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お
花
さ
ん
は
パ
リ
平
和
会
議
に
も
伴
わ
れ
、

其
の
幸
福
を
一
世
に
歌
わ
れ
、公
の
寵
を
一
身
に
集
め
た
が
、

昭
和
三
年
三
月
二
日
暇
を
取
り
、大
津
湖
上
園
の
実
家
に
隠
棲
し
て
い
た
が
、

昭
和
四
年
二
月
京
都
帝
大
病
院
で
腹
膜
炎
手
術
を
為
し

予
後
が
悪
く
三
十
五
歳
で
死
亡
し
た
。

（『
西
園
寺
公
爵
警
備
沿
革
史
』）

ち
ょ
う

い
ん
せ
い

　
〈
わ
た
し
〉は
古
書
の
展
示
即
売
会
で
、『
西

園
寺
公
爵
警
備
沿
革
史
』（
以
下『
沿
革
史
』）を

買
っ
た
。〈
わ
た
し
〉は
そ
の
中
に
、《
お
花
さ
ん

は（
中
略
）
公
の
寵
を
一
身
に
集
め
た
が
、昭
和

三
年
三
月
二
日
暇
を
取
り
、（
中
略
）
昭
和
四
年

（
中
略
）
三
十
五
歳
で
死
亡
し
た
。》と
い
う
文
章

を
見
つ
け
た
。さ
ら
に《
運
転
手
高
木
善
七
と
云
ふ
者（
中

略
）
は
其
の
後
私（
警
備
主
任
・
梅
川
）よ
り
少
し
先
に
失

脚
》と
の
文
章
を
発
見
す
る
。

　

こ
の
高
木
善
七
の
一
人
息
子
の
善
一
は〈
わ
た
し
〉の

友
人
で
あ
っ
た
。亡
父
は
西
園
寺
公
の
運
転
手
を「
都
合

に
よ
り
」解
雇
さ
れ
、痛
憤
し
て
い
た
と
い
う
。善
一
は
調

査
し
た
が
、判
ら
ぬ
ま
ま
病
死
し
た
。〈
わ
た
し
〉は
友
人

の
代
わ
り
に
そ
の
真
相
を
明
ら
か
に
し
た
か
っ
た
の
で

あ
る
。

　

万
策
が
尽
き
た〈
わ
た
し
〉は
、西
園
寺
公
の
執
事
、熊

谷
八
十
三
の
働
き
に
目
を
止
め
、「
日
記
」を
発
見
す
る
。

　
「
熊
谷
日
記
」昭
和
二
年
四
月
十
六
日
。《
十
日
夜
女
中

二
人
不
在
な
り
し
件
に
付
、（
中
略
）中
川
氏
を
訪
ひ
状
況

を
述
ぶ
》こ
の
女
中
は
よ
ほ
ど
の
大
物
ら
し
い
。

　
「
熊
谷
日
記
」九
月
二
十
四
日
。《
今
度
解か

い
よ
う傭

さ
れ
た
る

高
木
運
転
手
来
訪
。（
中
略
）
中
川
と
原
田
と
論
争
あ
り
し

と
も
云
ふ
。問
題
と
云
ふ
は
北
尾
問
題
な
る
由
》

　

高
木
運
転
手
の
罷
免
と
北
尾
銀
行
員
の
問
題
の
拡
大

に
熊
谷
が
首
を
縮
め
る
の
は
、お
花
さ
ん
の
無
断
外
泊
が

そ
こ
に
加
わ
る
か
ら
だ
ろ
う
と〈
わ
た
し
〉は
推
理
す
る
。

　
「
熊
谷
日
記
」
昭
和
三
年
一
月
十
八
日
。《M

dm
e 

Fleur

の
問
題
は
中
川
氏
か
ら
公
爵
に
啓
し
て
諒

り
ょ
う
し
ょ
う承

を
得

た
る
由
。之
で
解
決
。（
中
略
）郷
里
に
帰
ら
し
む
べ
し
》

　

高
木
運
転
手
は
お
花
さ
ん
に
従
い
、老
公
の
目
を
盗
ん

で
、彼
女
を
愛
人
北
尾
の
も
と
に
運
ん
だ
。激
怒
し
た
老

公
の「
疾
風
的
命
令
」で
高
木
善
七
は
罷
免
さ
れ
た
。《
三

月
二
日
。M

dm
e Fleur 

お
宿
下
り
》追
放
さ
れ
た
。
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は
じ
め
に

研
究
の
導
き
の
糸
と
し
て
の
松
本
清
張
作
品

西
園
寺
公
望
は
明
治
期
に
二
回
総
理
大
臣
を
や

り
、大
正
昭
和
期
に
「
元
老
」
と
呼
ば
れ
る
、総
理
大

臣
を
決
定
す
る
権
限
を
持
っ
た
一
番
高
い
位
の
政

治
家
で
し
た
。
実
は
こ
の
よ
う
な
西
園
寺
の
邸
宅

や
大
磯
の
研
究
を
す
る
上
で
、松
本
清
張
作
品
は
研

究
の
導
き
の
糸
と
な
る
も
の
だ
と
、私
は
感
じ
て
お

り
ま
す
。

ま
ず
『
昭
和
史
発
掘
』（
1
9
6
4
年
～
71
年
、

「
週
刊
文
春
」）
で
す
。
そ
の
後
半
は
二
・
二
六
事
件

を
扱
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
事
件
に
は
、失
敗
や
未
遂

に
終
わ
っ
た
事
案
が
い
く
つ
か
あ
り
ま
す
。
湯
河

原
で
は
牧
野（
伸
顕
）内
大
臣
へ
の
襲
撃
が
行
わ
れ
、

失
敗
し
て
い
ま
す
。
静
岡
の
興
津
町
に
住
ん
で
い

た
西
園
寺
公
望
へ
の
暗
殺
計
画
も
あ
り
ま
し
た
が
、

実
際
に
は
行
わ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
清
張
さ
ん
は

こ
う
い
っ
た
事
案
に
も
周
到
に
目
を
向
け
て
お
り

ま
す
。
そ
し
て
、『
二
・
二
六
事
件
＝
研
究
資
料
』
を

刊
行
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
歴
史
研
究
の
基
礎
に

な
る
大
き
な
仕
事
で
す
が
、そ
の
膨
大
な
資
料
の
中

か
ら
政
治
家
の
家
や
居
場
所
の
情
報
も
た
く
さ
ん

採
れ
る
の
で
す
。

も
う
一
つ
、「
老
公
」（
1
9
9
0
年
12
月
～
91
年

1
月
、『
文
藝
春
秋
』）
と
い
う
短
篇
小
説
が
あ
り
ま

す
。
私
は
、政
治
空
間
と
政
治
の
実
態
と
の
関
わ
り

に
関
心
を
持
つ
中
で
、「
老
公
」
に
出
会
い
ま
し
た
。

こ
れ
は
、西
園
寺
公
望
が
晩
年
に
住
ん
で
い
た
興
津

の
別
荘
（
坐
漁
荘
）
で
発
生
し
た
あ
る
事
件
の
真
相

を
、ミ
ス
テ
リ
ー
風
に
解
明
し
た
小
説
で
す
が
、私

が
今
行
っ
て
い
る
、西
園
寺
の
邸
宅
の
研
究
と
ド
ン

ピ
シ
ャ
の
テ
ー
マ
を
扱
っ
て
お
り
、大
い
に
学
ば
せ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

