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森
莱
菊
へ

の
ア
プ
ロ
ー
チ

｜
｜
｜
「
甘
い
蜜
の
部
屋
」
を
軸
と
し
て
｜
｜

須

喜

代

次

田

次
の
五
冊
で
あ
る
。

一
九
七
一
ニ
ハ
昭
必
）
年
版
『
出
版
年
鑑
』
ハ
出
版
ニ
ュ
ー
ス
社
）
が
掲
げ
る
「
一
九
七
二
年
度
全
国
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
ズ
」
中
の
ベ
ス
ト

5
は、

1 

有
吉
佐
和
子

田
中
角
栄

司
馬
遼
太
郎

2 3 4 

浜
尾

実

5 

羽
仁

進

上
位
ベ
ス
ト
3
は
、
そ
れ
ぞ
れ
肌
合
い
は
大
分
異
な
る
も
の
の
、

『
放
任
主
義
』

『
悦
惚
の
人
』

『
日
本
列
島
改
造
論
』

『
坂
の
上
の
畳
間
』
＠
＠

『
女
の
子
の
接
け
方
』

四
半
世
紀
を
経
た
現
在
で
も
、
様
々
な
場
面
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
の

あ
る
著
書
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
四
位
に
入
っ
た
浜
尾
実
『
女
の
子
の
襲
け
方
や
さ
し
い
子
供
に
育
て
る
本
』
ハ
光
文
社
〉
は
、
「
昭
和
二

浩
宮
様
、

礼
宮
様
の
御
養
育
係
を
務
め
」
ハ
「
ま
え
が
き
」
〉
た
著
者

十
六
年
か
ら
二
十
年
の
問
、
東
宮
侍
従
の
職
に
あ
っ
て
、
皇
太
子
股
下
、

一
九
九

森
莱
荊
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ



二
O
O

の
手
に
な
る
も
の
で
、
「
女
の
子
の
特
性
を
の
ば
す
賎
け
方
を
提
言
し
た
も
の
」
（
『
出
版
年
鑑
』
解
説
〉
で
あ
る
。

触
れ
る
余
裕
は
な
い
が
、
「
競
け
に
は
権
威
が
必
要
で
あ
る
」
、

今

そ
の
内
容
に
詳
し
く

「
母
親
は
娘
の
前
で
は
ど
ん
な
場
合
で
も
夫
を
た
て
よ
」
、

「
女
の
子
に
は
は
じ

ら
い
を
教
え
よ
」
、
「
男
女
は
同
権
だ
が
同
質
で
は
な
い
こ
と
を
教
え
よ
」
、
「
貞
節
と
い
う
こ
と
を
教
え
よ
」
と
い
っ
た
全
百
章
の
章
題
の
う
ち

の
い
く
つ
か
を
ア
ト
ラ
ン
ダ
ム
に
あ
げ
て
み
る
こ
と
だ
け
で
も
、
そ
の
内
容
の
大
ま
か
は
把
握
で
き
よ
う
。

・
私
は
今
ま
で
も
た
び
た
び
、
娘
が
父
的
な
も
の
か
ら
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
男
性
中
心
の
価
値
観
を
刷
り
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
強

調
し
て
き
た
。
こ
れ
も
教
育
の
一
つ
の
か
た
ち
で
あ
る
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
教
育
は
男
性
、
女
性
を
間
わ
ず
す
べ
て
の
人
聞
に
施
さ

れ
る
も
の
だ
が
、
と
く
に
女
性
の
場
合
は
、

は
っ
き
り
い
っ
て
社
会
の
都
合
に
沿
っ
た
女
性
を
作
り
上
げ
る
作
業
が
中
心
と
な
っ
て
い
た

の
だ
。

－
女
へ
の
教
育
が
、
「
男
を
立
て
て
自
分
を
下
げ
る
」
と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト
を
含
ん
で
い
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
。
女
訓
書
を
手
に
し
た
娘

た
ち
は
、
男
た
ち
を
、
あ
る
い
は
男
性
社
会
の
枠
組
み
を
骨
肉
化
し
た
女
た
ち
を
通
じ
て
、
「
男
社
会
に
と
っ
て
理
想
的
な
女
」
へ
と
育

て
あ
げ
ら
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

と
は
、
中
世
の
女
訓
書
に
関
し
た
田
中
貴
子
の
発
言
（
『
日
本
フ
ァ
ザ
コ
ン
文
学
史
』
〈
紀
伊
国
屋
書
店
〉
〉
だ
が
、

そ
れ
は
時
を
隔
て
て
一
九
七

0
年
代
の
言
説
に
も
通
底
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

一
方
、
そ
れ
に
対
し
て
五
位
に
ラ
ン
ク
さ
れ
た
羽
仁
進
『
放
任
主
義
一
人
で
生
き
る
人
間
と
は
』
（
光
文
社
）
は
、
題
名
だ
け
か
ら
す
る

と
、
〈
膜
け
〉
と
〈
放
任
〉
と
い
う
こ
と
で
浜
尾
著
書
と
は
逆
の
ベ
ク
ト
ル
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
の
だ
が
、
中
身
を
播
い
て
み
る

と
、
「
女
は
化
粧
を
す
る
と
醜
く
な
る
」
、
「
「
飲
む
、
打
つ
、
買
う
」
は
、
男
の
跳
び
台
で
あ
る
」
、
「
結
婚
は
女
の
義
務
で
は
な
い
」
と
い
っ
た

章
題
が
並
ん
で
お
り
、
「
放
任
」
を
主
張
す
る
根
源
に
は
、
浜
尾
著
書
と
同
様
な
規
範
が
透
か
し
見
え
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

同
六
位
に
掲
げ
ら
れ
た
高
野
悦
子
『
二
十
歳
の
原
点
』
〈
新
潮
社
）

す
な
わ
ち
、
こ
の
前
年
・
一
九
七
一
年
五
月
に
刊
行
さ
れ
七
一
年
度
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
ズ
第
二
位
を
占
め
、
こ
の
年
も
羽
仁
進
著
書
に
続
い
て

「
私
」
に
つ
い
て
、
藤
井
淑
枝
が
「
従
う
か
、
あ
え
て
背
く
か
の
ち
、
が

の



い
は
あ
っ
て
も
、
依
然
と
し
て
私
が
規
範
に
深
い
と
こ
ろ
で
囚
わ
れ
て
い
た
可
能
性
は
相
当
に
高
い
と
み
な
く
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
」
ハ
傍
点

原
文
『
純
愛
の
精
神
誌
i
昭
和
三
十
年
代
の
青
春
を
読
む
｜
』
〈
新
潮
社
〉
）
と
的
確
に
指
摘
し
て
い
た
こ
と
を
、
わ
た
く
し
は
こ
こ
で
思
い
起
こ
し
て

お
き
た
い
の
だ
。
「
結
婚
は
女
の
義
務
で
は
な
い
」
〈
け
っ
し
て
「
男
の
義
務
で
は
な
い
」
と
は
な
ら
な
い
）
と
い
う
声
高
な
主
張
の
裏
側
に
、

こ
う
し
た
発
言
を
も
縛
っ
て
い
る
当
代
の
規
範
の
根
強
さ
を
見
て
お
い
て
い
い
。

し
か
る
に
こ
う
し
た
時
代
に
向
け
て
、
森
莱
荊
は
「
道
徳
の
匂
ひ
を
さ
せ
て
ゐ
る
も
の
を
、

モ
イ
ラ
は
す
べ
て
嫌
悪
し
た
。

一
切
の
現
実
社
会
の
規
範
と
は
無
縁
の
少
女

八
道
徳
〉
と
書

い
た
旗
を
お
し
立
て
て
迫
っ
て
く
る
も
の
を
み
る
と
、
反
射
的
に
嫌
悪
が
走
る
の
だ
」
と
い
う
、

を
主
人
公
と
す
る
物
語
を
ひ
た
す
ら
描
き
続
け
て
い
た
の
だ
っ
た
。
こ
の
年
（
一
九
七
二
）
四
月
、
『
新
潮
』
誌
上
に
発
表
さ
れ
た
そ
れ
は
、

現
行
「
甘
い
蜜
の
部
屋
」
で
は
第
三
部
に
あ
た
る
「
再
び
甘
い
蜜
の
部
屋
へ
」
と
題
さ
れ
た
も
の
だ
。
そ
れ
は
「
甘
い
蜜
の
歓
び
」
（
『
新
潮
』

v
・
2
）
以
来
五
年
ぶ
り
の
続
編
に
当
た
る
も
の
で
あ
り
、
物
語
は
そ
の
完
結
に
向
け
て
再
び
動
き
出
し
た
の
で
あ
る
。

