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空
前
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
の
背
景

『
窓
ぎ
わ
の
ト
ッ
ト
ち
ゃ
ん
』
と
題
す
る
黒
柳
徹
子
の
著
書
が
講
談

社
か
ら
出
版
さ
れ
た
の
は
一
九
八
一
年
三
月
五
日
の
こ
と
で
あ
っ

た
。
当
時
、
校
内
暴
力
事
件
が
全
国
的
に
多
発
し
、
い
じ
め
や
不
登

校
も
深
刻
化
す
る
な
ど
、
学
校
教
育
を
め
ぐ
る
深
刻
な
問
題
が
噴
出

し
て
い
た
。
折
し
も
著
者
は
そ
の
「
あ
と
が
き
」
を
、「
中
学
の
卒

業
式
に
、
先
生
に
暴
力
を
ふ
る
う
子
が
い
る
と
い
け
な
い
、
と
い
う

こ
と
で
、
警
察
官
が
学
校
に
入
る
、
と
い
う
ニ
ュ
ー
ス
の
あ
っ
た
日
」

に
記
し
た
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
時
期
に
、
著
者
は
戦
前
・
戦
時
下

に
通
っ
た
ト
モ
ヱ
学
園（
小
学
校
）を
舞
台
と
す
る
教
育
の
情
景
を
、

校
長
の
小
林
宗
作
や
仲
間
た
ち
と
の
交
流
を
軸
に
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の

よ
う
に
描
い
て
見
せ
た
の
だ
っ
た
。

初
版
の
発
行
部
数
は
二
万
部
で
あ
っ
た
が
、
誰
の
予
想
を
も
越
え

る
驚
異
的
な
売
れ
行
き
を
示
し
、
増
刷
に
次
ぐ
増
刷
を
重
ね
る
こ
と

に
な
っ
た
。
僅
か
八
カ
月
後
に
は
三
百
七
十
万
部
に
達
し
、
敗
戦
直

後
に
出
版
さ
れ
た
『
日
米
会
話
手
帖
』
を
抜
く
「
出
版
史
上
空
前
の

ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
」
と
し
て
「
構
造
不
況
の
出
版
界
で
奇
蹟
に
近
い
快

挙
」
と
評
さ
れ
た
。
そ
の
後
も
世
代
や
職
業
を
越
え
て
読
み
継
が
れ
、

次
々
と
回
し
読
み
も
さ
れ
な
が
ら
、
今
日
で
は
つ
い
に
七
百
万
部
を

越
え
た
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
実
は
、
日
本
の
教
育
の
再
生

へ
の
人
々
の
願
い
と
希
望
が
健
在
で
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
た
。

白
梅
学
園
の
先
駆
者
た
ち
⑤

白
梅
学
園
高
等
学
校
教
頭
　
上
木
光
夫

小
林
宗
作

―『
窓
ぎ
わ
の
ト
ッ
ト
ち
ゃ
ん
』と

白
梅
学
園
を
め
ぐ
る
教
育
史
―

小
林
宗
作

―『
窓
ぎ
わ
の
ト
ッ
ト
ち
ゃ
ん
』と

白
梅
学
園
を
め
ぐ
る
教
育
史
―
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著
者
や
出
版
社
に
寄
せ
ら
れ
た
多
数
の
読
後
感
に
は
、「
ト
ッ
ト
ち

ゃ
ん
」
の
目
に
映
っ
た
夢
と
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
に
溢
れ
る
世
界
と
小
林