大
正
後
期
・
昭
和
戦
前
期
に
お
け
る

西
園
寺
公
望
の
邸
宅
の
全
体
像
　 

西
園
寺
公
望
と
い
う
人
は
、京
都
の
お
公
家
さ

ん
の
出
身
で
す
。
実
家
は
、上
か
ら
数
え
て
2
番
目

の
ラ
ン
ク
の
お
公
家
さ
ん
の
徳
大
寺
家
で
す
。
一

番
上
は
藤
原
道
長
の
摂
関
家
の
流
れ
を
く
む
五
摂

家
で
す
。
そ
の
下
の
清
華
家
の
一
つ
が
徳
大
寺
家

で
、非
常
に
高
い
家
柄
で
す
。
次
男
の
公
望
は
親
戚

で
同
じ
ラ
ン
ク
の
西
園
寺
家
に
養
子
に
入
っ
て
、名

字
が
変
わ
り
ま
す
。
弟
の
友
純
（
と
も
い
と
）
さ
ん

は
住
友
財
閥
の
本
家
に
養
子
に
入
り
、兄
公
望
の
元

老
と
し
て
の
活
動
を
住
友
の
資
金
で
支
え
ま
し
た
。

西
園
寺
さ
ん
の
場
合
、家
柄
が
非
常
に
良
い
こ

と
と
、お
金
の
心
配
が
な
か
っ
た
こ
と
、こ
の
二
点

が
非
常
に
重
要
で
あ
り
ま
す
。
で
す
の
で
、家
を
た

く
さ
ん
持
っ
て
お
り
ま
し
た
。
明
治
の
後
半
は
、東

京
神
田
の
駿
河
台
に
本
邸
が
あ
り
、別
荘
が
東
京
以

外
に
い
く
つ
か
あ
り
ま
し
た
。

ま
ず
京
都
の
別
荘
で
す
。
京
都
の
御
所
の
東
側

を
流
れ
る
鴨
川
の
東
、左
京
区
の
吉
田
神
社
と
か
京

都
大
学
が
現
在
あ
る
辺
り
に
西
園
寺
家
の
別
荘
が

あ
り
ま
し
た
。
御
祖
父
さ
ん
が
開
い
た
別
荘
清
風

館
の
名
前
を
、西
園
寺
の
時
代
に
清
風
荘
と
変
え
ま

す
。
西
園
寺
さ
ん
が
亡
く
な
っ
た
後
に
京
都
帝
国

大
学
に
寄
贈
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
神
奈
川
県

大
磯
に
隣
荘
が
あ
り
ま
し
た
。

ま
た
、静
岡
に
も
別
荘
が
あ
り
ま
し
た
。
一
つ
が

坐
漁
荘
で
す
。
現
物
は
現
在
、愛
知
県
犬
山
市
の
明

治
村
に
移
築
さ
れ
て
い
ま
す
。
興
津
に
は
レ
プ
リ

カ
が
建
っ
て
い
ま
す
。
静
岡
に
は
も
う
一
つ
、御
殿

場
の
別
荘
が
あ
り
ま
し
た
。

京
都
の
清
風
荘
に
も
、興
津
の
坐
漁
荘
に
も
、

政
治
家
や
マ
ス
コ
ミ
が
押
し
寄
せ
て
く
る
こ
と
が

多
々
あ
り
ま
し
た
。
西
園
寺
の
近
況
や
東
京
な
ど

へ
の
移
動
の
様
子
が
新
聞
で
よ
く
報
道
さ
れ
て
い

ま
し
た
。
首
相
を
決
定
す
る
権
限
を
持
つ
人
で
す

か
ら
、加
藤
高
明
、幣
原
喜
重
郎
、岡
田
啓
介
な
ど
、

偉
い
政
治
家
が
興
津
に
や
っ
て
き
ま
す
。「
西
園
寺

詣
で
」と
か「
興
津
詣
で
」と
か
言
わ
れ
ま
し
た
。
興

津
や
御
殿
場
も
京
都
も
、政
治
と
は
無
関
係
な
生
活

で
は
な
か
っ
た
の
で
す
。

西
園
寺
公
望
と
後
継
首
相
奉
答
の

場
所
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　   

松
方
正
義
が
死
ん
だ
後
、一
人
だ
け
に
な
っ
た

元
老
、西
園
寺
が
首
相
を
決
め
た
と
き
に
ど
こ
に
い

た
の
か
を
、調
べ
て
み
ま
し
た
。
一
番
多
い
の
は
東

京
で
す
。
も
め
そ
う
だ
な
と
思
っ
た
ら
、西
園
寺
は

東
京
に
行
っ
て
首
相
を
決
定
し
て
お
り
ま
し
た
。

興
津
で
首
相
が
決
ま
っ
た
の
は
、
1
9
2
0
年

代
か
ら
30
年
代
の
前
半
ま
で
で
は
、2
回
あ
り
ま

す
。
1
9
2
6
年
と
1
9
3
1
年
で
す
。
西
園
寺
は

こ
の
と
き
な
ぜ
興
津
を
動
か
な
い
で
首
相
を
決
め

た
の
か
。
変
な
政
権
交
代
を
さ
せ
な
い
た
め
に
、あ

え
て
興
津
に
と
ど
ま
っ
た
と
解
釈
す
べ
き
事
例
で

す
。1

9
2
6
年
に
若
槻
礼
次
郎
が
首
相
に
決
ま
っ

た
と
き
は
、加
藤
高
明
首
相
が
突
然
議
会
で
倒
れ
て

死
ん
で
し
ま
っ
た
。
そ
こ
で
、野
党
が
騒
ぎ
出
し
て

「
お
れ
た
ち
に
政
権
よ
こ
せ
」
と
言
い
出
し
た
。
こ

の
場
合
、行
き
詰
っ
て
政
権
が
倒
れ
た
わ
け
で
は

な
い
の
で
、加
藤
首
相
と
立
場
の
近
い
同
じ
与
党

の
人
が
首
相
に
な
る
べ
き
だ
と
い
う
の
が
、政
党

政
治
の
ル
ー
ル
で
す
。
そ
の
ル
ー
ル
に
則
っ
て
、自

由
主
義
者
、政
党
政
治
論
者
の
西
園
寺
は
与
党
憲
政

会
の
加
藤
の
後
継
者
の
人
を
首
相
に
す
べ
き
だ
と

考
え
、粛
々
と
興
津
で
決
め
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

1
9
3
1
年
も
同
じ
パ
タ
ー
ン
で
し
た
。
浜
口
雄

幸
首
相
が
東
京
駅
で
狙
撃
さ
れ
重
傷
を
負
っ
た
の

で
し
た
。
政
党
政
治
が
強
か
っ
た
時
代
で
す
。
西
園

寺
さ
ん
は
ど
こ
で
首
相
を
選
ぶ
か
を
非
常
に
よ
く

考
え
て
行
動
し
て
お
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
居
場

所
か
ら
政
治
を
読
み
解
く
の
は
大
変
面
白
い
作
業

で
す
。

1
9
3
7
年
、日
中
戦
争
が
起
こ
っ
た
と
き
か

ら
は
全
部
、西
園
寺
は
興
津
に
い
ま
す
。
高
齢
の
た

め
興
津
で
他
の
人
の
助
言
を
聞
い
て
こ
の
程
度
に

し
よ
う
か
と
い
う
感
じ
に
な
り
ま
す
。
1
9
3
8

年
か
ら
は
首
相
の
決
定
権
限
は
辞
退
し
、事
後
報
告

を
聞
く
だ
け
に
な
り
ま
す
。

「
お
花
騒
動
」に
つ
い
て

西
園
寺
公
望
は
、我
が
家
は
正
妻
を
迎
え
な
い

慣
習
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
言
い
訳
に
し
て
、正
妻

を
持
た
な
か
っ
た
人
で
す
。
奥
さ
ん
的
な
存
在
は

三
人
お
り
ま
し
た
。

1
9
1
4
年
く
ら
い
か
ら
京
都
の
清
風
荘
に
住

み
ま
す
。
こ
の
京
都
時
代
に
女
中
と
し
て
雇
っ
た

の
が
お
花
さ
ん
、奥
村
花
子
と
い
う
若
い
女
性
で
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す
。
西
園
寺
は
非
常
に
気
に
入
り
ま
し
て
、パ
リ
講

和
会
議
の
時
に
も
連
れ
て
行
っ
て
お
り
、メ
デ
ィ
ア

か
ら
非
常
に
注
目
さ
れ
ま
し
た
。
帰
国
後
、西
園
寺

は
興
津
の
坐
漁
荘
に
住
む
よ
う
に
な
り
ま
す
が
、お

花
さ
ん
は
坐
漁
荘
で
女
中
頭
を
し
な
が
ら
妻
の
よ

う
な
処
遇
を
受
け
て
い
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
、こ
れ
だ
け
寵
愛
を
受
け
た
お
花
さ

ん
が
1
9
2
8（
昭
和
3
）年
に
ク
ビ
に
な
り
ま
す
。

そ
し
て
、実
家
に
戻
っ
た
翌
年
、
1
9
2
9
年
に
35

歳
の
若
さ
で
病
死
し
て
し
ま
い
ま
す
。
実
は
、お
花

さ
ん
が
西
園
寺
家
を
辞
め
る
に
あ
た
っ
て
は
、か
な

り
の
ド
タ
バ
タ
が
あ
り
ま
し
た
。

そ
の
陰
で
何
が
あ
っ
た
の
か
。
清
張
の
解

釈
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
す
。
お
花
さ
ん
は

1
9
2
7
年
に
住
友
か
ら
坐
漁
荘
に
派
遣
さ
れ
て

い
た
若
い
男
性
職
員
と
恋
仲
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、

老
公
が
い
な
い
と
き
に
無
断
で
外
泊
し
た
。
そ
れ

が
西
園
寺
の
秘
書
の
中
川
小
十
郎
な
ど
に
ば
れ
た
。

中
川
秘
書
は
激
怒
し
て
、も
う
一
人
の
秘
書
の
原
田

熊
雄
、執
事
の
熊
谷
八
十
三
た
ち
と
協
議
を
し
て
、

お
花
さ
ん
を
西
園
寺
家
か
ら
追
放
す
る
こ
と
を
決

め
た
。
そ
し
て
、男
性
と
お
花
さ
ん
を
乗
せ
て
デ
ー

ト
に
連
れ
て
行
っ
た
、西
園
寺
家
の
運
転
手
も
咎

め
て
ク
ビ
に
し
た
。
こ
の
プ
ロ
セ
ス
を
、熊
谷
の
日

記
や
原
田
の
手
帖
な
ど
の
資
料
を
用
い
て
書
い
て

い
っ
た
の
が
、「
老
公
」と
い
う
小
説
な
の
で
す
。

と
こ
ろ
が
、そ
の
20
年
後
に
、現
京
都
大
学
名
誉

教
授
の
伊
藤
之
雄
さ
ん
が『
元
老
西
園
寺
公
望
』（
文

春
新
書
、2
0
0
7
）と
い
う
評
伝
を
書
き
ま
し
た
。

伊
藤
さ
ん
の
見
立
て
で
は
、お
花
さ
ん
は
1
9
2
4

年
か
1
9
2
6
年
に
ま
ず
女
子
を
出
産
し
た
。
そ

の
父
親
は
西
園
寺
で
は
な
い
と
推
定
し
て
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
1
9
2
8
年
に
住
友
か
ら
派
遣
さ
れ

