
　記念館地階ミュージアムショップには、清張
の本や当館発行の研究誌・図録はもちろんの
ことオリジナルグッズも販売しています。
　ご来館の際は、是非、ミュージアムショップ
をのぞいてみてください。

8

『白と黒の革命』昭和54（1979）年　文藝春秋
「白と黒の革命」は、昭和54（1979）年「文藝春秋」6~12月号に掲載された。

現在入手しやすい本
『白と黒の革命』小学館
『松本清張全集』49巻　文藝春秋

2020.4
63

リバーウォーク
北九州

り
通
張
清

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

文学サロン

小倉城

北九州市立
中央図書館

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

街
天
銀
町
魚

JR山陽新幹線

小倉北
警察署

勝山公園

川
紫

制 作　㈱ハーティブレーン

午前9：30～午後6：00（入館は午後5：30まで）
年末（12月29日～12月31日）、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

北九州市印刷物登録番号 第1909152B号

こども図書館

　

作
家
の
山
上
は
、ニュ
ー
ヨ
ー
ク
で
ペ

ル
シ
ア
絨
毯
の
商
人
を
し
て
い
る
エ
ド

モ
ン
ド・ハ
ム
ザ
ビ
か
ら
、シ
ャ
ー・パ
ー

レ
ビ
の
イ
ラ
ン
追
放
に
つ
い
て
、驚
く
べ

き
見
解
を
聞
く
。イ
ラ
ン
革
命
は
、石

油
値
上
げ
に
走
る
シ
ャ
ー
へ
の
懲
罰
を

ア
メ
リ
カ
の
メ
ジ
ャ
ー
が
意
図
し
C
I
A
が
画
策
し

た
結
果
起
こっ
た
と
い
う
の
だ
。

　

興
味
を
も
っ
た
山
上
は
、情
報
収
集
の
た
め
ニュー

ヨ
ー
ク
へ
赴
く
が
、再
会
し
た
ハ
ム
ザ
ビ
は
冷
淡
で
、

思
う
よ
う
な
取
材
が
で
き
な
い
。し
か
し
、最
後
に

面
会
し
た
イ
ラ
ン
の
王
族
の一
人
で
あ
る
ア
リ・モ
ス

タ
フ
ァ
ビ
か
ら
、新
た
な
情
報
を
得
る
。

　

山
上
は
イ
ラ
ン
の
首
都・テ
ヘ
ラ
ン
行
き
を
決
意

し
た
。シ
ャ
ー
の「
白
い
革
命
」時
代
か
ら
ホ
メ
イ
ニ
の

「
黒
い
革
命
」に
よ
っ
て
変
化
し
た
イ
ラ
ン
で
は
、い
ま

に
も「
何
か
が
起
こ
る
」予
感
で
満
ち
て
い
た
。そ
し

て
つい
に
山
上
の
身
に
も
危
険
が―

―

　
一九
七
八
年
に
清
張
が
イ
ラ
ン
を
訪
問
し
た
際
に

起
こ
っ
た
暴
動「
血
の
金
曜
日
」に
触
発
さ
れ
書
い
た

作
品
が
本
作「
白
と
黒
の
革
命
」で
あ
る
。

　

現
在
に
至
る
ま
で
火
種
が
燻
り
続
け
る
イ
ラ
ン
の

歴
史
の一端
が
、見
事
に
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。

（
学
芸
員　

栁
原
暁
子
）

第
41
回
研
究
発
表
会
に
つ
い
て 

2

SEICH
O
 café 

情
報
ほ
か 

5

展
示
品
紹
介 

6

点
描
　
作
品
の
舞
台
を
訪
ね
て 

6

『
松
本
清
張
研
究
』第
２１
号
発
刊 

7

友
の
会
活
動
報
告 

7

ト
ピ
ッ
ク
ス 

8

彼
は
ワ
シ
ン
ト
ン・ポ
ス
ト
を
ひ
ろ
げ
て
、記
事
の
部
分
を
指
で
示
し
た
。

“
B
ush Says: Fall o

f Shah D
ue to

 U
S’s Failures”

と
い
う
文
字
で
あ
る
。

https://www.seicho-mm.jp

■ 応募対象　全国の中学生・高校生

■ 応募方法
○中学生、高校生ともに1200～ 2000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
　ように応募用紙に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。なお応募原稿はお返し
　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2年９月30日（水） ※当日消印有効

令和2年度

中学生・高校生 読書感想文コンクール
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。

■ 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」で発表する
予定です。その場合、著作権は松本清張記念館に帰属します。

■後援　西日本新聞社　　●協力　モンブランジャパン

■ 賞（受賞人数等変更の場合もあります。）
○最優秀賞（１人）

○優秀賞（中学の部…１人）（高校の部…１人）

○佳　作（中学の部…３人）（高校の部…３人）
※なお、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。

※応募用紙は記念館HPからダウンロードできます。
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

日付
1/31、2/7 北九州市立年長者研修大学校穴生学舎研修

主催者・会場等

講演に行ってきました

　2月23日に平成10年（1998年）8月の開館以来の累計
入館者150万人を達成しました。多くの皆様にご来館い
ただき感謝申し上げます。今後も清張の人と作品を知っていただき、また、
その業績を後世に継承していくため、これまでの活動の成果や課題を踏
まえ、魅力ある事業を展開していきたいと思います。                 （M.M）

■ クリアファイル　
　 200円（税込み）

■ てぬぐい
　 500円（税込み）

■ 課題図書　中学生・高校生ともに下記から１作品

「遠い接近」（『遠い接近』文春文庫）
「共犯者」（『共犯者』新潮文庫）
「左の腕」（『佐渡流人行』新潮文庫）

新型コロナウイルスの感染拡大の状況などによっては、松本清張記念館の
開館やSEICHO Caféの営業時間などが変更になる場合があります。

200421_èºñ{ê¥í£ãLîOäŸ_äŸïÒ_63çÜ.pdf   1   2020/04/21   14:44
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私
と
清
張
・
小
倉
と
の
か
か
わ
り

　

私
は
文
学
や
清
張
の
専
門
家
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、な
ぜ
私
の
よ
う

な
素
人
が
今
回
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
っ
た
の
か
、怪
訝
に

思
わ
れ
る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
で
し
ょ
う
。私
は
普
段
か
ら
、あ
ま
り
自
分

を
語
る
の
は
奥
床
し
く
な
い
こ
と
だ
と
思
って
お
り
ま
す
が
、少
し
だ
け

お
話
し
し
ま
す
。

　

私
の
母
方
の
曽
祖
父
で
あ
る
杉
山
貞（
1
8
4
3
–
1
9
1
3
）は
、小

倉
女
学
校
の
創
設
者
で
初
代
校
長
で
し
た
。「
或
る『
小
倉
日
記
』伝
」な

ど
の
作
品
に
、ア
マ
チ
ュア
史
家
と
し
て
名
前
が
出
て
く
る
人
物
で
す
。曽

祖
父
の
没
年
か
ら
考
え
て
も
、1
9
0
9
年
生
れ
の
清
張
先
生
は
文
献

等
で
後
に
曽
祖
父
の
こ
と
を
お
知
り
に
な
っ
た
よ
う
で
す
。私
自
身
も
子

供
の
頃
に
小
倉
の
丘
の
上
の
家
で
過
ご
し
た
記
憶
が
あ
り
ま
す
し
、現
在

で
も
小
倉
周
辺
に
杉
山
の
子
孫
た
ち
が
暮
ら
し
て
い
ま
す
。

　

そ
の
杉
山
貞
の
孫
で
あ
る
私
の
母
は
、1
9
0
9
年
の
早
生
ま
れ
で

し
た
か
ら
、清
張
先
生
と
同
じ
天
神
島
小
学
校
に一つ
上
の
学
年
で
通
っ

た
こ
と
に
な
り
ま
す（
本
当
は
清
張
先
生
も
早
生
ま
れ
だ
っ
た
よ
う
で
す

が
）。た
だ
し
当
時
は一学
年
下
の
男
の
子
と
の
接
点
も
な
か
っ
た
よ
う
で
、

母
に
尋
ね
て
み
て
も
、残
念
な
が
ら
幼
い
清
張
先
生
に
関
す
る
記
憶
は

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

 

清
張
の
多
作
を
支
え
る
も
の

  

そ
の
母
か
ら
聞
い
た
話
の
中
で
、戦
後
東
京
で
小
倉
関
係
者
の
集
ま

り
が
あ
っ
た
時
に
清
張
先
生
の
噂
話
が
出
て
、誰
か
が「
あ
ん
な
沢
山
の

も
の
を
書
い
て
る
ん
だ
か
ら
、〝
松
本
清
張
株
式
会
社
〞と
い
う
下
請
け
工

場
が
あ
って
、そ
こ
に
書
か
せ
て
る
の
よ
」な
ど
と
言
って
い
た
そ
う
で
す
。

私
は
今
で
も
そ
う
い
う
俗
説
を
耳
に
す
る
と
、「
そ
ん
な
こ
と
は
絶
対
に

な
い
」と
断
固
否
定
し
て
お
り
ま
す
。資
料
を
集
め
る
際
の
良
い
ア
シ
ス
タ

ン
ト
が
い
た
の
は
事
実
で
し
ょ
う
が
、執
筆
を
下
請
け
に
出
し
て
い
た
の
で

あ
れ
ば
、あ
れ
ほ
ど
質
の
高
い
作
品
を
書
け
る
は
ず
が
な
い
と
私
は
感
じ

て
お
り
ま
す
。

　
一般
的
に「
多
作
は
駄
作
」と
言
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
が
、清

張
先
生
の
場
合
に
は
そ
れ
が
当
て
は
ま
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。そ
の
多
作

を
支
え
て
い
る
の
が
、け
た
外
れ
の
構
想
力
・
調
査
能
力
・
表
現
能
力
で

す
。我
わ
れ
文
化
系
の
研
究
者
も
文
章
を
書
く
と
い
う
点
で
は
作
家
に

近
い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
が
、適
切
な
表
現
が
あ
り
そ
う
で
な
か
な
か

見
つ
か
ら
ず
に
苦
労
す
る
こ
と
が
私
自
身
に
も
よ
く
あ
り
ま
す
。清
張

先
生
の
よ
う
に
さ
ら
っ
と
書
い
て
き
ち
ん
と
叙
述
で
き
る
の
は
、や
は
り

特
別
な
才
能
だ
と
痛
感
い
た
し
ま
す
。例
え
ば
作
品
に
ち
ょっ
と
登
場
す

る
だ
け
の
人
物
を
紹
介
す
る
に
し
て
も
、非
常
に
簡
潔
な
文
章
表
現
だ

け
で
、そ
の
人
相
や
風
体
、雰
囲
気
ま
で
を
も
的
確
に
描
い
て
い
る
の
で

す
。こ
の
叙
述
力
が
、構
想
力
や
独
自
に
身
に
つ
け
た
基
礎
学
力（
語
学

力
や
歴
史
的
知
識
）な
ど
と
合
わ
さ
っ
て
、驚
異
的
な
作
品
の
数
々
が
生

み
出
さ
れ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

 

清
張
の〝
女
殺
し
〞

　

清
張
先
生
は
私
の
両
親
な
ど
と
同
世
代
で
す
の
で
、や
は
り
日
本
の
古

い
家
族
制
度
が
ま
だ
バッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
に
あ
る
時
代
に
青
年
時
代
を
す

ご
し
ま
し
た
。作
品
の
中
に
戦
後
民
主
主
義
の
家
庭
観
と
は
異
な
る
部

分
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
で
し
ょ
う
。

　

例
え
ば
、何
の
罪
も
な
い
美
し
い
女
性
が
身
勝
手
な
男
に
殺
さ
れ
る
話

が
た
く
さ
ん
で
て
き
ま
す
。そ
の
よ
う
な
作
品
の
背
景
に
は
、腕
力
や
経

済
力
で
圧
倒
的
に
優
位
な
男
に
対
す
る
女
性
の
従
属
と
い
う
構
造
が
前

提
と
し
て
あ
る
わ
け
で
す
が
、当
時
は
現
実
の
世
界
が
そ
う
だ
っ
た
の
で
、

そ
の
反
映
で
し
ょ
う
。よ
く
冗
談
で「
結
婚
と
辞
書
の
共
通
点
」と
し
て
、

戦
前
の
旧
仮
名
遣
い
で
は「
愛
に
始
ま
り
を
ん
な
に
終
る
」、新
仮
名
遣
い

と
な
っ
た
戦
後
に
は「
愛
に
始
ま
り
腕
力
に
終
る
」と
言
わ
れ
て
い
ま
し

た
。こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
男
の
暴
虐
を
示
し
た
も
の
で
す
。

　

私
が
最
近
読
ん
だ
清
張
作
品
の
中
で
、印
象
に
残
って
い
る〝
女
殺
し
〞

の
話
を
い
く
つ
か
挙
げ
て
み
ま
し
ょ
う
。

　

例
え
ば「
虎
」と
い
う
作
品
に
登
場
す
る
お
梅
は
鯉
の
ぼ
り
問
屋
の
女

中
で
し
た
が
、腕
の
い
い
渡
り
の
職
人
を
引
き
留
め
た
い
店
主
の
思
惑
に

よ
っ
て
、そ
の
職
人
と
結
婚
さ
せ
ら
れ
ま
す
。お
梅
は
夫
に
甲
斐
甲
斐
し

く
尽
く
し
ま
す
が
、そ
れ
を
足
手
ま
と
い
に
感
じ
た
夫
は
彼
女
を
殺
し

て
江
戸
に
出
奔
し
ま
す
。こ
の
よ
う
に
、あ
る
目
的
の
た
め
に
女
性
が
利

用
さ
れ
、用
済
み
や
邪
魔
に
な
る
と
抹
殺
さ
れ
る
と
い
う
パ
タ
ー
ン
は
、現

代
社
会
の
企
業
等
を
舞
台
と
し
た
清
張
作
品
に
も
通
じ
る
部
分
が
あ

る
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、『
西
海
道
談
綺
』の
冒
頭
で
は
、主
人
公
の
武
士
は
妻
の
志
津
が

自
分
の
上
司
と
密
通
し
て
い
る
こ
と
を
知
り
、そ
の
上
司
を
斬
り
殺
し
た

う
え
、志
津
と
逐
電
す
る
よ
う
に
見
せ
か
け
て
、彼
女
も
鉱
山
の
廃
坑
に

突
き
落
と
し
て
殺
し
て
し
ま
い
ま
す
。し
か
し
実
は
志
津
は
生
き
延
び
て

お
り
、の
ち
に
名
前
や
容
姿
を
変
え
て
再
登
場
し
ま
す
。そ
し
て
復
讐
の

鬼
と
化
し
た
彼
女
も
最
後
に
は
自
滅
し
て
し
ま
い
ま
す
。こ
の
あ
た
り
の

描
写
は
特
に
壮
絶
で
あ
り
、読
者
と
し
て
は「
も
う
少
し
主
人
公
に
志
津

への
償
い
の
態
度
が
あ
って
も
い
い
の
に
」と
感
じ
る
ほ
ど
で
、釈
然
と
し
な

い
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。

　

他
に
も
、小
倉
の
文
学
青
年
グ
ル
ー
プ
を
素
材
と
し
た
作
品
で
あ
る

『
表
象
詩
人
』で
、陶
器
会
社
の
エ
リ
ー
ト
社
員
と
し
て
東
京
か
ら
赴
任
し

て
き
た
男
の
妻
で
あ
る
明
子
が
登
場
し
ま
す
。彼
女
を
め
ぐ
って
男
た
ち

の
間
に
ト
ラ
ブ
ル
が
生
じ
、突
如
彼
女
は
殺
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。こ
う
し

