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『事故』 昭和38（1963）年　文藝春秋新社

現在入手しやすい本
『事故　別冊黒い画集（1）』文春文庫、松本清張全集 7巻

　
二
月
十
一
日
深
夜
、
杉
並
区
在
住
の
会

社
役
員
・
山
西
省
三
宅
に
山
宮
健
次
の
運

転
す
る
深
夜
運
送
の
ト
ラ
ッ
ク
が
突
っ
込

み
、
門
か
ら
玄
関
を
破
壊
し
た
。山
宮
の
勤

め
る
協
成
貨
物
株
式
会
社
で
は
車
輛
係
の

高
田
が
さ
っ
そ
く
事
故
処
理
に
あ
た
る

が
、
若
く
美
し
い
山
西
の
妻
・
勝
子
は
意

外
に
も
「
事
故
は
仕
方
が
あ
り
ま
せ
ん
か

ら
、
あ
ま
り
運
転
手
さ
ん
を
責
め
な
い
で
下
さ

い
」
と
言
う
。破
格
に
安
い
補
償
で
折
り
合
い
を

つ
け
た
高
田
は
自
ら
の
手
腕
に
満
足
し
て
い
た
。

　
五
日
後
の
二
月
十
六
日
早
朝
、
山
梨
県
北
巨
摩

郡
の
断
崖
下
で
山
宮
の
死
体
が
発
見
さ
れ
る
。山

宮
は
現
場
に
復
帰
し
、
荷
物
運
搬
の
た
め
松
本
に

向
か
う
途
中
だ
っ
た
。

　
翌
十
七
日
午
後
、
山
梨
県
千
代
田
湖
畔
の
竹
藪

か
ら
、
東
京
の
興
信
所
員
・
浜
口
久
子
の
絞
殺
体

が
見
つ
か
る
。久
子
は
建
設
会
社
役
員
の
素
行
調

査
を
行
っ
て
い
た
。所
長
の
田
中
が
警
察
へ
提
出

し
た
久
子
の「
調
査
報
告
」で
は
な
ぜ
か
対
象
の

行
動
の
一
部
が
改かい
竄ざん
さ
れ
て
い
た
。

　
同
じ
山
梨
県
内
で
前
後
し
て
起
き
た
二
つ
の

殺
人
事
件
は
捜
査
が
進
展
せ
ず
、
ひ
と
月
余
り
の

ち
捜
査
本
部
は
解
散
す
る
。迷
宮
入
り
か
と
思
わ

れ
た
が
、
事
件
は〈
安
す
ぎ
た
賠
償
金
〉を
き
っ
か

け
に
動
き
だ
す―

―

。

　
作
品
後
半
で
は
、
倒
叙
ミ
ス
テ
リ
の
手
法
が
と

ら
れ
、
一
見
無
関
係
な
二
つ
の
事
件
が
、
犯
人
の

心
理
描
写
と
と
も
に
結
び
つ
い
て
い
く
。

　
鮮
や
か
な
構
成
と
〈
安
す
ぎ
た
賠
償
金
〉
と
い

う
意
外
な
謎
に
よ
り
数
度
に
わ
た
り
テ
レ
ビ
ド

ラ
マ
化
さ
れ
て
き
た
。

　
今
回
の
企
画
展
「
遺
さ
れ
た
指
紋―

―

松
本
清

張
と
台
湾
ミ
ス
テ
リ
ー
小
説
」
で
は
、
二
〇
一
七

年
に
台
湾
で
出
版
さ
れ
た
翻
訳
版『
事
故
』（
中
国

語
・
繁
体
字
）も
展
示
し
て
い
る
。

（
学
芸
員
　
中
西
由
紀
子
）

「事故」は連作「別冊黒い画集」の第1話として「週刊文春」
で昭和37（1962）年12月31日号から昭和38（1963）年4月15
日号まで連載された。

遺
さ
れ
た
指
紋―

―

松
本
清
張
と
台
湾
ミ
ス
テ
リ
ー
小
説

ト
ピ
ッ
ク
ス

関
連
イ
ベ
ン
ト
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高
田
は
、会
社
に
戻
り
か
け
た
が
、途
中
で
、ち
ょ
っ
と

気
に
か
か
る
こ
と
を
一
つ
思
い
出
し
た
。

　
そ
れ
は
、今
朝
、あ
の
家
に
駆
け
つ
け
た
と
き
、奥
さ
ん

は
、主
人
は
出
勤
し
た
あ
と
で
す
、と
は
っ
き
り
云
っ
た
。

　
し
か
し
、主
人
は
出
張
で
昨
夜
は
帰
宅
し
て
い
な
い
。
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松
本
清
張
の
、
と
く
に
新
聞
や
雑
誌
で
一
年
と
か
の
長
期
連
載

で
書
い
た
推
理
小
説
に
は
、
推
理
小
説
と
し
て
不
自
然
な
と
こ
ろ

が
あ
る
わ
け
で
す
。今
日
は
、
そ
の
不
自
然
な
と
こ
ろ
を
考
え
て

見
た
い
と
思
い
ま
す
。し
か
し
、
そ
れ
は
何
も
欠
点
を
あ
げ
つ
ら

う
と
い
う
意
味
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。基
本
に
帰
っ
て
推
理
小
説
が

リ
ア
リ
テ
ィ
を
持
つ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、
ま
た
逆
に
不
自
然

さ
が
起
こ
っ
て
く
る
と
し
た
ら
、
そ
の
理
由
は
ど
の
よ
う
な
も
の

か
を
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
代
表
作「
砂
の
器
」に
も
不
自
然
な
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。

　
ま
ず
「
今
西
刑
事
の
間
抜
け
さ
」。山
本
健
吉
が
一
九
六
一
年
に

批
判
し
て
い
ま
す
。「
故
郷
の
岡
山
を
出
て
東
京
に
来
る
ま
で
の
、

被
害
者
の
足
取
り
の
調
査
を
、
五
か
月
も
た
っ
て
か
ら
や
り
直
す

の
は
お
か
し
い
」、
あ
る
い
は「
列
車
の
窓
か
ら
紙
吹
雪
を
散
ら
し

た
の
は
は
た
し
て
成
瀬
リ
エ
子
で
あ
っ
た
か
、
秋
田
県
の
亀
田
へ

行
っ
た「
妙
な
男
」は
ほ
ん
と
う
に
宮
田
で
あ
っ
た
か
、
こ
れ
ら
は

面
通
し
な
り
顔
写
真
な
り
で
、
目
撃
者
に
確
か
め
る
べ
き
な
の
に

今
西
は
し
よ
う
と
し
な
い
」（「
あ
か
せ
ぬ
推
理
の
糸
〝
超
短
波
の

殺
人
〞
を
追
う
刑
事
」「
読
売
新
聞
」一
九
六
一
・
七
・
九
）と
言
っ

て
い
ま
す
。

　
次
に
「
血
染
め
の
シ
ャ
ツ
」。こ
れ
は
加
納
重
文
と
い
う
人
の
指

摘
で
す
。「
血
染
め
の
シ
ャ
ツ
よ
り
さ
ら
に
処
置
の
し
に
く
い
と

思
わ
れ
る
、
上
着
や
ズ
ボ
ン
、
血
染
め
の
姿
を
隠
し
た
レ
イ
ン

コ
ー
ト
（
小
説
は
、
成
瀬
リ
エ
子
が
劇
団
の
衣
装
部
屋
か
ら
持
っ

て
来
さ
せ
た
と
書
い
て
い
る
）
な
ど
は
、
ど
の
よ
う
に
消
滅
さ
せ

た
の
か
、「
血
染
め
の
シ
ャ
ツ
」に
そ
れ
ほ
ど
こ
だ
わ
る
な
ら
、
そ

れ
ら
の
記
述
に
ま
っ
た
く
関
心
が
な
い
と
い
う
の
も
、
不
自
然
に

す
ぎ
る
」（『
清
張
文
学
の
世
界
　
砂
漠
の
海
』二
〇
〇
八
・
五
）と
。

ま
た
、
私
の
見
聞
か
ら
言
っ
て
、
中
央
線
を
歩
い
て
そ
れ
を
拾
い

集
め
る
な
ん
て
と
て
も
じ
ゃ
な
い
け
ど
で
き
ま
せ
ん
。

　
次
に「
方
言
」の
問
題
。殺
さ
れ
た
三
木
謙
一
と
い
う
人
は
、「
岡

山
県
江
見
町
に
生
い
立
ち
、
昭
和
三
年
か
ら
十
年
と
十
か
月
、
島

根
　
県
警
に
奉
職
、
そ
の
間
昭
和
八
年
か
ら
の
三
年
間
、
亀
嵩
駐

在
所
勤
務
」、そ
う
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。そ
し
て
、「
昭
和

十
二
年
に
は
依
願
退

職
し
て
郷
里
に
帰
り
、

二
十
二
、
三
年
前
か
ら

雑
貨
商
を
営
ん
で
い

る
」
と
い
う
設
定
で

す
。そ
う
す
る
と
、
方

言
を
身
に
つ
け
る
に

は
遅
い
年
齢
で
、
成
人

に
な
っ
て
か
ら
行
っ

た
出
雲
地
方
で
の
三

年
間
の
亀
嵩
勤
務
だ

け
で
、
方
言
が
身
に
つ

く
は
ず
が
な
い
。し
か

も
離
れ
て
二
十
四
年
、

三
木
が
未
だ
に
出
雲

の
訛
り
を
使
っ
て
い

た
の
は
不
自
然
だ
と

思
い
ま
す
。

　
こ
う
い
う
不
備
な
点
は
確
か
に
あ
り
ま
す
。い
わ
ば
濫
作
の
な

か
で
の
瑕
疵
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
で
し
ょ
う
。し
か
し
、
次
に
見

る
よ
う
な
不
自
然
さ
に
は
別
の
意
味
が
あ
る
よ
う
に
思
え
ま
す
。

　
例
え
ば
、「
超
音
波
殺
人
」と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。こ
れ
は
荒