II 
九
年
前
の
或
午
後
倉
運
荘
の
ぺ

v
ド
に
こ
し
か
け
て
ゐ
る
と
、

ふ
い
に
、
天
か
ら
降
っ
た
や
う
に
「
モ
イ
ラ
」
と
出
て
来
て
、
こ
の
名

は
可
哀
く
て
魔
が
あ
っ
て
こ
わ
い
女
の
子
に
い
い
と
思
っ
た
・
：
（
傍
点
原
文
、

1
・
3
・
目
、
小
島
喜
久
江
宛
書
簡
。
小
島
千
加
子
編
『
ぼ
や
き

あ
る
編
集
者
へ
の
手
紙
』
〈
筑
摩
書
一
房
〉
所
収
。
以
下
莱
箱
書
簡
の
引
用
は
全
て
同
書
に
よ
る
。
）

と
後
に
莱
荊
は
書
い
て
い
る
が
、
牟
礼
藻
羅
と
名
付
け
ら
れ
た
少
女
が
、
彼
女
の
中
に
匹
胎
し
た
の
は
、
こ
の
九
百
五
十
枚
に
も
及
ぶ
長
篇

小
説
の
最
初
の
部
分
が
『
新
潮
』
誌
上
に
掲
載
さ
れ
る
前
年
の
、
一
九
六
四
（
昭
却
）
年
六
月
ご
ろ
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
同
年
七
月
一
日
付
の

小
島
宛
書
簡
に
初
め
て
藩
羅
の
名
前
が
登
場
す
る
。

と
怒
り
の
マ
リ
ア

小
説
は
小
島
さ
ん
の
仰
言
っ
た
「
記
憶
の
書
物
」
（
結
婚
よ
り
離
婚
ま
で
の
暗
い
小
説
〉
の
叫
刈
劃
版
で
も
あ
り
、
藻
羅
と
い
ふ
女
の

森
来
初
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ

二
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二

子
の
世
に
生
き
て
来
た
話
で
も
あ
っ
て
、
も
し
万
一
う
ま
く
ゆ
け
ば
「
ぜ
い
た
く
｜
｜
」
の
内
面
で
も
あ
り
、
永
遠
に
智
能
の
一
部
が
少

女
で
、

一
部
異
常
に
発
達
し
た
、

ガ
ラ
ス
の
へ
や
を
心
の
中
に
も
つ
空
莫
の
女
の
子
の
一
生
で
も
あ
る
や
う
に
な
る
か
と
思
ふ
の
で
す
が

（
傍
線
原
文
〉

こ
の
時
点
で
、
以
後
完
結
ま
で
に
十
年
を
要
し
た
長
篇
小
説
の
枠
組
み
は
出
来
上
が
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
言
っ
て
い
い
。
別
の
言
い
方
を

す
れ
ば
、
小
説
は
こ
こ
で
敷
か
れ
た
路
線
を
踏
み
外
す
こ
と
な
く
書
き
継
が
れ
た
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
「
部
分
的
に
は
非
常
に
面
白
い
所

が
あ
る
け
れ
ど
も
、
全
編
を
通
じ
て
単
調
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
免
か
れ
な
い
」
と
さ
れ
「
や
は
り
繰
返
し
の
退
屈
さ
と
い
う
も
の
は
非
常
に

味
わ
い
ま
し
た
」
と
い
う
批
判
（
「
読
書
鼎
談
」
『
文
芸
』
市
・
ロ
。
前
者
遠
藤
周
作
、
後
者
後
藤
明
正
の
発
言
）
が
寄
せ
ら
れ
る
所
以
だ
。
と

ま
れ
翌
一
九
六
五
（
昭
却
）
年
四
月
脱
稿
の
運
び
と
な
っ
た
こ
の
作
品
は
、
二
百
六
十
枚
と
い
う
予
想
外
の
長
さ
に
な
っ
た
た
め
に
二
月
に
一
旦

っ
て
分
載
さ
九
引
と
い
う
形
を
取
っ
て
、
同
年
六
月
・
七
月
の
『
新
潮
』
に
登
場
し
た
の
だ
っ
た
。
そ
し
て
以
後
次
の
よ
う
な
経
緯
を
辿
っ
て

完
結
に
導
か
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
著
者
満
六
十
二
歳
か
ら
七
十
二
歳
に
至
る
十
年
間
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

「
甘
い
蜜
の
部
屋
」

ハ
現
行
い
第
一
部
）

※ 
第

四
一谷一
九崎九
六潤六
七一五
（郎ハ
昭賞昭
42 ~炭~40
）補三〉

年作年
一 ロ ー ム
一一日日 ノ、
月 0 • 

0 七

月

『
新
潮
』

『
新
潮
』

「
甘
い
蜜
の
歓
び
」

（
現
行
一
第
二
部
）

「
再
び
甘
い
蜜
の
部
屋
へ
」

（
現
行
い
第
三
部
）

『
新
潮
』

一
九
七
二
（
昭
訂
）
年
四
月
。

「
甘
い
蜜

l
「
甘
い
蜜
の
部
屋
」
完
結
編

l
」

（
現
行
口
第
一
二
部
〉

『
新
潮
』

一
九
七
五
（
昭
印
〉
年
三
月
。

単
行
本
『
甘
い
蜜
の
部
屋
』

一
九
七
五
（
昭
印
〉
年
八
月
新
潮
社
よ
り
上
梓
。

※
第
三
回
泉
鏡
花
文
学
賞
受
賞
。

「
『
甘
い
蜜
の
部
屋
』
は
、
作
家
森
来
利
が
還
暦
を
す
ぎ
て
か
ら
十
年
、
が
か
り
で
書
き
上
げ
た
、
文
字
通
り
ラ
イ
フ
・
ワ

l
ク
と
も
い
う
べ



き
一
大
長
篇
小
説
で
あ
る
」
と
い
う
矢
川
澄
子
の
言
（
「
「
蜜
の
文
学
」
の
成
立
」
、
筑
摩
文
庫
版
『
甘
い
蜜
の
部
屋
』
所
収
）
や
、
「
私
は
ま

だ
、
こ
れ
が
私
の
小
説
で
あ
る
と
言
え
る
小
説
は
、
今
書
い
て
ゐ
る
「
甘
い
蜜
の
部
屋
」
だ
け
」
（
「
与
謝
野
晶
子
」
『
婦
人
公
論
』
百
・

3
）
、
あ

る
い
は
「
今
、
八
年
も
九
年
も
か
か
っ
て
、
う
ん
f
I、
苦
し
ん
で
ゐ
る
小
説
だ
け
は
、
小
説
と
い
ふ
名
を
つ
け
て
も
、
を
か
し
く
な
い
と
思
っ

て
ゐ
る
」
（
「
文
学
と
は
な
ん
だ
ら
う
」
『
群
像
』

1
・
1
〉
と
い
う
莱
利
自
身
の
発
言
を
鑑
み
て
も
、

先
の
よ
う
な
批
判
は
あ
る
も
の
の
、

著
者
最

後
の
長
編
小
説
と
な
っ
た
本
作
品
は
、

ま
さ
に
自
他
共
に
認
め
る
、
作
家
森
莱
荊
の
集
大
成
、
そ
の
代
表
作
た
る
位
置
を
占
め
て
い
る
と
言
つ

て
い
い
だ
ろ
う
。

父
林
太
郎
に
溺
愛
さ
れ
た
記
憶
を
臆
面
も
な
く
語
る
傍
ら
で
、
小
説
家
鴎
外
に
関
し
て
は
「
本
当
の
（
玄
人
の
〉
小
説
家
」
で
は
な
い
（
「
父

の
翻
訳
」
『
本
の
手
帖
』
山
田
・
7
）
と
言
い
、
そ
の
「
小
説
は
理
論
や
主
題
の
骨
が
整
っ
た
と
こ
ろ
に
薄
い
光
の
よ
う
な
（
文
章
や
字
づ
か
い
か
ら

私
に
は
好
き
に
な
れ
な
い
し
、
偉
い
小
説
家
だ
と
は
思
わ
な
い
」
（
「
楽
し
い

く
る
〉
美
を
お
び
て
い
る
と
こ
ろ
は
き
れ
い
だ
が
詰
ら
な
く
て
、

場
所
に
い
た
父
」
初
出
未
詳
）
と
言
い
切
る
森
来
荊
。

父
鴎
外
と
は
別
個
の
、
そ
の
独
特
の
文
学
世
界
の
あ
り
ょ
う
を
、

以
下
本
稿
で
は
「
甘
い

蜜
の
部
屋
」
を
足
が
か
り
に
見
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

mu 

そ
の
「
甘
い
蜜
の
部
屋
」
の
世
界
に
分
け
入
る
に
際
し
、

わ
た
く
し
は
今
回
、
幸
田
文
の
「
き
も
の
」
と
い
う
作
品
を
合
わ
せ
鏡
と
し
て
置

く
こ
と
か
ら
始
め
て
み
た
い
。

最
近
来
新
と
文
を
対
照
し
て
、
主
と
し
て
そ
の
娘
時
代
を
そ
れ
ぞ
れ
の
父
親
と
の
関
係
を
軸
に
描
い
た
試
み