た
舞
台
背
景
や
登
場
人
物
の
描
写
、作
中
の
詩
な
ど
に
も
、清
張
先
生

松
本
清
張
研
究
会
　
第
41
回
研
究
発
表
会
令
和
元
年
１２
月
７
日（
土
）午
後
2
時 

法
政
大
学
市
ヶ
谷
キ
ャ
ン
パ
ス

講
　
演

講
師

清
張
作
品
の
中
の
女
性
た
ち

自
身
の
青
年
期
の
体
験
が
モ
チ
ー
フ
に
な
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
ま
す
。た

ま
た
ま
私
の
大
学
の
同
級
生
で
東
洋
陶
器
に
就
職
し
、定
年
後
も
小
倉

に
住
ん
で
い
る
友
人
が
い
ま
す
の
で
、彼
を
通
じ
て
い
ろ
い
ろ
と
訊
い
て
み

ま
し
た
が
、こ
の
作
品
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
人
物
や
事
件
等
に

は
た
ど
り
つ
け
ま
せ
ん
で
し
た
。

 

さ
ま
ざ
ま
な
女
性
の
描
き
方

　

作
家
の
腕
の
見
せ
ど
こ
ろ
の一つ
と
し
て
、女
性
の
描
き
方
が
挙
げ
ら
れ

る
で
し
ょ
う
。そ
し
て
こ
れ
は
清
張
先
生
自
身
も
語
っ
て
い
る
こ
と
で
す

が
、〝
推
理
小
説
≒
殺
人
小
説
〞と
い
う
構
造
が
あ
り
ま
す
。そ
れ
ら
を
ふ

ま
え
る
と
、ミ
ス
テ
リ
ー
の
大
家
で
あ
る
清
張
先
生
が〝
女
殺
し
〞の
場
面

を
多
く
描
い
た
の
は
、む
し
ろ
当
然
な
こ
と
の
よ
う
な
気
も
し
て
き
ま

す
。で
す
か
ら
、こ
う
し
た
描
写
だ
け
を
拾
い
上
げ
て〝
清
張
の
女
性
観
〞

な
ど
と
し
て
ひ
と
く
く
り
に
語
って
し
ま
う
の
は
間
違
い
だ
と
思
い
ま
す
。

　

他
方
で
、「
鷗
外
の
婢
」の
モ
ト
の
よ
う
に
、不
遇
・
不
運
な
女
性
の
生
涯

を
同
情
的
に
描
い
た
清
張
作
品
も
多
く
あ
り
ま
す
。つ
ま
り
、清
張
先
生

は
小
説
の
中
で
簡
単
に
女
性
を
殺
し
て
し
ま
う
よ
う
な
作
家
だ
っ
た
わ

け
で
は
な
く
、そ
れ
だ
け
女
性
の
運
命
と
い
う
も
の
を
内
在
的
に
見
つ
め

て
い
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

加
え
て
、「
見
送
って
」と
い
う
作
品
の
、厳
し
い
姑
に
忍
従
し
な
が
ら
育

て
上
げ
た
娘
の
結
婚
の
日
に
独
立
宣
言
を
す
る
未
亡
人
基
子
、「
火
の

路
」で
指
導
教
授
に
疎
外
さ
れ
な
が
ら
も
飛
鳥
文
化
の
起
源
を
ペ
ル
シ
ア

に
求
め
る
研
究
者
の
通
子
、「
青
い
描
点
」で
同
僚
男
性
と
協
力
し
て
女

流
作
家
殺
人
事
件
を
解
明
し
て
い
く
新
米
編
集
者
の
典
子
な
ど
の
よ
う

に
、独
立
自
尊
の
ヒ
ロ
イ
ン
も
多
く
描
い
て
い
ま
す
。彼
女
ら
に
共
通
し
て

認
め
ら
れ
る
の
は
、男
社
会
か
ら
自
ら
を
解
放
す
る
、あ
る
い
は
従
来
の

女
性
の
地
位
を
覆
そ
う
と
す
る
よ
う
な
姿
勢
で
す
。清
張
先
生
は
女
性

誌
に
も
よ
く
執
筆
し
て
い
た
た
め
、や
は
り
読
者
に
向
け
て
こ
う
し
た
知

的
で〝
新
し
い
〞女
性
像
を
意
識
し
て
描
く
こ
と
に
も
長
け
て
い
た
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

そ
し
て「
砂
漠
の
塩
」や「
波
の
塔
」は
、い
ず
れ
も
不
倫
を
扱
い
悲
劇
的

な
終
末
へ
と
い
た
る
作
品
で
は
あ
り
ま
す
が
、そ
こ
に
は
現
実
的
な
婚
姻

制
度
を
破
壊
す
る
純
粋
な
愛
が
描
か
れ
て
い
る
よ
う
に
私
は
感
じ
て
い

ま
す
。

 

お
わ
り
に

　
い
ず
れ
に
し
て
も
、作
中
の
こ
う
し
た
女
性
の
描
き
方
は
、そ
の
ま
ま

作
家
の
女
性
観
を
示
す
も
の
で
は
な
い
の
で
し
ょ
う
。か
と
いっ
て
、時
代

や
世
相
、そ
し
て
作
家
や
読
者
の
実
生
活
か
ら
完
全
に
切
り
離
さ
れ
た

も
の
で
も
な
い
は
ず
で
す
。私
自
身
も
今
回
あ
ら
た
め
て
様
々
な
清
張
作

品
を
読
ん
で
み
て
、女
性
を
描
い
た
作
品
の
数
、そ
し
て
描
き
方
の
類
型

の
多
さ
を
再
認
識
し
ま
し
た
。い
ろ
い
ろ
と
述
べ
て
み
ま
し
た
が
、あ
く
ま

で一読
者
の
感
想
と
し
て
と
ら
え
て
い
た
だ
け
ま
す
と
幸
い
で
す
。何
し
ろ

到
底
読
み
切
れ
な
い
く
ら
い
沢
山
の
作
品
が
あ
る
の
で
す
か
ら
、簡
単
に

割
り
切
ら
ず
に
、読
め
る
だ
け
読
ん
で
み
る
こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
。

 

要
　
旨

　

松
本
清
張
は
韓
国
で
最
も
人
気
を
博
し
、お
そ
ら
く
韓
国
語
に
翻
訳

さ
れ
た
数
で
も
最
多
と
な
る
日
本
人
作
家
と
言
え
よ
う
。し
か
し
韓
国

内
で
は
依
然
と
し
て
清
張
文
学
関
連
の
研
究
は
少
な
く
、翻
訳
刊
行
さ

れ
た
作
品
の
正
確
な
書
誌
的
調
査
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。こ
う
し
た
現
状

を
ふ
ま
え
て
本
研
究
で
は
、ま
ず
韓
国
に
お
け
る
清
張
文
学
の
翻
訳
状

長
尾　

龍
一

東
京
大
学
名
誉
教
授

発
表
者
・
研
究
代
表
者

キ
ム                   

ジ
ェ     

ソ
ク

金 　

宰
奭

韓
国
・
慶
北
大
学
校
教
授

研
究
発
表

松
本
清
張
文
学
の

韓
国
に
お
け
る
翻
訳
現
況
と
特
徴

況
に
つい
て
、実
物
確
認
に
よ
る
正
確
な
調
査
に
よ
って
、翻
訳
作
品
の
目

録
を
作
成
し
た
。さ
ら
に
清
張
文
学
の
受
容
実
態
を
把
握
す
る
た
め
、

韓
国
語
に
翻
訳
さ
れ
る
過
程
で
現
れ
た
特
徴
を
分
析
し
た
。同
時
に
そ

れ
ら
を
韓
国
の
著
作
権
導
入
過
程
や
翻
訳
関
連
の
出
版
文
化
の
歴
史
、

そ
し
て
韓
国
の
社
会
的
情
勢
等
と
も
照
ら
し
合
わ
せ
な
が
ら
検
討
し

た
。こ
う
し
た
総
体
的
な
研
究
を
通
し
て
、清
張
文
学
が
韓
国
で
ど
の
よ

う
に
受
容
さ
れ
、消
耗
さ
れ
、要
求
さ
れ
、変
容
さ
れ
た
か
を
明
ら
か
に

す
る
こ
と
を
目
標
と
し
た
。

　

清
張
文
学
の
韓
国
語
訳
は
韓
国
で
の
外
国
語
著
作
物
に
対
す
る
著

作
権
法
の
運
用
や
整
備
と
も
深
く
関
係
し
て
お
り
、お
お
む
ね
外
国
語

著
作
物
に
関
連
す
る
著
作
権
法
未
導
入
期（
1
9
8
6
年
以
前
）、著

作
権
法
導
入
期（
1
9
8
7
〜
1
9
9
4
年
）、著
作
権
法
定
着
期

（
1
9
9
5
年
以
降
）の
三
期
に
区
分
け
す
る
こ
と
が
で
き
る
。そ
れ
ぞ

れ
の
時
期
に
よ
って
翻
訳
対
象
、出
版
社
、翻
訳
家
の
様
子
が
大
き
く
様

変
わ
り
し
て
い
く
。

〇
著
作
権
法
未
導
入
期（
1
9
8
6
年
以
前
）

　

清
張
作
品
の
翻
訳
は
1
9
6
0
年
の「
或
る『
小
倉
日
記
』伝
」か
ら

始
ま
り
、こ
の
期
間
に
翻
訳
さ
れ
た
作
品
は
計
74
編
に
及
ぶ
。

　

清
張
の
代
表
作
と
言
え
る「
点
と
線
」は
早
く
も
1
9
6
1
年
に
最

初
の
翻
訳
が
登
場
す
る
が
、一大
人
気
を
博
し
た
結
果
、以
降
こ
の
期
間

中
だ
け
で
も
計
18
回
刊
行
さ
れ
て
い
る
。そ
の
内
訳
と
し
て
、計
8
名
の

翻
訳
者
に
よ
り
、計
13
の
出
版
社
か
ら
刊
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で

き
た
。し
か
し
、そ
れ
ら
の
大
半
は
原
作
か
ら
直
接
翻
訳
し
た
も
の
で
は

な
く
、他
社
翻
訳
本
を
そ
の
ま
ま
再
刊
行
し
た
も
の
や
、ご
く
一
部
の
文

章
修
正
を
加
え
た
も
の
、そ
し
て
タ
イ
ト
ル
や
訳
者
名
だ
け
を
変
え
る

な
ど
し
た
も
の
で
あ
る
。一例
を
挙
げ
る
と「
ホ
ス
テ
ス
の
情
死
」、「
ホ
ス
テ

ス
の
狩
人
」、「
赤
い
薔
薇
の
情
死
現
場
」、「
海
辺
の
情
死
」、こ
れ
ら
は
い

ず
れ
も「
点
と
線
」翻
訳
本
の
タ
イ
ト
ル
で
あ
り
、中
身
も
ほ
ぼ
同
じ
も
の

で
あ
る
と
言
え
る
が
、出
版
社
や
訳
者
名
、表
紙
デ
ザ
イ
ン
等
が
異
な
っ

て
い
る
。

　
こ
う
し
た
タ
イ
ト
ル
改
変
は
他
の
清
張
作
品
に
も
認
め
ら
れ
、「
地
の

骨
」な
ら「
暗
黒
大
学
」や「
蝕
ま
れ
た
象
牙
の
塔
」と
いっ
た
タ
イ
ト
ル
で

翻
訳
刊
行
さ
れ
て
い
る
。そ
こ
に
は
、腐
敗
し
た
大
学
教
授
や
入
試
を
め

ぐ
る
不
正
と
いっ
た
作
品
の
内
容
を
、読
者（
本
を
購
入
し
よ
う
と
す
る

者
）に
分
か
り
や
す
く
伝
達
し
よ
う
と
す
る
出
版
側
の
意
図
が
窺
わ
れ

る
。た
だ
し
こ
の
よ
う
な
例
は
少
数
派
で
あ
り
、既
存
の
翻
訳
と
は
異
な

る
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
偽
装
す
る
た
め
に
あ
え
て
別
の
タ
イ
ト
ル
を

掲
げ
た
も
の
が
ほ
と
ん
ど
だ
と
言
え
る
。

　

例
え
ば
こ
の
時
期
に
刊
行
さ
れ
た「
ゼ
ロ
の
焦
点
」の
翻
訳
本
と
し
て 

、

「
霧
の
中
の
最
後
の
証
人
・
松
本
清
張
の
長
編
推
理
小
説
」と「
妻
の
追

跡
・
最
高
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
推
理
小
説
を
翻
案
し
た
作
品
」と
タ
イ
ト
ル
に

表
記
さ
れ
た
二
種
類
の
も
の
が
確
認
で
き
た
が
、い
ず
れ
も
目
次
や
ペ
ー

ジ
数
、内
容
ま
で
同
一で
あ
り
、表
紙
と
作
訳
者
名
お
よ
び
出
版
社
名
だ

け
が
異
な
って
い
る
。つ
ま
り
、表
紙
の
み
を
見
て
購
入
し
た
読
者
が
同
じ

中
身
の
本
を
つ
か
ま
さ
れ
る
事
態
も
生
じ
た
と
考
え
ら
れ
、悪
質
な
も
の

で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、同一の
清
張
作
品
を
複
数
の
出
版
社
が
そ
れ
ぞ
れ
別
の
タ

イ
ト
ル
で
競
争
的
に
刊
行
し
た
こ
と
が
、著
作
権
法
未
導
入
期
に
お
け
る

特
に
顕
著
な
現
象
で
あ
り
、そ
の
背
景
と
し
て
著
作
権
保
護
制
度
の
未

整
備
や
韓
国
で
の
清
張
の一大
人
気
と
い
う
も
の
が
浮
き
彫
り
に
な
る
。

〇
著
作
権
法
導
入
期（
1
9
8
7
〜
1
9
9
4
年
）

　

韓
国
は
1
9
8
7
年
に
万
国
著
作
権
条
約（
U
C
C
）に
正
式
に
加

入
し
、こ
れ
に
よ
っ
て
国
内
の
著
作
権
法
が
全
面
改
定
さ
れ
、外
国
人
の

著
作
物
が
法
的
に
保
護
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。こ
う
し
た
法
的
措
置
に

よ
って
、「
犯
罪
の
回
送
」等
、日
本
の
出
版
社
と
著
作
権
契
約
を
結
ん
だ

う
え
で
翻
訳
刊
行
さ
れ
た
も
の
が
登
場
し
始
め
る
。し
か
し
当
時
の
著

作
権
法
は
、1
9
8
7
年
以
前
に
既
刊
行
済
の
外
国
人
著
作
物
に
つ
い

て
は
遡
及
し
て
保
護
す
る
対
象
と
し
て
お
ら
ず
、そ
れ
ら
は
継
続
的
に

流
通
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
こ
の
期
間
中
に
翻
訳
刊
行
さ
れ
た
清
張
作
品
は
計
1
8
編
で
あ
り
、

書
籍
数
で
は
2
2
冊
に
な
る
が
、そ
の
大
半
は
再
版
や
作
者
名
を
変
え

て
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。新
た
に
翻
訳
さ
れ
た
作
品
と
し
て
は
、前

述
の「
犯
罪
の
回
送
」の
ほ
か
、「
小
説
東
京
帝
国
大
学
」「
北
の
詩
人
」「
天

保
図
録
」「
網
」「
徳
川
家
康
」と
いっ
た
も
の
が
あ
る
。

　
こ
の
時
期
の
翻
訳
本
に
も
、原
作
か
ら
は
推
測
が
困
難
な
ほ
ど
に
全

く
別
の
タ
イ
ト
ル
が
与
え
ら
れ
た
ケ
ー
ス
も
多
く
見
ら
れ
る
。例
え
ば
、

「
声
」は「
接
地
線
」、「
顔
」は「
脚
本
人
生
」、「
地
の
指
」は「
誘
惑
の
罠
」、

「
眼
の
壁
」は「
特
ダ
ネ
を
狙
う
社
会
部
記
者
」と
いっ
た
具
合
で
あ
る
。

　

ま
た
こ
の
時
期
の
特
徴
と
し
て
、清
張
作
品
の
な
か
で
も
政
治
問
題

を
扱
っ
た
も
の
が
集
中
的
に
翻
訳
さ
れ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。ち
ょ
う