唐
無
稽
で
、推
理
小
説
の
殺
人
手
段
と
は
と
て
も
思
え
な
い
と
言

わ
れ
そ
う
で
す
が
、
必
ず
し
も
そ
う
じ
ゃ
な
い
。読
売
新
聞
の
連

載
当
時
の
担
当
者
、
山
村
亀
二
郎
の
弁
で
、「
当
時
科
学
の
先
端

を
ゆ
く
超
音
波
。（
中
略
）
そ
の
実
際
に
つ
い
て
は
東
工
大
の
時
実

教
授
（
実
際
に
は
実
吉
純
一
）
か
ら
御
教
え
を
受
け
た
。」（「『
砂

の
器
』
の
こ
ろ
の
清
張
さ
ん
」「
松
本
清
張
全
集
第
五
巻
月
報
」
一

九
七
一
・
九
）
と
取
材
先
を
明
か
し
て
い
ま
す
。そ
の
東
京
工
業

大
学
の
教
授
、実
吉
さ
ん
の
実
際
に
書
い
た
論
文
を
見
て
み
ま
す

と
、「
第
二
次
世
界
大
戦
ま
で
は
人
目
に
つ
か
な
い
方
面
が
主
に

な
っ
て
い
た
が
、
近
年
は
魚
群
探
知
、
金
属
の
探
傷
、
機
械
加
工

な
ど
各
方
面
に
注
目
を
引
く
よ
う
に
な
っ
て
き
た
」（「
超
音
波

応
用
技
術
の
現
況
」「
電
気
学
会
雑
誌
」
八
月
）
と
書
か
れ
て
い
ま

す
。一
九
五
五
年
、
昭
和
三
十
年
の
記
事
で
す
。こ
こ
で
ポ
イ
ン

ト
に
な
る
の
は
「
第
二
次
世
界
大
戦
ま
で
は
」
と
い
う
言
葉
で

す
。戦
況
が
不
利
に
な
っ
て
き
た
と
き
に
、
日
本
軍
が
秘
密
兵
器

を
開
発
し
よ
う
と
す
る
。そ
の
中
で
、
超
音
波
兵
器
は
か
な
り
ま

じ
め
に
考
え
ら
れ
て
い
た
。「
砂
の
器
」
執
筆
の
時
代
は
ま
だ
戦

争
の
影
が
あ
る
時
代
で
、こ
う
い
う
の
が
け
っ
こ
う
リ
ア
リ
テ
ィ

を
持
っ
て
い
た
は
ず
だ
と
思
う
の
で
す
よ
。

　
も
う
一
つ
は
「
関
川
重
雄
の
犯
罪
」。和
賀
英
良
の
友
だ
ち
関
川

重
雄
が
和
賀
と
は
無
関
係
に
人
を
殺
す
わ
け
で
す
。こ
れ
は
明
ら

か
に
、
犯
人
は
こ
い
つ
じ
ゃ
な
い
か
と
読
者
を
誤
誘
導
す
る
、
推

理
小
説
の
王
道
ト
リ
ッ
ク
で
す
。し
か
し
推
理
小
説
の
一
般
的
な

形
だ
と
こ
れ
を
こ
の
ま
ま
に
は
し
て
お
き
ま
せ
ん
。何
ら
か
の
形

で
罪
を
問
い
ま
す
。で
も
、
こ
の「
砂
の
器
」で
は
ほ
っ
た
ら
か
し
。

関
川
の
犯
罪
は
宙
に
浮
い
た
形
に
な
る
わ
け
で
す
。で
は
、
な
ぜ

和
賀
英
良
の
友
だ
ち
、
関
川
に
殺
人
を
さ
せ
た
の
か
。和
賀
た
ち

の
ヌ
ー
ボ
ー
グ
ル
ー
プ
が「
若
い
日
本
の
会
」と
い
う
、
当
時
非
常

に
強
い
影
響
力
を
持
っ
て
い
た
集
団
を
モ
デ
ル
に
し
て
い
る
こ

と
と
関
係
し
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。清
張
の
目
か
ら
見
れ
ば
、

前
衛
的
で
急
進
的
だ
と
み
な
さ
れ
て
い
た
グ
ル
ー
プ
の
思
想
が
、

和
賀
英
良
の
犯
罪
の
中
に
隠
さ
れ
て
い
る
と
い
う
批
判
が
あ
っ

た
の
で
し
ょ
う
。そ
し
て
、
そ
う
い
う
エ
リ
ー
ト
集
団
に
対
極
的

な
も
の
と
し
て
、泥
臭
く
、純
朴
で
、ま
じ
め
な
一
般
庶
民
の
代
表

と
し
て
、今
西
刑
事
を
意
図
的
に
置
く
わ
け
で
す
。

　
そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
、「
和
賀
英
良
の
実
家
の
描
写
」が
あ
り
ま

す
。今
西
刑
事
が
和
賀
の
実
家
を
訪
ね
る
と
こ
ろ
で
す
。「『
誰
か

い
る
か
ね
』
今
西
は
そ
の
男
の
子
に
聞
い
た
。そ
の
子
は
黙
っ
て

目
を
上
げ
た
が
、
そ
の
片
方
の
目
は
ま
っ
白
だ
っ
た
。残
っ
て
い

る
目
も
瞳
が
小
さ
か
っ
た
。今
西
は
そ
れ
を
見
た
瞬
間
、
ど
き
り

と
し
た
。『
誰
か
い
な
い
か
ね
』今
西
は
大
き
な
声
を
出
す
と
、
奥

の
方
か
ら
物
音
が
し
た
。子
供
は
黙
っ
て
今
西
を
見
上
げ
て
い

る
。そ
の
不
気
味
な
片
目
が
彼
に
一
種
の
嫌
悪
感
を
起
こ
さ
せ

た
。子
供
だ
と
思
っ
て
も
、
す
ぐ
に
は
可
哀
そ
う
な
気
が
起
こ
ら

な
か
っ
た
。そ
の
子
の
真
っ
白
い
血
色
を
見
て
い
る
と
、
病
的
な

感
じ
が
強
か
っ
た
。」
こ
の
描
写
は
、
本
筋
に
何
の
影
響
も
な
い

し
、推
理
の
手
助
け
に
な
る
わ
け
で
も
な
く
、つ
ま
り
、あ
る
種
の

差
別
的
な
イ
メ
ー
ジ
み
た
い
な
も
の
を
作
り
上
げ
て
い
く
の
で

す
。そ
し
て
、
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
ハ
ン
セ
ン
病
の
問
題
に
繋
が
っ

て
く
る
の
で
す
。も
ち
ろ
ん
清
張
は
ハ
ン
セ
ン
病
に
対
す
る
差
別

に
つ
い
て
は
明
確
に
反
対
し
て
い
る
の
で
、
和
賀
英
良
の
抱
え
込

ん
で
い
る
暗
い
部
分
を
単
に
個
人
の
問
題
だ
け
で
は
な
く
て
、
社

会
の
ハ
ン
セ
ン
病
差
別
に
対
す
る
告
発
と
し
て
、
お
そ
ら
く
描
き

出
そ
う
と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。そ
う
い
う
と
こ
ろ

が
ま
さ
し
く
社
会
派
推
理
小
説
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　「
超
音
波
殺
人
」以
下
の
不
自
然
さ
は
、
確
か
に
今
我
々
に
は
見

え
に
く
く
な
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
当
時
は
確
実
に
意
味
を
持
っ

て
い
た
、
そ
う
い
う
物
語
性
や
ス
ト
ー
リ
ー
を
も
っ
て
、
小
説
に

リ
ア
リ
テ
ィ
を
与
え
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　
こ
こ
で
「
日
本
三
大
奇
書
」
と
い
う
も
の
に
目
を
転
じ
て
、
推
理

小
説
に
お
け
る
リ
ア
リ
テ
ィ
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
み

た
い
と
思
い
ま
す
。「
日
本
三
大
奇
書
」と
は
、
小
栗
虫
太
郎
の「
黒

死
館
殺
人
事
件
」（
一
九
三
四
年
）、
夢
野
久
作
の
「
ド
グ
ラ
・
マ
グ

ラ
」（
一
九
三
五
年
）、
そ
れ
か
ら
中
井
英
夫
の
「
虚
無
へ
の
供
物
」

（
一
九
六
四
年
）
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。三
つ
と

も
大
傑
作
だ
と
思
い
ま
す
。

　
今
回
お
も
に
と
り
あ
げ
る
の
は「
虚
無
へ
の
供
物
」で
す
が
、
そ

の
一
番
新
し
い
版（
講
談
社
文
庫
）に
は
、
そ
れ
ま
で
に
書
か
れ
た

全
部
の
「
ま
え
が
き
・
あ
と
が
き
」
が
集
成
さ
れ
て
い
ま
す
。「
最

初
の
前
書
き
」
の
中
で
、「
虚
無
へ
の
供
物
」
は
「
ア
ン
チ
ミ
ス
テ

リ
ー
、
反
推
理
小
説
だ
」と
書
か
れ
て
い
ま
す
。こ
の
作
品
は
確
か

に
反
推
理
小
説
で
す
。た
だ
こ
こ
で「
ア
ン
チ
ミ
ス
テ
リ
ー
」と
い

う
の
は
、
今
の
言
葉
で
い
う
な
ら
ば
、「
メ
タ
ミ
ス
テ
リ
ー
」、「
ミ

ス
テ
リ
ー
を
批
評
す
る
ミ
ス
テ
リ
ー
」、「
ミ
ス
テ
リ
ー
と
い
う
も

の
を
分
析
す
る
ミ
ス
テ
リ
ー
」、「
ミ
ス
テ
リ
ー
の
ミ
ス
テ
リ
ー
」

な
ど
と
言
っ
て
も
い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　「
虚
無
へ
の
供
物
」に
は
、
昭
和
二
十
九
年
の
洞
爺
丸
の
沈
没
事

故
で
両
親
を
失
っ
た
蒼
司
、
紅
司
兄
弟
、
従
弟
の
藍
司
ら
の
い
る

氷
沼
家
に
お
こ
る
密
室
殺
人
が
描
か
れ
ま
す
。そ
こ
に
、
素
人
探

偵
み
た
い
の
が
た
く
さ
ん
出
て
き
て
、
推
理
の
当
て
っ
こ
ゲ
ー
ム

を
始
め
る
わ
け
で
す
。こ
の
事
件
は
ポ
ー
の
こ
う
い
う
も
の
に
当

て
は
ま
る
ん
だ
と
か
、
シ
ャ
ー
ロ
ッ
ク
・
ホ
ー
ム
ズ
は
こ
う
い
う

と
き
こ
う
し
た
と
か
、
ポ
ワ
ロ
は
ど
う
し
た
と
か
、
た
く
さ
ん
書

か
れ
て
い
る
の
で
す
よ
。直
接
具
体
的
な
探
偵
や
作
品
名
が
書
か

れ
て
な
い
と
こ
ろ
で
も
、え
、こ
れ
、ど
こ
か
で
読
ん
だ
よ
な
あ
と

思
わ
せ
る
と
こ
ろ
が
多
く
あ
り
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
推
理
小
説
の

良
い
所
取
り
を
し
て
い
る
よ
う
な
印
象
を
与
え
ま
す
。そ
し
て
、

そ
れ
ら
を
微
妙
に
組
み
合
わ
せ
て
批
判
し
あ
う
、
そ
う
い
う
「
メ

タ
ミ
ス
テ
リ
ー
」的
構
造
の
小
説
な
わ
け
で
す
。

　
洞
爺
丸
事
件
と
い
う
こ
と
か
ら
し
て
、
水
上
勉
の「
飢
餓
海
峡
」

を
当
然
踏
ま
え
て
い
る
し
、
あ
き
ら
か
に
清
張
を
踏
ま
え
て
い
る

と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。第
二
次
世
界
大
戦
を
一
つ
の
ブ
ラ
ッ
ク

ボ
ッ
ク
ス
に
し
て
、
そ
こ
に
出
入
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
が
変

わ
る
、
入
れ
替
わ
る
、
状
況
が
変
わ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
書