『
明
治
人
も
の
が
た
り
』
〈
岩
波
書
店
〉
所
収
）
も
出
さ
れ
た
が
二
九

O
三
（
明
部
〉
年
一
月
七
日
に
生
ま
れ
一
九
八
七
ハ
昭
臼
）
年
六
月
六
日
八

（
森
田
誠
五
日
「
マ
リ
と
あ
や
」

十
四
歳
で
亡
く
な
っ
た
来
刺
に
対
し
、

一
九

O
四
（
明
訂
）
年
九
月
一
日
に
生
ま
れ
一
九
九

O
（平
2
）
年
十
月
三
十
一
日
に
八
十
六
歳
で
亡

森
莱
剥
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ

。
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く
な
っ
た
文
は
、

一
歳
違
い
の
、
同
時
代
を
生
き
た
作
家
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

そ
の
文
の
、
こ
れ
も
著
者
最
後
の
長
篇
小
説
と
な
っ
た
「
き
も
の
一
、
そ
の
『
新
潮
』
誌
上
に
お
け
る
連
載
開
始
が
、
奇
し
く
も
「
甘
い
蜜

の
部
屋
」
の
冒
頭
部
分
が
掲
載
さ
れ
た
の
と
同
じ
一
九
六
五
（
昭
却
〉
年
六
月
号
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
以
後
「
き
も
の
」
は
六
八
（
昭
幻
）
年

八
月
ま
で
途
中
二
回
の
休
載
を
含
み
な
が
ら
も
全
二
十
七
回
に
亘
っ
て
連
載
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
い
わ
ば
両
作
品
は
同
時
代
文
学
で

あ
っ
た
こ
と
に
な
る
は
ず
な
の
だ
。
さ
ら
に
内
容
的
に
一
一
一
口
つ
で
も
、
「
甘
い
蜜
の
部
屋
」
が
六
歳
か
ら
十
七
歳
ま
で
の
牟
礼
藻
羅
を
描
い
た
も

の
で
あ
る
の
に
対
し
、
「
き
も
の
」
は
や
は
り
西
垣
る
つ
子
と
い
う
女
性
の
、
小
学
校
時
代
か
ら
女
学
校
を
経
て
結
婚
に
至
る
〈
女
の
半
生
〉

（

4
）
 

を
描
い
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
加
え
て
莱
荊
は
こ
の
文
作
品
を
意
識
し
て
い
た
（
影
響
関
係
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
が
）
痕
跡
も
窺
え
る
。

「
き
も
の
」
を
合
わ
せ
鏡
に
し
「
甘
い
蜜
の
部
屋
」
の
特
色
を
覗
い
て
み
よ
う
と
す
る
所
以
で
あ
る
。

一
九
九
八
年
五
月
三
十
日
、
大
妻
女
子
大
学
国
文
学
会
総
会
に
お
け
る
講
演
会
に
お
い
て
、
講
師
と
な
っ
た
青
木
玉
は
、
母
文

の
こ
の
作
品
に
触
れ
、
そ
の
自
伝
的
要
素
の
色
濃
い
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、
そ
れ
は
「
き
も
の
」
の
主
人
公
西
垣
る
つ
子
の
次
の
よ
う
な
設
定

に
も
顕
著
に
現
れ
て
い
る
。

－
戦
争
の
時
に
生
ま
れ
た
子
だ
か
ら
、
気
が
き
っ
く
て
こ
ま
る
、
と
い
う
の
が
何
彼
に
つ
け
て
い
つ
も
る
つ
子
へ
い
わ
れ
る
極
ま
り
文
句

と
こ
ろ
で
、

だ
っ
た
。

・
学
級
は
一
級
み
な
明
治
三
十
七
年
生
ま
れ
、
そ
ろ
っ
て
日
露
戦
争
の
子
だ
っ
た
が
、
．

る
つ
子
は
、
文
と
同
じ
明
治
三
十
七
年
生
ま
れ
と
い
う
、
著
者
と
等
身
大
の
人
物
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
る
つ
子
は
文
が
生

き
た
現
実
の
時
空
を
、
物
語
の
中
で
生
き
直
し
て
い
る
の
だ
。
し
か
る
に
「
《
モ
イ
ラ
V

は
A
私
V

で
あ
る
」
（
「
九
年
目
の
あ
て
外
れ
と
歓
び
」

『
波
』
m
Y
4
）
と
言
っ
て
樺
ら
な
い
莱
荊
は
、
「
《
モ
イ
ラ
》
」
を
自
身
よ
り
は
十
歳
ほ
ど
年
下
の
大
正
初
年
の
生
ま
れ
に
設
定
し
た
。

－
モ
イ
ラ
は
大
正
初
年
の
十
二
月
の
、
ご
く
寒
い
日
に
生
ま
れ
た
。

－
だ
が
な
ん
と
い
っ
て
も
、

モ
イ
ラ
は
こ
の
十
二
月
二
日
で
満
六
歳
に
な
っ
た
ば
か
り
の
、
幼
い
娘
で
あ
る
。



こ
の
そ
イ
ラ
を
大
正
生
ま
れ
に
設
定
し
た
こ
と
に
関
し
て
は
、
莱
布
は
意
識
的
だ
っ
た
よ
う
で
、
現
行
第
一
部
発
表
後
続
編
に
取
り
か
か
る

う
と
い
う
彼
女
に
次
の
よ
う
な
発
言
が
残
っ
て
い
る
。

書
き
出
し
は
も
う
き
ま
っ
て
ゐ
て
、
（
昭
和
三
年
十
二
月
二
日
、

モ
イ
ラ
は
十
六
に
な
っ
た
。
〉
で
い
い
の
で
す
。
（
こ
の
前
の
時
に
は
モ

イ
ラ
が
大
正
九
年
生
れ
と
し
た
の
で
現
在
が
姐
な
の
で
現
在
叫
に
な
っ
た
モ
イ
ラ
も
思
考
力
な
ん
で
も
の
は
な
い
と
い
ふ
と
こ
ろ
が
あ
り

ま
し
た
が
、
大
正
二
年
生
れ
に
こ
ん
ど
か
へ
ま
し
た
。
（
略
）
モ
イ
ラ
の
一
三
歳
ま
で
が
完
全
に
大
正
で
な
い
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
か
へ
る

こ
の
、 ア

レ
キ
サ
ン
ド
ル
も
船
だ
し
、
ム
ウ
ド
な
ぞ
も
、
都
合
が
わ
る
い
の
で
す
（
傍
線
原
文
、
百
・

8
・
2
、
小
島
喜
久
江
宛
書
簡
）
。

モ
イ
ラ
大
正
二
年
十
二
月
二
日
生
ま
れ
と
い
う
明
確
な
誕
生
日
の
設
定
は
構
想
段
階
で
消
滅
し
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
、
現
行
作
品
に

お
い
て
は
先
に
見
た
よ
う
に
「
大
正
初
年
生
ま
れ
」
と
い
う
や
や
暖
昧
な
そ
れ
の
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
の
だ
が
、

こ
こ
で
土
木
荊
が
モ
イ
ラ
の
生

き
る
時
空
と
し
て
〈
大
正
〉
と
い
う
時
空
を
意
識
的
に
選
び
取
っ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
時
空
を
選
ん
だ
理
由
と
し
て
「
ム
ウ
ド
」
と
い

う
こ
と
を
述
べ
て
い
る
点
に
わ
た
く
し
は
注
意
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
他
で
も
な
い
。
彼
女
の
選
び
取
っ
た
〈
大
正
〉
と
い
う
時
空
間
が
、

一
九
一
一
一
年
か
ら
一
九
二
六
年
に
至
る
現
実
の
時
を
刻
む
時
空
間
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、

い
わ
ば
ム
ウ
ド
と
し
て
の
大
正
で
あ
っ
た
と
い
う

点
を
押
さ
え
て
お
き
た
い
か
ら
で
あ
る
。
さ
れ
ば
こ
そ
、
次
の
よ
う
な
批
評
は
当
然
こ
の
作
品
に
寄
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

主
人
公
も
大
正
何
年
に
生
ま
れ
た
と
は
書
い
て
な
い
、
大
正
初
年
と
し
て
あ
る
わ
け
で
す
ね
。
大
正
初
年
と
い
う
と
、
私
な
ん
か
は
米

騒
動
を
思
い
出
す
し
、

シ
ベ
リ
ア
出
兵
を
思
い
出
す
わ
け
で
す
。
そ
し
て
ま
た
軍
医
と
い
う
活
字
が
二
度
ほ
ど
出
て
ま
す
ね
。
す
る
と
、

フ
y

と
そ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
を
、
考
え
な
が
ら
読
ん
で
い
く
ん
で
す
け
れ
ど
も
ね
。
そ
う
い
う
も
の
が
だ
ん
だ
ん
入
っ
て
こ
な
く
て
い

い
よ
う
に
な
っ
て
き
て
、
納
得
さ
せ
ら
れ
て
い
っ
て
こ
の
作
者
の
誘
い
に
の
る
わ
け
で
す
。
（
前
掲
「
読
書
鼎
談
」
中
の
水
上
勉
の
発
言
）