た
若
い
男
と
恋
仲
に
な
っ
て
、彼
女
は
再
び
妊
娠
し

た
。
そ
れ
を
執
事
の
熊
谷
さ
ん
に
咎
め
ら
れ
て
、西

園
寺
家
か
ら
追
放
さ
れ
た
。
清
張
と
は
か
な
り
違

う
解
釈
を
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、論
証
の
仕
方
が
違

い
ま
す
。
伊
藤
さ
ん
は
新
聞
報
道
や
雑
誌
報
道
を

非
常
に
重
視
し
て
分
析
し
て
い
ま
す
。
清
張
は
関

係
者
の
一
次
資
料
に
依
拠
し
て
分
析
し
て
い
る
。

私
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
、清
張
の
解
釈
の
方

に
軍
配
を
挙
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
伊
藤
さ

ん
は
二
回
出
産
し
て
い
て
一
回
目
は
1
9
2
4
年

だ
っ
た
と
言
っ
て
い
ま
す
が
、こ
れ
は
ち
ょ
っ
と

考
え
に
く
い
と
思
い
ま
す
。
実
は
今
回
清
張
記
念

館
か
ら
頂
い
た
奨
励
金
で
静
岡
に
何
回
か
行
き
、

地
元
に
残
っ
て
い
る
新
聞
を
目
を
皿
に
し
て
調
査

し
ま
し
た
。
そ
う
し
ま
す
と
、
1
9
2
4
年
に
は

お
花
さ
ん
と
西
園
寺
の
仲
は
非
常
に
良
い
の
で
す
。

子
ど
も
を
産
ん
だ
形
跡
の
う
か
が
え
る
記
事
も

1
9
2
4
年
の
時
点
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
大
分
後

の
週
刊
誌
の
報
道
で
一
件
だ
け
、そ
う
い
う
う
わ
さ

話
を
書
い
て
い
る
の
が
あ
る
。
伊
藤
さ
ん
は
そ
の

資
料
だ
け
に
寄
っ
か
か
っ
て
間
違
っ
た
解
釈
を
し

て
い
る
と
私
は
見
て
い
ま
す
。

第
二
の
ポ
イ
ン
ト
は
、お
花
さ
ん
は
実
は

1
9
2
5
年
に
一
時
、坐
漁
荘
を
離
れ
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
女
の
子
を
産
ん
で
い
る
こ
と
が
確
実
な
記

事
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
も
私
が
今
回
、発
見
し
た
の

で
す
け
ど
、『
読
売
新
聞
』に「
お
花
さ
ん
の
産
ん
だ

隠
し
子
と
西
園
寺
老
公
親
子
の
対
面
」と
い
う
セ
ン

セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
記
事
が
あ
り
ま
し
た
。
西
園
寺

と
お
花
さ
ん
の
写
真
が
あ
っ
て
、戸
籍
ま
で
写
真
付

き
で
載
っ
て
い
る
。
赤
ち
ゃ
ん
の
加
代
ち
ゃ
ん
は
、

別
の
男
と
の
間
に
作
っ
た
子
ど
も
で
は
な
い
か
と

私
は
推
定
し
て
お
り
ま
す
。

伊
藤
さ
ん
は
1
9
2
8
年
の
と
き
に
も
、あ
い

び
き
し
た
男
と
の
間
で
子
ど
も
が
で
き
た
と
書
い

て
い
ま
す
。
し
か
し
、こ
れ
も
後
か
ら
週
刊
誌
に
う

わ
さ
話
を
書
い
て
い
る
記
事
が
一
個
あ
る
だ
け
で
、

確
実
に
間
違
い
で
あ
り
ま
す
。

歴
史
研
究
と
し
て
の「
老
公
」の
評
価

清
張
が
「
お
花
騒
動
」
に
何
で
関
心
を
持
っ
た

の
か
と
い
う
と
、ク
ビ
に
な
っ
た
運
転
手
の
息
子
と

清
張
が
友
達
だ
っ
た
と
い
う
の
で
す
（
＊
質
疑
応
答
・

田
中
参
照
）。
仮
名
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、清
張
の
友

達
高
木
善
一
の
お
父
さ
ん
の
善
七
さ
ん
が
坐
漁
荘

の
運
転
手
を
し
て
い
て
、何
か
あ
る
こ
と
で
ク
ビ
に

な
っ
た
ら
し
い
。
で
も
何
が
あ
っ
た
の
か
よ
く
分
か

ら
な
い
。
そ
れ
を
調
べ
た
い
と
い
う
こ
と
で
、清
張

が
『
西
園
寺
公
爵
警
備
沿
革
史
』
と
か
執
事
の
熊
谷

の
日
記
を
読
み
込
ん
で
、「
お
花
騒
動
」と
い
う
歴
史

的
事
実
を
解
明
し
た
の
で
す
。
そ
れ
が
、非
常
に
読

み
応
え
の
あ
る
文
学
作
品
に
ま
で
昇
華
さ
れ
て
い

る
と
こ
ろ
が
、ま
た
素
晴
ら
し
い
と
思
い
ま
す
。

「
老
公
」
で
は
、お
花
の
出
産
の
こ
と
は
何
も
書

い
て
な
い
。
そ
の
事
実
を
把
握
で
き
て
な
か
っ
た

点
は
大
き
な
欠
点
で
す
が
、清
張
は
西
園
寺
の
周
辺

の
一
次
資
料
を
非
常
に
精
密
に
読
み
解
い
て
、お
花

騒
動
の
根
幹
部
分
を
伊
藤
さ
ん
が
書
く
20
年
ほ
ど

前
に
す
で
に
明
ら
か
に
し
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
、

研
究
者
か
ら
す
る
と
驚
き
で
あ
り
ま
す
。

例
え
ば
、清
張
が
使
っ
た「
熊
谷
日
記
」は
、現
在

で
は
、国
会
図
書
館
で
原
文
を
読
む
こ
と
が
で
き
ま

す
。
今
回
、私
は
原
文
を
コ
ピ
ー
し
て
解
読
い
た
し

ま
し
た
。「
老
公
」
に
記
さ
れ
て
い
る
も
の
は
フ
ラ

ン
ス
語
も
含
め
て
、ほ
ぼ
間
違
い
が
な
い
で
す
し
、

完
璧
な
ぐ
ら
い
で
す
。
非
常
に
正
確
に
読
み
、解
釈

も
納
得
の
い
く
も
の
を
下
し
て
い
ま
す
。
研
究
と

し
て
も
超
一
流
の
価
値
を
持
つ
す
ご
い
小
説
と
い

う
の
が
私
の
判
断
で
あ
り
ま
す
。

お
わ
り
に

今
後
、清
張
の
仕
事
は
、歴
史
研
究
と
い
う
観
点

か
ら
も
、あ
る
い
は
建
築
史
や
庭
園
史
と
い
っ
た
観

点
か
ら
も
、ど
ん
ど
ん
参
照
さ
れ
、発
展
的
に
継
承

さ
れ
る
べ
き
だ
と
考
え
ま
す
。

た
だ
、最
後
に
一
つ
だ
け
、清
張
の
西
園
寺
に
対

す
る
見
方
に
関
し
て
は
間
違
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が

あ
り
ま
す
。「
老
公
」
の
中
の
「
政
治
的
に
無
能
」
と

い
う
記
述
を
み
る
と
、清
張
は
西
園
寺
の
こ
と
を
政

治
家
と
し
て
は
全
然
評
価
し
て
な
か
っ
た
こ
と
が

分
か
り
ま
す
。

し
か
し
、実
際
の
西
園
寺
は
骨
の
髄
か
ら
の
リ

ベ
ラ
リ
ス
ト
で
し
た
。
政
党
政
治
や
明
治
憲
法
体

制
を
守
り
、国
際
協
調
を
重
視
す
る
と
い
う
強
い

信
念
を
持
っ
て
い
た
人
で
す
。
満
州
事
変
や
日
中

戦
争
に
は
絶
対
反
対
で
し
た
。
二
・
二
六
事
件
の
時

も
そ
う
で
す
。
清
張
が
描
い
て
い
た
西
園
寺
の
イ

メ
ー
ジ
は
古
い
研
究
に
引
き
ず
ら
れ
て
お
り
、政
治

家
と
し
て
の
西
園
寺
の
全
体
像
に
つ
い
て
は
、伊
藤

さ
ん
の
評
伝
の
ほ
う
が
的
確
に
描
い
て
い
ま
す
。

質
疑
応
答

【
質
問
者
】 

静
岡
大
学
の
南
富
鎮
と
申
し
ま
す
。
こ

の
「
老
公
」
と
い
う
作
品
は
、引
用
文
が
非
常
に

多
い
の
で
す
が
、『
熊
谷
日
記
』
と
か
『
原
田
日

記
』
と
か
、『
西
園
寺
公
爵
警
備
沿
革
史
』
と
か
、

作
品
の
中
の
引
用
は
本
文
と
一
致
し
て
い
る
の

で
し
ょ
う
か
？

【
奈
良
岡
】 

こ
の
「
老
公
」
に
関
し
て
は
、非
常
に
堅

牢
な
実
証
の
も
と
に
正
確
な
引
用
を
し
て
い
る

と
い
う
の
が
私
の
判
断
で
す
。『
警
備
沿
革
史
』
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は
国
会
図
書
館
に
な
い
の
で
入
手
し
に
く
い
で