い
て
い
る
。「
ゼ
ロ
の
焦
点
」
な
ん
か
そ
う
で
す
ね
。夢
野
久
作
的

な
殺
人
方
法
も
使
わ
れ
て
い
ま
す
。『
黒
死
館
殺
人
事
件
』
か
ら

は
、
不
思
議
な
家
が
舞
台
に
な
り
、
家
が
ト
リ
ッ
ク
の
根
源
と
な

る
よ
う
な
設
定
が
取
ら
れ
て
い
て
、
氷
沼
家
と
い
う
目
白
に
あ
る

大
豪
邸
が
出
て
き
ま
す
。そ
う
い
う
意
味
で
、
こ
の
小
説
は
引
用

の
織
物
み
た
い
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

　
一
九
六
四
年
の「
講
談
社
版
あ
と
が
き
」で
は
、
塔
晶
夫（
中
井

英
夫
）
が
「
十
年
前
の
洞
爺
丸
沈
没
事
故
は
確
か
に
そ
の
と
お
り

で
、
そ
こ
に
は
別
の
次
元
の
入
口
が
黒
々
と
口
を
あ
け
て
い
た
。

私
は
た
ち
ま
ち
、
そ
の
異
様
な
色
彩
幻
覚
の
世
界
へ
誘
い
こ
ま

れ
て
い
た
」
と
書
い
て
、
こ
の
小
説
に
記
し
た
の
は
「
そ
の
世
界

の
滞
在
記
録
で
、
す
べ
て
事
実
に
は
違
い
な
い
」
と
言
う
の
で

す
。し
か
し
「
見
た
と
こ
ろ
、
さ
な
が
ら
反
宇
宙
界
の
出
来
事
の

よ
う
に
、
何
も
か
も
裏
返
し
に
さ
れ
た
奇
妙
な
凹
凸
を
示
し
て

い
る
」と
い
う
わ
け
で
す
。

　「
虚
無
へ
の
供
物
」と
は
ど
う
い
う
小
説
な
の
か
と
い
う
と
、
例

え
ば
、「
ド
グ
ラ
・
マ
グ
ラ
」の
世
界
は
精
神
病
院
に
ほ
と
ん
ど
限

ら
れ
て
い
る
し
、「
黒
死
館
殺
人
事
件
」は
ま
っ
た
く
非
現
実
的
な

屋
敷
が
舞
台
に
な
っ
て
い
ま
す
。と
こ
ろ
が
、
こ
の「
虚
無
へ
の
供

物
」
は
確
か
に
そ
う
い
う
屋
敷
も
使
い
、
閉
ざ
さ
れ
た
空
間
な
の

だ
け
ど
も
、
昭
和
三
十
年
代
の
現
実
が
裸
の
形
で
出
て
き
ま
す
。

三
河
島
や
鶴
見
の
国
鉄
惨
事
と
か
、
ト
ニ
ー
谷
が
ど
う
の
こ
う
の

だ
と
か
、
ど
ん
な
映
画
が
流
行
っ
た
だ
と
か
、
ど
ん
な
シ
ャ
ン
ソ

ン
が
歌
わ
れ
て
い
た
と
か
、
現
実
が
も
ろ
に
入
っ
て
い
ま
す
。だ

か
ら
、現
実
と
は
切
れ
て
は
い
な
い
反
世
界
な
の
で
す
。

　
最
後
に
、
連
続
殺
人
事
件
の
犯
人
が
、「
物
見
高
い
御
見
物
衆
」

に
こ
う
言
っ
て
い
ま
す
。

　「
こ
の
一
九
五
五
年
、そ
し
て
た
ぶ
ん
、こ
れ
か
ら
先
も
だ
ろ
う

が
、
無
責
任
な
好
奇
心
が
創
り
出
す
お
楽
し
み
だ
け
は
君
た
ち
の

も
の
さ
。何
か
面
白
い
こ
と
は
な
い
か
な
あ
と
キ
ョ
ロ
キ
ョ
ロ
し

て
い
れ
ば
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
突
飛
で
残
酷
な
事
件
が
、
い
く

ら
で
も
現
実
に
う
ま
れ
て
く
る
。い
ま
は
そ
ん
な
時
代
だ
が
、
そ

の
中
で
自
分
さ
え
安
全
地
帯
に
い
て
、
見
物
の
側
に
廻
る
こ
と
が

出
来
た
ら
、
ど
ん
な
痛
ま
し
い
光
景
で
も
喜
ん
で
眺
め
よ
う
と
い

う
、そ
れ
が
お
化
け
の
正
体
な
ん
だ
。お
れ
に
は
、何
と
い
う
凄
ま

じ
い
虚
無
だ
ろ
う
と
し
か
思
え
な
い
」
云
々
と
。つ
ま
り
こ
れ
は
、

本
格
派
推
理
小
説
と
か
ミ
ス
テ
リ
ー
を
楽
し
ん
で
い
る
裏
に
は

現
実
が
あ
る
ぞ
、と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
す
よ
ね
。

　
た
だ
こ
の
「
虚
無
へ
の
供
物
」
が
さ
っ
き
言
っ
た
よ
う
に
単
な

る
反
ミ
ス
テ
リ
ー
、
反
推
理
小
説
で
は
な
い
と
い
う
の
は
、
た
ぶ

ん
中
井
英
夫
の
分
身
だ
と
思
わ
れ
る
ア
リ
ョ
ー
シ
ャ
に
奈
々
が

伝
え
る
次
の
よ
う
な
探
偵
小
説
観
が
あ
る
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。

　「
む
ろ
ん
探
偵
小
説
よ
。そ
れ
も
、
本
格
推
理
長
編
の
型
ど
お
り

の
手
順
を
踏
ん
で
い
っ
て
、
最
後
だ
け
が
ち
ょ
っ
ぴ
り
違
う―

―

作
中
人
物
の
、誰
で
も
い
い
け
ど
、一
人
が
い
き
な
り
、く
る
っ
と

ふ
り
返
っ
て
、
ペ
ー
ジ
の
外
の
〝
読
者
〞
に
向
っ
て
〝
あ
な
た
が

犯
人
だ
〞
っ
て
指
さ
す
、そ
ん
な
小
説
に
し
た
い
の
。え
え
、さ
っ

き
も
い
っ
た
よ
う
に
、
真
犯
人
は
あ
た
し
た
ち
御
見
物
衆
に
は
違

い
な
い
け
ど
、
そ
れ
は
〝
読
者
〞
も
同
じ
で
し
ょ
う
。こ
の
一
九

五
四
年
か
ら
五
五
年
に
か
け
て
、
責
任
あ
る
大
人
だ
っ
た
日
本
人

な
ら
全
部
犯
人
の
資
格
が
あ
る
筈
だ
か
ら
」。

　
こ
れ
は
、
推
理
小
説
そ
の
も
の
を
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
ん
で
す
。つ
ま
り
、現
実
を
と
ら
え
た
、「
お
ま
え
が
犯
人
だ
」と

読
者
を
指
さ
す
よ
う
な
、
そ
う
い
う
推
理
小
説
を
夢
見
て
い
る
と

言
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。そ
う
い
う
推
理
小
説
は
、
具
体
的
に
い

う
と
「
ミ
ス
テ
リ
ー
の
ミ
ス
テ
リ
ー
」
と
い
う
形
で
書
か
ざ
る
を

得
な
い
だ
ろ
う
。だ
か
ら
、 「
虚
無
へ
の
供
物
」
は
、
現
実
の
悲
劇
、

現
実
の
事
件
と
か
事
故
を
取
り
上
げ
て
、
そ
れ
を
ミ
ス
テ
リ
ー
に

仕
組
む
こ
と
の
不
可
能
さ
み
た
い
な
こ
と
を
言
い
な
が
ら
も
、
ミ

ス
テ
リ
ー
を
書
く
と
は
ど
ん
な
意
味
が
あ
る
の
か
と
問
い
か
け
て

い
る
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　
こ
こ
で
清
張
に
戻
る
と
、「
砂
の
器
」の
、
和
賀
英
良
の
実
家
の

描
写
に
あ
る
差
別
的
イ
メ
ー
ジ
や
、
和
賀
の
友
人
の
関
川
重
雄
の

犯
罪
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
ハ
ン
セ
ン
病
の
問
題
を
タ
ブ
ー
と

し
て
葬
っ
て
き
た
日
本
の
社
会
に
対
す
る
一
つ
の
ア
ン
チ
テ
ー

ゼ
で
あ
り
、
若
い
ヌ
ー
ボ
ー
・
グ
ル
ー
プ
を
批
判
的
に
描
い
た
こ

と
は
、
戦
後
の
ア
プ
レ
ゲ
ー
ル
の
時
代
の
あ
り
方
に
対
す
る
ア
ン

チ
テ
ー
ゼ
と
し
て
の
社
会
性
で
す
。「
砂
の
器
」が
そ
う
い
う
社
会

性
を
も
ち
、
現
実
社
会
の
問
題
を
扱
え
ば
扱
う
ほ
ど
、
つ
ま
り
社

会
派
推
理
小
説
で
あ
ろ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
必
然
的
に
純
粋

な
推
理
小
説
と
し
て
の
枠
を
踏
み
外
さ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
と

考
え
ら
れ
る
の
で
す
。そ
こ
に「
砂
の
器
」の
一
面
の
不
自
然
さ
は

出
て
く
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

〔
付
記
〕本
講
演
の
記
録
は
、
当
日
の
講
演
の
録
音
を
も
と
に
事
務
局
に
ま
と
め

て
い
た
だ
い
た
も
の
で
あ
る
。当
日
の
場
の
雰
囲
気
な
い
し
講
演
そ
の
も
の
の

同
時
性
を
尊
重
し
て
、
あ
え
て
最
小
限
の
加
筆
に
と
ど
め
た
。引
用
文
の
刊
記

は
最
小
限
と
し
、
論
文
や
作
品
の
引
用
は
あ
え
て
原
文
に
徴
し
て
の
校
正
は
し

な
か
っ
た
。ま
た
前
半
部
は
拙
論
「『
砂
の
器
』
考―

社
会
派
推
理
小
説
の
レ
ト

リ
ッ
ク
、
も
し
く
は
新
聞
小
説
、
そ
の
読
み
方
の
作
法
に
つ
い
て―

」「
松
本
清

張
研
究
」（
二
〇
一
五
・
三
）
と
一
部
重
複
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
こ
と
を
申
し
添

え
て
お
き
た
い
。

松
本
清
張
研
究
会
　
第
43
回
研
究
発
表
会（
オ
ン
ラ
イ
ン
）

令
和
4
年
6
月
4
日（
土
）午
後
2
時
〜
4
時
半
　
参
加
者:

62
名

 

講
演
『
推
理
小
説
に
お
け
る
リ
ア
リ
テ
ィ
と
は
』

 

講
演
者:

中
丸
宣
明
（
法
政
大
学
文
学
部
日
本
文
学
科
教
授
）
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松
本
清
張
の
、
と
く
に
新
聞
や
雑
誌
で
一
年
と
か
の
長
期
連
載