文
と
等
身
大
の
る
つ
子
が
そ
の
成
長
と
と
も
に
必
然
的
に
大
正
と
い
う
時
空
間
を
生
き
抜
い
て
い
っ
た
の
と
は
異
な
り
、
意
図
的
に
大
正
と

い
う
時
代
の
始
ま
り
と
と
も
に
生
を
受
け
た
と
設
定
さ
れ
た
モ
イ
ラ
は
、

し
か
し
大
正
の
現
実
空
間
の
事
象
を
反
映
す
る
こ
と
の
な
い
空
間
を

生
き
て
い
く
と
い
う
、
奇
妙
な
現
象
が
本
作
品
の
特
色
な
の
で
あ
る
。
「
米
騒
動
」
や
「
シ
ベ
リ
ア
出
兵
」
だ
け
で
は
な
い
。
「
き
も
の
」
に
お

森
来
荊
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ

二
O
五
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い
て
は
、
作
品
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
の
一
つ
と
な
っ
て
い
て
、
そ
の
る
つ
子
と
同
様
東
京
に
住
む
モ
イ
ラ
も
当
然
経
験
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
は
ず
の
、
あ
の
関
東
大
震
災
の
災
禍
す
ら
こ
の
作
品
に
は
微
塵
も
影
を
落
と
し
て
は
い
な
い
の
だ
。
繰
り
返
せ
ば
、
彼
女
に
必
要
だ
っ
た

の
は
、
そ
う
し
た
現
実
の
諸
現
象
で
は
な
く
、
「
ム
ウ
ド
」
と
し
て
の
大
正
だ
っ
た
。
し
か
も

そ
う
し
て
大
日
本
の
ミ
ミ
ッ
チ
イ
現
実
の
町
を
、
さ
う
で
な
く
す
る
、
魔
術
も
し
っ
て
ま
す
。
こ
れ
は
絶
対
ひ
み
つ
で
す
が
大
正
時
代

の
私
た
ち
（
山
田
や
森
の
父
や
）
の
イ
ン
テ
リ
の
人
々
の
生
活
が
、
目
白
や
本
郷
や
西
方
町
な
ぞ
で
（
略
）
行
は
れ
た
こ
ろ
の
、

ハ
イ
カ

ラ
さ
は
大
変
な
も
の
で
、
（
略
〉
帝
国
ホ
テ
ル
で
外
国
人
と
踊
っ
て
金
色
の
毛
の
子
供
が
出
来
て
し
ま
っ
た
（
す
ご
く
頭
の
い
い

0
0
0

と
い
ふ
人
）
の
夫
人
な
ぞ
も
、
今
ご
ろ
の
外
国
商
社
の
ヘ
ッ
ポ
コ
外
人
と
ビ
ジ
ネ
ス
ラ
イ
ク
に
同
等
に
つ
き
合
っ
て
る
の
が
じ
ま
ん
の
、

チ
ン
ピ
ラ
清
潔
エ
セ
令
嬢
な
ぞ
と
は
全
く
ち
が
っ
て
、
外
国
人
が
馬
か
に
し
な
い
で
相
手
に
し
た
女
だ
っ
た
の
で
す
。

、、川口．、
4
J

・0
n
u

、
し
い

〆，一

4
・

可

A

，r司

島
喜
久
江
宛
書
簡
）

と
い
う
莱
荊
の
早
い
時
期
の
発
言
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
彼
女
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
大
正
と
い
う
時
空
間
は
、
明
確
に
「
大
日
本
の
ミ
ミ
ッ

チ
イ
現
実
の
町
」
に
対
置
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
一
吉
う
こ
と
が
で
き
る
は
ず
だ
。
だ
か
ら
こ
の
場
合
現
実
の
大
正
と
い
う
時
空
聞
が
ど
う
い

う
ム
ウ
ド
を
も
っ
て
い
た
の
か
を
問
う
こ
と
は
意
味
が
な
い
。
あ
く
ま
で
来
初
の
内
に
あ
る
、
そ
う
言
っ
て
よ
け
れ
ば
大
変
わ
が
ま
ま
な
イ
メ

ー
ジ
に
基
づ
く
大
正
と
い
う
時
代
の
ム
ウ
ド
な
の
だ
。
「
源
氏
物
語
が
訳
さ
れ
た
り
読
ま
れ
た
り
す
る
の
に
似
合
っ
た
雰
囲
気
は
、
大
正
か
、

せ
い
ぜ
い
昭
和
の
初
め
が
限
度
だ
っ
た
よ
う
な
気
が
す
る
」
（
「
与
謝
野
品
子
」
『
婦
人
公
論
』

1
・
3
）
と
把
握
す
る
大
正
、
そ
れ
こ
そ
が
莱
荊
に

ロ

マ

ン

ア

ト

モ

ス

フ

ェ

ア

と
っ
て
、
「
ミ
ミ
ッ
チ
イ
現
実
」
に
対
峠
す
る
も
の
と
し
て
彼
女
の
物
語
を
展
開
す
る
に
足
る
気
配
・
雰
囲
気
と
し
て
、
必
要
だ
っ
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
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こ
こ
で
「
ミ
ミ
y

チ
イ
現
実
」
に
対
す
る
莱
荊
の
嫌
悪
の
一
端
を
見
て
お
こ
う
。

要
す
る
に
、
浅
草
族
は
東
京
つ
子
で
あ
り
、
世
田
谷
族
は
田
舎
者
な
の
だ
。
彼
ら
は
世
田
谷
、
阿
佐
谷
、
杉
並
、
等
々
の
（
も
と
市

外
〉
に
、
あ
た
か
も
天
に
満
ち
、
地
に
満
て
る
が
如
く
に
充
満
し
て
ゐ
て
、

マ
リ
ア
を
無
言
の
裡
に
圧
迫
し
て
ゐ
る
。

マ
リ
ア
が
（
も
と

令
嬢
）
で
あ
る
こ
と
を
瞬
間
に
嘆
ぎ
つ
け
、
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
を
裏
返
し
た
軽
蔑
で
向
っ
て
く
る
。

べ
で
は
る
か
に
上
位
に
置
か
れ
る
べ
き
種
族
で
あ
る
。
何
故
な
ら
彼
ら
犬
た
ち
、
猫
た
ち
は
子
供
の
や
う
に
（
も
と
市
外
〉
の
庶
民
に
屈

服
し
よ
う
と
せ
ず
、
新
鮮
な
感
覚
生
活
と
、
純
粋
と
の
名
に
お
い
て
、
永
遠
に
か
れ
ら
賎
民
を
凌
駕
し
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。
（
「
気
違
ひ

マ
リ
ア
」
『
群
像
』
川
町
・
ロ
〉

（
略
）
犬
、
猫
の
類
は
か
れ
ら
に
比

も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
「
気
違
ひ
」

マ
リ
ア
の
発
言
で
あ
る
。
そ
う
し
た
バ
イ
ア
ス
が
掛
け
ら
れ
た
言
で
あ
る
こ
と
は
十
分
に
踏
ま
え
て
お
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
が
、
し
か
し
、
ま
さ
に
こ
の
一
節
を
冒
頭
に
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
磯
田
光
一
が
、
発
表
後
二
十
年
を
経
た
現
在
に
お
い

て
も
卓
抜
な
東
京
論
と
し
て
柳
か
も
そ
の
価
値
を
失
っ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
『
思
想
と
し
て
の
東
京
近
代
文
学
史
論
ノ
l
ト
』
（
国
文
社
）

を
書
き
起
こ
し
て
い
た
こ
と
は
、

や
は
り
思
い
起
こ
し
て
お
く
べ
き
こ
と
だ
ろ
う
。

－
東
京
の
あ
り
方
に
対
す
る
森
莱
荊
の
こ
の
感
じ
方
が
、
極
端
な
誇
張
と
査
曲
と
を
伴
っ
て
い
る
と
し
て
も
、
近
代
百
年
の
東
京
の
帰
結

に
つ
い
て
考
え
る
と
き
、
私
は
森
葉
荊
の
右
の
考
え
方
に
も
半
面
の
真
理
が
含
ま
れ
て
い
る
と
思
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

・
こ
こ
で
昭
和
の
東
京
が
西
側
に
膨
張
し
な
が
ら
近
代
化
を
達
成
し
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
新
上
京
者
と
し
て
日
本
近
代
化
の
指
導
層
に

な
っ
た
地
方
人
は
、
主
と
し
て
世
田
谷
、
杉
並
方
面
に
居
を
構
え
、
森
莱
荊
の
い
う
H

浅
草
族
u
を
工
業
地
区
の
う
ち
に
封
じ
込
め
る
こ

と
に
よ
っ
て
近
代
化
を
達
成
し
た
の
で
あ
る
。

森
莱
荊
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ

二
O
七
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磯
田
言
う
と
こ
ろ
の
「
昭
和
の
東
京
」
、
こ
う
し
て
達
成
さ
れ
た
日
本
近
代
化
の
あ
り
方
へ
、
ど
う
や
ら
来
荊
の
反
接
は
向
け
ら
れ
て
い
る