す
け
ど
も
、非
常
に
忠
実
に
的
確
に
引
用
さ
れ

て
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
「
熊
谷
日
記
」
に
つ
い
て

は
発
表
で
お
話
し
し
た
と
お
り
、読
解
に
ほ
ぼ

間
違
い
は
な
い
。

【
文
藝
春
秋
・
田
中
】 
本
日
は
貴
重
な
話
を
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
私
、実
は
入
社
し
て
最
初

に
担
当
し
た
作
家
が
松
本
清
張
先
生
で
、藤
井

康
栄
さ
ん
、前
清
張
記
念
館
館
長
と
と
も
に
、こ

の
「
老
公
」
と
い
う
作
品
を
担
当
い
た
し
ま
し

た
。
今
、南
先
生
か
ら
非
常
に
貴
重
な
ご
意
見
を

い
た
だ
き
ま
し
た
。
松
本
清
張
と
い
う
作
家
は

や
っ
ぱ
り
小
説
家
で
す
。
今
回
の
「
老
公
」
の
よ

う
に
資
料
を
ベ
ー
ス
に
し
た
作
品
で
も
、最
後

は
小
説
と
し
て
書
く
ん
で
す
ね
。
だ
か
ら
、ど

こ
ま
で
が
資
料
に
基
づ
い
た
フ
ァ
ク
ト
で
あ
る

か
、ど
こ
か
ら
が
作
家
と
し
て
の
想
像
力
を
働

か
せ
た
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
か
と
い
う
の
が
、作
品

ご
と
に
違
う
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。

＊
こ
の「
老
公
」の
一
番
大
き
な
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
は
、

清
張
先
生
は
運
転
手
の
友
達
で
は
な
い
こ
と
な
の

で
す
。
つ
ま
り
、こ
の
小
説
の「
わ
た
し
」と
い
う
の

は
、松
本
清
張
本
人
で
は
な
く
て
、そ
の
「
わ
た
し
」

が
虚
構
だ
と
い
う
理
解
な
の
で
す
。「
わ
た
し
」
が

語
り
手
で「
物
書
き
」で
あ
る
、だ
が
そ
の「
わ
た
し
」

は
松
本
清
張
と
同
一
人
物
で
は
な
い
。「
老
公
」
は

一
番
外
側
の
と
こ
ろ
が
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
と

い
う
こ
と
を
補
足
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

松
本
清
張
作
品
と『
万
葉
集
』

松
本
清
張
は
作
品
の
中
で
、故
地
、つ
ま
り
歴
史

的
な
場
所
を
取
り
上
げ
る
こ
と
が
多
々
あ
り
ま
す
。

そ
の
一
部
と
し
て
『
万
葉
集
』
を
引
用
す
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。

ま
ず
「
点
と
線
」
で
す
。
こ
の
中
で
松
本
清
張
は

万
葉
集
を
引
用
し
て
い
ま
す
。

「
こ
の
海
岸
を
香か

し
い
が
た

椎
潟
と
い
っ
た
。
昔
の
「
橿か

し
い日

の
浦う

ら

」
で
あ
る
。
太だ

ざ
い
の
そ
ち

宰
帥
で
あ
っ
た
大お

お
と
も
の
た
び
と

伴
旅
人
は
こ

こ
に
遊
ん
で
、

い
ざ
子
ど
も
香
椎
の
潟
に
白
妙
の

袖
さ
え
ぬ
れ
て
朝
菜
摘
み
て
む

（
万
葉
集
巻
六
）

と
詠
ん
だ
。

し
か
し
、現
代
の
乾
い
た
現
実
は
、こ
の
王
朝
の

抒
情
趣
味
を
解
さ
な
か
っ
た
。」

こ
の
海
辺
を
通
り
か
か
っ
た
一
人
の
労
働
者
が

情
死
体
を
発
見
す
る
と
い
う
、冒
頭
の
有
名
な
場
面

で
す
。

大
伴
旅
人
の
こ
の
万
葉
歌
は
、『
万
葉
集
』巻
6
・

九
五
七
～
九
五
九
番
歌
の
引
用
で
す
。
そ
の
一
首

目
が
、「
帥
大
伴
卿
の
歌
一
首
」（
つ
ま
り
、大
宰
府

の
長
官
で
あ
っ
た
大
伴
旅
人
が
歌
っ
た
歌
で
、「
点

と
線
」
に
引
用
さ
れ
て
い
る
歌
）
で
す
。「
朝
菜
」
と

歌
に
あ
る
よ
う
に
、早
朝
な
わ
け
で
す
。
そ
し
て
、

冬
と
い
う
状
況
。『
万
葉
集
』
の
こ
の
和
歌
が
「
点
と

線
」と
い
う
作
品
を
重
層
的
に
担
っ
て
い
る
と
い
う

こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

「
た
づ
た
づ
し
」
と
い
う
作
品
は
万
葉
歌
の
「
た

づ
た
づ
し
」を
タ
イ
ト
ル
に
し
、そ
の『
万
葉
集
』を

冒
頭
に
引
用
し
て
い
ま
す
。

夕
闇
は
路
た
づ
た
づ
し
月
待
ち
て

行
か
せ
わ
が
背
子
そ
の
間
に
も
見
む

こ
の
七
〇
九
番
歌
を
引
用
し
つ
つ
、「
こ
の
歌
は

奇
妙
に
わ
た
し
の
頭
に
印
象
を
刻
ん
で
い
る
。」
と

作
品
は
始
ま
り
ま
す
。
そ
し
て
、こ
の
万
葉
歌
の
背

景
と
し
て
、万
葉
の
頃
は
婿
が
女
房
の
家
に
行
く
通

婚
だ
っ
た
か
ら
、こ
う
い
う
、女
房
が
帰
ろ
う
と
す

る
夫
を
月
が
出
る
ま
で
居
て
く
だ
さ
い
と
引
き
留

め
る
情
景
も
あ
っ
た
の
だ
、と
解
釈
し
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、「
実
は
、こ
の
ま
ま
の
感
情
が
、つ
い
そ
の