ど
韓
国
が
政
治
的
激
動
期
を
迎
え
た
頃
で
あ
り
、1
9
8
7
年
6
月
抗

争
の
結
果
、国
民
の
直
接
選
挙
に
よ
っ
て
大
統
領
を
選
ぶ
こ
と
と
な
っ
た

た
め
、世
の
中
に
政
治
や
大
権（
大
統
領
）に
対
す
る
熱
気
が
非
常
に
高

ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。こ
う
し
た
時
代
を
反
映
し
、選
挙
を
背
景
と
し

た
推
理
小
説「
網
」が「
消
え
た
選
挙
参
謀
」と
し
て
翻
訳
刊
行
さ
れ
た

の
は
理
解
で
き
る
。し
か
し
い
く
ら
政
治
や
権
力
闘
争
を
テ
ー
マ
と
し
た

作
品
で
あ
る
と
は
い
え
、時
代
小
説
の「
天
保
図
録
」が「
誰
も
大
権
が
取

れ
な
か
っ
た
」と
の
タ
イ
ト
ル
で
、さ
ら
に
は
伝
記
で
あ
る「
徳
川
家
康
」ま

で
も
が
、そ
の
流
れ
に
便
乗
す
る
よ
う
に
翻
訳
刊
行
さ
れ
て
い
る
あ
た
り

は
、い
さ
さ
か
強
引
な
印
象
を
受
け
る
。

〇
著
作
権
法
定
着
期（
1
9
9
5
年
以
降
）

　

1
9
9
5
年
以
降
に
な
る
と
、版
権
契
約
に
基
づ
い
て
刊
行
さ
れ
る
シ

ス
テ
ム
が
定
着
し
、資
本
力
の
強
い
大
手
出
版
社
に
よ
って
零
細
出
版
社

は
淘
汰
さ
れ
て
い
く
。そ
れ
と
と
も
に
翻
訳
者
の
交
替
も
進
み
、日
本
文

学
を
専
攻
し
た
者
や
日
本
留
学
経
験
者
が
多
く
登
場
す
る
よ
う
に
な

る
。彼
ら
は
日
本
語
と
韓
国
語
の
双
方
に
熟
達
し
て
お
り
、正
確
な
翻
訳

や
読
者
の
理
解
を
特
に
重
視
す
る
傾
向
が
あ
る
。 

　

ま
た
従
来
と
比
較
す
る
と
、一
部
の
人
気
作
ば
か
り
を
競
争
的
に
翻

訳
刊
行
す
る
こ
と
は
な
く
な
り
、そ
れ
ま
で
翻
訳
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
作

品
も
含
め
、清
張
の
多
様
な
文
学
ジ
ャ
ン
ル
を
体
系
的
に
紹
介
す
る
も
の

が
台
頭
す
る
よ
う
に
な
る
。2
0
1
2
年
以
降
、ブ
ッ
ク・ス
ピ
ア
と
モ

ビ
ー
デ
ィ
ッ
ク
の
大
手
二
社
が
共
同
企
画
し
た「
清
張
ワ
ー
ル
ド
」シ
リ
ー

ズ
が
そ
の
典
型
で
あ
る
。両
社
は
、そ
れ
ま
で
清
張
が
韓
国
で
は
推
理
小

説
作
家
と
し
て
の
み
認
識
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
指
摘
し
、彼
が「
日
本
の

黒
い
霧
」や「
昭
和
史
発
掘
」と
いっ
た
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョン
作
品
を
数
多
く

書
い
た
優
れ
た
歴
史
家
で
も
あ
る
こ
と
を
読
者
に
訴
え
よ
う
と
し
た
。 

　

そ
う
し
た
認
識
と
方
針
の
も
と
、「
清
張
ワ
ー
ル
ド
」シ
リ
ー
ズ
は
両
社

で
版
型
や
デ
ザ
イ
ン
を
統
一し
て
刊
行
さ
れ
た
。ブ
ッ
ク・ス
ピ
ア
社
は
清
張

の
長
編
小
説
を
主
と
し
て
担
当
し
た
が
、他
に
も「
黒
い
手
帖
」や「
小
説

日
本
芸
譚
」と
いっ
た
作
品
も
翻
訳
し
て
い
る
。そ
し
て
モ
ビ
ー
デ
ィッ
ク
社

は
主
に「
張
込
み
」、「
或
る『
小
倉
日
記
』伝
」、「
駅
路
」と
いっ
た
短
編
集

や「
日
本
の
黒
い
霧
」 

な
ど
の
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョン
作
品
を
翻
訳
刊
行
し
て

い
る
。こ
の
企
画
に
よ
っ
て
松
本
清
張
の
全
体
像
が
よ
う
や
く
浮
き
彫
り

に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
こ
の
時
期
の
特
徴
と
し
て
注
目
す
べ
き
は
、各
刊
行
物
に
お
い

て
原
著
者
で
あ
る
松
本
清
張
に
つ
い
て
も
詳
細
に
説
明
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。ま
た
専
門
家
や
翻
訳
者
に
よ
る
解
説
も
載
せ
ら

れ
、作
品
が
包
含
す
る
社
会
的
な
意
味
や
意
義
に
つい
て
読
者
が
理
解
で

き
る
よ
う
工
夫
が
な
さ
れ
て
い
る
。さ
ら
に
翻
訳
者
の
経
歴
に
つい
て
も
、

従
前
と
比
べ
て
格
段
に
詳
細
に
紹
介
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。著
作
権
法

の
定
着
に
よ
っ
て
、翻
訳
者
の
地
位
が
飛
躍
的
に
向
上
し
、彼
ら
が
自
己

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

以
上
、韓
国
に
お
け
る
著
作
権
関
連
の
画
期
と
対
応
さ
せ
な
が
ら
、清

張
作
品
の
翻
訳
状
況
を
概
観
し
た
が
、本
研
究
で
は
そ
の
他
に
も
作
品

ジ
ャ
ン
ル
や
個
別
の
作
品
ご
と
の
特
徴
、そ
し
て
出
版
形
態
や
翻
案
の
様

相
と
いっ
た
、様
々
な
観
点
か
ら
分
析
や
考
察
を
行
っ
た
。詳
細
に
つ
い
て

は
、第
20
回
松
本
清
張
研
究
奨
励
事
業
の
成
果
報
告
書
を
ご
参
照
い
た

だ
き
た
い
。

〝
推
理
小
説
≒
殺
人
小
説
〞
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私
と
清
張
・
小
倉
と
の
か
か
わ
り

　

私
は
文
学
や
清
張
の
専
門
家
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、な
ぜ
私
の
よ
う

な
素
人
が
今
回
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
っ
た
の
か
、怪
訝
に

思
わ
れ
る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
で
し
ょ
う
。私
は
普
段
か
ら
、あ
ま
り
自
分

を
語
る
の
は
奥
床
し
く
な
い
こ
と
だ
と
思
って
お
り
ま
す
が
、少
し
だ
け

お
話
し
し
ま
す
。

　

私
の
母
方
の
曽
祖
父
で
あ
る
杉
山
貞（
1
8
4
3
–
1
9
1
3
）は
、小

倉
女
学
校
の
創
設
者
で
初
代
校
長
で
し
た
。「
或
る『
小
倉
日
記
』伝
」な

ど
の
作
品
に
、ア
マ
チ
ュア
史
家
と
し
て
名
前
が
出
て
く
る
人
物
で
す
。曽

祖
父
の
没
年
か
ら
考
え
て
も
、1
9
0
9
年
生
れ
の
清
張
先
生
は
文
献

等
で
後
に
曽
祖
父
の
こ
と
を
お
知
り
に
な
っ
た
よ
う
で
す
。私
自
身
も
子

供
の
頃
に
小
倉
の
丘
の
上
の
家
で
過
ご
し
た
記
憶
が
あ
り
ま
す
し
、現
在

で
も
小
倉
周
辺
に
杉
山
の
子
孫
た
ち
が
暮
ら
し
て
い
ま
す
。

　

そ
の
杉
山
貞
の
孫
で
あ
る
私
の
母
は
、1
9
0
9
年
の
早
生
ま
れ
で

し
た
か
ら
、清
張
先
生
と
同
じ
天
神
島
小
学
校
に一つ
上
の
学
年
で
通
っ

た
こ
と
に
な
り
ま
す（
本
当
は
清
張
先
生
も
早
生
ま
れ
だ
っ
た
よ
う
で
す

が
）。た
だ
し
当
時
は一学
年
下
の
男
の
子
と
の
接
点
も
な
か
っ
た
よ
う
で
、

母
に
尋
ね
て
み
て
も
、残
念
な
が
ら
幼
い
清
張
先
生
に
関
す
る
記
憶
は

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

 

清
張
の
多
作
を
支
え
る
も
の

  

そ
の
母
か
ら
聞
い
た
話
の
中
で
、戦
後
東
京
で
小
倉
関
係
者
の
集
ま

り
が
あ
っ
た
時
に
清
張
先
生
の
噂
話
が
出
て
、誰
か
が「
あ
ん
な
沢
山
の

も
の
を
書
い
て
る
ん
だ
か
ら
、〝
松
本
清
張
株
式
会
社
〞と
い
う
下
請
け
工

場
が
あ
って
、そ
こ
に
書
か
せ
て
る
の
よ
」な
ど
と
言
って
い
た
そ
う
で
す
。

私
は
今
で
も
そ
う
い
う
俗
説
を
耳
に
す
る
と
、「
そ
ん
な
こ
と
は
絶
対
に

な
い
」と
断
固
否
定
し
て
お
り
ま
す
。資
料
を
集
め
る
際
の
良
い
ア
シ
ス
タ

ン
ト
が
い
た
の
は
事
実
で
し
ょ
う
が
、執
筆
を
下
請
け
に
出
し
て
い
た
の
で

あ
れ
ば
、あ
れ
ほ
ど
質
の
高
い
作
品
を
書
け
る
は
ず
が
な
い
と
私
は
感
じ

て
お
り
ま
す
。

　
一般
的
に「
多
作
は
駄
作
」と
言
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
が
、清

張
先
生
の
場
合
に
は
そ
れ
が
当
て
は
ま
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。そ
の
多
作

を
支
え
て
い
る
の
が
、け
た
外
れ
の
構
想
力
・
調
査
能
力
・
表
現
能
力
で

す
。我
わ
れ
文
化
系
の
研
究
者
も
文
章
を
書
く
と
い
う
点
で
は
作
家
に

近
い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
が
、適
切
な
表
現
が
あ
り
そ
う
で
な
か
な
か

見
つ
か
ら
ず
に
苦
労
す
る
こ
と
が
私
自
身
に
も
よ
く
あ
り
ま
す
。清
張

先
生
の
よ
う
に
さ
ら
っ
と
書
い
て
き
ち
ん
と
叙
述
で
き
る
の
は
、や
は
り

特
別
な
才
能
だ
と
痛
感
い
た
し
ま
す
。例
え
ば
作
品
に
ち
ょっ
と
登
場
す

る
だ
け
の
人
物
を
紹
介
す
る
に
し
て
も
、非
常
に
簡
潔
な
文
章
表
現
だ

け
で
、そ
の
人
相
や
風
体
、雰
囲
気
ま
で
を
も
的
確
に
描
い
て
い
る
の
で

す
。こ
の
叙
述
力
が
、構
想
力
や
独
自
に
身
に
つ
け
た
基
礎
学
力（
語
学

力
や
歴
史
的
知
識
）な
ど
と
合
わ
さ
っ
て
、驚
異
的
な
作
品
の
数
々
が
生

み
出
さ
れ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

 

清
張
の〝
女
殺
し
〞

　

清
張
先
生
は
私
の
両
親
な
ど
と
同
世
代
で
す
の
で
、や
は
り
日
本
の
古

い
家
族
制
度
が
ま
だ
バッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
に
あ
る
時
代
に
青
年
時
代
を
す

ご
し
ま
し
た
。作
品
の
中
に
戦
後
民
主
主
義
の
家
庭
観
と
は
異
な
る
部

分
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
で
し
ょ
う
。

　

例
え
ば
、何
の
罪
も
な
い
美
し
い
女
性
が
身
勝
手
な
男
に
殺
さ
れ
る
話

が
た
く
さ
ん
で
て
き
ま
す
。そ
の
よ
う
な
作
品
の
背
景
に
は
、腕
力
や
経

済
力
で
圧
倒
的
に
優
位
な
男
に
対
す
る
女
性
の
従
属
と
い
う
構
造
が
前

提
と
し
て
あ
る
わ
け
で
す
が
、当
時
は
現
実
の
世
界
が
そ
う
だ
っ
た
の
で
、

そ
の
反
映
で
し
ょ
う
。よ
く
冗
談
で「
結
婚
と
辞
書
の
共
通
点
」と
し
て
、

戦
前
の
旧
仮
名
遣
い
で
は「
愛
に
始
ま
り
を
ん
な
に
終
る
」、新
仮
名
遣
い

と
な
っ
た
戦
後
に
は「
愛
に
始
ま
り
腕
力
に
終
る
」と
言
わ
れ
て
い
ま
し

た
。こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
男
の
暴
虐
を
示
し
た
も
の
で
す
。

　

私
が
最
近
読
ん
だ
清
張
作
品
の
中
で
、印
象
に
残
って
い
る〝
女
殺
し
〞

の
話
を
い
く
つ
か
挙
げ
て
み
ま
し
ょ
う
。

　

例
え
ば「
虎
」と
い
う
作
品
に
登
場
す
る
お
梅
は
鯉
の
ぼ
り
問
屋
の
女

中
で
し
た
が
、腕
の
い
い
渡
り
の
職
人
を
引
き
留
め
た
い
店
主
の
思
惑
に

よ
っ
て
、そ
の
職
人
と
結
婚
さ
せ
ら
れ
ま
す
。お
梅
は
夫
に
甲
斐
甲
斐
し

く
尽
く
し
ま
す
が
、そ
れ
を
足
手
ま
と
い
に
感
じ
た
夫
は
彼
女
を
殺
し

て
江
戸
に
出
奔
し
ま
す
。こ
の
よ
う
に
、あ
る
目
的
の
た
め
に
女
性
が
利

用
さ
れ
、用
済
み
や
邪
魔
に
な
る
と
抹
殺
さ
れ
る
と
い
う
パ
タ
ー
ン
は
、現

代
社
会
の
企
業
等
を
舞
台
と
し
た
清
張
作
品
に
も
通
じ
る
部
分
が
あ

る
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、『
西
海
道
談
綺
』の
冒
頭
で
は
、主
人
公
の
武
士
は
妻
の
志
津
が

自
分
の
上
司
と
密
通
し
て
い
る
こ
と
を
知
り
、そ
の
上
司
を
斬
り
殺
し
た

う
え
、志
津
と
逐
電
す
る
よ
う
に
見
せ
か
け
て
、彼
女
も
鉱
山
の
廃
坑
に

突
き
落
と
し
て
殺
し
て
し
ま
い
ま
す
。し
か
し
実
は
志
津
は
生
き
延
び
て

お
り
、の
ち
に
名
前
や
容
姿
を
変
え
て
再
登
場
し
ま
す
。そ
し
て
復
讐
の

鬼
と
化
し
た
彼
女
も
最
後
に
は
自
滅
し
て
し
ま
い
ま
す
。こ
の
あ
た
り
の

描
写
は
特
に
壮
絶
で
あ
り
、読
者
と
し
て
は「
も
う
少
し
主
人
公
に
志
津

への
償
い
の
態
度
が
あ
って
も
い
い
の
に
」と
感
じ
る
ほ
ど
で
、釈
然
と
し
な

い
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。

　

他
に
も
、小
倉
の
文
学
青
年
グ
ル
ー
プ
を
素
材
と
し
た
作
品
で
あ
る

『
表
象
詩
人
』で
、陶
器
会
社
の
エ
リ
ー
ト
社
員
と
し
て
東
京
か
ら
赴
任
し

て
き
た
男
の
妻
で
あ
る
明
子
が
登
場
し
ま
す
。彼
女
を
め
ぐ
って
男
た
ち

の
間
に
ト
ラ
ブ
ル
が
生
じ
、突
如
彼
女
は
殺
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。こ
う
し