ょ
う
だ
。
「
私
た
ち
の
「
日
本
」
が
無
い
や
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
あ
の
戦
争
」
（
「
父
と
母
の
死
、
そ
の
周
囲
」
『
父
の
帽
子
』
〈
筑
摩
書
房
〉
所
収
）

と
書
く
莱
荊
の
発
言
は
、
昭
和
の
戦
争
の
日
夕
を
経
て
も
た
ら
さ
れ
た
現
実
を
「
ミ
ミ
ッ
チ
イ
」
と
す
る
、
強
烈
な
嫌
悪
感
に
支
え
ら
れ
て
い

る
。
そ
れ
は
戦
後
猛
烈
な
勢
い
で
浸
透
し
て
き
た
ア
メ
リ
カ
文
化
に
対
す
る
反
援
と
も
お
そ
ら
く
重
な
る
も
の
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
思
え

ば
、
津
島
佑
子
が
「
火
の
山

l
山
猿
記
」
に
お
い
て
登
場
人
物
の
一
人
に
語
ら
せ
て
い
た
よ
う
に
、
「
太
平
洋
戦
争
で
日
本
が
負
け
て
か
ら
ほ

ぽ
二
十
年
経
つ
ま
で
は
、

ア
メ
リ
カ
と
い
う
国
は
日
本
の
私
た
ち
か
ら
見
る
と
、
文
字
通
り
、
夢
の
世
界
」
で
あ
っ
た
は
ず
だ
。
し
か
し
少
な

く
と
も
莱
荊
だ
け
は
、
そ
こ
に
夢
の
世
界
を
見
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

こ
こ
で
「
時
評
に
は
、
司
祭
の
役
割
が
み
と
め
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
御
眼
鏡
に
か
な
う
の
は
む
つ
か
し
い
が
、
資
格
審
査
に
合
格
す
れ
ば
、

世
は
こ
ぞ
っ
て
免
許
皆
伝
を
認
可
し
た
」
（
谷
沢
永
一
『
回
想
開
高
健
』
〈
新
潮
社
〉
〉
と
さ
れ
る
ほ
ど
、
時
評
に
「
権
威
と
引
力
」
が
あ
っ
た
時

代
の
文
芸
時
評
家
の
一
人
平
野
謙
が
、
来
荊
の
小
説
に
お
い
て
初
め
て
そ
の
価
値
を
認
め
一
ツ
ボ
y
チ
チ
ェ
リ
の
扉
」
〈
『
群
像
』
川
町
・
る
と
い

う
作
品
を
思
い
合
わ
せ
て
お
き
た
い
。
平
野
は
こ
の
作
品
の
成
功
の
要
因
を
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
た
の
だ
っ
た
。

磨
滅
す
る
こ
と
の
な
い
作
者
独
自
の
審
美
主
義
を
、
花
の
よ
う
な
十
八
娘
の
恋
愛
に
う
ま
く
仮
託
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
が
、
こ
の
作

の
成
功
し
た
ゆ
え
ん
だ
ろ
う
。
精
薄
児
扱
い
さ
れ
て
い
る
二
男
坊
を
は
じ
め
と
し
て
、
お
な
じ
く
間
借
り
し
て
い
る
パ
ン
パ
ン
嬢
と
そ
こ

に
通
っ
て
く
る

G
ー
な
ど
す
べ
て
負
の
コ
ン
プ
レ
y

ク
ス
を
せ
お
っ
て
い
る
人
物
配
置
の
な
か
に
、
た
だ
ひ
と
り
正
の
十
八
娘
に
焦
点
を

あ
て
た
の
だ
が
、
作
者
の
審
美
的
志
向
を
う
ま
く
生
か
し
た
の
で
あ
る
。
（
「
今
月
の
小
説
（
下
〉
」
『
毎
日
新
聞
』

W
－

u
－

m〉

こ
の
作
者
独
自
の
審
美
主
義
を
仮
託
さ
れ
た
、
後
の
モ
イ
ラ
の
系
譜
に
確
実
に
繋
が
っ
て
い
く
花
の
よ
う
な
十
八
娘
・
田
窪
麻
矢
を
、
婚
約

者
と
の
ド
ラ
イ
ブ
と
い
う
幸
福
の
絶
頂
の
さ
な
か
、
彼
女
に
横
恋
慕
し
た
パ
サ
デ
ナ
と
い
う
G
I
の
運
転
す
る
車
に
激
突
さ
れ
て
事
故
死
す
る

と
い
う
運
命
に
、
莱
荊
は
導
い
て
い
る
。
そ
れ
こ
そ
は
戦
後
の
現
実
の
中
で
は
、
麻
矢
的
な
存
在
が
も
は
や
生
き
え
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
た

の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
特
に
彼
女
が
戦
後
ハ
物
語
の
中
で
麻
矢
が
事
故
死
す
る
の
は
昭
和
二
十
五
年
）
と
い
う
時
間
の
中
で
、

一
ア
メ
リ



カ
兵
の
無
謀
な
振
る
舞
い
に
よ
っ
て
死
に
至
っ
て
し
ま
う
と
い
う
設
定
に
は
、
「
私
た
ち
の
「
日
本
」
」
を
喪
わ
し
め
た
戦
後
状
況
に
対
す
る
彼

女
の
認
識
が
窺
え
る
は
ず
だ
。

さ
ら
に
、
そ
れ
は
「
現
代
の
オ
ト
コ
ノ
コ

（
略
〉
が
少
数
の
例
外
を
除
い
て
い
か
さ
な
い
の
は
（
粋
）
の
歴
史
が
断
た
れ
た
か
ら
で
あ
る
」

と
し
て
一
九
六

0
年
代
全
盛
を
極
め
た
ア
イ
ピ

l
ル
ッ
ク
（
輸
入
さ
れ
た
ア
メ
リ
カ
文
化
の
一
つ
の
現
れ
で
は
あ
ろ
う
）
の
代
名
詞
と
も
言
う

べ
き
「
ジ
ュ
ン
か
ヴ
ァ
ン
の
オ
ト
コ
ノ
コ
」
（
『
芸
術
生
活
』
官
・

4
）
を
否
定
す
る
姿
勢
に
繋
が
る
も
の
、
た
し
、

「
現
代
は

「
贋
も
の
費
沢
」
の

時
代
ら
し
い
」
（
「
ほ
ん
も
の
の
賀
沢
」
『
婦
人
公
論
』
山
田
・

8
〉
と
言
い
切
る
姿
勢
に
も
一
貫
し
て
い
る
も
の
だ
。

だ
か
ら
莱
荊
が
、
そ
う
し
た
時
代
の
現
実
に
背
を
向
け
る
よ
う
に
し
て
、

（

7
〉

モ
イ
ラ
（

Z
R－
白
）
と
い
う
ロ
シ
ア
名
を
持
つ
ヒ
ロ
イ
ン
を
登
場

さ
せ
た
の
は
、
彼
女
な
り
の
十
分
な
計
算
が
あ
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
甘
い
蜜
の
部
屋
」
第
一
部
発
表
直
後
の
次
の
よ
う
な
彼
女
の

（

B
〉

発
言
は
、
こ
の
作
品
を
書
く
来
荊
の
内
な
る
ロ
シ
ア
の
位
相
を
明
ら
か
に
し
て
い
よ
う
。

そ
の
女
の
人
は
帝
政
ロ
シ
ア
こ
そ
真
の
貴
族
の
発
生
地
で
、
（
略
）

又、

帝
政
ロ
シ
ア
に
は
パ
リ
以
上
の
オ
l
ト
ゥ
・
ク
ウ
チ
ュ

l
ル

が
ゐ
た
な
ぞ
と
、
ど
こ
か
の
公
爵
の
子
孫
か
ら
仕
入
れ
た
智
識
で
ぶ
ち
ま
く
り
、
大
い
に
フ
ラ
ン
ス
貴
族
の
子
供
の
美
丈
夫
な
ぞ
を
か
い

て
得
意
だ
っ
た
私
を
ベ
シ
ャ
ン
コ
に
し
ま
し
た
。
（
百
・

8
・
2
、
小
島
喜
久
江
宛
書
簡
）

牟
礼
家
の
使
用
人
常
士
口
が
第
二
部
に
は
い
る
と
「
屋
敷
内
で
は
ド
ヮ
ミ
ト
ヮ
リ
と
、
呼
ぶ
こ
と
に
し
た
」
と
さ
れ
、

つ
い
に
は
ド
ヮ
ミ
ト
ゥ

リ
と
し
て
し
か
作
品
に
登
場
し
な
く
な
る
の
も
、
こ
の
こ
と
と
関
わ
っ
て
い
る
に
違
い
な
い
。
も
ち
ろ
ん
人
妻
モ
イ
ラ
の
不
倫
の
相
手
・
ピ

l

ア

ト

モ

ス

フ

品

ア

タ
ア
が
ロ
シ
ア
人
で
あ
る
こ
と
も
。
こ
う
し
て
莱
荊
は
現
実
空
間
と
は
異
次
元
の
作
品
世
界
の
気
配
・
雰
囲
気
を
形
作
っ
て
い
く
。