前
ま
で
、わ
た
し
の
身
に
降
り
か
か
っ
て
い
た
の
で

あ
る
。」
と
作
品
は
展
開
し
て
い
く
。
つ
ま
り
、こ
の

万
葉
歌
が
作
品
の
重
要
な
要
素
と
な
っ
て
い
る
わ

け
で
す
。

こ
の
「
た
づ
た
づ
し
」
の
歌
は
『
万
葉
集
』
巻
4

の
七
〇
九
番
の
歌
で
す
。
豊
前
国
の
娘
子
（
お
と

め
）
は
遊
女
だ
と
い
う
説
が
今
一
般
的
で
す
。
遊
女

の「
大
宅
女
」の
歌
が
一
首
。

夕
闇
は
　
道
た
づ
た
づ
し
　
月
待
ち
て

い
ま
せ
我
が
背
子
　
そ
の
間
に
も
見
む

松
本
清
張
は
通
婚
を
想
定
し
て
い
る
が
、今
の

万
葉
集
研
究
で
は
宴
会
の
席
に
お
け
る
遊
女（
遊
行

女
婦
）
の
引
き
留
め
歌
だ
と
想
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

な
ぜ
な
ら
ば
、平
安
時
代
ま
で
の
通
婚
は
朝
に
な
っ

た
ら
男
が
帰
る
の
が
普
通
で
し
た
か
ら
、月
が
出
て

く
る
の
が
通
婚
で
は
解
釈
で
き
な
い
わ
け
で
す
。

ま
た
、「
た
づ
た
づ
し
」で
は「
行
」は「
行
か
せ
」

な
の
で
す
が
、現
行
の
万
葉
集
研
究
で
は「
い
ま
せ
」

と
読
ん
で
お
り
ま
す
。
女
性
が
男
性
に
対
し
て
、尊

敬
の
念
を
も
っ
て「
ど
う
ぞ
ゆ
っ
く
り
気
を
付
け
て

行
っ
て
下
さ
い
」と
い
う
。

こ
の
よ
う
に
、「
た
づ
た
づ
し
」
は
、松
本
清
張

の
具
体
的
か
つ
独
自
の
解
釈
で
、万
葉
歌
の
場
を
立

体
的
に
イ
メ
ー
ジ
し
て
、作
品
の
中
で
そ
れ
を
肉
付

け
し
、作
品
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
と
理
解
で
き
ま

す
。
さ
ら
に
「
た
づ
た
づ
し
」
が
巧
み
だ
と
思
う
の

は
、万
葉
歌
を
微
妙
に
リ
ン
ク
さ
せ
な
が
ら
物
語
が

閉
じ
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
す
。「
木
曽
の
日
昏
れ
は
早

い
。
蒼
茫
と
昏
れ
か
か
る
空
の
一
角
に
は
宵
の
月

が
か
か
っ
て
い
た
。」
月
が
出
て
く
る
わ
け
で
す
。

「
路
は
山
峡
の
深
い
所
で
は
暗
く
、ひ
ら
け
た
所
で

は
月
に
照
ら
さ
れ
て
い
た
。
車
は
、た
ど
た
ど
し
く

そ
こ
を
進
ん
だ
。」

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、『
万
葉
集
』
を
と
く

に
勉
強
し
た
わ
け
で
は
な
い
と
言
い
な
が
ら
、よ
く

読
ん
で
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

次
は
、「
古
代
探
求
」（
1
9
7
1
～
1
9
7
2

年
）
で
す
。
合
計
22
首
の
万
葉
歌
が
用
い
ら
れ
て
い

ま
す
。『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
を
基
軸
と
し
な
が

ら
、『
万
葉
集
』
は
、古
代
史
研
究
の
素
材
、古
代
を

立
体
的
に
描
く
上
で
の
素
材
と
し
て
使
わ
れ
て
い

る
の
で
す
。

「
古
代
探
求
」に
お
い
て
は
、次
の
よ
う
に『
万
葉

集
』を
引
用
し
て
い
ま
す
。

う
つ
せ
み
の
命
を
惜
し
み
　
波
に
濡ぬ

れ

伊
良
虞
の
島
の
　
玉
藻
刈
り
食を

す

こ
れ
は
二
四
番
歌
で
す
が
、「
う
つ
せ
み
」
と
い

う
の
が
枕
詞
で
、命
に
か
か
る
。
命
が
惜
し
い
の
で

島
流
し
に
な
っ
た
伊
良
虞
の
島
で
、玉
藻
を
刈
っ
て

私
は
命
を
つ
な
い
で
い
ま
す
、と
い
う
万
葉
歌
で

す
。
こ
れ
の
解
釈
に
つ
い
て
、松
本
清
張
は
次
の
よ

う
に
具
体
的
に
解
釈
を
提
示
し
て
い
る
。
玉
藻
を

食
べ
た
の
で
は
な
く
、刈
っ
て
食
べ
物
と
物
々
交
換

し
て
生
き
て
い
る
の
だ
、と
。

こ
の
よ
う
に
松
本
清
張
は
、小
説
な
ど
の
作
品

世
界
で
は
一
つ
の
場
面
設
定
や
作
品
の
奥
行
き
を

照
ら
し
て
い
ま
す
。
対
し
て
、「
古
代
探
求
」な
ど
歴

史
を
描
く
場
面
で
は
『
万
葉
集
』
と
向
き
合
い
な
が

ら
独
自
の
解
釈
を
提
言
し
て
い
く
の
で
す
。

4

「
万
葉
考
古
学
」に
お
け
る
都
市
と
地
方
を
つ
な
ぐ
交
通
の
研
究

鈴
木 

喬

奈
良
大
学 

准
教
授

専
門

　