た
舞
台
背
景
や
登
場
人
物
の
描
写
、作
中
の
詩
な
ど
に
も
、清
張
先
生

松
本
清
張
研
究
会
　
第
41
回
研
究
発
表
会
令
和
元
年
１２
月
７
日（
土
）午
後
2
時 

法
政
大
学
市
ヶ
谷
キ
ャ
ン
パ
ス

講
　
演

講
師

清
張
作
品
の
中
の
女
性
た
ち

自
身
の
青
年
期
の
体
験
が
モ
チ
ー
フ
に
な
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
ま
す
。た

ま
た
ま
私
の
大
学
の
同
級
生
で
東
洋
陶
器
に
就
職
し
、定
年
後
も
小
倉

に
住
ん
で
い
る
友
人
が
い
ま
す
の
で
、彼
を
通
じ
て
い
ろ
い
ろ
と
訊
い
て
み

ま
し
た
が
、こ
の
作
品
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
人
物
や
事
件
等
に

は
た
ど
り
つ
け
ま
せ
ん
で
し
た
。

 

さ
ま
ざ
ま
な
女
性
の
描
き
方

　

作
家
の
腕
の
見
せ
ど
こ
ろ
の一つ
と
し
て
、女
性
の
描
き
方
が
挙
げ
ら
れ

る
で
し
ょ
う
。そ
し
て
こ
れ
は
清
張
先
生
自
身
も
語
っ
て
い
る
こ
と
で
す

が
、〝
推
理
小
説
≒
殺
人
小
説
〞と
い
う
構
造
が
あ
り
ま
す
。そ
れ
ら
を
ふ

ま
え
る
と
、ミ
ス
テ
リ
ー
の
大
家
で
あ
る
清
張
先
生
が〝
女
殺
し
〞の
場
面

を
多
く
描
い
た
の
は
、む
し
ろ
当
然
な
こ
と
の
よ
う
な
気
も
し
て
き
ま

す
。で
す
か
ら
、こ
う
し
た
描
写
だ
け
を
拾
い
上
げ
て〝
清
張
の
女
性
観
〞

な
ど
と
し
て
ひ
と
く
く
り
に
語
って
し
ま
う
の
は
間
違
い
だ
と
思
い
ま
す
。

　

他
方
で
、「
鷗
外
の
婢
」の
モ
ト
の
よ
う
に
、不
遇
・
不
運
な
女
性
の
生
涯

を
同
情
的
に
描
い
た
清
張
作
品
も
多
く
あ
り
ま
す
。つ
ま
り
、清
張
先
生

は
小
説
の
中
で
簡
単
に
女
性
を
殺
し
て
し
ま
う
よ
う
な
作
家
だ
っ
た
わ

け
で
は
な
く
、そ
れ
だ
け
女
性
の
運
命
と
い
う
も
の
を
内
在
的
に
見
つ
め

て
い
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

加
え
て
、「
見
送
って
」と
い
う
作
品
の
、厳
し
い
姑
に
忍
従
し
な
が
ら
育

て
上
げ
た
娘
の
結
婚
の
日
に
独
立
宣
言
を
す
る
未
亡
人
基
子
、「
火
の

路
」で
指
導
教
授
に
疎
外
さ
れ
な
が
ら
も
飛
鳥
文
化
の
起
源
を
ペ
ル
シ
ア

に
求
め
る
研
究
者
の
通
子
、「
青
い
描
点
」で
同
僚
男
性
と
協
力
し
て
女

流
作
家
殺
人
事
件
を
解
明
し
て
い
く
新
米
編
集
者
の
典
子
な
ど
の
よ
う

に
、独
立
自
尊
の
ヒ
ロ
イ
ン
も
多
く
描
い
て
い
ま
す
。彼
女
ら
に
共
通
し
て

認
め
ら
れ
る
の
は
、男
社
会
か
ら
自
ら
を
解
放
す
る
、あ
る
い
は
従
来
の

女
性
の
地
位
を
覆
そ
う
と
す
る
よ
う
な
姿
勢
で
す
。清
張
先
生
は
女
性

誌
に
も
よ
く
執
筆
し
て
い
た
た
め
、や
は
り
読
者
に
向
け
て
こ
う
し
た
知

的
で〝
新
し
い
〞女
性
像
を
意
識
し
て
描
く
こ
と
に
も
長
け
て
い
た
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

そ
し
て「
砂
漠
の
塩
」や「
波
の
塔
」は
、い
ず
れ
も
不
倫
を
扱
い
悲
劇
的

な
終
末
へ
と
い
た
る
作
品
で
は
あ
り
ま
す
が
、そ
こ
に
は
現
実
的
な
婚
姻

制
度
を
破
壊
す
る
純
粋
な
愛
が
描
か
れ
て
い
る
よ
う
に
私
は
感
じ
て
い

ま
す
。

 

お
わ
り
に

　
い
ず
れ
に
し
て
も
、作
中
の
こ
う
し
た
女
性
の
描
き
方
は
、そ
の
ま
ま

作
家
の
女
性
観
を
示
す
も
の
で
は
な
い
の
で
し
ょ
う
。か
と
いっ
て
、時
代

や
世
相
、そ
し
て
作
家
や
読
者
の
実
生
活
か
ら
完
全
に
切
り
離
さ
れ
た

も
の
で
も
な
い
は
ず
で
す
。私
自
身
も
今
回
あ
ら
た
め
て
様
々
な
清
張
作

品
を
読
ん
で
み
て
、女
性
を
描
い
た
作
品
の
数
、そ
し
て
描
き
方
の
類
型

の
多
さ
を
再
認
識
し
ま
し
た
。い
ろ
い
ろ
と
述
べ
て
み
ま
し
た
が
、あ
く
ま

で一読
者
の
感
想
と
し
て
と
ら
え
て
い
た
だ
け
ま
す
と
幸
い
で
す
。何
し
ろ

到
底
読
み
切
れ
な
い
く
ら
い
沢
山
の
作
品
が
あ
る
の
で
す
か
ら
、簡
単
に

割
り
切
ら
ず
に
、読
め
る
だ
け
読
ん
で
み
る
こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
。

 

要
　
旨

　

松
本
清
張
は
韓
国
で
最
も
人
気
を
博
し
、お
そ
ら
く
韓
国
語
に
翻
訳

さ
れ
た
数
で
も
最
多
と
な
る
日
本
人
作
家
と
言
え
よ
う
。し
か
し
韓
国

内
で
は
依
然
と
し
て
清
張
文
学
関
連
の
研
究
は
少
な
く
、翻
訳
刊
行
さ

れ
た
作
品
の
正
確
な
書
誌
的
調
査
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。こ
う
し
た
現
状

を
ふ
ま
え
て
本
研
究
で
は
、ま
ず
韓
国
に
お
け
る
清
張
文
学
の
翻
訳
状

長
尾　

龍
一

東
京
大
学
名
誉
教
授

発
表
者
・
研
究
代
表
者

キ
ム                   

ジ
ェ     

ソ
ク

金 　

宰
奭

韓
国
・
慶
北
大
学
校
教
授

研
究
発
表

松
本
清
張
文
学
の

韓
国
に
お
け
る
翻
訳
現
況
と
特
徴

況
に
つい
て
、実
物
確
認
に
よ
る
正
確
な
調
査
に
よ
って
、翻
訳
作
品
の
目

録
を
作
成
し
た
。さ
ら
に
清
張
文
学
の
受
容
実
態
を
把
握
す
る
た
め
、

韓
国
語
に
翻
訳
さ
れ
る
過
程
で
現
れ
た
特
徴
を
分
析
し
た
。同
時
に
そ

れ
ら
を
韓
国
の
著
作
権
導
入
過
程
や
翻
訳
関
連
の
出
版
文
化
の
歴
史
、

そ
し
て
韓
国
の
社
会
的
情
勢
等
と
も
照
ら
し
合
わ
せ
な
が
ら
検
討
し

た
。こ
う
し
た
総
体
的
な
研
究
を
通
し
て
、清
張
文
学
が
韓
国
で
ど
の
よ

う
に
受
容
さ
れ
、消
耗
さ
れ
、要
求
さ
れ
、変
容
さ
れ
た
か
を
明
ら
か
に

す
る
こ
と
を
目
標
と
し
た
。

　

清
張
文
学
の
韓
国
語
訳
は
韓
国
で
の
外
国
語
著
作
物
に
対
す
る
著

作
権
法
の
運
用
や
整
備
と
も
深
く
関
係
し
て
お
り
、お
お
む
ね
外
国
語

著
作
物
に
関
連
す
る
著
作
権
法
未
導
入
期（
1
9
8
6
年
以
前
）、著

作
権
法
導
入
期（
1
9
8
7
〜
1
9
9
4
年
）、著
作
権
法
定
着
期

（
1
9
9
5
年
以
降
）の
三
期
に
区
分
け
す
る
こ
と
が
で
き
る
。そ
れ
ぞ

れ
の
時
期
に
よ
って
翻
訳
対
象
、出
版
社
、翻
訳
家
の
様
子
が
大
き
く
様

変
わ
り
し
て
い
く
。

〇
著
作
権
法
未
導
入
期（
1
9
8
6
年
以
前
）

　

清
張
作
品
の
翻
訳
は
1
9
6
0
年
の「
或
る『
小
倉
日
記
』伝
」か
ら

始
ま
り
、こ
の
期
間
に
翻
訳
さ
れ
た
作
品
は
計
74
編
に
及
ぶ
。

　

清
張
の
代
表
作
と
言
え
る「
点
と
線
」は
早
く
も
1
9
6
1
年
に
最

初
の
翻
訳
が
登
場
す
る
が
、一大
人
気
を
博
し
た
結
果
、以
降
こ
の
期
間

中
だ
け
で
も
計
18
回
刊
行
さ
れ
て
い
る
。そ
の
内
訳
と
し
て
、計
8
名
の

翻
訳
者
に
よ
り
、計
13
の
出
版
社
か
ら
刊
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で

き
た
。し
か
し
、そ
れ
ら
の
大
半
は
原
作
か
ら
直
接
翻
訳
し
た
も
の
で
は

な
く
、他
社
翻
訳
本
を
そ
の
ま
ま
再
刊
行
し
た
も
の
や
、ご
く
一
部
の
文

章
修
正
を
加
え
た
も
の
、そ
し
て
タ
イ
ト
ル
や
訳
者
名
だ
け
を
変
え
る

な
ど
し
た
も
の
で
あ
る
。一例
を
挙
げ
る
と「
ホ
ス
テ
ス
の
情
死
」、「
ホ
ス
テ

ス
の
狩
人
」、「
赤
い
薔
薇
の
情
死
現
場
」、「
海
辺
の
情
死
」、こ
れ
ら
は
い

ず
れ
も「
点
と
線
」翻
訳
本
の
タ
イ
ト
ル
で
あ
り
、中
身
も
ほ
ぼ
同
じ
も
の

で
あ
る
と
言
え
る
が
、出
版
社
や
訳
者
名
、表
紙
デ
ザ
イ
ン
等
が
異
な
っ

て
い
る
。

　
こ
う
し
た
タ
イ
ト
ル
改
変
は
他
の
清
張
作
品
に
も
認
め
ら
れ
、「
地
の

骨
」な
ら「
暗
黒
大
学
」や「
蝕
ま
れ
た
象
牙
の
塔
」と
いっ
た
タ
イ
ト
ル
で

翻
訳
刊
行
さ
れ
て
い
る
。そ
こ
に
は
、腐
敗
し
た
大
学
教
授
や
入
試
を
め

ぐ
る
不
正
と
いっ
た
作
品
の
内
容
を
、読
者（
本
を
購
入
し
よ
う
と
す
る

者
）に
分
か
り
や
す
く
伝
達
し
よ
う
と
す
る
出
版
側
の
意
図
が
窺
わ
れ

る
。た
だ
し
こ
の
よ
う
な
例
は
少
数
派
で
あ
り
、既
存
の
翻
訳
と
は
異
な

る
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
偽
装
す
る
た
め
に
あ
え
て
別
の
タ
イ
ト
ル
を

掲
げ
た
も
の
が
ほ
と
ん
ど
だ
と
言
え
る
。

　

例
え
ば
こ
の
時
期
に
刊
行
さ
れ
た「
ゼ
ロ
の
焦
点
」の
翻
訳
本
と
し
て 

、

「
霧
の
中
の
最
後
の
証
人
・
松
本
清
張
の
長
編
推
理
小
説
」と「
妻
の
追

跡
・
最
高
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
推
理
小
説
を
翻
案
し
た
作
品
」と
タ
イ
ト
ル
に

表
記
さ
れ
た
二
種
類
の
も
の
が
確
認
で
き
た
が
、い
ず
れ
も
目
次
や
ペ
ー

ジ
数
、内
容
ま
で
同
一で
あ
り
、表
紙
と
作
訳
者
名
お
よ
び
出
版
社
名
だ

け
が
異
な
って
い
る
。つ
ま
り
、表
紙
の
み
を
見
て
購
入
し
た
読
者
が
同
じ

中
身
の
本
を
つ
か
ま
さ
れ
る
事
態
も
生
じ
た
と
考
え
ら
れ
、悪
質
な
も
の

で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、同一の
清
張
作
品
を
複
数
の
出
版
社
が
そ
れ
ぞ
れ
別
の
タ

イ
ト
ル
で
競
争
的
に
刊
行
し
た
こ
と
が
、著
作
権
法
未
導
入
期
に
お
け
る

特
に
顕
著
な
現
象
で
あ
り
、そ
の
背
景
と
し
て
著
作
権
保
護
制
度
の
未

整
備
や
韓
国
で
の
清
張
の一大
人
気
と
い
う
も
の
が
浮
き
彫
り
に
な
る
。

〇
著
作
権
法
導
入
期（
1
9
8
7
〜
1
9
9
4
年
）

　

韓
国
は
1
9
8
7
年
に
万
国
著
作
権
条
約（
U
C
C
）に
正
式
に
加

入
し
、こ
れ
に
よ
っ
て
国
内
の
著
作
権
法
が
全
面
改
定
さ
れ
、外
国
人
の

著
作
物
が
法
的
に
保
護
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。こ
う
し
た
法
的
措
置
に

よ
って
、「
犯
罪
の
回
送
」等
、日
本
の
出
版
社
と
著
作
権
契
約
を
結
ん
だ

う
え
で
翻
訳
刊
行
さ
れ
た
も
の
が
登
場
し
始
め
る
。し
か
し
当
時
の
著

作
権
法
は
、1
9
8
7
年
以
前
に
既
刊
行
済
の
外
国
人
著
作
物
に
つ
い

て
は
遡
及
し
て
保
護
す
る
対
象
と
し
て
お
ら
ず
、そ
れ
ら
は
継
続
的
に

流
通
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
こ
の
期
間
中
に
翻
訳
刊
行
さ
れ
た
清
張
作
品
は
計
1
8
編
で
あ
り
、

書
籍
数
で
は
2
2
冊
に
な
る
が
、そ
の
大
半
は
再
版
や
作
者
名
を
変
え

て
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。新
た
に
翻
訳
さ
れ
た
作
品
と
し
て
は
、前

述
の「
犯
罪
の
回
送
」の
ほ
か
、「
小
説
東
京
帝
国
大
学
」「
北
の
詩
人
」「
天

保
図
録
」「
網
」「
徳
川
家
康
」と
いっ
た
も
の
が
あ
る
。

　
こ
の
時
期
の
翻
訳
本
に
も
、原
作
か
ら
は
推
測
が
困
難
な
ほ
ど
に
全

く
別
の
タ
イ
ト
ル
が
与
え
ら
れ
た
ケ
ー
ス
も
多
く
見
ら
れ
る
。例
え
ば
、

「
声
」は「
接
地
線
」、「
顔
」は「
脚
本
人
生
」、「
地
の
指
」は「
誘
惑
の
罠
」、

「
眼
の
壁
」は「
特
ダ
ネ
を
狙
う
社
会
部
記
者
」と
いっ
た
具
合
で
あ
る
。

　