で
書
い
た
推
理
小
説
に
は
、
推
理
小
説
と
し
て
不
自
然
な
と
こ
ろ

が
あ
る
わ
け
で
す
。今
日
は
、
そ
の
不
自
然
な
と
こ
ろ
を
考
え
て

見
た
い
と
思
い
ま
す
。し
か
し
、
そ
れ
は
何
も
欠
点
を
あ
げ
つ
ら

う
と
い
う
意
味
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。基
本
に
帰
っ
て
推
理
小
説
が

リ
ア
リ
テ
ィ
を
持
つ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、
ま
た
逆
に
不
自
然

さ
が
起
こ
っ
て
く
る
と
し
た
ら
、
そ
の
理
由
は
ど
の
よ
う
な
も
の

か
を
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
代
表
作「
砂
の
器
」に
も
不
自
然
な
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。

　
ま
ず
「
今
西
刑
事
の
間
抜
け
さ
」。山
本
健
吉
が
一
九
六
一
年
に

批
判
し
て
い
ま
す
。「
故
郷
の
岡
山
を
出
て
東
京
に
来
る
ま
で
の
、

被
害
者
の
足
取
り
の
調
査
を
、
五
か
月
も
た
っ
て
か
ら
や
り
直
す

の
は
お
か
し
い
」、
あ
る
い
は「
列
車
の
窓
か
ら
紙
吹
雪
を
散
ら
し

た
の
は
は
た
し
て
成
瀬
リ
エ
子
で
あ
っ
た
か
、
秋
田
県
の
亀
田
へ

行
っ
た「
妙
な
男
」は
ほ
ん
と
う
に
宮
田
で
あ
っ
た
か
、
こ
れ
ら
は

面
通
し
な
り
顔
写
真
な
り
で
、
目
撃
者
に
確
か
め
る
べ
き
な
の
に

今
西
は
し
よ
う
と
し
な
い
」（「
あ
か
せ
ぬ
推
理
の
糸
〝
超
短
波
の

殺
人
〞
を
追
う
刑
事
」「
読
売
新
聞
」一
九
六
一
・
七
・
九
）と
言
っ

て
い
ま
す
。

　
次
に
「
血
染
め
の
シ
ャ
ツ
」。こ
れ
は
加
納
重
文
と
い
う
人
の
指

摘
で
す
。「
血
染
め
の
シ
ャ
ツ
よ
り
さ
ら
に
処
置
の
し
に
く
い
と

思
わ
れ
る
、
上
着
や
ズ
ボ
ン
、
血
染
め
の
姿
を
隠
し
た
レ
イ
ン

コ
ー
ト
（
小
説
は
、
成
瀬
リ
エ
子
が
劇
団
の
衣
装
部
屋
か
ら
持
っ

て
来
さ
せ
た
と
書
い
て
い
る
）
な
ど
は
、
ど
の
よ
う
に
消
滅
さ
せ

た
の
か
、「
血
染
め
の
シ
ャ
ツ
」に
そ
れ
ほ
ど
こ
だ
わ
る
な
ら
、
そ

れ
ら
の
記
述
に
ま
っ
た
く
関
心
が
な
い
と
い
う
の
も
、
不
自
然
に

す
ぎ
る
」（『
清
張
文
学
の
世
界
　
砂
漠
の
海
』二
〇
〇
八
・
五
）と
。

ま
た
、
私
の
見
聞
か
ら
言
っ
て
、
中
央
線
を
歩
い
て
そ
れ
を
拾
い

集
め
る
な
ん
て
と
て
も
じ
ゃ
な
い
け
ど
で
き
ま
せ
ん
。

　
次
に「
方
言
」の
問
題
。殺
さ
れ
た
三
木
謙
一
と
い
う
人
は
、「
岡

山
県
江
見
町
に
生
い
立
ち
、
昭
和
三
年
か
ら
十
年
と
十
か
月
、
島

根
　
県
警
に
奉
職
、
そ
の
間
昭
和
八
年
か
ら
の
三
年
間
、
亀
嵩
駐

在
所
勤
務
」、そ
う
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。そ
し
て
、「
昭
和

十
二
年
に
は
依
願
退

職
し
て
郷
里
に
帰
り
、

二
十
二
、
三
年
前
か
ら

雑
貨
商
を
営
ん
で
い

る
」
と
い
う
設
定
で

す
。そ
う
す
る
と
、
方

言
を
身
に
つ
け
る
に

は
遅
い
年
齢
で
、
成
人

に
な
っ
て
か
ら
行
っ

た
出
雲
地
方
で
の
三

年
間
の
亀
嵩
勤
務
だ

け
で
、
方
言
が
身
に
つ

く
は
ず
が
な
い
。し
か

も
離
れ
て
二
十
四
年
、

三
木
が
未
だ
に
出
雲

の
訛
り
を
使
っ
て
い

た
の
は
不
自
然
だ
と

思
い
ま
す
。

　
こ
う
い
う
不
備
な
点
は
確
か
に
あ
り
ま
す
。い
わ
ば
濫
作
の
な

か
で
の
瑕
疵
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
で
し
ょ
う
。し
か
し
、
次
に
見

る
よ
う
な
不
自
然
さ
に
は
別
の
意
味
が
あ
る
よ
う
に
思
え
ま
す
。

　
例
え
ば
、「
超
音
波
殺
人
」と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。こ
れ
は
荒

唐
無
稽
で
、推
理
小
説
の
殺
人
手
段
と
は
と
て
も
思
え
な
い
と
言

わ
れ
そ
う
で
す
が
、
必
ず
し
も
そ
う
じ
ゃ
な
い
。読
売
新
聞
の
連

載
当
時
の
担
当
者
、
山
村
亀
二
郎
の
弁
で
、「
当
時
科
学
の
先
端

を
ゆ
く
超
音
波
。（
中
略
）
そ
の
実
際
に
つ
い
て
は
東
工
大
の
時
実

教
授
（
実
際
に
は
実
吉
純
一
）
か
ら
御
教
え
を
受
け
た
。」（「『
砂

の
器
』
の
こ
ろ
の
清
張
さ
ん
」「
松
本
清
張
全
集
第
五
巻
月
報
」
一

九
七
一
・
九
）
と
取
材
先
を
明
か
し
て
い
ま
す
。そ
の
東
京
工
業

大
学
の
教
授
、実
吉
さ
ん
の
実
際
に
書
い
た
論
文
を
見
て
み
ま
す

と
、「
第
二
次
世
界
大
戦
ま
で
は
人
目
に
つ
か
な
い
方
面
が
主
に

な
っ
て
い
た
が
、
近
年
は
魚
群
探
知
、
金
属
の
探
傷
、
機
械
加
工

な
ど
各
方
面
に
注
目
を
引
く
よ
う
に
な
っ
て
き
た
」（「
超
音
波

応
用
技
術
の
現
況
」「
電
気
学
会
雑
誌
」
八
月
）
と
書
か
れ
て
い
ま

す
。一
九
五
五
年
、
昭
和
三
十
年
の
記
事
で
す
。こ
こ
で
ポ
イ
ン

ト
に
な
る
の
は
「
第
二
次
世
界
大
戦
ま
で
は
」
と
い
う
言
葉
で

す
。戦
況
が
不
利
に
な
っ
て
き
た
と
き
に
、
日
本
軍
が
秘
密
兵
器

を
開
発
し
よ
う
と
す
る
。そ
の
中
で
、
超
音
波
兵
器
は
か
な
り
ま

じ
め
に
考
え
ら
れ
て
い
た
。「
砂
の
器
」
執
筆
の
時
代
は
ま
だ
戦

争
の
影
が
あ
る
時
代
で
、こ
う
い
う
の
が
け
っ
こ
う
リ
ア
リ
テ
ィ

を
持
っ
て
い
た
は
ず
だ
と
思
う
の
で
す
よ
。

　
も
う
一
つ
は
「
関
川
重
雄
の
犯
罪
」。和
賀
英
良
の
友
だ
ち
関
川

重
雄
が
和
賀
と
は
無
関
係
に
人
を
殺
す
わ
け
で
す
。こ
れ
は
明
ら

か
に
、
犯
人
は
こ
い
つ
じ
ゃ
な
い
か
と
読
者
を
誤
誘
導
す
る
、
推

理
小
説
の
王
道
ト
リ
ッ
ク
で
す
。し
か
し
推
理
小
説
の
一
般
的
な

形
だ
と
こ
れ
を
こ
の
ま
ま
に
は
し
て
お
き
ま
せ
ん
。何
ら
か
の
形

で
罪
を
問
い
ま
す
。で
も
、
こ
の「
砂
の
器
」で
は
ほ
っ
た
ら
か
し
。

関
川
の
犯
罪
は
宙
に
浮
い
た
形
に
な
る
わ
け
で
す
。で
は
、
な
ぜ

和
賀
英
良
の
友
だ
ち
、
関
川
に
殺
人
を
さ
せ
た
の
か
。和
賀
た
ち

の
ヌ
ー
ボ
ー
グ
ル
ー
プ
が「
若
い
日
本
の
会
」と
い
う
、
当
時
非
常

に
強
い
影
響
力
を
持
っ
て
い
た
集
団
を
モ
デ
ル
に
し
て
い
る
こ

と
と
関
係
し
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。清
張
の
目
か
ら
見
れ
ば
、

前
衛
的
で
急
進
的
だ
と
み
な
さ
れ
て
い
た
グ
ル
ー
プ
の
思
想
が
、

和
賀
英
良
の
犯
罪
の
中
に
隠
さ
れ
て
い
る
と
い
う
批
判
が
あ
っ

た
の
で
し
ょ
う
。そ
し
て
、
そ
う
い
う
エ
リ
ー
ト
集
団
に
対
極
的

な
も
の
と
し
て
、泥
臭
く
、純
朴
で
、ま
じ
め
な
一
般
庶
民
の
代
表

と
し
て
、今
西
刑
事
を
意
図
的
に
置
く
わ
け
で
す
。

　
そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
、「
和
賀
英
良
の
実
家
の
描
写
」が
あ
り
ま

す
。今
西
刑
事
が
和
賀
の
実
家
を
訪
ね
る
と
こ
ろ
で
す
。「『
誰
か

い
る
か
ね
』
今
西
は
そ
の
男
の
子
に
聞
い
た
。そ
の
子
は
黙
っ
て

目
を
上
げ
た
が
、
そ
の
片
方
の
目
は
ま
っ
白
だ
っ
た
。残
っ
て
い

る
目
も
瞳
が
小
さ
か
っ
た
。今
西
は
そ
れ
を
見
た
瞬
間
、
ど
き
り

と
し
た
。『
誰
か
い
な
い
か
ね
』今
西
は
大
き
な
声
を
出
す
と
、
奥

の
方
か
ら
物
音
が
し
た
。子
供
は
黙
っ
て
今
西
を
見
上
げ
て
い

る
。そ
の
不
気
味
な
片
目
が
彼
に
一
種
の
嫌
悪
感
を
起
こ
さ
せ

た
。子
供
だ
と
思
っ
て
も
、
す
ぐ
に
は
可
哀
そ
う
な
気
が
起
こ
ら

な
か
っ
た
。そ
の
子
の
真
っ
白
い
血
色
を
見
て
い
る
と
、
病
的
な

感
じ
が
強
か
っ
た
。」
こ
の
描
写
は
、
本
筋
に
何
の
影
響
も
な
い

し
、推
理
の
手
助
け
に
な
る
わ
け
で
も
な
く
、つ
ま
り
、あ
る
種
の

差
別
的
な
イ
メ
ー
ジ
み
た
い
な
も
の
を
作
り
上
げ
て
い
く
の
で

す
。そ
し
て
、
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
ハ
ン
セ
ン
病
の
問
題
に
繋
が
っ