上
代
文
学

発
表
者

研
究
発
表



研
究
的
で
は
な
い
。
も
う
一
つ
、「
個
」で
の
研
究
に

は
限
界
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。「
個
」
の
研
究

で
は
国
文
学
者
か
ら
は
見
向
き
も
さ
れ
ま
せ
ん
。

だ
か
ら
、ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
必
要
な
の
だ
と
思
い
ま

す
。次

は
、松
本
清
張
の「
顕
彰
」の
方
で
す
。

○
現
在
訓
み
う
る
可
能
性
の
あ
る
訓
み
の
提
示
。

こ
れ
は
や
は
り
必
要
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。
現

在
の
万
葉
集
の
テ
キ
ス
ト
は
、読
め
な
い
も
の

は
漢
字
の
ま
ま
で
挙
げ
て
お
く
だ
け
で
す
。
完

全
に
は
読
め
な
く
て
も
、現
状
訓
み
う
る
も
の

を
提
示
す
る
。
そ
れ
が
、松
本
清
張
の
万
葉
考
古

学
に
お
け
る
『
万
葉
集
』
の
訓
み
だ
と
思
い
ま

す
。

○
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
日
本
と
い
う
視
点
、通
時

的
な
視
点
な
ど
巨
視
的
な
視
点
が
、『
万
葉
集
』

研
究
に
も
必
要
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。

○
人
間
あ
り
き
の
、と
い
う
か
、よ
り
立
体
的
な
人

間
の
営
み
と
し
て
の
解
釈
も
や
は
り
必
要
だ
ろ

う
と
思
い
ま
す
。
全
体
を
見
る
と
い
う
捉
え
方

が
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。

こ
れ
ら
が
、松
本
清
張
の
万
葉
学
が
現
代
の
『
万

葉
集
』研
究
へ
提
言
す
る
も
の
だ
と
考
え
ま
す
。

松
本
清
張
の「
万
葉
考
古
学
」

「
私
の
万
葉
発
掘
」（
1
9
7
3
年
）と
い
う
作
品

の
中
で
、清
張
は「
私
は『
万
葉
集
』を
と
く
に
勉
強

し
た
も
の
で
は
な
い
。
古
代
史
や
考
古
学
関
係
の

本
を
わ
り
に
よ
く
読
む
の
で
、そ
れ
に
か
か
わ
り
あ

い
の
あ
り
そ
う
な
と
こ
ろ
を
『
万
葉
集
』
か
ら
捜
索

し
て
い
た
程
度
で
あ
る
。」
捜
索
と
い
う
フ
レ
ー
ズ

が
出
て
き
ま
す
。「
壬じ

ん
し
ん申
の
乱
と
『
万
葉
集
』
と
は
密

接
だ
し
、考
古
学
で
も
遺
蹟
と
『
万
葉
集
』
と
は
き

り
は
な
せ
な
い
も
の
が
あ
る
。」
と
指
摘
し
て
い
ま

す
。「

万
葉
考
古
学
」
の
こ
と
は
、小
説
「
万
葉
翡
翠 

¦ 

求
め
て
得
ま
し
玉
か
も
¦
」
で
こ
の
よ
う
に
出

て
き
ま
す
。

「
『
ぼ
く
は
ね
、万
葉
考
古
学
を
や
り
た
い
と

思
っ
て
い
た
時
期
が
あ
っ
た
よ
』S
大
学
の
若
い
考

古
学
助
教
授
の
八
木
修
蔵
氏
は
、研
究
室
で
三
人
の

学
生
と
雑
談
し
て
い
る
と
き
に
云
っ
た
。」
こ
こ
か

ら
話
が
始
ま
る
わ
け
で
す
。

で
は
、「
万
葉
考
古
学
」
と
は
い
っ
た
い
ど
う
い

う
も
の
な
の
か
。
学
生
が
言
い
ま
す
。「
万
葉
の
歌

に
織
り
込
ま
れ
た
字
句
か
ら
、古
代
の
生
活
を
探
求

し
よ
う
と
い
う
わ
け
で
す
ね
」
つ
ま
り
、『
万
葉
集
』

か
ら
古
代
を
描
く
。
そ
れ
は
松
本
清
張
の
『
古
代
探

求
』と
深
く
リ
ン
ク
し
て
い
る
わ
け
で
す
。

出
発
点
と
な
る
の
は
次
の
万
葉
歌
で
す
。

渟ぬ

な名
河
の
　
底
な
る
玉
、

求
め
て
　
得
ま
し
玉
か
も
。

拾ひ
り

ひ
て
　
得
ま
し
玉
か
も
。

惜
あ
た
ら

し
き
　
君
が

老
ゆ
ら
く
惜
し
も

（
三
二
四
七
）

「
得
ま
し
玉
か
も
」
は
、現
行
「
得
し
玉
か
も
」
と

訓
む
の
が
一
般
的
。「
得
ま
し
」
と
訓
む
注
釈
書
は

一
つ
も
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
松
本
清
張
が
独

自
に
作
り
上
げ
た
訓
み
で
す
。
作
品
の
八
木
修
蔵

の
訓
み
な
の
で
す
。

「
万
葉
翡
翠
」
に
つ
い
て
は
、お
そ
ら
く
中
西
進

さ
ん
の
『
松
本
清
張
研
究
』
6
号
の
論
文
で
事
足
り

て
い
る
と
思
い
ま
す
。（
詳
し
く
は
、同
研
究
誌
6
号

論
文
を
お
読
み
く
だ
さ
い
）
中
西
さ
ん
は
こ
の
「
ま

し
」の
改
変
は
松
本
清
張
の
作
品
上
の
意
図
的
改
変

だ
と
指
摘
し
ま
す
。
私
も
同
意
見
で
す
。

さ
て
、「
万
葉
翡
翠
」
に
戻
り
ま
す
。「
求
め
て
得

ま
し
」「
拾
い
て
得
ま
し
」
と
い
う
言
葉
が
何
を
表

す
の
か
と
い
う
疑
問
か
ら
出
発
し
て
、古
代
の
生

活
、実
態
を
描
く
万
葉
考
古
学
を
考
え
た
の
だ
、と

八
木
氏
は
言
い
ま
す
。
そ
し
て
、「
こ
の
字
句
に
つ

い
て
は
、少
し
解
釈
の
違
い
が
あ
る
。（
中
略
）
折
口

先
生
の
《
其
玉
は
探
し
廻
っ
て
、手
に
入
れ
た
玉
と

言
ふ
の
か
。
偶
然
得
た
玉
と
言
ふ
の
か
》
と
い
う
説

を
支
持
し
た
い
。
け
れ
ど
、（
中
略
）《
求
め
》と
い
う

云
い
方
に
、ぼ
く
の
特
別
な
解
釈
が
あ
る
。」と
続
け

ま
す
。
つ
ま
り
、解
釈
あ
り
き
の
訓
み
の
提
示
が
、

こ
の「
万
葉
翡
翠
」の「
万
葉
考
古
学
」に
は
あ
る
わ

け
で
す
。「
つ
ま
り
《
求
め
》
と
い
う
言
葉
を
、ぼ
く

は《
買
う
》と
い
う
意
味
に
解
釈
し
た
い
」と
。

契
沖
以
来
「
沼
名
河
は
天
上
に
有
河
な
る
へ
し
」

と
し
、実
在
の
河
で
は
な
く
、修
辞
的
な
架
空
の
河

と
し
ま
す
。『
万
葉
集
』
巻
13
の
テ
ク
ス
ト
の
配
列

が
、大
和
→
伊
勢
→
近
江
→
美
濃
→
安
芸
（
ま
た
は

長
門
）
→
天
上
界
の
順
に
な
っ
て
お
り
、当
該
歌
が

天
上
界
の
と
こ
ろ
に
あ
る
と
い
う
の
が
主
な
理
由

で
す
。

対
し
て
、「
万
葉
翡
翠
」の
八
木
助
教
授
は
、「
玉
」

は
「
翡
翠
」
と
し
、実
際
の
河
で
あ
る
と
仮
説
を
立

て
て
い
き
ま
す
。
そ
し
て
、事
件
が
起
こ
っ
て
い

く
。「
私
の
万
葉
発
掘
」で
も
、国
文
学
者
に
対
し
て
、

考
古
学
の
こ
と
に
も
絶
え
ず
注
意
し
て
も
ら
い
た

い
、糸
魚
川
に
翡
翠
が
あ
る
と
い
う
考
古
学
的
知
見

を
援
用
し
な
が
ら
読
み
解
く
必
要
が
あ
る
の
だ
と

提
言
し
ま
す
。
私
に
は
耳
が
痛
い
。

中
西
進
は「
完
全
に
松
本
説
に
賛
成
し
た
」と
論

文
に
書
い
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、講
談
社
文
庫
『
全

訳
注
』で
、「
新
潟
県
の
小
滝
川
か
。
そ
こ
で
と
れ
る

翡
翠
が
、神
話
上
の
沼
名
川
と
合
体
し
て
一
層
高
貴

な
玉
と
考
え
ら
れ
た
か
」
と
地
上
の
「
沼
名
川
」
説

を
採
用
し
、伊
藤
博
以
降
こ
の
「
沼
名
川
」
説
が
援

用
さ
れ
て
い
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、中
川
幸
廣
氏
は
「
沼
名
河
の
底
な
る

玉
」と
い
う
論
文（
1
9
6
2
）の
中
で
、「
沼
名
河
」

は
越
後
国
頸
城
軍
沼
河
郷（
現
在
の
新
潟
県
糸
魚
川

市
域
）
の
川
を
歌
っ
た
も
の
だ
と
言
い
、巻
13
の
編

者
は
そ
れ
が
理
解
で
き
ず
、天
上
の
河
と
し
て
「
雑

歌
」
の
部
の
最
後
に
収
録
し
た
と
指
摘
し
ま
し
た
。

中
川
氏
は
残
念
な
が
ら
、松
本
清
張
の「
万
葉
翡
翠
」

は
引
用
し
て
い
ま
せ
ん
。「
沼
名
川
」
を
糸
魚
川
支

流
だ
と
す
る
説
は
、松
本
清
張
で
は
な
く
こ
の
中

川
幸
廣
さ
ん
が
起
点
だ
と
見
ら
れ
て
い
る
わ
け
で

す
。「
万
葉
翡
翠
」
は
1
9
6
1
年
2
月
の
発
表
で

1
9
6
2
年
の
中
川
幸
廣
論
文
に
先
行
す
る
の
に
、

小
説
作
品
で
し
か
な
い
か
ら
と
重
視
さ
れ
な
い
の

で
す
。
研
究
者
は
前
の
中
西
論
文
さ
え
見
て
な
い

の
で
す
。
中
西
進
は
万
葉
集
研
究
の
神
様
的
な
位

置
づ
け
の
人
で
す
。
し
か
し
、松
本
清
張
に
つ
い
て

論
じ
て
い
る
か
ら
我
々
研
究
者
は
そ
の
論
文
に
目

が
届
か
な
い
の
で
す
。

「
万
葉
考
古
学
」
と
は
、書
か
れ
て
い
る
も
の
だ

け
を
解
釈
し
た
だ
記
す
の
で
は
な
く
、人
間
が
も
よ

お
し
た
事
実
、人
間
の
物
、「
人
間
あ
り
き
」
の
古
代

を
描
い
て
い
く
こ
と
だ
と
、私
は
思
い
ま
す
。
そ
れ

が
「
古
代
探
求
」
だ
と
思
い
ま
す
。
コ
ト
（
文
献
学
）

と
モ
ノ
（
考
古
学
）、そ
し
て
コ
コ
ロ
（
万
葉
集
）
で

歴
史
を
捉
え
て
い
く
態
度
、そ
れ
が「
万
葉
考
古
学
」

な
の
で
す
。

松
本
清
張
万
葉
学
の
検
証
と
顕
彰

ま
ず
は
「
検
証
」
で
す
。
一
番
大
き
な
問
題
は
、

解
釈
あ
り
き
の
訓
み
で
す
。
松
本
清
張
は
ま
ず
解

釈
が
あ
っ
て
、『
万
葉
集
』
の
漢
字
の
訓
み
を
提
示

し
て
い
く
。
こ
れ
は
、松
本
作
品
に
お
け
る
『
万
葉

集
』
の
引
用
と
深
く
つ
な
が
っ
て
い
る
が
、こ
れ
は
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作
品
の
舞
台
を
訪
ね
て「
啾
々
吟
」 |
蓮
池

し
ゅ
う
し
ゅ
う
ぎ
ん

は
す
い
け

　
「
啾
々
吟
」は「
或
る『
小
倉
日
記
』伝
」と
ほ
ぼ
同
時

期
に
「
オ
ー
ル
讀
物
」
に
投
稿
し
た
短
編
時
代
小
説
で

あ
る
。
幕
末
の
肥
前
佐
賀
鍋
島
藩
の
藩
主
・
直
大
と
同

年
同
月
同
日
に
生
ま
れ
た
、こ
の
物
語
の
語
り
手
で
あ

る
家
老
の
子
「
予
」
こ
と
松
枝
慶
一
郎
と
御
徒
衆
の
息

子
・
石
内
嘉
門
の
物
語
で
あ
る
。

　