宗
作
像
に
、
教
育
の
原
風
景
を
発
見
し
た
こ
と
へ
の
驚
き
と
喜
び
が

綴
ら
れ
て
い
た
。

と
こ
ろ
で
、小
林
宗
作
と
白
梅
学
園
が
深
い
関
係
を
有
す
る
こ
と
、

小
林
を
通
し
て
白
梅
学
園
に
継
承
さ
れ
た
も
の
が
大
正
期
新
教
育
運

動
の
中
心
的
な
部
分
に
繋
が
る
良
質
な
事
業
と
精
神
で
あ
っ
た
こ
と

を
知
る
人
は
必
ず
し
も
多
く
な
い
。
そ
こ
で
小
稿
で
は
、
小
林
宗
作

に
視
点
を
当
て
、
白
梅
学
園
に
存
す
る
歴
史
的
背
景
の
奥
行
き
と
期

待
さ
れ
る
役
割
の
一
端
を
照
ら
し
出
す
こ
と
に
し
た
い
。

小
林
宗
作
と
ト
モ
ヱ
学
園
を
め
ぐ
る
教
育
史

―
白
梅
学
園
に
継
承
さ
れ
た
事
業
と
精
神
―

一
九
三
七
年
四
月
、
小
林
宗
作（
一
八
九
三
〜
一
九
六
三
）は
東

京
・
目
黒
区
自
由
ガ
丘
の
地
に
ト
モ
ヱ
学
園
小
学
校
と
ト
モ
ヱ
幼
稚

園
を
創
設
し
た
と
い
わ
れ
る
が
、
そ
こ
に
重
要
な
前
史
が
あ
っ
た
こ

と
を
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
。
小
林
は
、
手
塚
岸
衛（
一
八
九
〇
〜

一
九
三
六
）の
創
設
し
た
自
由
ガ
丘
学
園（
小
学
校
と
幼
稚
園
）が
手

塚
の
死
去
に
よ
り
経
営
不
能
に
陥
っ
た
の
を
、
私
財
を
投
じ
て
引
き

継
い
だ
の
で
あ
っ
た（「
ト
モ
ヱ
」
と
は
小
林
の
長
男
「
巴
」
氏
の
名

に
因
ん
だ
も
の
と
い
わ
れ
る
）。
手
塚
は
大
正
期
の
教
育
界
で
「
自
由

教
育
の
闘
将
」
と
称
さ
れ
、
主
事
を
務
め
た
千
葉
師
範
附
属
小
学
校

を
自
由
教
育
運
動
の
メ
ッ
カ
と
し
た
人
物
で
あ
る
。
し
か
し
大
正
デ

モ
ク
ラ
シ
ー
の
流
れ
が
退
潮
に
向
か
う
中
で
、
陸
軍
配
属
将
校
の
画

策
に
よ
っ
て
公
立
学
校
を
追
放
さ
れ
る
。
公
立
に
お
い
て
は
断
た
れ

た
自
由
教
育
の
夢
を
私
立
に
お
い
て
実
現
し
よ
う
と
し
て
創
設
し
た

の
が
自
由
ガ
丘
学
園
で
あ
っ
た
。
ま
た
失
意
の
う
ち
に
野
に
下
っ
た

手
塚
が
自
由
ガ
丘
学
園
を
創
設
す
る
ま
で
、
彼
に
暫
し
の
足
場
を
提

供
し
た
の
は
野
口
援
太
郎
を
校
長
と
す
る
池
袋
児
童
の
村
小
学
校
で

あ
っ
た
。
手
塚
は
同
校
に
「
見
習
兼
客
分
」
と
し
て
通
い
つ
つ
、
や

が
て
創
ろ
う
と
す
る
学
園
の
構
想
を
練
っ
た
と
い
う
。
児
童
の
村
は
、

徹
底
的
な
個
性
開
発
と
児
童
中
心
主
義
を
標
榜
し
、
大
正
期
新
教
育

の
頂
点
と
評
さ
れ
る
私
立
新
学
校
で
あ
っ
た
。
そ
の
児
童
の
村
も
一

九
三
六
年
に
閉
校
し
た
。
児
童
の
村
と
自
由
ガ
丘
学
園
は
歴
史
の
表

層
か
ら
は
姿
を
消
し
た
。
し
か
し
そ
の
精
神
は
自
由
と
個
性
を
尊
重

す
る
ト
モ
ヱ
の
教
育
の
底
流
に
生
き
続
け
て
い
た
の
で
あ
る
。

一
九
四
五
年
四
月
の
空
襲
で
ト
モ
ヱ
学
園
は
焼
失
し
た
が
、
戦
後

に
幼
稚
園
は
復
興
し
、
一
九
六
三
年
に
小
林
が
死
去
す
る
ま
で
そ
の

教
育
は
続
け
ら
れ
た
。『
窓
ぎ
わ
の
ト
ッ
ト
ち
ゃ
ん
』
に
よ
っ
て
小

林
は
優
れ
た
小
学
校
教
師
と
し
て
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
ダ
ル