そ
の
文
体
は
、
と
り
わ
け
知
的
な
反
時
代
性
を
気
取
っ
た
も
の
で
も
何
で
も
な
い
の
に
、

日
本
近
代
文
学
が
置
き
忘
れ
た
連
歌
風
の
飛

躍
と
イ
メ
ー
ジ
に
充
ち
た
日
本
語
の
光
彩
を
復
興
し
、
身
を
以
て
、
芸
術
家
の
反
時
代
精
神
の
鑑
と
な
っ
た
。
言
葉
と
幽
霊
と
を
閉
じ
ゃ

う
に
心
か
ら
信
じ
た
こ
の
作
家
は
、
も
っ
と
も
醇
乎
た
る
ロ
マ
ン
テ
ィ
ケ
ル
と
し
て

E
・
T
・
A
－
ホ
フ
マ
ン
の
塁
を
摩
す
る
も
の
で
あ

る
。
（
「
尾
崎
紅
葉
・
泉
鏡
花
」
『
作
家
論
』
〈
中
央
公
論
社
〉
〉

森
菜
栽
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ

二
O
九
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と
は
、
鏡
花
を
評
し
た
三
島
由
紀
夫
の
言
に
他
な
ら
な
い
が
、
森
来
荊
と
い
う
作
家
の
世
界
を
最
も
高
く
評
価
し
た
三
島
の
こ
の
言
葉
は
、

ま
さ
に
そ
の
名
を
冠
し
た
第
三
回
泉
鏡
花
文
学
賞
受
賞
作
品
と
な
っ
た
「
甘
い
蜜
の
部
屋
」
を
書
く
森
莱
荊
に
も
当
て
は
め
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
わ
た
く
し
た
ち
は
こ
こ
に
、
も
う
一
人
の
「
反
時
代
精
神
の
鑑
」
と
な
っ
た
「
醇
乎
た
る
ロ
マ
ン
テ
ィ
ケ
ル
」
の
存
在

を
確
認
し
て
お
い
て
い
い
。

v 

こ
う
し
た
物
語
空
聞
を
生
き
る
モ
イ
ラ
と
い
う
少
女
は
、
徹
底
的
に
現
実
空
間
の
規
律
・
規
範
に
囚
わ
れ
な
い
自
由
な
存
在
た
り
え
て
い

る
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
に
作
品
の
幕
開
き
に
お
い
て
、
女
の
子
の
た
し
な
み
を
学
ば
さ
れ
る
西
垣
る
つ
子
と
は
、
や
は
り
全
く
対
照
的
な
も
の

と
な
っ
て
い
る
。

引
き
千
切
ら
れ
た
片
袖
は
ま
ん
な
か
に
置
か
れ
、
祖
母
と
母
と
る
つ
子
が
三
角
形
に
す
わ
っ
て
い
た
。
る
つ
子
が
叱
ら
れ
て
い
る
の
だ

（
略
〉
体
操
に
具
合
が
わ
る
い
と
い
う
の
は
別
と
し
て
、
と
に
か
く
女
の
子
が
着
物
の
袖
を
引
き
千
切
っ
て
捨
て
る
な
ど
は
、
あ

ま
り
行
儀
が
わ
る
す
ぎ
る
と
き
め
つ
け
ら
れ
、
母
に
詫
び
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
状
態
に
い
い
負
か
さ
れ
、
仕
方
な
く
詫
び
て
許
し

っ
た
。

て
も
ら
っ
た
。

以
降
る
つ
子
は
、
特
に
祖
母
か
ら
「
た
し
な
み
や
人
付
き
合
い
の
心
得
と
い
っ
た
暮
ら
し
の
中
の
き
ま
り
を
、

H

着
る
H

と
い
う
こ
と
か
ら

学
ん
で
い
く
」
（
新
潮
文
庫
版
『
き
も
の
』
ブ
ッ
ク
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
中
の
作
品
案
内
）
。
そ
の
女
の
半
生
が
、
す
な
わ
ち
作
品
「
き
も
の
」
の
眼
目

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
る
に
、
そ
う
し
た
種
々
の
「
き
ま
り
」
と
無
縁
な
女
、
そ
れ
が
牟
礼
藻
羅
に
他
な
ら
ぬ
。

画
を
描
く
時
に
や
ら
せ
ら
れ
る
、
輪
郭
か
ら
外
へ
は
み
だ
さ
ぬ
や
う
に
し
て
、

一
定
の
形
に
墨
を
塗
る
こ
と
。
さ
う
い
ふ
、

義
務
と

か
、
規
則
、
正
確
、
直
線
、
何
か
の
枠
の
中
に
依
め
入
れ
て
一
分
も
は
み
出
さ
ぬ
や
う
に
注
意
を
集
中
し
な
く
て
は
な
ら
ぬ
こ
と
の
す
べ



て
に
、
嫌
悪
が
あ
る
。

幼
い
頃
か
ら
「
き
ま
り
」
に
一
切
拘
束
さ
れ
ぬ
生
き
方
を
し
て
き
た
そ
イ
ラ
は
、
そ
の
恋
愛
に
お
い
て
も
ま
た
、
世
の
通
念
に
は
従
お
う
と

あ
ま
が
み
マ
リ
ウ
ス

し
な
い
。
あ
げ
く
天
上
守
安
と
い
う
、
文
字
通
り
世
の
規
律
・
規
範
を
象
徴
す
る
よ
う
な
名
を
付
与
さ
れ
た
夫
を
、
滅
亡
に
追
い
込
ん
で
し
ま

う
こ
と
に
も
な
る
の
だ
が
。
そ
し
て
そ
う
し
た
モ
イ
ラ
の
内
に
あ
る
も
の
を
、

モ
イ
ラ
の
父
親
・
林
作
か
ら
受
け
継
が
れ
た
も
の
と
し
て
、
作

中
人
物
も
、
そ
し
て
莱
却
も
、
「
悪
魔
」
・
「
魔
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
な
る
。

－
俺
を
こ
ん
な
に
し
た
そ
イ
ラ
の
眼
は
モ
イ
ラ
の
知
ら
な
い
、

モ
イ
ラ
の
中
の
〈
魔
〉
で
は
な
か
っ
た
か
。

モ
イ
ラ
の
知
ら
ぬ
聞
に
悪
魔

が
塗
り
こ
ん
だ
、
魔
の
餌
で
は
な
か
っ
た
か
。

－
モ
イ
ラ
：
：
：
あ
の
魔
は
父
親
の
も
の
だ
。

－
モ
イ
ラ
は
あ
の
娘
よ
り
は
上
等
だ
が
：
：
：
生
来
魔
を
持
っ
て
ゐ
る
。
そ
れ
は
俺
の
：
：
：

－
人
聞
を
主
題
に
す
れ
ば
、
林
作
と
い
ふ
、

ア
ク
マ
を
飼
っ
て
ゐ
て
、
そ
の
ア
ク
マ
が
歓
ぶ
こ
と
が
起
る
と
い
い
呑
ひ
の
す
る
乾
草
の
上

を
転
げ
廻
っ
て
歓
ぶ
獣
の
や
う
に
歓
ぶ
一
人
の
男
と
、
そ
の
男
に
似
て
ゐ
て
、
こ
れ
も
ア
ク
マ
を
持
っ
て
い
る
娘
モ
イ
ラ
と
の
二
人
で
あ

る
。
（
「
九
年
目
の
あ
て
外
れ
と
歓
び
」
『
波
』
市
・

4
）

「
ひ
と
つ
の
価
値
と
し
て
の
悪
と
は
、
こ
の
規
律
を
侵
犯
す
る
可
能
性
か
ら
派
生
し
て
く
る
」
と
は
、

ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
パ
タ
イ
ユ
の
言
（
ち

く
ま
学
芸
文
庫
版
『
文
学
と
悪
』
（
山
本
功
訳
〉
）
だ
が
、
「
日
本
の
通
常
の
社
会
の
中
で
は
、

A
恋
愛
V

と
い
ふ
も
の
に
或
る
規
制
が
あ
っ
て
、

こ
っ
ち
の
八
恋
愛
V

は
許
す
こ
と
が
出
来
る
が
、
こ
っ
ち
の

A
恋
愛
V

は
陥
つ
て
は
な
ら
な
い
、
世
間
の
規
律
を
乱
す
、

A
悪
魔
の
恋
V

で
あ

る
、
と
い
ふ
、
ど
う
い
ふ
も
の
に
よ
っ
て
誰
が
、
定
め
た
の
か
よ
く
わ
か
ら
な
い
、
厳
正
な
、
法
の
や
う
な
も
の
が
布
か
れ
て
ゐ
て
」
（
「
マ
リ