予
と
嘉
門
は
同
じ
日
に
生
ま
れ
た
因
縁
に
よ
っ
て
若

殿
の
近
習
と
な
り
親
交
を
結
ぶ
。
学
問
に
熱
心
で
、利

発
聡
明
な
嘉
門
だ
が
、そ
の
割
に
は
藩
主
に
も
重
用
さ

れ
ず
、同
僚
や
組
頭
か
ら
の
気
受
け
も
よ
く
な
か
っ
た
。

嘉
門
は
そ
れ
を
自
分
の
身
分
が
低
い
せ
い
だ
と
ひ
が
ん

だ
。
予
は
、嘉
門
に
同
情
し
、励
ま
す
た
め
、鍋
島
の
支

藩
の
あ
る
蓮
池
に
住
む
叔
父
の
家
に
嘉
門
を
連
れ
て
行

く
。
そ
こ
に
は
、親
同
士
の
決
め
た
許い

い
な
ず
け嫁
の
千
恵
が
い

た
。
や
が
て
、嘉
門
は
、千
恵
に
思
い
を
寄
せ
て
、予
に

告
白
の
仲
介
を
頼
む
が
、予
は
千
恵
と
は
許
嫁
の
間
だ

と
言
い
出
せ
な
い
ま
ま
に
時
間
が
進
み
、家
老
職
を
継

ぎ
、千
恵
と
結
婚
し
た
こ
と
が
彼
に
人
づ
て
に
伝
わ
っ

て
し
ま
う
。

屋
敷
の
裏
は
、
水
を
湛た

た

え
た
濠ほ

り

が
取
り
巻
い
て

い
た
。
こ
の
地
方
は
、こ
う
い
う
濠
が
、無
数
に
縦

横
に
走
っ
て
い
る
水
郷
で
あ
る
。

濠
に
は
菱ひ

し

も藻
が
し
げ
っ
て
い
る
。
菱
の
実
は
、名

の
よ
う
に
菱
形
の
黒
い
色
を
し
て
い
る
が
、茹
で
て

硬
い
皮
を
む
く
と
、栗
に
似
た
味
が
す
る
。
近
在
の

百
姓
の
女
な
ど
は
、季
節
に
な
る
と
、片
手
間
に
城

下
に
売
り
に
き
た
。

こ
の
地
方
で
、ハ
ン
ギ
と
呼
ぶ
、人
間
が
乗
っ
て

水
面
に
泛
か
ぶ
大
き
な
盥

た
ら
い

が
あ
る
。
菱
の
実
を
と

る
に
は
、こ
の
ハ
ン
ギ
に
乗
る
の
だ
。

千
恵
は
、ハ
ン
ギ
に
乗
っ
て
手
で
水
を
掻
き
、水

面
を
移
動
し
な
が
ら
、菱
の
実
を
採
っ
た
。
予
と
嘉

門
は
岸
に
立
っ
て
見
物
し
た
。

初
夏
の
強
い
陽
が
水
に
反
射
し
て
、
千
恵
の
顔

を
下
か
ら
明
る
く
し
た
。
あ
た
り
の
木
立
や
水
草

の
色
を
う
つ
し
て
、透
明
な
蒼
さ
が
映
え
て
い
る
。

水
が
動
く
と
、
千
恵
の
顔
の
光
の
波
が
揺
れ
る
の

だ
。
予
は
幼
少
か
ら
見
な
れ
た
千
恵
が
別
人
の
よ

う
に
思
え
た
。

「
ほ
う
ら
、も
う
、こ
れ
だ
け
採
れ
ま
し
た
わ
」

と
、千
恵
は
膝
の
あ
た
り
か
ら
、菱
の
実
を
掬
っ

て
、さ
し
上
げ
て
見
せ
た
。
あ
ど
け
な
い
、美
し
い

微
笑
だ
っ
た
。
水
面
に
泛
か
ん
で
漂
い
、手
を
挙
げ

て
示
し
た
彼
女
の
一
瞬
の
そ
の
姿
態
は
、さ
な
が
ら

一
幅
の
画
を
み
る
よ
う
だ
っ
た
。
予
と
一
緒
に
な

ら
ん
で
い
た
嘉
門
も
、言
葉
を
呑
ん
で
い
た
。

（『
松
本
清
張
全
集
35
』）

　

作
品
に
登
場
す
る
蓮
池
は
佐
賀
市
の
中
心
部
か
ら

東
へ
お
お
よ
そ
６
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
付
近
一
帯
の
地
名

で
あ
る
。
か
つ
て
佐
賀
江
川
と
周
辺
の
ク
リ
ー
ク
を
濠

と
し
た
旧
蓮
池
鍋
島
藩
五
万
石
の
居
館
が
あ
っ
た
場

所
で
、明
治
初
年
に
蓮
池
公
園
と
し
て
整
備
さ
れ
た
。

　

今
回
は
、こ
の
蓮
池
公
園
を
訪
ね
た
。
田
園
地
帯
の

中
に
あ
る
静
か
な
公
園
の
中
を
ゆ
っ
く
り
と
散
策
し
、

周
辺
の
濠
を
眺
め
な
が
ら
菱
の
実
を
採
る
様
子
を
想

像
し
て
み
た
。
公
園
に
は
築
山
や
池
が
整
備
さ
れ
、多

く
の
歴
史
遺
産
も
あ
る
。
ま
た
、桜
や
花
菖
蒲
の
名
所

と
し
て
も
知
ら
れ
て
い
る
と
の
こ
と
。
私
が
訪
れ
た
の

は
二
月
の
寒
い
日
で
、人
気
も
な
く
、か
つ
て
の
城
下

町
の
賑
わ
い
は
感
じ
ら
れ
な
か
っ
た
。
桜
が
咲
く
頃
、

ま
た
来
て
み
た
い
。

（
小
田 

智
子
）

当
館
に
は
、清
張
作
品
を
ジ
ャ
ン

ル
別
に
紹
介
し
た
エ
リ
ア
が
あ
る
。

現
代
小
説
、推
理
小
説
、歴
史
・
時
代

小
説
、現
代
史
、古
代
史
、フ
ィ
ル
モ

グ
ラ
フ
ィ
（
映
画
）
と
、そ
の
範
囲
は

多
岐
に
亘
っ
て
い
る
。

現
代
史
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
分

野
で
、「
昭
和
史
発
掘
」
は
大
き
な
仕

事
だ
っ
た
。
特
に
二
・
二
六
事
件
は
、

全
体
の
半
分
近
く
を
占
め
る
。
連
載

期
間
で
み
る
と
、ざ
っ
と
八
年
の
う

ち
の
四
年
間
が
費
や
さ
れ
て
い
る
。

展
示
パ
ネ
ル
の
映
像
で
、清
張
は

二
・
二
六
事
件
に
つ
い
て
次
の
よ
う

に
語
っ
て
い
る
。

天
皇
制
と
い
う
の
は
、重
臣
層

の
な
か
に
組
織
さ
れ
て
い
る
。
だ

か
ら
重
臣
の
十と

え

は

た

え

重
二
十
重
の
垣
根

の
な
か
に
天
皇
が
い
る
こ
と
に

よ
っ
て
、天
皇
制
と
い
う
の
は
成

り
立
っ
て
い
る
。

だ
か
ら
二・
二
六
事
件
の
決
行

が
起
き
た
と
き
、朕
が
信
頼
し
て

い
る
重
臣
た
ち
を
殺
傷
し
て
、そ

し
て
な
ん
で
そ
う
い
っ
た
こ
と
が

朕
の
意
志
に
か
な
う
か
。
重
臣
を

殺
傷
し
た
こ
と
は
朕
の
首
を
真
綿

で
絞
め
る
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
、

と
天
皇
は
言
っ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、遂
に
は
取
り
返
し
の

つ
か
な
い
日
中
戦
争
、そ
し
て
太
平

洋
戦
争
へ
と
突
進
し
て
い
っ
た
。

明
治
四
二
年
生
ま
れ
の
清
張
は
、

昭
和
時
代
の
移
り
変
わ
り
を
実
体
験

と
し
て
知
っ
て
い
た
。
し
か
し
国
民

に
は
何
が
起
こ
っ
て
い
る
の
か
不
可

視
の
ま
ま
、開
戦
そ
し
て
敗
戦
を
迎

え
た
と
い
う
思
い
が
あ
っ
た
の
で
は

な
い
か
。

ケ
ー
ス
に
は
昭
和
十
一
年
七
月

七
日
の
「
時
事
新
報
」
号
外
と
、昭
和

十
二
年
八
月
十
四
日
の
「
東
京
朝
日

新
聞
」号
外
の
複
写
が
、縮
小
し
て
展

示
さ
れ
て
い
る
（
注
1
）。
二
・
二
六
事

件
で
逮
捕
さ
れ
た
軍
人
た
ち
の
軍
法

会
議
（
裁
判
）
は
非
公
開
だ
っ
た
た

め
、国
民
は
七
月
七
日
の
報
道
で
二
・

二
六
事
件
の
全
貌
と
判
決
に
つ
い
て

知
る
こ
と
と
な
る
。
十
五
名
の
死
刑

執
行
は
七
月
五
日
、陸
軍
省
の
発
表

は
十
二
日
だ
っ
た
。
新
た
に
死
刑
判

決
が
下
っ
た
北
、西
田
と
、村
中
、磯

部
ら
の
時
も
同
様
に
処
刑
後
発
表
さ

れ
た
。

当
館
展
示
の
「
昭
和
史
発
掘
」
関

連
資
料
に
は
、最
も
貴
重
な《
蹶
起
趣

意
書
》
も
あ
る
。
そ
の
話
は
ま
た
、別

の
機
会
に
。

注
1　

現
物
は
、誌
面
を
半
分
に
折
ら
な
い
と
ケ
ー

ス
に
収
ま
ら
な
い
の
で
、記
事
全
体
を
示
す

た
め
と
、劣
化
防
止
に
配
慮
し
、縮
小
複
写

の
形
で
展
示
し
て
い
ま
す
。

（
学
芸
員　

栁
原 

暁
子
）
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「昭和史発掘」関連資料①

蓮池公園

菱の実採りの様子（提供： 神埼市）



TEL. 093-582-2761
友の会入会のお申し込みは、松本清張記念館友の会事務局まで

● 友の会会員 更新のお知らせと新規会員募集 ●
松本清張記念館友の会は、講演会、生誕祭、『友の会だより』の発行、記
念館に関する情報提供など多彩な事業を展開しています。
年会費は3,000円です。皆様のご入会を心よりお待ちしています。