ク
ロ
ー
ズ
直
伝
の
リ
ト
ミ
ッ
ク
を
中
心
と
す
る
彼
の
教
育
の
足
場
は

む
し
ろ
幼
児
教
育
に
置
か
れ
て
い
た
。
ト
モ
ヱ
学
園
を
創
設
す
る
ま

で
十
二
年
間
に
渡
り
成
城
学
園
幼
稚
部
主
事
を
務
め
、
ト
モ
ヱ
学
園

創
設
後
の
一
九
三
八
年
に
も
「
幼
な
児
の
為
の
リ
ズ
ム
と
教
育
」
と
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題
す
る
論
文
を
公
刊
し
た
。
戦
後
の
小
林
は
幼
児
教
育
実
践
に
携
わ

る
一
方
で
、
厚
生
保
母
学
園
校
長
と
し
て
自
ら
の
理
想
を
引
き
継
ぐ

保
育
者
養
成
に
力
を
注
ぐ
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。

白
梅
学
園
の
前
身
の
東
京
家
庭
学
園
は
、
戦
時
下
の
一
九
四
二
年

に
社
会
教
育
協
会
を
母
体
と
し
て
創
設
さ
れ
た
。
戦
争
末
期
の
一
九

四
四
年
に
は
一
時
閉
鎖
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
が
、
一
九
四
六
年
に
は

本
格
的
に
始
動
す
る
。
教
育
目
標
に
は
「
生
活
の
科
学
化
・
社
会

化
・
芸
術
化
」
が
掲
げ
ら
れ
た
。
こ
の
「
生
活
の
芸
術
化
」
を
具
体

化
す
べ
く
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
リ
ト
ミ
ッ
ク
が
導
入
さ
れ
、
第
一
人
者

の
小
林
宗
作
が
講
師
と
し
て
招
聘
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
小
林
を
校
長