ま
た
こ
の
時
期
の
特
徴
と
し
て
、清
張
作
品
の
な
か
で
も
政
治
問
題

を
扱
っ
た
も
の
が
集
中
的
に
翻
訳
さ
れ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。ち
ょ
う

ど
韓
国
が
政
治
的
激
動
期
を
迎
え
た
頃
で
あ
り
、1
9
8
7
年
6
月
抗

争
の
結
果
、国
民
の
直
接
選
挙
に
よ
っ
て
大
統
領
を
選
ぶ
こ
と
と
な
っ
た

た
め
、世
の
中
に
政
治
や
大
権（
大
統
領
）に
対
す
る
熱
気
が
非
常
に
高

ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。こ
う
し
た
時
代
を
反
映
し
、選
挙
を
背
景
と
し

た
推
理
小
説「
網
」が「
消
え
た
選
挙
参
謀
」と
し
て
翻
訳
刊
行
さ
れ
た

の
は
理
解
で
き
る
。し
か
し
い
く
ら
政
治
や
権
力
闘
争
を
テ
ー
マ
と
し
た

作
品
で
あ
る
と
は
い
え
、時
代
小
説
の「
天
保
図
録
」が「
誰
も
大
権
が
取

れ
な
か
っ
た
」と
の
タ
イ
ト
ル
で
、さ
ら
に
は
伝
記
で
あ
る「
徳
川
家
康
」ま

で
も
が
、そ
の
流
れ
に
便
乗
す
る
よ
う
に
翻
訳
刊
行
さ
れ
て
い
る
あ
た
り

は
、い
さ
さ
か
強
引
な
印
象
を
受
け
る
。

〇
著
作
権
法
定
着
期（
1
9
9
5
年
以
降
）

　

1
9
9
5
年
以
降
に
な
る
と
、版
権
契
約
に
基
づ
い
て
刊
行
さ
れ
る
シ

ス
テ
ム
が
定
着
し
、資
本
力
の
強
い
大
手
出
版
社
に
よ
って
零
細
出
版
社

は
淘
汰
さ
れ
て
い
く
。そ
れ
と
と
も
に
翻
訳
者
の
交
替
も
進
み
、日
本
文

学
を
専
攻
し
た
者
や
日
本
留
学
経
験
者
が
多
く
登
場
す
る
よ
う
に
な

る
。彼
ら
は
日
本
語
と
韓
国
語
の
双
方
に
熟
達
し
て
お
り
、正
確
な
翻
訳

や
読
者
の
理
解
を
特
に
重
視
す
る
傾
向
が
あ
る
。 

　

ま
た
従
来
と
比
較
す
る
と
、一
部
の
人
気
作
ば
か
り
を
競
争
的
に
翻

訳
刊
行
す
る
こ
と
は
な
く
な
り
、そ
れ
ま
で
翻
訳
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
作

品
も
含
め
、清
張
の
多
様
な
文
学
ジ
ャ
ン
ル
を
体
系
的
に
紹
介
す
る
も
の

が
台
頭
す
る
よ
う
に
な
る
。2
0
1
2
年
以
降
、ブ
ッ
ク・ス
ピ
ア
と
モ

ビ
ー
デ
ィ
ッ
ク
の
大
手
二
社
が
共
同
企
画
し
た「
清
張
ワ
ー
ル
ド
」シ
リ
ー

ズ
が
そ
の
典
型
で
あ
る
。両
社
は
、そ
れ
ま
で
清
張
が
韓
国
で
は
推
理
小

説
作
家
と
し
て
の
み
認
識
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
指
摘
し
、彼
が「
日
本
の

黒
い
霧
」や「
昭
和
史
発
掘
」と
いっ
た
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョン
作
品
を
数
多
く

書
い
た
優
れ
た
歴
史
家
で
も
あ
る
こ
と
を
読
者
に
訴
え
よ
う
と
し
た
。 

　

そ
う
し
た
認
識
と
方
針
の
も
と
、「
清
張
ワ
ー
ル
ド
」シ
リ
ー
ズ
は
両
社

で
版
型
や
デ
ザ
イ
ン
を
統
一し
て
刊
行
さ
れ
た
。ブ
ッ
ク・ス
ピ
ア
社
は
清
張

の
長
編
小
説
を
主
と
し
て
担
当
し
た
が
、他
に
も「
黒
い
手
帖
」や「
小
説

日
本
芸
譚
」と
いっ
た
作
品
も
翻
訳
し
て
い
る
。そ
し
て
モ
ビ
ー
デ
ィッ
ク
社

は
主
に「
張
込
み
」、「
或
る『
小
倉
日
記
』伝
」、「
駅
路
」と
いっ
た
短
編
集

や「
日
本
の
黒
い
霧
」 

な
ど
の
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョン
作
品
を
翻
訳
刊
行
し
て

い
る
。こ
の
企
画
に
よ
っ
て
松
本
清
張
の
全
体
像
が
よ
う
や
く
浮
き
彫
り

に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
こ
の
時
期
の
特
徴
と
し
て
注
目
す
べ
き
は
、各
刊
行
物
に
お
い

て
原
著
者
で
あ
る
松
本
清
張
に
つ
い
て
も
詳
細
に
説
明
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。ま
た
専
門
家
や
翻
訳
者
に
よ
る
解
説
も
載
せ
ら

れ
、作
品
が
包
含
す
る
社
会
的
な
意
味
や
意
義
に
つい
て
読
者
が
理
解
で

き
る
よ
う
工
夫
が
な
さ
れ
て
い
る
。さ
ら
に
翻
訳
者
の
経
歴
に
つい
て
も
、

従
前
と
比
べ
て
格
段
に
詳
細
に
紹
介
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。著
作
権
法

の
定
着
に
よ
っ
て
、翻
訳
者
の
地
位
が
飛
躍
的
に
向
上
し
、彼
ら
が
自
己

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

以
上
、韓
国
に
お
け
る
著
作
権
関
連
の
画
期
と
対
応
さ
せ
な
が
ら
、清

張
作
品
の
翻
訳
状
況
を
概
観
し
た
が
、本
研
究
で
は
そ
の
他
に
も
作
品

ジ
ャ
ン
ル
や
個
別
の
作
品
ご
と
の
特
徴
、そ
し
て
出
版
形
態
や
翻
案
の
様

相
と
いっ
た
、様
々
な
観
点
か
ら
分
析
や
考
察
を
行
っ
た
。詳
細
に
つ
い
て

は
、第
20
回
松
本
清
張
研
究
奨
励
事
業
の
成
果
報
告
書
を
ご
参
照
い
た

だ
き
た
い
。

〝
推
理
小
説
≒
殺
人
小
説
〞
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要
　
旨

　

松
本
清
張
は
韓
国
で
最
も
人
気
を
博
し
、お
そ
ら
く
韓
国
語
に
翻
訳

さ
れ
た
数
で
も
最
多
と
な
る
日
本
人
作
家
と
言
え
よ
う
。し
か
し
韓
国

内
で
は
依
然
と
し
て
清
張
文
学
関
連
の
研
究
は
少
な
く
、翻
訳
刊
行
さ

れ
た
作
品
の
正
確
な
書
誌
的
調
査
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。こ
う
し
た
現
状

を
ふ
ま
え
て
本
研
究
で
は
、ま
ず
韓
国
に
お
け
る
清
張
文
学
の
翻
訳
状

者
）に
分
か
り
や
す
く
伝
達
し
よ
う
と
す
る
出
版
側
の
意
図
が
窺
わ
れ

る
。た
だ
し
こ
の
よ
う
な
例
は
少
数
派
で
あ
り
、既
存
の
翻
訳
と
は
異
な

る
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
偽
装
す
る
た
め
に
あ
え
て
別
の
タ
イ
ト
ル
を

掲
げ
た
も
の
が
ほ
と
ん
ど
だ
と
言
え
る
。

　

例
え
ば
こ
の
時
期
に
刊
行
さ
れ
た「
ゼ
ロ
の
焦
点
」の
翻
訳
本
と
し
て 

、

「
霧
の
中
の
最
後
の
証
人
・
松
本
清
張
の
長
編
推
理
小
説
」と「
妻
の
追

跡
・
最
高
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
推
理
小
説
を
翻
案
し
た
作
品
」と
タ
イ
ト
ル
に

表
記
さ
れ
た
二
種
類
の
も
の
が
確
認
で
き
た
が
、い
ず
れ
も
目
次
や
ペ
ー

ジ
数
、内
容
ま
で
同
一で
あ
り
、表
紙
と
作
訳
者
名
お
よ
び
出
版
社
名
だ

け
が
異
な
って
い
る
。つ
ま
り
、表
紙
の
み
を
見
て
購
入
し
た
読
者
が
同
じ

中
身
の
本
を
つ
か
ま
さ
れ
る
事
態
も
生
じ
た
と
考
え
ら
れ
、悪
質
な
も
の

で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、同一の
清
張
作
品
を
複
数
の
出
版
社
が
そ
れ
ぞ
れ
別
の
タ

イ
ト
ル
で
競
争
的
に
刊
行
し
た
こ
と
が
、著
作
権
法
未
導
入
期
に
お
け
る

特
に
顕
著
な
現
象
で
あ
り
、そ
の
背
景
と
し
て
著
作
権
保
護
制
度
の
未

整
備
や
韓
国
で
の
清
張
の一大
人
気
と
い
う
も
の
が
浮
き
彫
り
に
な
る
。

〇
著
作
権
法
導
入
期（
1
9
8
7
〜
1
9
9
4
年
）

　

韓
国
は
1
9
8
7
年
に
万
国
著
作
権
条
約（
U
C
C
）に
正
式
に
加

入
し
、こ
れ
に
よ
っ
て
国
内
の
著
作
権
法
が
全
面
改
定
さ
れ
、外
国
人
の

著
作
物
が
法
的
に
保
護
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。こ
う
し
た
法
的
措
置
に

よ
って
、「
犯
罪
の
回
送
」等
、日
本
の
出
版
社
と
著
作
権
契
約
を
結
ん
だ

う
え
で
翻
訳
刊
行
さ
れ
た
も
の
が
登
場
し
始
め
る
。し
か
し
当
時
の
著

作
権
法
は
、1
9
8
7
年
以
前
に
既
刊
行
済
の
外
国
人
著
作
物
に
つ
い

て
は
遡
及
し
て
保
護
す
る
対
象
と
し
て
お
ら
ず
、そ
れ
ら
は
継
続
的
に

流
通
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
こ
の
期
間
中
に
翻
訳
刊
行
さ
れ
た
清
張
作
品
は
計
1
8
編
で
あ
り
、

書
籍
数
で
は
2
2
冊
に
な
る
が
、そ
の
大
半
は
再
版
や
作
者
名
を
変
え

て
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。新
た
に
翻
訳
さ
れ
た
作
品
と
し
て
は
、前

述
の「
犯
罪
の
回
送
」の
ほ
か
、「
小
説
東
京
帝
国
大
学
」「
北
の
詩
人
」「
天

保
図
録
」「
網
」「
徳
川
家
康
」と
いっ
た
も
の
が
あ
る
。

　
こ
の
時
期
の
翻
訳
本
に
も
、原
作
か
ら
は
推
測
が
困
難
な
ほ
ど
に
全

く
別
の
タ
イ
ト
ル
が
与
え
ら
れ
た
ケ
ー
ス
も
多
く
見
ら
れ
る
。例
え
ば
、

「
声
」は「
接
地
線
」、「
顔
」は「
脚
本
人
生
」、「
地
の
指
」は「
誘
惑
の
罠
」、

「
眼
の
壁
」は「
特
ダ
ネ
を
狙
う
社
会
部
記
者
」と
いっ
た
具
合
で
あ
る
。

　

ま
た
こ
の
時
期
の
特
徴
と
し
て
、清
張
作
品
の
な
か
で
も
政
治
問
題

を
扱
っ
た
も
の
が
集
中
的
に
翻
訳
さ
れ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。ち
ょ
う

ど
韓
国
が
政
治
的
激
動
期
を
迎
え
た
頃
で
あ
り
、1
9
8
7
年
6
月
抗

争
の
結
果
、国
民
の
直
接
選
挙
に
よ
っ
て
大
統
領
を
選
ぶ
こ
と
と
な
っ
た

た
め
、世
の
中
に
政
治
や
大
権（
大
統
領
）に
対
す
る
熱
気
が
非
常
に
高

ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。こ
う
し
た
時
代
を
反
映
し
、選
挙
を
背
景
と
し

た
推
理
小
説「
網
」が「
消
え
た
選
挙
参
謀
」と
し
て
翻
訳
刊
行
さ
れ
た

の
は
理
解
で
き
る
。し
か
し
い
く
ら
政
治
や
権
力
闘
争
を
テ
ー
マ
と
し
た

作
品
で
あ
る
と
は
い
え
、時
代
小
説
の「
天
保
図
録
」が「
誰
も
大
権
が
取

れ
な
か
っ
た
」と
の
タ
イ
ト
ル
で
、さ
ら
に
は
伝
記
で
あ
る「
徳
川
家
康
」ま

で
も
が
、そ
の
流
れ
に
便
乗
す
る
よ
う
に
翻
訳
刊
行
さ
れ
て
い
る
あ
た
り

は
、い
さ
さ
か
強
引
な
印
象
を
受
け
る
。

〇
著
作
権
法
定
着
期（
1
9
9
5
年
以
降
）

　

1
9
9
5
年
以
降
に
な
る
と
、版
権
契
約
に
基
づ
い
て
刊
行
さ
れ
る
シ

ス
テ
ム
が
定
着
し
、資
本
力
の
強
い
大
手
出
版
社
に
よ
って
零
細
出
版
社

は
淘
汰
さ
れ
て
い
く
。そ
れ
と
と
も
に
翻
訳
者
の
交
替
も
進
み
、日
本
文

学
を
専
攻
し
た
者
や
日
本
留
学
経
験
者
が
多
く
登
場
す
る
よ
う
に
な

る
。彼
ら
は
日
本
語
と
韓
国
語
の
双
方
に
熟
達
し
て
お
り
、正
確
な
翻
訳

や
読
者
の
理
解
を
特
に
重
視
す
る
傾
向
が
あ
る
。 

　

ま
た
従
来
と
比
較
す
る
と
、一
部
の
人
気
作
ば
か
り
を
競
争
的
に
翻

訳
刊
行
す
る
こ
と
は
な
く
な
り
、そ
れ
ま
で
翻
訳
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
作

品
も
含
め
、清
張
の
多
様
な
文
学
ジ
ャ
ン
ル
を
体
系
的
に
紹
介
す
る
も
の

が
台
頭
す
る
よ
う
に
な
る
。2
0
1
2
年
以
降
、ブ
ッ
ク・ス
ピ
ア
と
モ

ビ
ー
デ
ィ
ッ
ク
の
大
手
二
社
が
共
同
企
画
し
た「
清
張
ワ
ー
ル
ド
」シ
リ
ー

ズ
が
そ
の
典
型
で
あ
る
。両
社
は
、そ
れ
ま
で
清
張
が
韓
国
で
は
推
理
小

説
作
家
と
し
て
の
み
認
識
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
指
摘
し
、彼
が「
日
本
の

黒
い
霧
」や「
昭
和
史
発
掘
」と
いっ
た
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョン
作
品
を
数
多
く

書
い
た
優
れ
た
歴
史
家
で
も
あ
る
こ
と
を
読
者
に
訴
え
よ
う
と
し
た
。 

　