ア
の
気
紛
れ
書
き
」
『
新
潮
』
山
内
－

u
t
w
・
8
）
と
い
う
日
本
に
あ
っ
て
、

ポ
ジ
シ
ョ
ン

感
覚
に
だ
け
従
う
自
由
な
立
場
を
「
ア
ク
マ
」
の
親
子
を
通
じ
て
現
出
し
て
見
せ
た
。
「
大
体
私
に
は
男
の
人
と
女
の
人
と
の
聞
の
恋
愛
ゃ
、

莱
荊
は
世
間
の
規
律
に
囚
わ
れ
な
い
、

い
わ
ば
自
己
の
感
性
・
美
的

森
莱
常
利
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
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他
人
同
士
の
恋
愛
で
さ
え
あ
れ
ば
、
ど
ん
な
に
気
持
ち
の
よ
く
な
い
よ
う
な
描
写
で
も
、
不
愉
快
に
な
る
人
が
い
な
い
ら
し
い
の
が
不
思
議
で

あ
る
」
（
「
「
性
」
を
書
こ
う
と
は
思
わ
な
い
」
『
読
売
新
聞
』
川
・

4
・
1
夕
刊
）
と
い
う
葉
荊
が
信
じ
た
の
は
、
現
実
の
人
々
を
縛
る
規
律
・
規
範
で

は
な
く
、
自
己
の
内
な
る
感
性
だ
け
だ
。
「
感
覚
だ
け
で
辺
り
を
見
、
感
覚
だ
け
で
生
き
て
」
い
る
と
さ
れ
る
モ
イ
ラ
は
、
だ
か
ら
こ
の
点
に

お
い
て
こ
そ
莱
荊
に
通
底
す
る
。
ま
さ
に
「
《
モ
イ
ラ
V

は
A
私
ど
で
あ
る
わ
け
な
の
だ
。

近
代
社
会
の
発
達
に
と
も
な
い
、
男
性
の
領
分
で
あ
る
社
会
的
世
界
や
自
然
的
世
界
の
統
制
は
、
「
理
性
」
を
と
お
し
て
集
中
的
に
お

こ
な
わ
れ
て
き
た
。
わ
れ
わ
れ
は
、
理
性
を
、
規
律
正
し
い
研
究
に
導
か
れ
て
伝
統
や
ド
グ
マ
か
ら
区
別
し
て
い
っ
た
よ
う
に
、
感
情
か

ら
も
区
別
し
て
い
っ
た
。
（
略
〉
女
性
と
非
理
性
と
の
同
一
視
は
、
大
真
面
目
な
か
た
ち
ハ
女
性
を
狂
気
と
見
な
す
〉
に
せ
よ
、
あ
る
い

は
一
見
さ
ほ
ど
尊
大
で
な
い
か
た
ち
（
女
性
を
気
ま
ぐ
れ
な
生
き
物
と
見
な
す
）
に
せ
よ
、
女
性
を
近
代
と
い
う
時
代
の
感
情
に
動
か
さ

れ
や
す
い
下
層
労
働
者
に
変
え
て
い
っ
た
。
（
略
〉
狂
気
と
気
ま
ぐ
れ
ー
ー
ー
こ
れ
ら
が
い
か
に
道
徳
上
の
至
上
命
題
と
は
相
容
れ
な
い
も

の
で
あ
る
か
を
理
解
す
る
に
は
、
ほ
と
ん
ど
何
の
造
作
も
い
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
（
ア
γ
ソ
ニ

l
ギ
デ
ン
ズ
（
松
尾
精
文
・
松
川
昭
子
訳
〉

『
親
密
性
の
変
容
｜
｜
近
代
社
会
に
お
け
る
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
、
愛
情
、
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
｜
｜
』
〈
市
立
書
一
房
一
〉
〉

「
理
性
」
の
側
ハ
す
な
わ
ち
男
性
の
側
〉
か
ら
勝
手
に
女
性
た
ち
に
押
さ
れ
て
き
た
「
狂
気
と
気
ま
ぐ
れ
」
と
い
う
熔
印
、
し
か
し
こ
れ
こ

そ
「
気
違
ひ
マ
リ
ア
」
を
書
き
「
マ
リ
ア
の
気
紛
れ
書
き
」
を
書
く
莱
荊
が
意
識
的
に
選
び
取
っ
て
い
っ
た
立
場
に
他
な
ら
な
い
。
「
狂
気
と

気
ま
ぐ
れ
」
と
い
う
近
代
社
会
の
中
で
付
せ
ら
れ
た
負
の
記
号
を
、
ま
さ
に
反
転
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
近
代
が
是
と
し
て
き
た
規
律
・
規

範
に
囚
わ
れ
な
い
、
近
代
の
偏
見
か
ら
解
放
さ
れ
た
、
個
の
感
性
こ
そ
を
発
想
の
原
点
と
す
る
真
に
自
由
な
立
場
を
莱
荊
は
確
保
す
る
こ
と
が

で
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
結
果
と
し
て
そ
の
文
学
世
界
は
、
男
性
中
心
の
価
値
観
を
つ
ゆ
疑
わ
な
い
、
あ
る
い
は
自
己
を
拘
束

し
て
い
る
規
範
に
意
識
的
で
な
い
近
代
日
本
に
生
き
る
わ
た
く
し
た
も
の
あ
り
方
を
聞
い
、
挑
発
す
る
毒
を
放
つ
こ
と
に
な
る
。

彼
女
の
良
き
理
解
者
だ
っ
た
三
島
由
紀
夫
は
、
そ
の
死
の
十
日
ほ
ど
前
に
寄
せ
た
文
章
に
お
い
て
森
莱
荊
と
い
う
作
家
を
「
狂
気
に
見
せ
か

け
た
戦
後
最
高
の
正
気
」
と
規
定
し
た
が
、
蓋
し
そ
れ
は
彼
女
の
作
家
と
し
て
の
位
相
を
的
確
に
言
い
当
て
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。



〆園、〆画、
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こ
の
間
の
事
情
を
、
小
島
千
加
子
は
次
の
よ
う
に
伝
え
る
。

六
月
号
に
、
「
森
莱
菊
一
挙
掲
載
二
六

O
枚
」
と
出
る
の
を
当
て
に
し
て
い
た
土
木
利
に
は
気
の
毒
だ
っ
た
が
二
応
区
切
り
の
つ
く
百
八
十
枚

ま
で
を
六
月
号
に
載
せ
、
残
り
は
次
号
に
送
る
こ
と
に
な
っ
た
。
大
失
望
で
、
一
た
ん
は
「
馬
の
鼻
息
み
た
い
な
溜
息
」
〔
肌
〕
を
つ
い
た
も
の

の
、
自
分
の
得
意
と
す
る
シ
l
γ

の
殆
ど
が
、
そ
の
百
八
十
枚
の
中
に
あ
る
と
分
っ
て
、
逆
に
二
号
続
き
で
出
る
こ
と
を
喜
ん
で
い
る
。
（
「
受
取

人
の
つ
ぶ
や
き
ー
ー
ー
こ
の
頃
の
莱
荊
7
」
『
ぼ
や
き
と
悠
り
の
マ
リ
ア
あ
る
編
集
者
へ
の
手
紙
』
〈
筑
摩
書
一
房
一
〉
所
収
〉

第
一
田
谷
崎
潤
一
郎
賞
受
賞
作
は
、
小
島
信
夫
「
抱
擁
家
族
」
で
あ
っ
た
。
な
お
、
そ
の
予
選
通
過
作
品
は
以
下
の
如
く
で
あ
る
。

「
榎
本
武
揚
」
安
部
公
房
、
「
楊
貴
妃
伝
」
井
上
靖
、
「
幻
化
」
梅
崎
春
生
、
「
留
学
」
遠
藤
周
作
、
「
一
個
そ
の
他
」
永
井
寵
男
、

「
甘
い
蜜
の
部
屋
」
森
莱
箱
、
「
不
意
の
出
来
事
」
吉
行
淳
之
介
。

一
九
六

0
年
代
文
壇
の
豊
穣
さ
を
思
わ
せ
ら
れ
る
メ
ン
バ
ー
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。

ハ
3
〉
「
き
も
の
」
は
著
者
生
前
に
は
単
行
本
と
し
て
は
刊
行
さ
れ
ず
、
没
後
の
一
九
九
三
（
平
5
〉
年
一
月
新
潮
社
よ
り
上
梓
さ
れ
た
。
『
幸
田
文
全
集

ロ
』
〈
岩
波
書
店
〉
後
記
〈
金
井
景
子
〉
に
も
指
摘
が
あ
る
通
り
、
連
載
二
十
七
回
目
末
尾
に
「
つ
づ
く
」
と
の
記
載
が
あ
る
が
、
続
編
は
書
か
れ
な