と
す
る
厚
生
保
母
学
園
と
は
単
位
の
交
換
制
が
行
わ
れ
る
な
ど
親
し

い
関
係
が
形
成
さ
れ
、
東
京
家
庭
学
園
の
研
究
生
に
保
育
者
資
格
取

得
の
道
が
開
か
れ
た
。
こ
う
し
た
経
緯
の
中
で
一
九
五
○
年
に
白
梅

幼
稚
園
が
創
設
さ
れ
た
。
そ
の
保
育
内
容
は
小
林
の
主
宰
す
る
ト
モ

ヱ
幼
稚
園
に
な
ら
い
、
リ
ト
ミ
ッ
ク
を
中
心
に
し
な
が
ら
も
子
ど
も

の
自
由
な
生
活
を
保
障
し
、
個
性
を
十
分
に
伸
展
さ
せ
よ
う
と
す
る

も
の
で
あ
っ
た
。
小
林
の
厚
生
保
母
学
園
は
生
徒
数
の
減
少
や
経
営

困
難
等
の
事
情
に
よ
り
一
九
五
三
年
三
月
を
も
っ
て
閉
鎖
の
止
む
無

き
に
至
っ
た
。
小
林
は
そ
の
保
育
者
養
成
事
業
の
継
承
の
交
渉
を
、

社
会
教
育
協
会
の
理
事
長
小
松
謙
助
と
東
京
家
庭
学
園
の
主
事
樋
口

愛
子
と
に
対
し
て
行
っ
た
。
樋
口
は
心
理
学
を
専
門
と
し
な
が
ら
も

音
楽
に
造
詣
が
深
く
、
小
林
と
は
か
ね
て
親
交
が
あ
っ
た
。
一
九
五

三
年
四
月
、
東
京
家
庭
学
園
は
厚
生
保
母
学
園
の
事
業
を
実
質
的
に

継
承
す
る
形
で
白
梅
保
母
学
園
と
名
称
変
更
し
、
発
展
的
解
消
を
遂

げ
た
。
白
梅
保
母
学
園
発
足
時
に
は
、
小
林
も
保
育
理
論
や
リ
ズ
ム

の
授
業
を
担
当
し
、
教
育
活
動
が
軌
道
に
乗
る
の
を
支
え
た
。
そ
の

後
、
学
校
法
人
白
梅
学
園
、
白
梅
学
園
短
期
大
学
、
白
梅
学
園
高
等

学
校
な
ど
の
設
立
が
行
わ
れ
、
紆
余
曲
折
を
経
な
が
ら
も
白
梅
学
園

は
総
合
的
な
発
展
を
遂
げ
て
今
日
に
至
っ
て
い
る
。
白
梅
学
園
の
在

り
方
と
し
て
浸
透
し
て
い
る
、
人
間
一
人
ひ
と
り
を
大
切
に
す
る
思

想
の
源
流
は
、
既
に
連
載
さ
れ
て
い
る
「
白
梅
学
園
の
先
駆
者
た
ち
」

の
系
譜
に
も
見
出
せ
よ
う
が
、
小
林
宗
作
に
即
し
て
そ
れ
を
求
め
る

な
ら
ば
、
上
記
の
よ
う
な
近
代
教
育
史
の
隠
さ
れ
た
深
層
に
辿
り
着

く
の
で
あ
る
。

小
林
宗
作
の
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

小
林
宗
作
は
一
八
九
三（
明
治
二
十
六
）年
、
群
馬
県
の
山
村
の

農
家
に
生
ま
れ
た
。
幼
い
頃
か
ら
音
楽
が
好
き
で
、
榛
名
山
の
見
え

る
美
し
い
川
の
ほ
と
り
で
指
揮
棒
を
振
っ
て
遊
ん
で
い
た
と
い
う
。

子
ど
も
は
自
然
の
中
で
伸
び
伸
び
と
育
て
る
べ
き
だ
と
す
る
小
林
の

教
育
観
は
、
自
己
の
幼
時
体
験
に
根
差
し
て
い
た
。
代
用
教
員
の
時

代
を
経
て
、
東
京
音
楽
学
校（
現
東
京
芸
術
大
学
）の
師
範
科
に
入

学
。
卒
業
後
、
成
蹊
学
園
小
学
部
の
教
師
と
な
る
。
成
蹊
学
園
創
立

者
、
中
村
春
二
の
自
由
と
個
性
を
尊
重
す
る
教
育
方
針
は
、
小
林
に
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大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
し
か
し
自
己
の
音
楽
教
育
の
限
界
を
自
覚

し
た
小
林
は
、
三
菱
財
閥
の
岩
崎
小
弥
太
の
援
助
を
受
け
、
一
九
二

三
年
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
留
学
、
ダ
ル
ク
ロ
ー
ズ
か
ら
リ
ト
ミ
ッ
ク
を

学
ん
だ
。
一
九
二
五
年
に
帰
国
し
、
小
原
国
芳
の
誘
い
で
成
城
学
園

幼
稚
部
の
創
設
に
参
加
、
主
事
と
し
て
リ
ト
ミ
ッ
ク
を
中
心
と
す
る

独
創
的
な
幼
児
教
育
を
展
開
す
る
。
後
に
、
小
原
は
玉
川
学
園
を
、

小
林
は
ト
モ
ヱ
を
創
設
す
る
こ
と
に
な
る
。
な
お
小
林
は
三
十
歳
代

の
半
ば
、
金
子
家
に
養
子
入
籍
し
、
戸
籍
上
は
金
子
姓
と
な
っ
た
が
、

日
常
的
に
は
旧
姓
の
小
林
を
使
用
し
て
い
た
。
一
九
三
一
年
に
「
日

本
リ
ト
ミ
ッ
ク
協
会
」
を
設
立
、
戦
後
に
至
る
も
幼
児
教
育
・
音
楽

教
育
の
分
野
で
活
躍
し
た
。
黒
柳
徹
子
著
『
窓
ぎ
わ
の
ト
ッ
ト
ち
ゃ

ん
』に
よ
っ
て
そ
の
存
在
が
全
国
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、

死
後
十
八
年
が
経
過
し
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

小
林
宗
作
と
ト
モ
ヱ
学
園
の
教
育

―「
ト
ッ
ト
ち
ゃ
ん
」の
視
点
を
中
心
に
―

『
窓
ぎ
わ
の
ト
ッ
ト
ち
ゃ
ん
』
が
国
民
的
な
共
鳴
を
受
け
た
の
は
、

何
よ
り
も
そ
の
内
容
の
素
晴
ら
し
さ
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
白
梅