て
く
る
の
で
す
。も
ち
ろ
ん
清
張
は
ハ
ン
セ
ン
病
に
対
す
る
差
別

に
つ
い
て
は
明
確
に
反
対
し
て
い
る
の
で
、
和
賀
英
良
の
抱
え
込

ん
で
い
る
暗
い
部
分
を
単
に
個
人
の
問
題
だ
け
で
は
な
く
て
、
社

会
の
ハ
ン
セ
ン
病
差
別
に
対
す
る
告
発
と
し
て
、
お
そ
ら
く
描
き

出
そ
う
と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。そ
う
い
う
と
こ
ろ

が
ま
さ
し
く
社
会
派
推
理
小
説
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　「
超
音
波
殺
人
」以
下
の
不
自
然
さ
は
、
確
か
に
今
我
々
に
は
見

え
に
く
く
な
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
当
時
は
確
実
に
意
味
を
持
っ

て
い
た
、
そ
う
い
う
物
語
性
や
ス
ト
ー
リ
ー
を
も
っ
て
、
小
説
に

リ
ア
リ
テ
ィ
を
与
え
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　
こ
こ
で
「
日
本
三
大
奇
書
」
と
い
う
も
の
に
目
を
転
じ
て
、
推
理

小
説
に
お
け
る
リ
ア
リ
テ
ィ
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
み

た
い
と
思
い
ま
す
。「
日
本
三
大
奇
書
」と
は
、
小
栗
虫
太
郎
の「
黒

死
館
殺
人
事
件
」（
一
九
三
四
年
）、
夢
野
久
作
の
「
ド
グ
ラ
・
マ
グ

ラ
」（
一
九
三
五
年
）、
そ
れ
か
ら
中
井
英
夫
の
「
虚
無
へ
の
供
物
」

（
一
九
六
四
年
）
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。三
つ
と

も
大
傑
作
だ
と
思
い
ま
す
。

　
今
回
お
も
に
と
り
あ
げ
る
の
は「
虚
無
へ
の
供
物
」で
す
が
、
そ

の
一
番
新
し
い
版（
講
談
社
文
庫
）に
は
、
そ
れ
ま
で
に
書
か
れ
た

全
部
の
「
ま
え
が
き
・
あ
と
が
き
」
が
集
成
さ
れ
て
い
ま
す
。「
最

初
の
前
書
き
」
の
中
で
、「
虚
無
へ
の
供
物
」
は
「
ア
ン
チ
ミ
ス
テ

リ
ー
、
反
推
理
小
説
だ
」と
書
か
れ
て
い
ま
す
。こ
の
作
品
は
確
か

に
反
推
理
小
説
で
す
。た
だ
こ
こ
で「
ア
ン
チ
ミ
ス
テ
リ
ー
」と
い

う
の
は
、
今
の
言
葉
で
い
う
な
ら
ば
、「
メ
タ
ミ
ス
テ
リ
ー
」、「
ミ

ス
テ
リ
ー
を
批
評
す
る
ミ
ス
テ
リ
ー
」、「
ミ
ス
テ
リ
ー
と
い
う
も

の
を
分
析
す
る
ミ
ス
テ
リ
ー
」、「
ミ
ス
テ
リ
ー
の
ミ
ス
テ
リ
ー
」

な
ど
と
言
っ
て
も
い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　「
虚
無
へ
の
供
物
」に
は
、
昭
和
二
十
九
年
の
洞
爺
丸
の
沈
没
事

故
で
両
親
を
失
っ
た
蒼
司
、
紅
司
兄
弟
、
従
弟
の
藍
司
ら
の
い
る

氷
沼
家
に
お
こ
る
密
室
殺
人
が
描
か
れ
ま
す
。そ
こ
に
、
素
人
探

偵
み
た
い
の
が
た
く
さ
ん
出
て
き
て
、
推
理
の
当
て
っ
こ
ゲ
ー
ム

を
始
め
る
わ
け
で
す
。こ
の
事
件
は
ポ
ー
の
こ
う
い
う
も
の
に
当

て
は
ま
る
ん
だ
と
か
、
シ
ャ
ー
ロ
ッ
ク
・
ホ
ー
ム
ズ
は
こ
う
い
う

と
き
こ
う
し
た
と
か
、
ポ
ワ
ロ
は
ど
う
し
た
と
か
、
た
く
さ
ん
書

か
れ
て
い
る
の
で
す
よ
。直
接
具
体
的
な
探
偵
や
作
品
名
が
書
か

れ
て
な
い
と
こ
ろ
で
も
、え
、こ
れ
、ど
こ
か
で
読
ん
だ
よ
な
あ
と

思
わ
せ
る
と
こ
ろ
が
多
く
あ
り
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
推
理
小
説
の

良
い
所
取
り
を
し
て
い
る
よ
う
な
印
象
を
与
え
ま
す
。そ
し
て
、

そ
れ
ら
を
微
妙
に
組
み
合
わ
せ
て
批
判
し
あ
う
、
そ
う
い
う
「
メ

タ
ミ
ス
テ
リ
ー
」的
構
造
の
小
説
な
わ
け
で
す
。

　
洞
爺
丸
事
件
と
い
う
こ
と
か
ら
し
て
、
水
上
勉
の「
飢
餓
海
峡
」

を
当
然
踏
ま
え
て
い
る
し
、
あ
き
ら
か
に
清
張
を
踏
ま
え
て
い
る

と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。第
二
次
世
界
大
戦
を
一
つ
の
ブ
ラ
ッ
ク

ボ
ッ
ク
ス
に
し
て
、
そ
こ
に
出
入
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
が
変

わ
る
、
入
れ
替
わ
る
、
状
況
が
変
わ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
書

い
て
い
る
。「
ゼ
ロ
の
焦
点
」
な
ん
か
そ
う
で
す
ね
。夢
野
久
作
的

な
殺
人
方
法
も
使
わ
れ
て
い
ま
す
。『
黒
死
館
殺
人
事
件
』
か
ら

は
、
不
思
議
な
家
が
舞
台
に
な
り
、
家
が
ト
リ
ッ
ク
の
根
源
と
な

る
よ
う
な
設
定
が
取
ら
れ
て
い
て
、
氷
沼
家
と
い
う
目
白
に
あ
る

大
豪
邸
が
出
て
き
ま
す
。そ
う
い
う
意
味
で
、
こ
の
小
説
は
引
用

の
織
物
み
た
い
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

　
一
九
六
四
年
の「
講
談
社
版
あ
と
が
き
」で
は
、
塔
晶
夫（
中
井

英
夫
）
が
「
十
年
前
の
洞
爺
丸
沈
没
事
故
は
確
か
に
そ
の
と
お
り

で
、
そ
こ
に
は
別
の
次
元
の
入
口
が
黒
々
と
口
を
あ
け
て
い
た
。

私
は
た
ち
ま
ち
、
そ
の
異
様
な
色
彩
幻
覚
の
世
界
へ
誘
い
こ
ま

れ
て
い
た
」
と
書
い
て
、
こ
の
小
説
に
記
し
た
の
は
「
そ
の
世
界

の
滞
在
記
録
で
、
す
べ
て
事
実
に
は
違
い
な
い
」
と
言
う
の
で

す
。し
か
し
「
見
た
と
こ
ろ
、
さ
な
が
ら
反
宇
宙
界
の
出
来
事
の

よ
う
に
、
何
も
か
も
裏
返
し
に
さ
れ
た
奇
妙
な
凹
凸
を
示
し
て

い
る
」と
い
う
わ
け
で
す
。

　「
虚
無
へ
の
供
物
」と
は
ど
う
い
う
小
説
な
の
か
と
い
う
と
、
例

え
ば
、「
ド
グ
ラ
・
マ
グ
ラ
」の
世
界
は
精
神
病
院
に
ほ
と
ん
ど
限

ら
れ
て
い
る
し
、「
黒
死
館
殺
人
事
件
」は
ま
っ
た
く
非
現
実
的
な

屋
敷
が
舞
台
に
な
っ
て
い
ま
す
。と
こ
ろ
が
、
こ
の「
虚
無
へ
の
供

物
」
は
確
か
に
そ
う
い
う
屋
敷
も
使
い
、
閉
ざ
さ
れ
た
空
間
な
の

だ
け
ど
も
、
昭
和
三
十
年
代
の
現
実
が
裸
の
形
で
出
て
き
ま
す
。

三
河
島
や
鶴
見
の
国
鉄
惨
事
と
か
、
ト
ニ
ー
谷
が
ど
う
の
こ
う
の

だ
と
か
、
ど
ん
な
映
画
が
流
行
っ
た
だ
と
か
、
ど
ん
な
シ
ャ
ン
ソ

ン
が
歌
わ
れ
て
い
た
と
か
、
現
実
が
も
ろ
に
入
っ
て
い
ま
す
。だ

か
ら
、現
実
と
は
切
れ
て
は
い
な
い
反
世
界
な
の
で
す
。

　
最
後
に
、
連
続
殺
人
事
件
の
犯
人
が
、「
物
見
高
い
御
見
物
衆
」

に
こ
う
言
っ
て
い
ま
す
。

　「
こ
の
一
九
五
五
年
、そ
し
て
た
ぶ
ん
、こ
れ
か
ら
先
も
だ
ろ
う

が
、
無
責
任
な
好
奇
心
が
創
り
出
す
お
楽
し
み
だ
け
は
君
た
ち
の

も
の
さ
。何
か
面
白
い
こ
と
は
な
い
か
な
あ
と
キ
ョ
ロ
キ
ョ
ロ
し

て
い
れ
ば
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
突
飛
で
残
酷
な
事
件
が
、
い
く

ら
で
も
現
実
に
う
ま
れ
て
く
る
。い
ま
は
そ
ん
な
時
代
だ
が
、
そ

の
中
で
自
分
さ
え
安
全
地
帯
に
い
て
、
見
物
の
側
に
廻
る
こ
と
が

出
来
た
ら
、
ど
ん
な
痛
ま
し
い
光
景
で
も
喜
ん
で
眺
め
よ
う
と
い

う
、そ
れ
が
お
化
け
の
正
体
な
ん
だ
。お
れ
に
は
、何
と
い
う
凄
ま

じ
い
虚
無
だ
ろ
う
と
し
か
思
え
な
い
」
云
々
と
。つ
ま
り
こ
れ
は
、

本
格
派
推
理
小
説
と
か
ミ
ス
テ
リ
ー
を
楽
し
ん
で
い
る
裏
に
は

現
実
が
あ
る
ぞ
、と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
す
よ
ね
。

　
た
だ
こ
の
「
虚
無
へ
の
供
物
」
が
さ
っ
き
言
っ
た
よ
う
に
単
な

る
反
ミ
ス
テ
リ
ー
、
反
推
理
小
説
で
は
な
い
と
い
う
の
は
、
た
ぶ

ん
中
井
英
夫
の
分
身
だ
と
思
わ
れ
る
ア
リ
ョ
ー
シ
ャ
に
奈
々
が

伝
え
る
次
の
よ
う
な
探
偵
小
説
観
が
あ
る
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。