●生誕祭

　特別講演「飛鳥に残る謎の石造遺物と『火の路』」を中川里志学
芸担当主任が行いました。
　「火の路」（1973.6.16～1974.10.3、『朝日新聞』）は、前年、高松塚古
墳壁画の発見で全国的に注目をあつめていた奈良県飛鳥地方を主
舞台にし、古代ペルシアの遺物がのこるイランにまで作品空間を広げ
て、飛鳥にある古代石造遺物の謎の解明を通して、飛鳥時代にペル
シア人（ゾロアスター教徒）が渡来していたという大胆な仮説を、主人
公T大史学科助手高須通子の二つの論文に託して論証しようとした
長篇推理小説であり、芥川賞受賞から二十年が経ち、名を成してな
お独自の新境地を拓こうとした意欲作であると講演しました。また、考
古学研究の第一人者であった、故・森浩一氏が、「『火の路』は非常
に高いレベルの学術論文、プラス推理小説の両方をミックスさせた見
事な小説」と評価されたことなどを紹介しました。

令和4年12月17日（土） 14：00～16：45
松本清張記念館 企画展示室

令和5年3月18日（土） 14：00～15：30　参加者22名
講　師 中川　里志（松本清張記念館学芸担当主任）
テーマ  「飛鳥に残る謎の石造遺物と『火の路』」
会　場 松本清張記念館 企画展示室

●清張サロン （特別講演会）

　友の会では、毎年、清張さんの誕生日（明治42年12月21日生）
をお祝いする「生誕祭」を開催しています。今回は、清張さんの生
誕113年にあたり、友の会発足22周年の年です。
　加島巧会長の開会あいさつの後、松本陽一さんから、コロナ
禍以降、父のふるさと北九州市までお伺い出来ていないので、早
く記念館を訪れたいとのメッセージが披露されました。
　このあと、NHKドラマ「一年半待て」が上映され、加島巧会長
による解説も行われました。続いて、コロナ禍で見送られていた茶
話会を開催し、ケーキカットセレモニーが行われ、華やかな、お祝
いムードに包まれました。
　最後に、古賀厚志館長による、オカリナ演奏会「清張作品で辿
る郷愁の調べ（童謡唱歌編）」が開催され、清張作品の朗読とそ
の作品にちなんだ曲が演奏されました。
　久しぶりの、ケーキカットセ
レモニーと初めてのオカリナ
演奏会でしたが、参加者の皆
さんから、「とても良かった」
「素晴らしい生誕祭だった」等
の声をいただき、心に残る生
誕祭となりました。

友の会 活動報告

研
究
誌 「
松
本
清
張
研
究
」 〜 

第
二
十
四
号
発
刊 

〜

 
 

 

保
阪
正
康 

・ 

加
藤
陽
子

 
 

 

司
　
　会
　田
中
光
子

 
 

 

特
別
参
加
　藤
井
康
栄

　『昭
和
史
発
掘
』の
中
の
文
学
者
た
ち 

綾
目
広
治

　元
老
西
園
寺
公
望
の
別
荘
坐
漁
荘
に
お
け
る「
お
花
騒
動
」に
関
す
る
一
考
察

　―
 

松
本
清
張『
昭
和
史
発
掘
』『
老
公
』の
成
果
の
継
承
と
発
展 

奈
良
岡
聰
智

　小
説
に
描
か
れ
る
二・二
六
事
件

 

エ
ッ
セ
イ 

恩
田
　陸 

・ 

山
田
正
紀 
・ 
北
村
　薫 

・ 

奥
泉
　光

 

ブ
ッ
ク
ガ
イ
ド 

編
集
部

　不
届
き
者
、時
代
の「
飛
び
石
」を
論
じ
る 
坂
上
　泉

　『二・二
六
事
件=

研
究
資
料
』Ⅰ
編
者
あ
と
が
き 

松
本
清
張

　『二・二
六
事
件
』第
一
巻
ま
え
が
き

　松
本
清
張
の
実
像 

藤
井
康
栄

　研
究
発
表  「
松
本
清
張：メ
デ
ィ
ア・ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン・ミ
ド
ル
ブ
ラ
ウ
文
学
」

　松
本
清
張「
或
る『
小
倉
日
記
』伝
」と『
両
像・森
鷗
外
』、

 
 

そ
し
て
森
鷗
外
の
知
ら
れ
ざ
る
台
湾
体
験 

呉
佩
珍

林
熊
生
こ
と
金
関
丈
夫
と
松
本
清
張 

栁
原
暁
子

特
集 
今
読
む「
昭
和
史
発
掘
」

特
別
対
談

関
連
企
画

エ
ッ
セ
イ

誌
上
再
録

記
念
館
研
究
ノ
ー
ト

論 

文
寄 

稿
再 

録
今
読
む「
昭
和
史
発
掘
」

十
重
田
裕
一
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リバーウォーク
北九州

清
張
通
り モ

ノ
レ
ー
ル

平和通

勝山通り

京町銀天街

小文字通り

松本清張
記念館

JR
西小倉駅

JR
小倉駅

北九州
市役所

小倉城
庭園

ホテルクラウン
パレス小倉

ステーション
ホテル小倉

リーガロイヤル
ホテル小倉

小倉リーセント
ホテル

小倉城・松本清張
記念館前 井筒屋

小倉城

北九州市立
中央図書館
こども図書館

北九州市立
文学館

北九州都市
高速道路JR鹿児島本線

JR日豊本線

魚
町
銀
天
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小倉北
警察署

勝山公園

紫
川

〒803-0813
北九州市小倉北区城内2番3号
TEL 093（582）2761
FAX 093（562）2303
https://www.seicho-mm.jp
制作 （株）エディックス

●開館時間
●休 館 日

●観 覧 料

●アクセス

午前9：30～午後6：00（入館は午後5：30まで）
毎週月曜日（休日の場合は翌日）、
年末年始（12/29～1/3）、館内整理日
一　般／600円（480円）　中・高生／360円（280円）
小学生／240円（190円）　※（　）は30人以上の団体
JR： 小倉駅から徒歩15分　西小倉駅から徒歩5分
小倉駅からバスをご利用いただくと便利です（小倉城・松本清張記念館前下車）
車： 北九州都市高速 大手町ランプより5分

8

若年層に清張作品に親しんでもらうとともに、表現力を学び、豊かな心を育む契機となれ
ばという思いから始まりました。
新時代を切り開く若者達へ、探求の人・松本清張の精神の伝達を働きかけるものです。

■応募対象　全国の中学生・高校生

■課題図書　中学生・高校生ともに下記から一作品

  「点と線」 （『点と線』文春文庫、新潮文庫）

  「或る『小倉日記』伝」 （『或る「小倉日記」伝』新潮文庫）

  「地方紙を買う女」 （『張込み』新潮文庫）
■応募方法

中学生、高校生ともに1,200 ～ 2,000字程度の読書感想文を書
き、応募用紙に添えて提出してください。
手書き、ワープロどちらでも結構です。ただし全体の字数がわかるよ
う応募用紙に1行の字数×行数を記入してください。
原稿は自作で未発表のものに限ります。なお応募用紙はお返しいた
しませんので、必要な人はコピーをおとりください。

■応募締切　令和5年9月30日（土） ※当日消印有効

■選　　考　松本清張記念館内の選考委員会により選考します。

■発　　表
最優秀賞、優秀賞の受賞者には、11月中旬頃、本人と学校に通知し後
日表彰式を行います。なお、入選の結果は、当館発行の「館報」および
HPで発表します。その場合、著作権は松本清張記念館に帰属します。

■賞　　品  （受賞人数等変更の場合もあります。）

○最優秀賞（１名）
○優秀賞（中学の部…１名）（高校の部…１名） 
○佳　作（中学の部…３名）（高校の部…３名）
※最優秀賞は中学の部、高校の部で各1回ずつの受賞と限らせていただき
ます。最優秀賞受賞後の応募も歓迎します。すでに受賞した人からの応募
作品が賞に該当する場合は〈特別賞〉として当館発行の「館報」掲載を予
定しています。

5月18日 祝町市民センター

8月19日 北九州市民カレッジ

8月27日
9月27日
10月25日
11月22日
12月27日

北九州プロバスクラブ同好会

11月6日 北九州市立小倉南図書館

11月22日 志井市民センター

2月17日 下関夜話会

北九州市印刷物登録番号 第2210156B号

令和5年度

中学生・高校生 読書感想文コンクール

講演に行ってきました

●　応募先 ・ 問い合わせ　●

〒803-0813　北九州市小倉北区城内2番3号　松本清張記念館　読書感想文コンクール係
TEL．093-582-2761　FAX．093-562-2303　※応募用紙は記念館ＨＰからダウンロードできます。

　ようやく寒さも和らぎ桜の季節が巡ってきました。
　今年は、市制60周年、記念館開館25周年、松本清張
研究会創立25周年といくつもの節目を迎えます。この記
念すべき年に、第24回松本清張研究奨励事業の入選企
画の日・中・米の研究者による『砂の器』国際シンポジウ
ムを開催します。オンラインで配信も行う予定です。申し込
み方法など、詳細については、ホームページでお知らせし
ます。皆さまのご参加をお待ちしています。　　　  （T.O）