学
園
と
歴
史
的
に
深
い
繋
が
り
を
有
す
る
小
林
宗
作
と
ト
モ
ヱ
の
教

育
は
、
著
者
の
瑞
々
し
い
セ
ン
ス
と
リ
ズ
ミ
カ
ル
な
語
り
口
で
、
夢

と
優
し
さ
と
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
に
満
ち
た
世
界
と
し
て
描
き
出
さ
れ
た
。

物
語
は
著
者
が
ト
モ
ヱ
学
園
に
転
校
す
る
日
の
、
小
林
校
長
と
の

出
会
い
か
ら
始
ま
る
。「『
さ
あ
、
な
ん
で
も
、
先
生
に
話
し
て
ご
ら

ん
。
話
し
た
い
こ
と
、
全
部
』『
話
し
た
い
こ
と
!?
』（
な
に
か
聞
か

れ
て
、
お
返
事
す
る
の
か
な
？
）と
思
っ
て
い
た
ト
ッ
ト
ち
ゃ
ん
は
、

『
な
ん
で
も
話
し
て
い
い
』
と
聞
い
て
、
も
の
す
ご
く
う
れ
し
く
な

っ
て
、
す
ぐ
話
し
始
め
た
。
順
序
も
、
話
し
か
た
も
、
少
し
グ
チ
ャ

グ
チ
ャ
だ
っ
た
け
ど
、
一
生
懸
命
に
話
し
た
。」
小
学
校
一
年
生
の

と
り
と
め
の
な
い
話
を
、
小
林
校
長
は
た
っ
ぷ
り
四
時
間
、「
一
度

だ
っ
て
、
あ
く
び
を
し
た
り
、
退
屈
そ
う
に
し
な
い
で
、
…
身
を
の

り
出
し
て
、
一
生
懸
命
、
聞
い
て
く
れ
た
」。
著
者
は
「
こ
の
校
長

先
生
と
い
る
と
、
安
心
で
、
暖
か
く
て
、
気
持
ち
が
よ
か
っ
た
。

（
こ
の
人
と
な
ら
、
ず
ー
っ
と
一
緒
に
い
て
も
い
い
）」
と
思
う
よ
う

に
な
っ
た
。

子
ど
も
た
ち
一
人
ひ
と
り
を
深
く
理
解
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
か
け
が

え
の
な
い
個
性
を
大
切
に
育
て
た
い
と
す
る
小
林
の
願
い
は
、
次
の

エ
ピ
ソ
ー
ド
に
も
伺
え
る
。「
校
長
先
生
は
、
ト
ッ
ト
ち
ゃ
ん
を
見

か
け
る
と
、
い
つ
も
、
い
っ
た
。『
君
は
、
本
当
は
、
い
い
子
な
ん

だ
よ
！
』
そ
の
た
び
に
ト
ッ
ト
ち
ゃ
ん
は
、
ニ
ッ
コ
リ
し
て
、
と
び

は
ね
な
が
ら
答
え
た
。『
そ
う
で
す
、
私
は
、
い
い
子
で
す
！
』
…

ト
ッ
ト
ち
ゃ
ん
の
一
生
を
決
定
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
く
ら
い
、
大

切
な
、
こ
の
言
葉
を
、
ト
ッ
ト
ち
ゃ
ん
が
、
ト
モ
ヱ
に
い
る
間
じ
ゅ

う
、
小
林
先
生
は
、
い
い
続
け
て
く
れ
た
の
だ
っ
た
。」

ト
モ
ヱ
学
園
の
生
活
は
驚
き
と
感
動
に
満
ち
て
い
た
。「
そ
の
日
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の
気
分
や
都
合
で
、
毎
日
、
好
き
な
と
こ
ろ
に
座
っ
て
い
い
」
席
順
、