　「
む
ろ
ん
探
偵
小
説
よ
。そ
れ
も
、
本
格
推
理
長
編
の
型
ど
お
り

の
手
順
を
踏
ん
で
い
っ
て
、
最
後
だ
け
が
ち
ょ
っ
ぴ
り
違
う―

―

作
中
人
物
の
、誰
で
も
い
い
け
ど
、一
人
が
い
き
な
り
、く
る
っ
と

ふ
り
返
っ
て
、
ペ
ー
ジ
の
外
の
〝
読
者
〞
に
向
っ
て
〝
あ
な
た
が

犯
人
だ
〞
っ
て
指
さ
す
、そ
ん
な
小
説
に
し
た
い
の
。え
え
、さ
っ

き
も
い
っ
た
よ
う
に
、
真
犯
人
は
あ
た
し
た
ち
御
見
物
衆
に
は
違

い
な
い
け
ど
、
そ
れ
は
〝
読
者
〞
も
同
じ
で
し
ょ
う
。こ
の
一
九

五
四
年
か
ら
五
五
年
に
か
け
て
、
責
任
あ
る
大
人
だ
っ
た
日
本
人

な
ら
全
部
犯
人
の
資
格
が
あ
る
筈
だ
か
ら
」。

　
こ
れ
は
、
推
理
小
説
そ
の
も
の
を
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
ん
で
す
。つ
ま
り
、現
実
を
と
ら
え
た
、「
お
ま
え
が
犯
人
だ
」と

読
者
を
指
さ
す
よ
う
な
、
そ
う
い
う
推
理
小
説
を
夢
見
て
い
る
と

言
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。そ
う
い
う
推
理
小
説
は
、
具
体
的
に
い

う
と
「
ミ
ス
テ
リ
ー
の
ミ
ス
テ
リ
ー
」
と
い
う
形
で
書
か
ざ
る
を

得
な
い
だ
ろ
う
。だ
か
ら
、 「
虚
無
へ
の
供
物
」
は
、
現
実
の
悲
劇
、

現
実
の
事
件
と
か
事
故
を
取
り
上
げ
て
、
そ
れ
を
ミ
ス
テ
リ
ー
に

仕
組
む
こ
と
の
不
可
能
さ
み
た
い
な
こ
と
を
言
い
な
が
ら
も
、
ミ

ス
テ
リ
ー
を
書
く
と
は
ど
ん
な
意
味
が
あ
る
の
か
と
問
い
か
け
て

い
る
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　
こ
こ
で
清
張
に
戻
る
と
、「
砂
の
器
」の
、
和
賀
英
良
の
実
家
の

描
写
に
あ
る
差
別
的
イ
メ
ー
ジ
や
、
和
賀
の
友
人
の
関
川
重
雄
の

犯
罪
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
ハ
ン
セ
ン
病
の
問
題
を
タ
ブ
ー
と

し
て
葬
っ
て
き
た
日
本
の
社
会
に
対
す
る
一
つ
の
ア
ン
チ
テ
ー

ゼ
で
あ
り
、
若
い
ヌ
ー
ボ
ー
・
グ
ル
ー
プ
を
批
判
的
に
描
い
た
こ

と
は
、
戦
後
の
ア
プ
レ
ゲ
ー
ル
の
時
代
の
あ
り
方
に
対
す
る
ア
ン

チ
テ
ー
ゼ
と
し
て
の
社
会
性
で
す
。「
砂
の
器
」が
そ
う
い
う
社
会

性
を
も
ち
、
現
実
社
会
の
問
題
を
扱
え
ば
扱
う
ほ
ど
、
つ
ま
り
社

会
派
推
理
小
説
で
あ
ろ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
必
然
的
に
純
粋

な
推
理
小
説
と
し
て
の
枠
を
踏
み
外
さ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
と

考
え
ら
れ
る
の
で
す
。そ
こ
に「
砂
の
器
」の
一
面
の
不
自
然
さ
は

出
て
く
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

〔
付
記
〕本
講
演
の
記
録
は
、
当
日
の
講
演
の
録
音
を
も
と
に
事
務
局
に
ま
と
め

て
い
た
だ
い
た
も
の
で
あ
る
。当
日
の
場
の
雰
囲
気
な
い
し
講
演
そ
の
も
の
の

同
時
性
を
尊
重
し
て
、
あ
え
て
最
小
限
の
加
筆
に
と
ど
め
た
。引
用
文
の
刊
記

は
最
小
限
と
し
、
論
文
や
作
品
の
引
用
は
あ
え
て
原
文
に
徴
し
て
の
校
正
は
し

な
か
っ
た
。ま
た
前
半
部
は
拙
論
「『
砂
の
器
』
考―

社
会
派
推
理
小
説
の
レ
ト

リ
ッ
ク
、
も
し
く
は
新
聞
小
説
、
そ
の
読
み
方
の
作
法
に
つ
い
て―

」「
松
本
清

張
研
究
」（
二
〇
一
五
・
三
）
と
一
部
重
複
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
こ
と
を
申
し
添

え
て
お
き
た
い
。
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松
本
清
張
が
描
い
た
考
古
学
世
界
の
中
で
、
ま
ず「
人
物
」は
大
学
の
教

員
、
学
生
も
い
ま
す
け
ど
、
基
本
的
に
大
学
関
係
者
が
中
心
で
あ
り
ま
す
。

次
に
、「
時
代
」で
す
。時
代
は
1
9
5
0
年
代
か
ら
1
9
6
0
年
代
は
、
縄

文
、
弥
生
時
代
が
中
心
に
見
え

ま
す
。1
9
7
0
年
代
以
降
に

は
、
サ
サ
ン
朝
ペ
ル
シ
ャ
と
か

中
国
と
か
、
西
ア
ジ
ア
の
こ
と

を
描
い
て
い
る
「
火
の
路
」
と

か
、
そ
う
い
っ
た
海
外
考
古
学

が
多
く
登
場
す
る
よ
う
に
な

り
ま
す
。そ
う
い
っ
た
意
味
で

年
代
で
変
化
が
見
ら
れ
る
の

で
す
。

　
次
に「
遺
跡
」で
す
。九
州
や

関
東
や
北
陸
な
ど
、
全
国
各
地
の
多
様
な
遺
跡
が
登
場
し
て
お
り
ま
す
。縄

文
時
代
の
遺
跡
も
あ
れ
ば
、
弥
生
時
代
の
遺
跡
も
あ
る
。初
期
の
「
距
離
の

女
囚
」と
い
う
作
品
で
は
奈
良
県
の
唐
古
遺
跡
や
岩
室
遺
跡
、
中
曽
司
遺
跡

の
よ
う
な
遺
跡
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。

　「
遺
物
」に
関
し
て
は
、縄
文
土
器
、弥
生
土
器
な
ど
が
登
場
す
る
こ
と
が

多
い
。例
え
ば
、
弥
生
土
器
は
、
す
で
に
大
津
忠
彦
さ
ん
が
言
わ
れ
て
い
る

こ
と
で
す
が
、「
途
上
」と
い
う
小
説
で
は「
O
川
式
土
器
」と
い
う
土
器
が

出
て
く
る
。こ
れ
は
、
実
際
の
「
遠
賀
川
式
土
器
」
を
省
略
し
て
ア
ル
フ
ァ

ベ
ッ
ト
で
書
か
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。ま
た「
万
葉
翡
翠
」で
は
、
縄
文
土
器

の
加
曾
利
E
式
と
い
う
名
称
が
出
て
く
る
。こ
の
よ
う
に
、
実
際
の
考
古
学

で
使
わ
れ
て
い
る
型
式
の
名
前
が
小
説
の
中
に
登
場
す
る
と
い
う
の
が
特

徴
的
だ
と
思
い
ま
す
。「
火
神
被
殺
」
で
は
ク
リ
ス
型
銅
剣
（
銅
戈
）
と
か
、

「
鷗
外
の
婢
」
で
は
櫛
描
紋
を
持
つ
弥
生
土
器
と
か
、
同
じ
も
の
が
描
か
れ

て
い
る
小
説
が
だ
い
た
い
同
じ
年
代
に
出
て
く
る
と
い
う
の
も
、
一
つ
興

味
深
い
点
だ
と
思
い
ま
す
。

「
内
海
の
輪
」を
考
古
学
的
視
点
で
読
む

　「
内
海
の
輪
」は
、
考
古
学
者
を
主
人
公
と
す
る
倒
叙
ミ
ス
テ
リ
ー
で
す
。

主
人
公
が
長
年
の
愛
人
を
殺
害
す
る
わ
け
で
す
。そ
の
犯
行
発
覚
に
、
発
掘

調
査
で
あ
っ
た
り
考
古
学
的
内
容
が
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
の
で
す
。

　「
内
海
の
輪
」
に
登
場
す
る
考
古
学
者
は
江
村
宗
三
と
言
い
ま
す
。年
齢

は
40
代
前
半
ご
ろ
の
人
物
。当
初
は
大
学
の
助
教
授
と
し
て
登
場
し
て
く

る
が
、犯
行
の
の
ち
に
教
授
に
昇
格
し
ま
す
。小
説
内
で
は
、「
気
鋭
な
新
進

学
徒
と
し
て
学
界
か
ら
ま
す
ま
す
注
目
さ
れ
た
」
存
在
で
あ
り
、
専
門
は

「
弥
生
式
時
代
の
研
究
」で
あ
っ
て
、「
高
地
性
集
落
研
究
」に
興
味
を
持
っ

た
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
ま
す
。

　「
内
海
の
輪
」に
登
場
す
る
遺
跡
は
、
複
数
の
遺
跡
が
登
場
し
ま
す
。ま
ず

岡
山
の
遺
跡
「
備
中
浜
尾
新
田
の
住
居
址
」
と
い
う
の
が
出
て
き
ま
す
。こ
れ

に
つ
い
て
は
、
松
本
清
張
が
複
数
の
モ
チ
ー
フ
か
ら
創
作
し
た
も
の
で
は
な

い
か
な
と
考
え
ま
す
。次
に
、
岡
山
の
遺
跡
で「
牛
窓
周
辺
の
貝
塚
」で
す
。

縄
文
時
代
の
遺
跡
と
い
う
の
は
牛
窓
の
島
に
実
際
に
存
在
し
て
い
ま
す
。

　
こ
の
物
語
の
中
心
と
な
る
遺
跡
は
、「
兵
庫
県
西
宮
市
岩
倉
山
西
北
方
の

山
麓
の
遺
跡
（
蓬
莱
峡
）」
で
す
。蓬
莱
峡
は
宝
塚
市
と
西
宮
市
の
境
に
近
い

と
こ
ろ
で
す
。小
説
の
中
で
は
、
船
坂
と
い
う
集
落
が
あ
り
、
そ
こ
に
大
学

の
発
掘
調
査
の
基
地
が
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
蓬
莱
峡
に
宗
三
が
案
内
さ
れ