そ
う
し
た
認
識
と
方
針
の
も
と
、「
清
張
ワ
ー
ル
ド
」シ
リ
ー
ズ
は
両
社

で
版
型
や
デ
ザ
イ
ン
を
統
一し
て
刊
行
さ
れ
た
。ブ
ッ
ク・ス
ピ
ア
社
は
清
張

の
長
編
小
説
を
主
と
し
て
担
当
し
た
が
、他
に
も「
黒
い
手
帖
」や「
小
説

日
本
芸
譚
」と
いっ
た
作
品
も
翻
訳
し
て
い
る
。そ
し
て
モ
ビ
ー
デ
ィッ
ク
社

は
主
に「
張
込
み
」、「
或
る『
小
倉
日
記
』伝
」、「
駅
路
」と
いっ
た
短
編
集

や「
日
本
の
黒
い
霧
」 

な
ど
の
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョン
作
品
を
翻
訳
刊
行
し
て

い
る
。こ
の
企
画
に
よ
っ
て
松
本
清
張
の
全
体
像
が
よ
う
や
く
浮
き
彫
り

に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
こ
の
時
期
の
特
徴
と
し
て
注
目
す
べ
き
は
、各
刊
行
物
に
お
い

て
原
著
者
で
あ
る
松
本
清
張
に
つ
い
て
も
詳
細
に
説
明
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。ま
た
専
門
家
や
翻
訳
者
に
よ
る
解
説
も
載
せ
ら

れ
、作
品
が
包
含
す
る
社
会
的
な
意
味
や
意
義
に
つい
て
読
者
が
理
解
で

き
る
よ
う
工
夫
が
な
さ
れ
て
い
る
。さ
ら
に
翻
訳
者
の
経
歴
に
つい
て
も
、

従
前
と
比
べ
て
格
段
に
詳
細
に
紹
介
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。著
作
権
法

の
定
着
に
よ
っ
て
、翻
訳
者
の
地
位
が
飛
躍
的
に
向
上
し
、彼
ら
が
自
己

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

以
上
、韓
国
に
お
け
る
著
作
権
関
連
の
画
期
と
対
応
さ
せ
な
が
ら
、清

張
作
品
の
翻
訳
状
況
を
概
観
し
た
が
、本
研
究
で
は
そ
の
他
に
も
作
品

ジ
ャ
ン
ル
や
個
別
の
作
品
ご
と
の
特
徴
、そ
し
て
出
版
形
態
や
翻
案
の
様

相
と
いっ
た
、様
々
な
観
点
か
ら
分
析
や
考
察
を
行
っ
た
。詳
細
に
つ
い
て

は
、第
20
回
松
本
清
張
研
究
奨
励
事
業
の
成
果
報
告
書
を
ご
参
照
い
た

だ
き
た
い
。

松
本
清
張
研
究
会
　
第
41
回
研
究
発
表
会

▲韓国で翻訳刊行された全書籍の表紙画像がスライドで上映された。なお
当日は、金宰奭 氏による発表の後、研究協力者の南富鎭 氏(静岡大学教
授・当研究会理事)による補足解説、共同研究者の李貞淑 氏・金東鉉 氏
(いずれも慶北大学校)の紹介も行われた。

昨年10月に実施したイベントの様子

INFORMATION

北九州市小倉北区城内２－３（松本清張記念館内）
PHONE／090-4986-9135  営業時間／10：00～16：00
定休日／松本清張記念館休館日（12/29～12/31、館内整理日）

SEICHO Caféからのお知らせ
静聴カフェ

新メニュー「ビーフシチュー」1,000円（税込み）

NEW MENU

お客様からのリクエストが多かった
「ビーフシチュー」がメニューに加わ
りました。まろやかで風味豊かなデ
ミグラスソースで仕上げています。パ
ンかライスをお選びいただけます。

16:00以降のご利用も承っております（要予約）
夜の中庭の景色もお楽しみいただけます。
お時間やお料理についてお気軽にご相談ください。
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要
　
旨

　

松
本
清
張
は
韓
国
で
最
も
人
気
を
博
し
、お
そ
ら
く
韓
国
語
に
翻
訳

さ
れ
た
数
で
も
最
多
と
な
る
日
本
人
作
家
と
言
え
よ
う
。し
か
し
韓
国

内
で
は
依
然
と
し
て
清
張
文
学
関
連
の
研
究
は
少
な
く
、翻
訳
刊
行
さ

れ
た
作
品
の
正
確
な
書
誌
的
調
査
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。こ
う
し
た
現
状

を
ふ
ま
え
て
本
研
究
で
は
、ま
ず
韓
国
に
お
け
る
清
張
文
学
の
翻
訳
状

者
）に
分
か
り
や
す
く
伝
達
し
よ
う
と
す
る
出
版
側
の
意
図
が
窺
わ
れ

る
。た
だ
し
こ
の
よ
う
な
例
は
少
数
派
で
あ
り
、既
存
の
翻
訳
と
は
異
な

る
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
偽
装
す
る
た
め
に
あ
え
て
別
の
タ
イ
ト
ル
を

掲
げ
た
も
の
が
ほ
と
ん
ど
だ
と
言
え
る
。

　

例
え
ば
こ
の
時
期
に
刊
行
さ
れ
た「
ゼ
ロ
の
焦
点
」の
翻
訳
本
と
し
て 

、

「
霧
の
中
の
最
後
の
証
人
・
松
本
清
張
の
長
編
推
理
小
説
」と「
妻
の
追

跡
・
最
高
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
推
理
小
説
を
翻
案
し
た
作
品
」と
タ
イ
ト
ル
に

表
記
さ
れ
た
二
種
類
の
も
の
が
確
認
で
き
た
が
、い
ず
れ
も
目
次
や
ペ
ー

ジ
数
、内
容
ま
で
同
一で
あ
り
、表
紙
と
作
訳
者
名
お
よ
び
出
版
社
名
だ

け
が
異
な
って
い
る
。つ
ま
り
、表
紙
の
み
を
見
て
購
入
し
た
読
者
が
同
じ

中
身
の
本
を
つ
か
ま
さ
れ
る
事
態
も
生
じ
た
と
考
え
ら
れ
、悪
質
な
も
の

で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、同一の
清
張
作
品
を
複
数
の
出
版
社
が
そ
れ
ぞ
れ
別
の
タ

イ
ト
ル
で
競
争
的
に
刊
行
し
た
こ
と
が
、著
作
権
法
未
導
入
期
に
お
け
る

特
に
顕
著
な
現
象
で
あ
り
、そ
の
背
景
と
し
て
著
作
権
保
護
制
度
の
未

整
備
や
韓
国
で
の
清
張
の一大
人
気
と
い
う
も
の
が
浮
き
彫
り
に
な
る
。

〇
著
作
権
法
導
入
期（
1
9
8
7
〜
1
9
9
4
年
）

　

韓
国
は
1
9
8
7
年
に
万
国
著
作
権
条
約（
U
C
C
）に
正
式
に
加

入
し
、こ
れ
に
よ
っ
て
国
内
の
著
作
権
法
が
全
面
改
定
さ
れ
、外
国
人
の

著
作
物
が
法
的
に
保
護
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。こ
う
し
た
法
的
措
置
に

よ
って
、「
犯
罪
の
回
送
」等
、日
本
の
出
版
社
と
著
作
権
契
約
を
結
ん
だ

う
え
で
翻
訳
刊
行
さ
れ
た
も
の
が
登
場
し
始
め
る
。し
か
し
当
時
の
著

作
権
法
は
、1
9
8
7
年
以
前
に
既
刊
行
済
の
外
国
人
著
作
物
に
つ
い

て
は
遡
及
し
て
保
護
す
る
対
象
と
し
て
お
ら
ず
、そ
れ
ら
は
継
続
的
に

流
通
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
こ
の
期
間
中
に
翻
訳
刊
行
さ
れ
た
清
張
作
品
は
計
1
8
編
で
あ
り
、

書
籍
数
で
は
2
2
冊
に
な
る
が
、そ
の
大
半
は
再
版
や
作
者
名
を
変
え

て
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。新
た
に
翻
訳
さ
れ
た
作
品
と
し
て
は
、前

述
の「
犯
罪
の
回
送
」の
ほ
か
、「
小
説
東
京
帝
国
大
学
」「
北
の
詩
人
」「
天

保
図
録
」「
網
」「
徳
川
家
康
」と
いっ
た
も
の
が
あ
る
。

　
こ
の
時
期
の
翻
訳
本
に
も
、原
作
か
ら
は
推
測
が
困
難
な
ほ
ど
に
全

く
別
の
タ
イ
ト
ル
が
与
え
ら
れ
た
ケ
ー
ス
も
多
く
見
ら
れ
る
。例
え
ば
、

「
声
」は「
接
地
線
」、「
顔
」は「
脚
本
人
生
」、「
地
の
指
」は「
誘
惑
の
罠
」、

「
眼
の
壁
」は「
特
ダ
ネ
を
狙
う
社
会
部
記
者
」と
いっ
た
具
合
で
あ
る
。

　

ま
た
こ
の
時
期
の
特
徴
と
し
て
、清
張
作
品
の
な
か
で
も
政
治
問
題

を
扱
っ
た
も
の
が
集
中
的
に
翻
訳
さ
れ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。ち
ょ
う

ど
韓
国
が
政
治
的
激
動
期
を
迎
え
た
頃
で
あ
り
、1
9
8
7
年
6
月
抗

争
の
結
果
、国
民
の
直
接
選
挙
に
よ
っ
て
大
統
領
を
選
ぶ
こ
と
と
な
っ
た

た
め
、世
の
中
に
政
治
や
大
権（
大
統
領
）に
対
す
る
熱
気
が
非
常
に
高

ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。こ
う
し
た
時
代
を
反
映
し
、選
挙
を
背
景
と
し

た
推
理
小
説「
網
」が「
消
え
た
選
挙
参
謀
」と
し
て
翻
訳
刊
行
さ
れ
た

の
は
理
解
で
き
る
。し
か
し
い
く
ら
政
治
や
権
力
闘
争
を
テ
ー
マ
と
し
た

作
品
で
あ
る
と
は
い
え
、時
代
小
説
の「
天
保
図
録
」が「
誰
も
大
権
が
取

れ
な
か
っ
た
」と
の
タ
イ
ト
ル
で
、さ
ら
に
は
伝
記
で
あ
る「
徳
川
家
康
」ま

で
も
が
、そ
の
流
れ
に
便
乗
す
る
よ
う
に
翻
訳
刊
行
さ
れ
て
い
る
あ
た
り

は
、い
さ
さ
か
強
引
な
印
象
を
受
け
る
。

〇
著
作
権
法
定
着
期（
1
9
9
5
年
以
降
）

　

1
9
9
5
年
以
降
に
な
る
と
、版
権
契
約
に
基
づ
い
て
刊
行
さ
れ
る
シ

ス
テ
ム
が
定
着
し
、資
本
力
の
強
い
大
手
出
版
社
に
よ
って
零
細
出
版
社

は
淘
汰
さ
れ
て
い
く
。そ
れ
と
と
も
に
翻
訳
者
の
交
替
も
進
み
、日
本
文

学
を
専
攻
し
た
者
や
日
本
留
学
経
験
者
が
多
く
登
場
す
る
よ
う
に
な

る
。彼
ら
は
日
本
語
と
韓
国
語
の
双
方
に
熟
達
し
て
お
り
、正
確
な
翻
訳

や
読
者
の
理
解
を
特
に
重
視
す
る
傾
向
が
あ
る
。 

　

ま
た
従
来
と
比
較
す
る
と
、一
部
の
人
気
作
ば
か
り
を
競
争
的
に
翻

訳
刊
行
す
る
こ
と
は
な
く
な
り
、そ
れ
ま
で
翻
訳
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
作

品
も
含
め
、清
張
の
多
様
な
文
学
ジ
ャ
ン
ル
を
体
系
的
に
紹
介
す
る
も
の

が
台
頭
す
る
よ
う
に
な
る
。2
0
1
2
年
以
降
、ブ
ッ
ク・ス
ピ
ア
と
モ

ビ
ー
デ
ィ
ッ
ク
の
大
手
二
社
が
共
同
企
画
し
た「
清
張
ワ
ー
ル
ド
」シ
リ
ー

ズ
が
そ
の
典
型
で
あ
る
。両
社
は
、そ
れ
ま
で
清
張
が
韓
国
で
は
推
理
小

説
作
家
と
し
て
の
み
認
識
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
指
摘
し
、彼
が「
日
本
の

黒
い
霧
」や「
昭
和
史
発
掘
」と
いっ
た
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョン
作
品
を
数
多
く

書
い
た
優
れ
た
歴
史
家
で
も
あ
る
こ
と
を
読
者
に
訴
え
よ
う
と
し
た
。 

　

そ
う
し
た
認
識
と
方
針
の
も
と
、「
清
張
ワ
ー
ル
ド
」シ
リ
ー
ズ
は
両
社

で
版
型
や
デ
ザ
イ
ン
を
統
一し
て
刊
行
さ
れ
た
。ブ
ッ
ク・ス
ピ
ア
社
は
清
張

の
長
編
小
説
を
主
と
し
て
担
当
し
た
が
、他
に
も「
黒
い
手
帖
」や「
小
説

日
本
芸
譚
」と
いっ
た
作
品
も
翻
訳
し
て
い
る
。そ
し
て
モ
ビ
ー
デ
ィッ
ク
社

は
主
に「
張
込
み
」、「
或
る『
小
倉
日
記
』伝
」、「
駅
路
」と
いっ
た
短
編
集

や「
日
本
の
黒
い
霧
」 

な
ど
の
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョン
作
品
を
翻
訳
刊
行
し
て

い
る
。こ
の
企
画
に
よ
っ
て
松
本
清
張
の
全
体
像
が
よ
う
や
く
浮
き
彫
り

に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
こ
の
時
期
の
特
徴
と
し
て
注
目
す
べ
き
は
、各
刊
行
物
に
お
い

て
原
著
者
で
あ
る
松
本
清
張
に
つ
い
て
も
詳
細
に
説
明
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。ま
た
専
門
家
や
翻
訳
者
に
よ
る
解
説
も
載
せ
ら

れ
、作
品
が
包
含
す
る
社
会
的
な
意
味
や
意
義
に
つい
て
読
者
が
理
解
で

き
る
よ
う
工
夫
が
な
さ
れ
て
い
る
。さ
ら
に
翻
訳
者
の
経
歴
に
つい
て
も
、

従
前
と
比
べ
て
格
段
に
詳
細
に
紹
介
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。著
作
権
法

の
定
着
に
よ
っ
て
、翻
訳
者
の
地
位
が
飛
躍
的
に
向
上
し
、彼
ら
が
自
己

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

以
上
、韓
国
に
お
け
る
著
作
権
関
連
の
画
期
と
対
応
さ
せ
な
が
ら
、清

張
作
品
の
翻
訳
状
況
を
概
観
し
た
が
、本
研
究
で
は
そ
の
他
に
も
作
品

ジ
ャ
ン
ル
や
個
別
の
作
品
ご
と
の
特
徴
、そ
し
て
出
版
形
態
や
翻
案
の
様

相
と
いっ
た
、様
々
な
観
点
か
ら
分
析
や
考
察
を
行
っ
た
。詳
細
に
つ
い
て

は
、第
20
回
松
本
清
張
研
究
奨
励
事
業
の
成
果
報
告
書
を
ご
参
照
い
た

だ
き
た
い
。

松
本
清
張
研
究
会
　
第
41
回
研
究
発
表
会

▲韓国で翻訳刊行された全書籍の表紙画像がスライドで上映された。なお
当日は、金宰奭 氏による発表の後、研究協力者の南富鎭 氏(静岡大学教
授・当研究会理事)による補足解説、共同研究者の李貞淑 氏・金東鉉 氏
(いずれも慶北大学校)の紹介も行われた。

昨年10月に実施したイベントの様子

INFORMATION

北九州市小倉北区城内２－３（松本清張記念館内）
PHONE／090-4986-9135  営業時間／10：00～16：00
定休日／松本清張記念館休館日（12/29～12/31、館内整理日）