「
国
語
で
あ
ろ
う
と
、
算
数
で
あ
ろ
う
と
、
自
分
の
好
き
な
の
か
ら

始
め
て
い
っ
こ
う
に
、
か
ま
わ
な
い
」
時
間
割
…
。
あ
る
日
、
学
校

に
図
書
室
と
し
て
使
う
電
車
が
運
ば
れ
て
く
る
こ
と
を
知
っ
た
子
ど

も
た
ち
は
、
学
校
に
泊
ま
り
込
ん
で
待
っ
て
い
た
。
電
車
が
到
着
し

た
時
の
情
景
は
次
の
よ
う
に
描
か
れ
る
。「
子
供
た
ち
は
、
パ
ジ
ャ

マ
姿
で
、
朝
日
の
中
に
い
た
。
そ
し
て
、
こ
の
現
場
に
居
合
わ
せ
た

こ
と
を
、
心
か
ら
幸
福
に
思
っ
た
。
そ
し
て
、
あ
ん
ま
り
、
う
れ
し

い
の
で
、
次
々
に
、
校
長
先
生
の
肩
や
腕
に
、
ぶ
ら
さ
が
っ
た
り
と

び
つ
い
た
り
し
た
。
校
長
先
生
は
、
よ
ろ
け
な
が
ら
、
う
れ
し
そ
う

に
笑
っ
た
。
校
長
先
生
の
笑
う
顔
を
見
る
と
、
子
供
た
ち
も
、
ま
た
、

う
れ
し
く
な
っ
て
笑
っ
た
。
…
そ
し
て
、
こ
の
と
き
笑
っ
た
こ
と
を
、

み
ん
な
は
、
い
つ
ま
で
も
、
忘
れ
な
か
っ
た
。」

著
者
は
ト
モ
ヱ
学
園
で
、自
分
を
認
め
て
く
れ
る
教
師
と
出
会
い
、

大
切
な
思
い
出
を
い
く
つ
も
作
っ
た
。
そ
の
出
会
い
と
思
い
出
は
、

今
日
に
至
る
ま
で
著
者
の
生
き
方
を
根
底
に
お
い
て
支
え
て
い
る
。

優
れ
た
教
育
は
人
の
心
の
中
に
生
き
続
け
、
一
生
を
支
え
続
け
る
、

と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。

小
林
宗
作
が
問
い
か
け
て
く
る
も
の

時
代
の
変
化
に
伴
っ
て
、
教
育
の
在
り
方
も
変
わ
っ
て
く
る
。
し

か
し
世
の
中
が
変
わ
っ
て
も
、
教
育
の
原
点
と
し
て
変
わ
り
得
な
い

部
分
も
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
小
林
宗
作
と
ト
モ
ヱ
学
園
を
め
ぐ
る
教

育
史
は
、
子
ど
も
へ
の
深
い
愛
と
信
頼
が
本
当
の
教
育
を
成
り
立
た

せ
る
と
い
う
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
。
自
分
ば
か
り
で
な
く
他
者
の

幸
福
を
も
願
う
心
、
厳
し
い
現
実
に
立
ち
向
か
っ
て
生
き
る
力
は
、

愛
と
信
頼
の
関
係
を
基
盤
と
し
た
教
育
の
経
験
を
通
し
て
培
わ
れ
る

と
い
う
こ
と
を
、著
者
は
そ
の
後
の
生
き
方
に
お
い
て
示
し
て
い
る
。

二
十
一
世
紀
を
迎
え
、
新
し
い
教
育
の
在
り
方
を
め
ぐ
る
議
論
が
交

錯
す
る
中
で
、
一
方
で
は
こ
う
し
た
教
育
の
原
点
へ
の
回
帰
へ
の
視

点
も
失
っ
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
白
梅
学
園
が
継
承
し
た
歴
史
的

遺
産
の
重
要
性
を
自
覚
し
つ
つ
、
更
な
る
発
展
が
期
待
さ
れ
る
。
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