る
。そ
の
船
坂
は
こ
の
西
側
に
あ
り
ま
し
て
、
歩
く
と
だ
い
た
い
40
分
く
ら

い
で
す
ね
。け
っ
こ
う
時
間
が
か
か
る
、
そ
う
い
っ
た
距
離
感
の
中
に
小
説

で
は
描
か
れ
て
い
る
。こ
の
蓬
莱
峡
で
愛
人
美
奈
子
を
殺
害
し
、
そ
こ
に
遺

体
を
投
げ
捨
て
る
。そ
の
後
に
大
学
の
発
掘
調
査
に
よ
っ
て
弥
生
時
代
の

様
々
な
物
が
出
土
し
ま
す
。し
か
し
、
こ
の
蓬
莱
峡
に
現
在
、
存
在
が
確
認

さ
れ
た
遺
跡
あ
り
ま
せ
ん
。

　「
六
甲
山
の
高
地
性
遺
跡
」と
し
て
、
五
箇
山
、
会
下
山
、
城
山
、
保
久
良
、

叔
母
野
山
と
い
う
遺
跡
の
名
前
が
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。戦
前
か
ら
知
ら

れ
て
い
た
保
久
良
遺
跡
を
除
い
て
、
戦
後
か
ら
小
説
執
筆
時
点
1
9
6
8

年
ま
で
に
確
認
さ
れ
た
遺
跡
で
す
。最
新
の
情
報
を
も
っ
て
取
り
上
げ
ら

れ
て
い
る
わ
け
で
す
。

　
次
に
「
内
海
の
輪
」
に
登
場
す
る
遺
物
で
す
。複
数
の
特
徴
的
な
遺
物
が

登
場
し
ま
す
。

　
ま
ず
『
銅
剣
』
で
す
。小
説
内
で
は
、「
ク
リ
ス
型
銅
剣
」
と
い
う
銅
剣
と

「
細
形
銅
剣
」と
い
う
銅
剣
が
登
場
し
ま
す
。「
ク
リ
ス
型
銅
剣
」と
い
う
の
は

『
銅
戈
』の
か
つ
て
の
名
称
で
す
。連
載
当
時
、
1
9
6
8
年
で
も「
ク
リ
ス

型
銅
剣
」と
い
う
名
称
は
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
基
本
的
に
は
も
う『
銅

戈
』
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。そ
う
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
本
文
中
で
も
同
じ

も
の
を
指
し
て
い
る
ん
で
す
け
ど
、「
一
種
の
ク
リ
ス
型
銅
剣
」↓「
銅
戈
」

↓「
ク
リ
ス
型
銅
剣
（
銅
戈
）」
と
い
う
よ
う
に
記
述
に
変
化
が
見
ら
れ
ま

す
。も
う
一
つ
の
、「
細
形
銅
剣
」は
蓬
莱
峡
で
愛
人
を
殺
害
し
た
後
に
、
発

掘
調
査
に
よ
っ
て
、
弥
生
時
代
の
中
期
後
半
の
櫛
目
紋
土
器
と
い
っ
し
ょ

に
見
つ
か
る
と
い
う
記
述
が
あ
る
。本
文
中
に
は
、細
形
銅
剣
と
は
、「
弥
生

時
代
前
期
末
か
ら
中
期
」「
出
土
は
ほ
と
ん
ど
九
州
」「
中
期
の
細
形
銅
剣
が

六
甲
山
麓
で
発
見
さ
れ
た
の
は
初
め
て
」
と
い
う
記
述
が
あ
り
ま
す
。そ
れ

に
合
わ
せ
る
よ
う
に
、小
説
連
載
の
翌
年
、淡
路
島
の
南
あ
わ
じ
市
の
古
津

路
で
細
形
銅
剣
が
１
点
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。慧
眼
で
あ
っ
た
と
思
い
ま

す
。

　
次
に
、『
弥
生
土
器
』（「
櫛
目
式
で
、い
わ
ゆ
る
畿
内
第
三
様
式
に
属
し
て

い
る
」）と
、『
石
器
』（
石
鏃
・
石
錐
）が
登
場
し
て
い
ま
す
。

　
次
が
『
ガ
ラ
ス
釧
』
で
す
。こ
れ
は
事
件
解
決
の
発
端
と
な
る
ア
イ
テ
ム

な
の
で
す
が
、
執
筆
時
に
は
日
本
列
島
で
２
例
し
か
な
い
も
の
で
し
た
。京

都
の
比
丘
尼
屋
敷
墳
墓
と
福
岡
の
二
塚
遺
跡
出
土
の
も
の
で
す
。執
筆
後

に
、
京
都
の
大
風
呂
南
１
号
墓
と
島
根
の
西
谷
２
号
墓
か
ら
出
土
し
、
今
、

合
計
４
例
が
存
在
し
て
い
ま
す
。こ
の
よ
う
に
日
本
列
島
で
か
な
り
出
土

数
の
少
な
い
も
の
が
蓬
莱
峡
の
遺
跡
か
ら
出
土
す
る
と
い
う
こ
と
で
、
こ

の
遺
跡
が
非
常
に
重
要
な
遺
跡
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
描
か
れ
て
い
る

の
で
す
。

　
最
後
は『
多
紐
細
文
鏡
』で
す
。紐
が
複
数
あ
っ
て
、
細
か
な
文
様
が
付
い

て
い
る
鏡
で
す
。現
在
は
日
本
列
島
で
12
例
出
土
し
て
お
り
ま
し
て
、
北
部

九
州
に
分
布
が
集
中
し
て
い
ま
す
。こ
れ
も
非
常
に
出
土
例
が
少
な
い
。こ

の
鏡
が
蓬
莱
峡
に
出
土
す
る
と
い
う
小
説
の
記
述
は
、
蓬
莱
峡
か
ら
出
た

新
規
発
見
の
遺
跡
の
重
要
性
、特
異
性
を
示
す
モ
チ
ー
フ
と
し
て
選
択
さ
れ
た

も
の
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。近
畿
地
域
で
は
、
大
阪
府
柏
原
市
大
県
遺
跡
や
奈

良
県
御
所
市
の
名
柄
で
出
土
し
、執
筆
以
前
か
ら
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の『
多
紐
細
文
鏡
』は
、絶
筆
の「
神
々
の
乱
心
」で
も
、物
語
の
キ
ー
と

な
る
ア
イ
テ
ム
と
し
て
登
場
し
て
お
り
ま
す
。1
9
6
8
年
の
「
内
海
の
輪
」

か
ら
20
数
年
た
っ
て
、
再
び
登
場
さ
せ
て
い
る
わ
け
で
す
。松
本
清
張
が

「
内
海
の
輪
」以
降
も『
多
紐
細
文
鏡
』に
非
常
な
関
心
を
持
っ
て
い
た
こ
と

が
分
か
り
ま
す
。

考
古
学
と
大
衆
文
化
と
し
て
の
小
説

　
松
本
清
張
は
、
非
常
に
専
門
的
で
多
彩
な
時
代
の
遺
跡
・
遺
物
な
ど
の

考
古
学
世
界
を
、
小
説
の
中
に
取
り
入
れ
て
い
ま
す
。1
9
5
0
年
代
か
ら

60
年
代
に
か
け
て
は
国
内
の
多
様
な
遺
跡
や
遺
物
が
登
場
し
、
1
9
7
0

年
代
以
降
は
海
外
の
考
古
学
世
界
が
多
く
登
場
し
ま
す
。

　
松
本
清
張
以
降
の
作
品
に
お
け
る
考
古
学
世
界
は
、
考
古
学
上
の
重
大

発
見
で
一
般
に
も
話
題
と
な
り
認
知
度
の
高
い
遺
跡
や
遺
物
を
中
心
に
し

て
、描
く
こ
と
が
多
い
。こ
れ
は
、考
古
学
世
界
を
取
り
入
れ
る
際
に
、読
者

の
認
知
度
の
高
い
も
の
を
作
品
の
エ
ッ
セ
ン
ス
と
し
て
選
択
し
た
結
果
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　「
内
海
の
輪
」は
、ガ
ラ
ス
釧
や
多
紐
細
文
鏡
な
ど
、清
張
以
後
の
小
説
に

描
か
れ
て
い
な
い
遺
物
を
当
時
最
新
の
研
究
成
果
を
忠
実
に
取
り
入
れ
な

が
ら
扱
っ
て
い
る
。一
方
で
、
主
人
公
の
職
業（
大
学
教
授
）や
専
攻
、
年
齢

な
ど
は
清
張
以
後
の
小
説
と
も
共
通
点
が
あ
り
、
現
在
の
考
古
学
世
界
を

描
い
た
小
説
と
も
つ
な
が
る
点
で
も
あ
り
ま
す
。そ
う
い
う
点
で
は
「
内
海

の
輪
」は
、
考
古
学
世
界
を
描
い
た
作
品
と
し
て
は
金
字
塔
で
あ
る
よ
う
な

作
品
で
あ
っ
た
と
考
え
ま
す
。

　
小
説
に
描
か
れ
た
考
古
学
世
界
は
、
犯
罪
の
加
害
者
・
被
害
者
な
ど
ネ

ガ
テ
ィ
ブ
に
描
か
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
が
問
題
の
本
質
で
は

な
く
、
考
古
学
世
界
が
大
衆
文
化
の
中
で
現
状
ど
の
よ
う
な
位
置
を
占
め

て
い
る
か
の
羅
針
盤
で
す
。考
古
学
側
に
は
、
未
来
を
見
つ
め
な
が
ら
成
果

を
発
信
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
ま
す
。

研
究
発
表
「
小
説
に
描
か
れ
た
考
古
学
世
界
の
理
想
と

　
　
　
　
　
現
実̶

松
本
清
張
と
以
後
の
小
説̶

」

発
表
者: 

絹
畠
　
歩
（
奈
良
県
立
橿
原
考
古
学
研
究
所
主
任
研
究
員
）
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会　場　：松本清張記念館
期　間　：2022年7月29日（金）～10月23日（日）
※国立台湾文学館でも同時開催