SEICHO Caféからのお知らせ
静聴カフェ

新メニュー「ビーフシチュー」1,000円（税込み）

NEW MENU

お客様からのリクエストが多かった
「ビーフシチュー」がメニューに加わ
りました。まろやかで風味豊かなデ
ミグラスソースで仕上げています。パ
ンかライスをお選びいただけます。

16:00以降のご利用も承っております（要予約）
夜の中庭の景色もお楽しみいただけます。
お時間やお料理についてお気軽にご相談ください。
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友の会 活動報告

　松本清張記念館友の会は8月1日～翌7月31日を1年度として、文学
散歩や清張サロン、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。

● 友の会会員 更新のお知らせと新規会員募集 ●

友の会入会のお申込は、松本清張記念館友の会事務局まで

TEL.093-582-2761

● 清張サロン
令和元年１２月２１日（土）14:30～16:30（参加者68名）
北九州市立生涯学習総合センター

　清張サロンでは、清張作品や清張に関する話題をテーマに、
講師を招いてのお話や意見交換・参加者同士の交流を行って
います。
　第２回清張サロンは、清張生誕１１０年・ポー生誕２１０年記念
特別企画展「Ｅ・Ａ・ポーと松本清張」について、栁原学芸員によ
る講演と企画展見学でした。既に企画展をご覧になった方もい
らっしゃいましたが、講演を聞き、また新たな視点で企画展を楽し
むことができたようでした。会場内では特に、ポーの遺髪やポー
の世界をイメージした撮影スポットなどが人気を集めていました。
　参加者からは「この企画展がなかったらポーの作品を読む
チャンスはなかったのかもしれない。いろんなジャンルの作品に
触れられて楽しい」、「清張が少年期に読んだ雑誌などもよく調
べて展示している。知られざる清張の一面を具体的に知ること
ができた」などの感想をいただきました。

● 生誕祭

第2回 清張サロン　
　●日　時 ： 令和2年１月３０日（木）14:00～15:30（参加者26名）
　●会　場 ： 松本清張記念館　地階　オープンスペース
　●テーマ ： 「Ｅ・Ａ・ポーと松本清張」
　●講　師 ： 栁原暁子学芸員

　松本清張さんの１１０回目の誕生日を、友の会会員でお祝い
する「生誕祭」を開催しました。今回は清張さんの誕生日にあた
る12月21日に実施となりました。長崎外国語大学教授の加島巧
先生に「2019年の回顧～平成から令和の松本清張」というテー
マで講演いただいた後、友の会の小林慎也会長と一緒にケー
キに立てた１１０の数字のローソクを吹き消していただきました。
　各テーブルに配られたケーキとコーヒーで、歓談の輪も広がり
会員同士の交流も深まりました。

作
品
の
舞
台
を
訪
ね
て

「
鷗
外
の
婢
」① ―

門
司

雑誌「新青年」
　

雑
誌「
新
青
年
」は
、大
正

九（
一
九
二
〇
）年
〜
昭
和
二
五

（
一
九
五
〇
）年
に
博
文
館
か

ら
刊
行
さ
れ
た
雑
誌
で
あ
る
。

当
時
、同
世
代
の
多
く
が
こ

ぞ
っ
て
読
ん
だ
。

　

そ
の
頃
、
雑
誌『
新
青

年
』は
海
外
に
拓
殖
す
る

青
年
層
を
目
標
に
し
た
よ

う
な
雑
誌
だ
っ
た
が
、臨
時

増
刊
号
に
は
い
つ
も
外
国
の

探
偵
小
説
を
特
集
し
た
。

こ
れ
が
面
白
く
て
私
は
む

さ
ぼ
り
読
ん
だ
。は
じ
め
て

探
偵
小
説
の
面
白
さ
を
教

え
ら
れ
た
の
は
、こ
れ
ら
の

翻
訳
小
説
か
ら
だ
っ
た
。今

は
名
前
が
消
え
た
が
、ビ
ー

ス
ト
ン
が
活
躍
し
て
い
た
。

浅
野
玄
府
、森
下
雨
村
、平

林
初
之
輔
、牧
逸
馬
な
ど

の
訳
者
の
名
前
を
、今
の
流

行
作
家
の
よ
う
に
な
じ
ん

だ
も
の
だ
。私
が
十
七
、八

歳
の
頃
で
あ
る
。

（
略
）

　

実
際
に
、日
本
に
も
本

格
的
な
探
偵
小
説
作
家
が

出
た
と
驚
嘆
し
た
の
は
、江

戸
川
乱
歩
の
出
現
だ
っ
た
。

『
二
銭
銅
貨
』『
D
坂
の
殺

人
事
件
』『
心
理
試
験
』『
二

廢
人
』『
赤
い
部
屋
』な
ど
が

続
々
発
表
さ
れ
て
、私
は
夢

中
に
な
っ
た
。大
変
な
天
才

が
現
れ
た
と
思
っ
た
。

松
本
清
張「
推
理
小
説
の
魅
力
」

　

清
張
が
述
懐
し
て
い
る
と

お
り「
新
青
年
」は
海
外
の
探

偵
小
説
を
日
本
の
読
者
に
紹

介
す
る
こ
と
に
貢
献
し
、さ
ら

に
日
本
推
理
小
説
の
父
・
江

戸
川
乱
歩
と
い
う
小
説
家
を

生
ん
だ
。

　

当
館
で
展
示
し
て
い
る「
新

青
年
」を
見
て
も
、そ
の
新
鮮

で
胸
躍
る
雰
囲
気
が
伝
わ
っ
て

く
る
。こ
の「
新
青
年
の
顔
」で

あ
る
表
紙
を
長
年
手
掛
け
た

の
が
松
野
一
夫（
一
八
九
五
〜

一
九
七
三
）
と
い
う
画
家
で
、

偶
然
に
も
清
張
と
同
じ
小
倉

出
身
で
あ
っ
た
。松
野
は「
西
洋

人
の
顔
や
現
代
風
俗
を
描
か

せ
れ
ば
そ
れ
に
比
肩
す
る
者

が
い
な
い
」と
評
さ
れ
、雑
誌
の

魅
力
を
最
大
に
引
き
出
し
た
。

　

歴
史
小
説
作
家
と
し
て
ス

タ
ー
ト
し
た
清
張
が
、後
に
推

理
小
説
で
大
き
く
飛
躍
し
た

こ
と
を
考
え
る
と
、「
新
青

年
」と
い
う
雑
誌
の
影
響
が
大

き
か
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も

な
い
。

（
学
芸
員　

栁
原
暁
子
）

門司区役所庁舎（昭和5年竣工）

和布刈神社そばにある「観潮テラス」からの
関門海峡の眺望

関門国道トンネル（人道）

て
姉
妹
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

義
理
で
気
の
染
ま
ぬ
結
婚
を
し
、す
ぐ
に
家
出
し
た
モ
ト
と
、そ
の

子
の
た
め
に
こ
の
処
置
を
と
っ
た
姉
夫
婦
の
同
情
は
、い
か
に
も
明
治

的
だ
っ
た
。

　

浜
村
は
、川
村
ミ
ツ
の
出
生
年
月
と
、鷗
外
の
日
記
と
を
つ
き
合

わ
せ
て
こ
の
発
見
を
し
た
の
に
満
足
し
た
。ど
ん
な
些
事
で
も「
発

見
」は
愉
快
な
も
の
で
あ
る
。

（
文
藝
春
秋『
松
本
清
張
全
集
10
』「
鷗
外
の
婢
」よ
り
）

　

作
品
で
は
浜
村
の
考
証
の
性
向
に
つ
い
て
、〈
決
し
て
衒
学
的
な
も
の

で
は
な
い
〉〈 （
略
） 

む
し
ろ
研
究
の
好
奇
心
か
ら
、学
者
が
手
を
染
め
な

い
、あ
る
い
は
染
め
よ
う
と
思
っ
て
も
学
界
の
批
判
を
う
け
そ
う
な
の
で

躊
躇
し
て
い
る
分
野
に
ど
ん
ど
ん
は
いって
ゆ
く
。（
略
） 

し
た
が
って
、彼

の
は
雑
学
的
に
な
り
、話
題
の
豊
富
と
な
り
、展
開
の
奔
放
と
な
って
、在

野
の
考
証
家
の
面
目
を
発
揮
す
る
の
で
あ
る
〉と
触
れ
て
い
る
。

　

今
回
は
そ
の
よ
う
な
浜
村
ら
し
さ
が
印
象
的
な
場
面
の
舞
台
と
な
っ

た
門
司
を
訪
ね
て
み
た
。浜
村
が
戸
籍
調
査
を
行
っ
た
区
役
所
は
昭
和

五
年
に
門
司
市
庁
舎
と
し
て
竣
工
し
た
。登
録
有
形
文
化
財
と
な
っ
て

い
る
そ
の
建
物
は
現
在
も
門
司
区
役
所
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
。

　

和
布
刈
神
社
の
前
に
広
が
る
関
門
海
峡
の
下
に
は
、関
門
国
道
ト
ン

ネ
ル
が
整
備
さ
れ
て
い
る
。昭
和
三
三
年
に
完
成
し
た
海
底
ト
ン
ネ
ル

で
、車
道
の
下
に
は
人
や
自
転
車
も
通
行
で
き
る
人
道
を
備
え
て
い
る
。

人
道
の
長
さ
は
約
七
八
〇
メ
ー
ト
ル
で
歩
い
て一五
分
ほ
ど
で
対
岸
の
下

関
に
到
着
す
る
。下
関
側
の
地
上
に
出
る
と
、み
も
す
そ
川
公
園
が
あ

り
、そ
こ
に
は
清
張
の
文
学
碑
が
建
立
さ
れ
て
い
る
。    （
村
上
美
智
代
）

　
「
鷗
外
の
碑
」は
昭
和
四
四
年
九
月
か
ら一二
月
に「
週
刊
朝
日
」に
掲

載
さ
れ
た
推
理
小
説
。

　

執
筆
家
の
浜
村
幸
平
は
、明
治
・
大
正
期
の
文
豪
に
つ
い
て
の「
考
証
」

を
主
な
仕
事
と
し
て
い
る
。あ
る
総
合
雑
誌
か
ら
の
依
頼
で
、鷗
外
が
九

州
・
小
倉
に
赴
任
し
た
時
代
に
雇
っ
た
女
中
に
つい
て
書
く
こ
と
を
思
いつ

き
、鷗
外
の「
小
倉
日
記
」を
読
み
直
す
。鷗
外
が
二
番
目
に
雇
っ
た
女
中

の
木
村
モ
ト
は
、明
治
三
二
年
九
月
か
ら
明
治
三
三
年一一月
ま
で
鷗
外
の

家
で
働
き
、そ
の
間
の
明
治
三
三
年
四
月
四
日
に
女
児
を
出
産
し
た
。浜

村
は
、女
中
運
に
恵
ま
れ
な
か
っ
た
鷗
外
が
信
頼
を
寄
せ
て
い
た
木
村
モ

ト
の
そ
の
後
に
強
い
関
心
を
持
ち
、モ
ト
の
縁
者
を
訪
ね
歩
く
。

　

浜
村
は
門
司
に
向
か
い
、木
村
モ
ト
の
姉
夫
婦
の
戸
籍
を
調
査
し
た
。

モ
ト
は
姉
夫
婦
の
養
子
と
な
っ
て
お
り
、ま
た
、夫
婦
に
は
長
男
と一女
・

ミ
ツ（
明
治
三
三
年
四
月
一三
日
生
）が
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。し
か
し
、

モ
ト
が
産
ん
だ
女
児
に
つい
て
は
何
の
情
報
も
得
ら
れ
な
か
っ
た
。

　

―
と
に
か
く
、こ
れ
で
木
村
モ
ト
の
手
蔓
は
切
れ
た
。籍
に
は
い
ら

な
い
う
ち
に
他
家
に
出
し
た
子
の
こ
と
な
ど
わ
か
り
よ
う
は
な
い
。

　

浜
村
は
、そ
こ
か
ら
近
い
和
布
刈
神
社
ま
で
行
っ
た
。す
ぐ
前
が

下
関
で
、渦
を
巻
い
て
い
る
早
瀬
の
下
は
隧
道
と
な
っ
て
い
る
。岸
の

上
に
腰
を
お
ろ
し
て
、ぼ
ん
や
り
と
煙
草
を
喫
っ
た
。磯
臭
い
風
が

く
る
。

（
略
）

　

浜
村
は
、は
っ
と
な
っ
た
。

　

川
村
ミ
ツ
の
出
生
届
出
は
、そ
の
月
の

十
三
日
で
あ
る
。

　

ミ
ツ
は
モ
ト
の
生
ん
だ
子
だ
っ
た
の
だ
。

そ
れ
を
姉
の
で
ん
が
引
き
取
っ
て
、自
分
ら

夫
婦
の
子
と
し
て
届
け
出
て
い
た
の
で
あ

る

―
。

―
木
村
モ
ト
は
、門
司
に
い
る
姉
夫
婦
川

村
正
人
と
で
ん
の
養
女
と
な
り
、そ
の
生

ん
だ
女
児
は
同
じ
く
正
人
の
娘
と
し
て

戸
籍
に
届
出
さ
れ
た
。つ
ま
り
、右
の
戸

籍
面
で
は
、モ
ト
母
娘
は
で
ん
の
子
と
し

、
、 、

、

、
、

て
づ
る

ト
ン
ネ
ル

す

お
や
こ

ペ
ダ
ン
テ
イ
ツ
ク

め

か

り
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友の会 活動報告

　松本清張記念館友の会は8月1日～翌7月31日を1年度として、文学
散歩や清張サロン、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。

● 友の会会員 更新のお知らせと新規会員募集 ●

友の会入会のお申込は、松本清張記念館友の会事務局まで

TEL.093-582-2761

● 清張サロン
令和元年１２月２１日（土）14:30～16:30（参加者68名）
北九州市立生涯学習総合センター

　清張サロンでは、清張作品や清張に関する話題をテーマに、
講師を招いてのお話や意見交換・参加者同士の交流を行って
います。
　第２回清張サロンは、清張生誕１１０年・ポー生誕２１０年記念
特別企画展「Ｅ・Ａ・ポーと松本清張」について、栁原学芸員によ
る講演と企画展見学でした。既に企画展をご覧になった方もい
らっしゃいましたが、講演を聞き、また新たな視点で企画展を楽し
むことができたようでした。会場内では特に、ポーの遺髪やポー
の世界をイメージした撮影スポットなどが人気を集めていました。
　参加者からは「この企画展がなかったらポーの作品を読む
チャンスはなかったのかもしれない。いろんなジャンルの作品に
触れられて楽しい」、「清張が少年期に読んだ雑誌などもよく調
べて展示している。知られざる清張の一面を具体的に知ること
ができた」などの感想をいただきました。

● 生誕祭

第2回 清張サロン　
　●日　時 ： 令和2年１月３０日（木）14:00～15:30（参加者26名）
　●会　場 ： 松本清張記念館　地階　オープンスペース
　●テーマ ： 「Ｅ・Ａ・ポーと松本清張」
　●講　師 ： 栁原暁子学芸員

　松本清張さんの１１０回目の誕生日を、友の会会員でお祝い
する「生誕祭」を開催しました。今回は清張さんの誕生日にあた
る12月21日に実施となりました。長崎外国語大学教授の加島巧
先生に「2019年の回顧～平成から令和の松本清張」というテー
マで講演いただいた後、友の会の小林慎也会長と一緒にケー
キに立てた１１０の数字のローソクを吹き消していただきました。
　各テーブルに配られたケーキとコーヒーで、歓談の輪も広がり
会員同士の交流も深まりました。

作
品
の
舞
台
を
訪
ね
て

「
鷗
外
の
婢
」① ―

門
司

雑誌「新青年」
　

雑
誌「
新
青
年
」は
、大
正

九（
一
九
二
〇
）年
〜
昭
和
二
五

（
一
九
五
〇
）年
に
博
文
館
か

ら
刊
行
さ
れ
た
雑
誌
で
あ
る
。

当
時
、同
世
代
の
多
く
が
こ

ぞ
っ
て
読
ん
だ
。

　

