
い
た
。
或
日
父
母
に
従
っ
て
馬
車
を
遠
く
郊

外
に
馳は
せ
、
柳
と
蘆あし
と
桑
ば
か
り
果
し
な
く
つ
づ
い
て
い
る
平
野
の
唯
中
に 

龍 

華 

寺 

り
ゅ
う
げ
じ

と
い
う
古
刹
こ
さ
つ
を
た

ず
ね
、
そ
の
塔
の
頂
に
登
っ
た
事
を
思
返
す
と
、
そ
の
日
は
た
し
か
に
旧
暦
の
九
月
九
日
、
即
ち  

重    

ち
ょ
う
よ

陽  う
の
節
句
に
当
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
重
陽
の
節
に
山
に
登
り
、
菊
の
花
ま
た
は
茱ぐ
萸み
の
実
を
摘つ
ん

で
詩
を
つ
く
る
こ
と
は
、
唐
詩
を
学
ん
だ
日
本
の
文
人
が
、
江
戸
時
代
か
ら
好
ん
で
な
し
た
所
で
あ
る
。
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上
海
の
市
中
に
は
登
る
べ
き
岡
阜
こ
う
ふ
も
な
く
、
ま
た
遠
望
す
べ
き
山
影
も
な
い
。
郊
外
の
龍
華
寺
に
往ゆ
き
そ

の
塔
に
登
っ
て
、
こ
こ
に
始
め
て 

雲  

烟 

う
ん
え
ん  

渺    

々  

び
ょ
う
び
ょ
う
た
る
間
に
低
く
一
連
の
山
脈
を
望
む
こ
と
が
で
き
る

の
だ
と
、
車
の
中
で
父
が
語
ら
れ
た
。

　
昭
和
の
日
本
人
は
秋
晴
れ
の
日
、
山
に
遊
ぶ
こ
と
を
言
う
に
ハ
イ
キ
ン
グ
と
や
ら
称
す
る
亜ア
米メ
利リ
加カ
語

を
用
い
て
い
る
が
、
わ
た
く
し
の
如
き
頑
民
に
言
わ
せ
る
と
、
古
来
慣
用
せ
ら
れ
た 

登  

高 

と
う
こ
う

の
一
語
で
足

り
て
い
る
。

　
そ
の
年
陰
暦
九
月
十
三
夜
が
陽
暦
の
い
つ
の
日
に
当
っ
て
い
た
か
、
わ
た
く
し
は
記
憶
し
て
い
な
い
。

し
か
し
た
ま
た
ま
こ
の
稿
を
草
す
る
に
当
っ
て
、
思
い
出
し
た
の
は
或
夜
父
が
晩
餐
の
後
、
そ
の
書
斎
で

雑
談
し
て
お
ら
れ
た
時
、
今
夜
は
十
三
夜
だ
と
言
っ
て
、
即
興
の
詩
一
篇
を
示
さ
れ
た
事
で
あ
る
。
そ
の

詩
は
父
の
遺
稿
に
、

　
　
蘆
花
如
雪
雁
声
寒
　
　
〔
蘆ろ
花か
は
雪
の
如
く
　
雁かり
の
声
は
寒
し

　
　
把
酒
南
楼
夜
欲
残
　
　
　 

南  

楼 

な
ん
ろ
う

に
酒
を
把と
り
　
夜よる
残のこ
ら
ん
と
欲ほっ
す

　
　
四
口
一
家
固
是
客
　
　
　
四
口
し
こ
う
の
一
家
い
っ
か
は
固もと
よ
り
是こ
れ
客
な
り

　
　
天
涯
倶
見
月
団
欒
　
　
　 

天  

涯 

て
ん
が
い

に
倶とも
に
見
る
月
も 
団  
欒 
だ
ん
ら
ん

す
〕

と
し
て
い
る
。
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わ
た
く
し
は
こ
の
ま
ま
長
く
上
海
に
留
と
ど
まっ
て
、
適
当
な
学
校
を
見
つ
け
て
就
学
し
た
い
と
思
っ
た
。
東

京
に
帰
れ
ば
や
が
て
徴
兵
検
査
も
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
ず
。
ま
た
高
等
学
校
に
で
も
入
学
す
れ
ば
柔
術
や

何
か
を
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
わ
た
く
し
に
は
そ
れ
が
何
よ
り
も
い
や
で
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
わ
た
く
し
の
望
み
は
許
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
年
の
冬
、
母
の
帰
京
す
る
と
共
に
、
わ
た

く
し
も
ま
た
船
に
乗
っ
た
。
公
園
に
馬
車
を
駆か
る
支
那
美
人
の
簪
か
ざ
しに
も
既
に
菊
の
花
を
見
な
く
な
っ
た
頃

で
あ
っ
た
。

　
凡
て
は
三
十
六
、
七
年
む
か
し
の
夢
と
な
っ
た
。
歳
月
人
を
俟ま
た
ず
、 

匆  

々 

そ
う
そ
う

と
し
て
過
ぎ
去
る
こ
と

は
誠
に
東
坡
と
う
ば
が
言
う
が
如
く
、
「  
惆    

悵  
ち
ゅ
う
ち
ょ
う
す
東
欄
一
樹
の
雪
。
人
生
看
る
を
得
る
は 

幾 

清 

明 

い
く
せ
い
め
い
ぞ
。
」

で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
甲
戌
十
月
記
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青
空
文
庫
情
報

底
本
：
「
荷
風
随
筆
集
（
下
）
」
岩
波
文
庫
、
岩
波
書
店

　
　
　1986
（
昭
和61

）
年11

月17

日
第1

刷
発
行

　
　
　2007
（
平
成19

）
年7

月13

日
第23

刷
発
行

底
本
の
親
本
：
「
荷
風
随
筆
　
一
〜
五
」
岩
波
書
店

　
　
　1981

（
昭
和56
）
年11

月
〜1982

（
昭
和57

）
年3

月

※
「
漢
詩
文
の
訓
読
は
蜂
屋
邦
夫
氏
を
煩
わ
し
た
。
」
旨
の
記
載
が
、
底
本
の
編
集
付
記
に
あ
り
ま
す
。

入
力
：
門
田
裕
志

校
正
：
阿
部
哲
也

2010

年3

月8

日
作
成

2010

年11

月1

日
修
正

青
空
文
庫
作
成
フ
ァ
イ
ル
：

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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