か
っ
た
。

（
4
〉
小
島
喜
久
江
宛
莱
剥
書
簡
に
「
き
も
の
」
に
触
れ
た
次
の
よ
う
な
記
述
が
見
出
せ
る
。

－
そ
れ
か
ら
幸
田
さ
ん
の
「
き
も
の
」
は
ず
ゐ
ひ
つ
に
す
れ
ば
よ
か
っ
た
と
思
ひ
ま
し
た
。
私
の
「
モ
イ
ラ
」
だ
っ
て
、
モ
チ
ー
フ
も
主
題
も
き

か
れ
れ
ば
困
る
け
れ
ど
、
「
き
も
の
」
は
皮
膚
神
経
の
過
敏
が
主
題
み
た
い
で
、
そ
れ
で
も
い
い
が
、
そ
れ
な
ら
も
っ
と
、
す
ご
く
気
味
悪
く
な

く
て
は
と
恩
ひ
ま
す
。
（
市
・

8
・
2
〉

・
「
き
も
の
」
は
今
月
の
貧
乏
な
友
だ
ち
の
う
ち
で
お
ま
ん
ぢ
ゅ
う
を
掌
の
上
に
の
せ
ら
れ
、
貧
乏
が
こ
ち
ん
と
掌
の
上
に
の
つ
か
っ
た
か
ん
じ

と
い
ふ
と
こ
ろ
、
冴
え
て
い
ま
し
た
。
や
っ
ぱ
り
、
つ
ま
ら
な
い
な
ん
で
い
へ
ま
せ
ん
。
（
略
〉
幸
田
文
さ
ん
に
は
一
寸
「
ど
う
で
す
？
う
ま
い

で
せ
う
？
賞
を
失
礼
し
ま
す
よ
あ
し
か
ら
ず
」
と
い
っ
て
ゐ
る
か
ん
じ
が
文
章
に
あ
る
け
ど
、
あ
の
人
の
文
体
が
さ
う
い
う
か
ん
じ
の
た
ち
な
の

で
、
ほ
ん
た
う
は
さ
う
で
も
な
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
一
ど
あ
の
怪
女
史
に
あ
っ
て
み
た
い
。
パ
ツ
パ
の
三
十
三
年
忌
の
時
お
じ
ぎ
し
た
だ

け
。
」
ハ
市
・

9
－

m）

当
日
の
録
音
記
録
に
よ
り
当
該
部
分
を
で
き
る
だ
け
忠
実
に
再
現
し
て
み
る
。

（

2
）
 

（

5
〉

森
莱
剥
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ

一一一一一一



二
一
四

・
一
つ
／
＼
身
に
し
み
る
思
い
の
中
か
ら
修
得
し
て
い
っ
た
。
そ
れ
が
最
終
的
に
は
「
き
も
の
」
と
い
う
も
の
に
な
っ
て
い
ま
す
。
小
説
で

す
か
ら
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
母
と
い
う
わ
け
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
い
ろ
／
1
、
な
も
の
が
な
い
ま
ぜ
に
な
っ
て
入
っ
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ

れ
を
お
読
み
に
な
る
と
分
る
。
：
：
・

（
6
）
「
森
芙
剰
の
小
説
を
な
ん
ど
か
本
欄
で
と
り
あ
げ
た
お
ぼ
え
が
あ
る
が
、
た
し
か
私
は
一
度
も
ほ
め
た
こ
と
が
な
い
。
ほ
め
な
い
だ
け
で
な
く
、
こ

の
作
者
は
む
し
ろ
作
中
人
物
で
は
な
い
か
、
小
説
に
つ
い
て
根
本
的
な
思
い
ち
が
い
を
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
な
ど
と
、
酷
評
を
か
さ
ね
て
き
た

は
ず
で
あ
る
。
今
月
「
ボ
ッ
チ
チ
ェ
リ
の
一
肌
」
（
群
像
）
を
読
む
に
お
よ
ん
で
、
は
じ
め
て
こ
の
作
者
も
小
説
を
書
い
た
ぞ
と
、
心
中
快
哉
を
叫
ん
だ

こ
と
で
あ
る
。
」
（
「
今
月
の
小
説
（
下
ど
『
毎
日
新
聞
』

W
－ロ－

m）

毛
イ
ヲ

（
7
）
「
主
人
公
の
名
を
牟
礼
藻
経
と
す
る
の
は
早
く
か
ら
決
ま
り
、
モ
イ
ラ
は
冨
包
『
（
モ
イ
ィ
ラ
）
、
ロ
シ
ア
名
で
あ
る
、
と
筆
者
に
説
明
が
あ
っ

た
。
」
（
小
島
千
加
子
『
森
采
利
全
集

4
』
〈
筑
摩
書
一
房
〉
解
題
」
）
。
な
お
、
『
ぼ
や
き
と
悠
り
の
マ
リ
ア
あ
る
一
編
集
者
へ
の
手
紙
』
に
は
次
の
よ
う

な
莱
利
の
手
に
な
る
「
モ
イ
ラ
像
」
（
？
）
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
も
「
ロ
シ
ア
の
名
」
と
あ
る
こ
と
を
確
認
で
き
る
。

（

8
〉

こ
の
書
簡
の
直
後
の
発
表
に
な
る
「
贋
も
の
貴
族
」
（
『
持
情
文
芸
』

w
－
m）
に
も
、
次
の
よ
う
な
同
様
の
趣
旨
に
基
づ
く
叙
述
が
見
受
け
ら
れ



る。
そ
れ
が
最
近
、
或
女
の
人
と
会
っ
て
話
を
き
い
て
ゐ
る
う
ち
に
、
大
変
な
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
人
の
い
ふ
の
を
き
く
と
、
帝
政
露
西
亜
こ
そ
、

貴
族
の
根
源
地
で
あ
っ
て
、
土
日
は
露
西
亜
に
パ
リ
以
上
の
オ
l
ト
・
ク
ウ
チ
ュ
ウ
ル
が
あ
っ
た
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
さ
う
し
て
英
国
貴
族
な
ぞ
は
、

海
賊
の
後
商
に
す
ぎ
な
い
と
、
い
ふ
の
で
あ
る
。
（
略
）
俄
か
に
帝
政
露
西
亜
の
施
風
が
吹
き
ま
く
っ
て
、
私
が
胸
に
抱
い
て
ゐ
た
仏
関
西
貴
族
や
、

英
国
の
蓄
積
が
粉
微
塵
に
な
っ
た
の
に
は
全
く
あ
わ
て
ふ
た
め
い
た
。
（
略
〉
現
在
の
日
本
に
は
私
以
下
の
贋
物
貴
族
、
ご
ま
か
し
貴
族
が
繁
殖
し
、

我
が
世
の
春
を
謡
っ
て
ゐ
る
が
、
：
・
・

（
9
）
一
二
島
由
紀
夫
「
あ
な
た
の
楽
園
、
あ
な
た
の
銀
の
匙
｜
｜
森
来
利
様
」
（
『
婦
人
公
論
』

V
・
3
）

（
印
）
『
コ
一
島
由
紀
夫
全
集
三
五
』
〈
新
潮
社
〉
に
は
「
無
題
（
森
末
刺
さ
ん
O
i
－
－
－
）
」
と
し
て
収
録
。
な
お
こ
の
一
文
に
つ
い
て
、
そ
の
執
筆
事
情
を

伝
え
る
八
木
岡
英
治
の
次
の
よ
う
な
証
言
が
あ
る
。

昭
和
四
十
五
年
ご
ろ
よ
り
、
某
出
版
社
と
の
合
作
で
『
森
来
利
の
自
選
作
品
』
な
る
一
巻
を
、
同
系
列
の
シ
リ
ー
ズ
第
一
回
配
本
と
し
て
刊
行
す

る
企
画
あ
り
、
シ
リ
ー
ズ
制
作
に
当
っ
た
私
は
三
島
氏
に
肢
を
依
頼
し
ま
し
た
。
企
画
の
性
質
上
短
文
で
も
、
と
い
う
こ
と
で
快
誌
を
得
、
送
っ
て

来
ら
れ
た
の
が
、
こ
の
一
文
で
す
。
今
、
封
書
の
消
印
を
見
る
と
必
・
日
・
日
と
な
っ
て
お
り
、
必
ず
し
も
事
件
の
直
前
と
言
い
切
る
こ
と
も
出
来

な
い
こ
と
を
知
り
ま
し
た
が
、
コ
一
島
氏
に
依
頼
し
て
か
ら
経
過
し
た
か
な
り
の
日
数
、
ま
だ
締
切
ま
で
に
余
裕
が
あ
る
の
に
速
達
便
で
送
っ
て
来
ら

れ
た
と
い
う
こ
と
な
ど
か
ら
、
受
け
取
っ
た
当
時
の
か
ん
じ
と
し
て
は
、
約
を
果
た
さ
れ
て
死
に
就
か
れ
た
、
と
い
う
強
い
感
銘
を
得
た
こ
と
は
確

か
で
す
。
（
「
『
森
莱
利
の
自
選
作
品
』
の
序
を
め
ぐ
っ
て
」
「
『
二
一
島
由
紀
夫
全
集
お
』
月
報
」
）

森
莱
利
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ

二
一
五