　2022年7月29日（金）～10月30日（日）

　近年、華文ミステリーが話題となっています。中でも新しい台湾作家

の活躍は、日本をはじめ海外からも注目され始めています。

　台湾で読まれるミステリー作品の中には、日本の小説も多く含まれて

います。日本で人気の小説は、いち早く台湾の書店にも並び、多くの読

者が新作を心待ちにしています。このような日本ミステリー人気のきっ

かけのひとつが、80年代の松本清張ブームでした。

　「台湾文学」というアイデンティティを獲得するまで、多くの苦難を

乗り越えてきた台湾は、その過程において日本の文学を受容しました。

その影響関係や、清張作品の受容、そこから進化を遂げた現在の台湾ミ

ステリー、日本ミステリーの状況についてご紹介します。

構
　
成

１
．目
撃
証
人
の
告
白

　
日
本
と
も
関
り
の
深
い
台
湾
文
学
の
歴
史

　
を
知
っ
て
い
ま
す
か
？―

―

あ
な
た
は
今
「

　
台
湾
文
学
」の
目
撃
者
と
な
る
の
で
す
。

２
．現
場
の
如
何
な
る
痕
跡
も
見
逃
さ 

　
　な
い

　
メ
イ
ド
・
イ
ン
・
台
湾
の
推
理
小
説
が
ど

　
の
よ
う
に
し
て
生
ま
れ
た
か―

―

時
代
を

　
遡
っ
て
現
場
を
追
跡
せ
よ
！

３
．断
崖
の
向
こ
う
か
ら
来
た
推
理

　
海
を
渡
っ
て
台
湾
で
起
こ
っ
た
清
張
ブ
ー

　
ム
。台
湾
ミ
ス
テ
リ
ー
に
も
大
き
な
影
響
を

　
与
え
た
の
を
ご
存
知
で
す
か
？

４
．終
わ
り
な
き
探
究

　
最
期
ま
で
「
真
実
探
究
」
の
歩
み
を
止
め
な

　
か
っ
た
作
家
・
松
本
清
張
の
、
生
い
立
ち

　
か
ら
創
作
活
動
ま
で
ご
覧
に
い
れ
ま
し
ょ

　
う
。

５
．遺
さ
れ
た
指
紋
は
誰
の
も
の
？

　
現
在
、
台
湾
と
日
本
の
ミ
ス
テ
リ
ー
界
は

　
多
彩
で
豊
か
な
作
品
に
あ
ふ
れ
て
い
ま
す
。

　
誰
が
何
故
、
何
の
た
め
に
？―

―

答
え
は

　
本
展
で
。

６
．ミ
ス
テ
リ
ー
に
隠
さ
れ
た
真
相

　
国
立
台
湾
文
学
館
（
台
南
市
）・
北
九
州
市

　
立
松
本
清
張
記
念
館
の
知
ら
れ
ざ
る
活
動

　
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

「
民
俗
台
湾
」1
巻
1
号
　
1
9
4
1
年
　

国
立
台
湾
文
学
館
所
蔵

「零の焦点」原稿

『
焦
點
』1
9
7
7
年
　
林
白
出
版
社

台
湾
で
70
年
代
に
出
版
さ
れ
た

松
本
清
張『
ゼ
ロ
の
焦
点
』

林
佛
兒『
島
嶼
謀
殺
案
』1
9
8
4
　

林
白
出
版
社

松本清張没後30年記念  国立台湾文学館・北九州市立松本清張記念館　共同企画展示

遺された指紋――松本清張と台湾ミステリー小説

国立台湾文学館

ミ
ス
テ
リ
ー
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◆「遺された指紋－松本清張と台湾ミステリー小説」 

　　in 台湾文化センター　　　　　　　　　　　　 　　　
　会場：台北駐日経済文化代表処台湾文化センター

　　　 （東京都港区虎ノ門1丁目1－12虎ノ門ビル2階 ）

　期間：2022年7月29日（金）～８月19日（金）

関 連 イ ベ ン ト

©2009 「ゼロの焦点」製作委員会 ©1 PRODUCTION FILM CO. ALL RIGHTS RESERVED.

コ ラ ボ 企 画

◆辻利茶舗×「松本清張と台湾ミステリー小説」

　SEICHO café の期間限定メニュー

　   「ふわふわの焦点」台湾カステラと台湾茶のセットメニュー　

「ふわぁっふぁ」と「しゅわっしゅぁ」の魔性の食感

小倉北区京町のスィーツ店「Fralito-Fwalito （ふらりとふわりと）」

の特製メレンゲが織りなす「ふわぁっふぁ」「しゅわっしゅぁ」食感

の台湾カステラと辻利茶舗自慢の台湾茶をセットで楽しめる期間

限定メニューです。この機会に、ぜひお試しください。
※辻利茶舗では、東方美人・凍頂烏龍茶などの台湾茶もとり揃えています。

SEICHO café 新メニュー

SEICHO café 新コラボメニュー

いちごスムージー  560 円

見た目の可愛さ
だけでなく、カ
ロリー低めで、
ビタミン C や
ペクチンなど美
容効果を期待で
きるさまざまな
成分が含まれて
います。夏にう
れしい逸品！

あずきと抹茶のスムージー660円

あずきと抹茶を
使った飲みやす
く満足度のある
スムージー！暑
い夏にぴったり
な逸品！

◆上映作品：
  『返校　言葉が消えた日』

  『ゼロの焦点』

　会場：小倉昭和館

　　　　（北九州市小倉北区魚町4丁目2-9）

　期間：2022年９月3日（土）～16日（金）　

S e i c h O
C a f e’

静聴カフェ

P o i n t s  &  l i n e s

松
本
清
張
記
念
館
　
企
画
展
示
室
横
に
カ
フ
ェ
が
あ
り
ま
す

〝葬られた戦後史が甦る

　　　　清張作品と台湾ミステリー〟

・台湾カステラ×東方美人茶　1,200 円
・台湾カステラ×凍頂烏龍茶　    900 円

詳しくはインスタ
グラムをチェック
してください。

老舗映画館「小倉昭和館」は、8月10日に発生した旦過市
場の火災により全焼し、映画の上映はできなくなりまし
たが、「小倉昭和館」への感謝と応援の思いを込めて、記
事を掲載させていただきました。

企画展記念上映
【
返
校
　
言
葉
が
消
え
た
日
】

【
ゼ
ロ
の
焦
点
】
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TEL.093-582-2761

　令和３年度第３回目の清張サロンは、加島巧・松本清
張記念館友の会会長を講師に「松本清張から拡がる読書
（１）－森鷗外」と題し、『文芸推理小説選集１　森鷗
外・松本清張集』の松本清張が記した「解説にかえて
（鷗外の暗示）」などの資料を基に、お話しいただきま
した。
　「推理小説は、人間が描かれてないと、文学に縁遠い
ものになる。」という松本清張の意見などを詳細かつ奥
深く、解説いただきました。また、津和野での加島会長
と松本清張との遭遇話など、とても興味深い話もたくさ
んあり、会員の皆さんも時間の経つのも忘れ、聞き入っ
ていました。講演後も、加島会長に個別に質問に訪れる
方もいらっしゃり、没後30年の松本清張、没後100年の
森鷗外の二人の偉大な作家に思いを馳せる、良い機会に
なったのではないでしょうか。

友の会 活動報告
● 清張サロン

第3回清張サロン（北九州森鷗外記念会との連携事業）

日　時：令和４年６月２５日（土）１４：００～１５：３０
会　場：松本清張記念館企画展示室（２９名参加）
テーマ：「松本清張から拡がる読書（１）－森鷗外」
講　師：加島　巧氏（松本清張記念館友の会・会長）

● 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。

友の会入会のお申込は、
松本清張記念館友の会事務局まで

松本清張記念館友の会・会長 加島　巧氏

募集要項

切り捨てられた明治の尊攘派―
『昭和史発掘』精神による「維新史発掘」

遠矢浩規（早稲田大学政治経済学術院教授）

 日本語・中国語・英語圏における
『砂の器』の受容と展開
 （代表）田中ゆかり（日本大学教授）

松本清張研究奨励
事業入選企画決定

企画名

企画名

入選者

入選者

第24回 
松 本 清 張 研 究
奨 励 事 業 募 集

第25回 

松本清張研究奨励事業は 24回目を迎えました。選考委員
会による審査の結果、２件の研究企画が入選しました。

対　象

内　容

募集期限

①松本清張の作品や人物を研究する活動
②松本清張の精神を継承する創造的かつ斬新
な活動（調査､研究等）
※上記①②の活動で、これから行おうとするもの。
 ジャンルは問いません。ただし､未発表に限ります｡ 
　個人又は団体も可。
入選者（団体）に120万円を上限とする研究奨金を
支給します。

令和５年3月31日

※詳しくは、ホームページをご覧になるか、
　記念館までお問い合わせください。
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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

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

北九州市印刷物登録番号 第2210073B号 

こども図書館

セント
シティ

小倉駅

　毎年8月に開館記念講演会を実施してい
ます。今年は8月21日に生物学者の福岡伸
一氏を講師にお迎えし「生命を捉えなおす～
動的平衡の視点から～」をテーマに講演を
していただきます。内容は次回の館報で
お届けします。
　また、今回の館報でもお知らせしてい
ますが、清張没後30年を記念して、国立
台湾文学館との共同企画展「遺された指
紋―松本清張と台湾ミステリー小説」を
開催しています。どうぞ記念館に足をお
運びいただき、清張と台湾ミステリーの
魅力にふれてみてください。（T.O）

◆記念館館長あいさつ◆
　館長　古賀　厚志

　４月に松本清張記念館の館長を拝命いたしました古賀厚志と申します。
　このような素晴らしい記念館で、研究活動への支援や清張先生の魅
力発信などの一翼を担う機会を頂戴し、望外の喜びと、大変身の引き
締まる思いでございます。
　没後30年を迎えた今、次世代への効果的な魅力発信が不可欠だと考
えています。とりわけ、子どもたちに対しては、「度重なる逆境に
あっても人並み以上の努力や学びによってたくましく人生を切り開い
てきたこと」や「絶えず弱い立場の人たちの気持ちに寄り添っておら
れたこと」など、清張先生の生き様 や考え方、人となりに関しても、
工夫によりうまく伝えていくことが必要だと考えています。
　微力ながら一生懸命頑張ってまいります。どうぞよろしくお願い申
し上げます。

ミュージアムショップの新グッズの紹介

松本清張没後30年となる今年、2022年
̶̶ 遂に松本清張Ｔシャツが登場！

詳しくはハードコアチョコ
レートのホームページをご
覧ください。

　唯一無二のオリジナルデザインＴシャツを製造・販売する
ハードコアチョコレート（コアチョコ）が手掛ける文豪レジ
ェンドシリーズに松本清張Ｔシャツが登場！ブラックカラー
とスミカラーの２タイプのデザインを同時発売。
　定価4,400円（税込）と少々お高めですが、松本清張の世界
観がぎゅっと詰まった価値ある1枚です！

作家の精悍な肖像と推理小説をイメージさせるロゴをフロントに配し、バックを直筆原稿の山と作品タイトルで覆っ
たブラックカラー。昭和史最大の謎、「下山事件」の現場を取材する貴重な姿がプリントされたスミカラー。どちら
も松本清張の重厚で圧倒的な作家性を象徴するデザインとなっている。　（※ハードコアチョコレート公式 HPより抜粋）

●編集後記●

制 作 有限会社シーズ
https://www.seicho-mm.jp

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                                     