そ
の
頃
、
雑
誌『
新
青

年
』は
海
外
に
拓
殖
す
る

青
年
層
を
目
標
に
し
た
よ

う
な
雑
誌
だ
っ
た
が
、臨
時

増
刊
号
に
は
い
つ
も
外
国
の

探
偵
小
説
を
特
集
し
た
。

こ
れ
が
面
白
く
て
私
は
む

さ
ぼ
り
読
ん
だ
。は
じ
め
て

探
偵
小
説
の
面
白
さ
を
教

え
ら
れ
た
の
は
、こ
れ
ら
の

翻
訳
小
説
か
ら
だ
っ
た
。今

は
名
前
が
消
え
た
が
、ビ
ー

ス
ト
ン
が
活
躍
し
て
い
た
。

浅
野
玄
府
、森
下
雨
村
、平

林
初
之
輔
、牧
逸
馬
な
ど

の
訳
者
の
名
前
を
、今
の
流

行
作
家
の
よ
う
に
な
じ
ん

だ
も
の
だ
。私
が
十
七
、八

歳
の
頃
で
あ
る
。

（
略
）

　

実
際
に
、日
本
に
も
本

格
的
な
探
偵
小
説
作
家
が

出
た
と
驚
嘆
し
た
の
は
、江

戸
川
乱
歩
の
出
現
だ
っ
た
。

『
二
銭
銅
貨
』『
D
坂
の
殺

人
事
件
』『
心
理
試
験
』『
二

廢
人
』『
赤
い
部
屋
』な
ど
が

続
々
発
表
さ
れ
て
、私
は
夢

中
に
な
っ
た
。大
変
な
天
才

が
現
れ
た
と
思
っ
た
。

松
本
清
張「
推
理
小
説
の
魅
力
」

　

清
張
が
述
懐
し
て
い
る
と

お
り「
新
青
年
」は
海
外
の
探

偵
小
説
を
日
本
の
読
者
に
紹

介
す
る
こ
と
に
貢
献
し
、さ
ら

に
日
本
推
理
小
説
の
父
・
江

戸
川
乱
歩
と
い
う
小
説
家
を

生
ん
だ
。

　

当
館
で
展
示
し
て
い
る「
新

青
年
」を
見
て
も
、そ
の
新
鮮

で
胸
躍
る
雰
囲
気
が
伝
わ
っ
て

く
る
。こ
の「
新
青
年
の
顔
」で

あ
る
表
紙
を
長
年
手
掛
け
た

の
が
松
野
一
夫（
一
八
九
五
〜

一
九
七
三
）
と
い
う
画
家
で
、

偶
然
に
も
清
張
と
同
じ
小
倉

出
身
で
あ
っ
た
。松
野
は「
西
洋

人
の
顔
や
現
代
風
俗
を
描
か

せ
れ
ば
そ
れ
に
比
肩
す
る
者

が
い
な
い
」と
評
さ
れ
、雑
誌
の

魅
力
を
最
大
に
引
き
出
し
た
。

　

歴
史
小
説
作
家
と
し
て
ス

タ
ー
ト
し
た
清
張
が
、後
に
推

理
小
説
で
大
き
く
飛
躍
し
た

こ
と
を
考
え
る
と
、「
新
青

年
」と
い
う
雑
誌
の
影
響
が
大

き
か
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も

な
い
。

（
学
芸
員　

栁
原
暁
子
）

門司区役所庁舎（昭和5年竣工）

和布刈神社そばにある「観潮テラス」からの
関門海峡の眺望

関門国道トンネル（人道）

て
姉
妹
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

義
理
で
気
の
染
ま
ぬ
結
婚
を
し
、す
ぐ
に
家
出
し
た
モ
ト
と
、そ
の

子
の
た
め
に
こ
の
処
置
を
と
っ
た
姉
夫
婦
の
同
情
は
、い
か
に
も
明
治

的
だ
っ
た
。

　

浜
村
は
、川
村
ミ
ツ
の
出
生
年
月
と
、鷗
外
の
日
記
と
を
つ
き
合

わ
せ
て
こ
の
発
見
を
し
た
の
に
満
足
し
た
。ど
ん
な
些
事
で
も「
発

見
」は
愉
快
な
も
の
で
あ
る
。

（
文
藝
春
秋『
松
本
清
張
全
集
10
』「
鷗
外
の
婢
」よ
り
）

　

作
品
で
は
浜
村
の
考
証
の
性
向
に
つ
い
て
、〈
決
し
て
衒
学
的
な
も
の

で
は
な
い
〉〈 （
略
） 

む
し
ろ
研
究
の
好
奇
心
か
ら
、学
者
が
手
を
染
め
な

い
、あ
る
い
は
染
め
よ
う
と
思
っ
て
も
学
界
の
批
判
を
う
け
そ
う
な
の
で

躊
躇
し
て
い
る
分
野
に
ど
ん
ど
ん
は
いって
ゆ
く
。（
略
） 

し
た
が
って
、彼

の
は
雑
学
的
に
な
り
、話
題
の
豊
富
と
な
り
、展
開
の
奔
放
と
な
って
、在

野
の
考
証
家
の
面
目
を
発
揮
す
る
の
で
あ
る
〉と
触
れ
て
い
る
。

　

今
回
は
そ
の
よ
う
な
浜
村
ら
し
さ
が
印
象
的
な
場
面
の
舞
台
と
な
っ

た
門
司
を
訪
ね
て
み
た
。浜
村
が
戸
籍
調
査
を
行
っ
た
区
役
所
は
昭
和

五
年
に
門
司
市
庁
舎
と
し
て
竣
工
し
た
。登
録
有
形
文
化
財
と
な
っ
て

い
る
そ
の
建
物
は
現
在
も
門
司
区
役
所
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
。

　

和
布
刈
神
社
の
前
に
広
が
る
関
門
海
峡
の
下
に
は
、関
門
国
道
ト
ン

ネ
ル
が
整
備
さ
れ
て
い
る
。昭
和
三
三
年
に
完
成
し
た
海
底
ト
ン
ネ
ル

で
、車
道
の
下
に
は
人
や
自
転
車
も
通
行
で
き
る
人
道
を
備
え
て
い
る
。

人
道
の
長
さ
は
約
七
八
〇
メ
ー
ト
ル
で
歩
い
て一五
分
ほ
ど
で
対
岸
の
下

関
に
到
着
す
る
。下
関
側
の
地
上
に
出
る
と
、み
も
す
そ
川
公
園
が
あ

り
、そ
こ
に
は
清
張
の
文
学
碑
が
建
立
さ
れ
て
い
る
。    （
村
上
美
智
代
）

　
「
鷗
外
の
碑
」は
昭
和
四
四
年
九
月
か
ら一二
月
に「
週
刊
朝
日
」に
掲

載
さ
れ
た
推
理
小
説
。

　

執
筆
家
の
浜
村
幸
平
は
、明
治
・
大
正
期
の
文
豪
に
つ
い
て
の「
考
証
」

を
主
な
仕
事
と
し
て
い
る
。あ
る
総
合
雑
誌
か
ら
の
依
頼
で
、鷗
外
が
九

州
・
小
倉
に
赴
任
し
た
時
代
に
雇
っ
た
女
中
に
つい
て
書
く
こ
と
を
思
いつ

き
、鷗
外
の「
小
倉
日
記
」を
読
み
直
す
。鷗
外
が
二
番
目
に
雇
っ
た
女
中

の
木
村
モ
ト
は
、明
治
三
二
年
九
月
か
ら
明
治
三
三
年一一月
ま
で
鷗
外
の

家
で
働
き
、そ
の
間
の
明
治
三
三
年
四
月
四
日
に
女
児
を
出
産
し
た
。浜

村
は
、女
中
運
に
恵
ま
れ
な
か
っ
た
鷗
外
が
信
頼
を
寄
せ
て
い
た
木
村
モ

ト
の
そ
の
後
に
強
い
関
心
を
持
ち
、モ
ト
の
縁
者
を
訪
ね
歩
く
。

　

浜
村
は
門
司
に
向
か
い
、木
村
モ
ト
の
姉
夫
婦
の
戸
籍
を
調
査
し
た
。

モ
ト
は
姉
夫
婦
の
養
子
と
な
っ
て
お
り
、ま
た
、夫
婦
に
は
長
男
と一女
・

ミ
ツ（
明
治
三
三
年
四
月
一三
日
生
）が
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。し
か
し
、

モ
ト
が
産
ん
だ
女
児
に
つい
て
は
何
の
情
報
も
得
ら
れ
な
か
っ
た
。

　

―
と
に
か
く
、こ
れ
で
木
村
モ
ト
の
手
蔓
は
切
れ
た
。籍
に
は
い
ら

な
い
う
ち
に
他
家
に
出
し
た
子
の
こ
と
な
ど
わ
か
り
よ
う
は
な
い
。

　

浜
村
は
、そ
こ
か
ら
近
い
和
布
刈
神
社
ま
で
行
っ
た
。す
ぐ
前
が

下
関
で
、渦
を
巻
い
て
い
る
早
瀬
の
下
は
隧
道
と
な
っ
て
い
る
。岸
の

上
に
腰
を
お
ろ
し
て
、ぼ
ん
や
り
と
煙
草
を
喫
っ
た
。磯
臭
い
風
が

く
る
。

（
略
）

　

浜
村
は
、は
っ
と
な
っ
た
。

　

川
村
ミ
ツ
の
出
生
届
出
は
、そ
の
月
の

十
三
日
で
あ
る
。

　

ミ
ツ
は
モ
ト
の
生
ん
だ
子
だ
っ
た
の
だ
。

そ
れ
を
姉
の
で
ん
が
引
き
取
っ
て
、自
分
ら

夫
婦
の
子
と
し
て
届
け
出
て
い
た
の
で
あ

る

―
。

―
木
村
モ
ト
は
、門
司
に
い
る
姉
夫
婦
川

村
正
人
と
で
ん
の
養
女
と
な
り
、そ
の
生

ん
だ
女
児
は
同
じ
く
正
人
の
娘
と
し
て

戸
籍
に
届
出
さ
れ
た
。つ
ま
り
、右
の
戸

籍
面
で
は
、モ
ト
母
娘
は
で
ん
の
子
と
し

、
、 、

、

、
、

て
づ
る

ト
ン
ネ
ル

す

お
や
こ

ペ
ダ
ン
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　記念館地階ミュージアムショップには、清張
の本や当館発行の研究誌・図録はもちろんの
ことオリジナルグッズも販売しています。
　ご来館の際は、是非、ミュージアムショップ
をのぞいてみてください。
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『白と黒の革命』昭和54（1979）年　文藝春秋
「白と黒の革命」は、昭和54（1979）年「文藝春秋」6~12月号に掲載された。

現在入手しやすい本
『白と黒の革命』小学館
『松本清張全集』49巻　文藝春秋

2020.4
63
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北九州市立
中央図書館

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

街
天
銀
町
魚

JR山陽新幹線

小倉北
警察署

勝山公園

川
紫

制 作　㈱ハーティブレーン

午前9：30～午後6：00（入館は午後5：30まで）
年末（12月29日～12月31日）、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

北九州市印刷物登録番号 第1909152B号

こども図書館

　

作
家
の
山
上
は
、ニュ
ー
ヨ
ー
ク
で
ペ

ル
シ
ア
絨
毯
の
商
人
を
し
て
い
る
エ
ド

モ
ン
ド・ハ
ム
ザ
ビ
か
ら
、シ
ャ
ー・パ
ー

レ
ビ
の
イ
ラ
ン
追
放
に
つ
い
て
、驚
く
べ

き
見
解
を
聞
く
。イ
ラ
ン
革
命
は
、石

油
値
上
げ
に
走
る
シ
ャ
ー
へ
の
懲
罰
を

ア
メ
リ
カ
の
メ
ジ
ャ
ー
が
意
図
し
C
I
A
が
画
策
し

た
結
果
起
こっ
た
と
い
う
の
だ
。

　

興
味
を
も
っ
た
山
上
は
、情
報
収
集
の
た
め
ニュー

ヨ
ー
ク
へ
赴
く
が
、再
会
し
た
ハ
ム
ザ
ビ
は
冷
淡
で
、

思
う
よ
う
な
取
材
が
で
き
な
い
。し
か
し
、最
後
に

面
会
し
た
イ
ラ
ン
の
王
族
の一
人
で
あ
る
ア
リ・モ
ス

タ
フ
ァ
ビ
か
ら
、新
た
な
情
報
を
得
る
。

　

山
上
は
イ
ラ
ン
の
首
都・テ
ヘ
ラ
ン
行
き
を
決
意

し
た
。シ
ャ
ー
の「
白
い
革
命
」時
代
か
ら
ホ
メ
イ
ニ
の

「
黒
い
革
命
」に
よ
っ
て
変
化
し
た
イ
ラ
ン
で
は
、い
ま

に
も「
何
か
が
起
こ
る
」予
感
で
満
ち
て
い
た
。そ
し

て
つい
に
山
上
の
身
に
も
危
険
が―

―

　
一九
七
八
年
に
清
張
が
イ
ラ
ン
を
訪
問
し
た
際
に

起
こ
っ
た
暴
動「
血
の
金
曜
日
」に
触
発
さ
れ
書
い
た

作
品
が
本
作「
白
と
黒
の
革
命
」で
あ
る
。

　

現
在
に
至
る
ま
で
火
種
が
燻
り
続
け
る
イ
ラ
ン
の

歴
史
の一端
が
、見
事
に
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。

（
学
芸
員　

栁
原
暁
子
）

第
41
回
研
究
発
表
会
に
つ
い
て 

2

SEICH
O
 café 

情
報
ほ
か 

5

展
示
品
紹
介 

6

点
描
　
作
品
の
舞
台
を
訪
ね
て 

6

『
松
本
清
張
研
究
』第
２１
号
発
刊 

7

友
の
会
活
動
報
告 

7

ト
ピ
ッ
ク
ス 

8

彼
は
ワ
シ
ン
ト
ン・ポ
ス
ト
を
ひ
ろ
げ
て
、記
事
の
部
分
を
指
で
示
し
た
。

“
B
ush Says: Fall o

f Shah D
ue to

 U
S’s Failures”

と
い
う
文
字
で
あ
る
。

https://www.seicho-mm.jp

■ 応募対象　全国の中学生・高校生

■ 応募方法
○中学生、高校生ともに1200～ 2000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
　ように応募用紙に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。なお応募原稿はお返し
　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2年９月30日（水） ※当日消印有効

令和2年度

中学生・高校生 読書感想文コンクール
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。

■ 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」で発表する
予定です。その場合、著作権は松本清張記念館に帰属します。

■後援　西日本新聞社　　●協力　モンブランジャパン

■ 賞（受賞人数等変更の場合もあります。）
○最優秀賞（１人）

○優秀賞（中学の部…１人）（高校の部…１人）

○佳　作（中学の部…３人）（高校の部…３人）
※なお、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。

※応募用紙は記念館HPからダウンロードできます。
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

日付
1/31、2/7 北九州市立年長者研修大学校穴生学舎研修

主催者・会場等

講演に行ってきました

　2月23日に平成10年（1998年）8月の開館以来の累計
入館者150万人を達成しました。多くの皆様にご来館い
ただき感謝申し上げます。今後も清張の人と作品を知っていただき、また、
その業績を後世に継承していくため、これまでの活動の成果や課題を踏
まえ、魅力ある事業を展開していきたいと思います。                 （M.M）

■ クリアファイル　
　 200円（税込み）

■ てぬぐい
　 500円（税込み）

■ 課題図書　中学生・高校生ともに下記から１作品

「遠い接近」（『遠い接近』文春文庫）
「共犯者」（『共犯者』新潮文庫）
「左の腕」（『佐渡流人行』新潮文庫）

新型コロナウイルスの感染拡大の状況などによっては、松本清張記念館の
開館やSEICHO Caféの営業時間などが変更になる場合があります。
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