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「
そ
う
い
え
ば
、志
村
さ
ん
の
枕
元
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　俳
句
雑
誌
が
い
つ
も
お
い
て
あ
り
ま
し
た
な
」 （
医
者
）

（
志
村
さ
ち
女
）

̶

春
を
待
ち
人
待
ち
布
団
の
衿
拭
き
ぬ
。

「
そ
の
句
を
わ
れ
わ
れ
が
選
ん
で
い
た
か
と
思
う
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　妙
に
身
近
に
感
じ
ま
す
」 （
同
人
）

■ 

巻
頭
句
の
女

志
村
さ
ち
女
は
俳
句
雑
誌「
蒲が

ま

の
穂
」の
投
句

者
で
、一
度
巻
頭
に
選
ば
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、こ
こ
の
と
こ
ろ
三
回
続
け
て
投
句
が

な
い
。

主
宰
者
の
石
本
麦ば

く
じ
ん人

ら
は
、胃
潰
瘍
で
施
療
院

「
愛
光
園
」に
入
所
し
て
い
る
さ
ち
女
の
こ
と
が

心
配
に
な
り
、直
接
見
舞
に
行
く
こ
と
に
し
た
。医
師
の

話
を
聞
く
と
、さ
ち
女
は
胃
癌
だ
っ
た
が
退
院
し
て
い

た
。彼
女
の
境
遇
に
同
情
し
た
岩
本
英
太
郎
と
い
う
男
と

の
間
に
愛
情
が
生
じ
、結
婚
す
る
か
ら
と
岩
本
に
引
き
取

ら
れ
た
と
い
う
の
だ
っ
た
。

同
人
の
藤
田
青せ

い

さ沙
は〈
春
を
待
ち
人
待
ち
布
団
の
衿
拭

き
ぬ
〉と
い
う
さ
ち
女
の
句
か
ら
、彼
女
に
訪
れ
た
恋
愛

を
察
し
い
っ
そ
う
様
子
を
知
り
た
く
な
っ
た
。し
か
し
家

を
訪
ね
る
と
、彼
女
は
す
で
に
死
ん
で
い
た
。

青
沙
と
麦
人
は
そ
の〈
短
い
幸
福
〉を
悼
ん
だ
が
、麦
人

は
さ
ち
女
が
亡
く
な
っ
た
夜
、岩
本
の
借
り
た
家
に
何
度

も
車
が
来
た
こ
と
が
気
に
な
っ
た
。調
べ
て
い
く
と
、近

所
で
は
知
ら
な
い
医
者
が
来
て
い
た
こ
と
、葬
儀
屋
も
家

政
婦
も
よ
く
分
か
ら
な
い
こ
と
な
ど
も
、あ
る
疑
念
を
募

ら
せ
た
。さ
ち
女
の
死
ん
だ
夜
に
何
が
行
わ
れ
た
の
か
？

文
芸
評
論
家
の
平
野
謙
は
そ
の
完
全
犯
罪
計
画
が
破

綻
し
た
契
機
を
、俳
句
が〈
全
人
的
救
い
〉（
さ
ち
女
）で

あ
り
う
る
こ
と
と
、俳
句
結
社
の〈
人
間
的
連
帯
〉（
同
人

の
苦
難
を
見
て
見
ぬ
ふ
り
し
な
い
と
い
う
こ
と
）に
も
と

め
て
い
る
。

松
本
清
張
も
戦
前
、朝
日
新
聞
社
内
の
厚
生
俳
句
会
に

参
加
し
、投
句
も
し
て
い
る
。そ
の
句
会
で
、俳
人
同
士
の

繋
が
り
や
集
ま
り（
結
社
）の
雰
囲
気
な
ど
に
触
れ
た
こ
と

は
、こ
の「
巻
頭
句
の
女
」に
も
生
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ

ろ
う
。ち
な
み
に
、主
人
公
の
石
本
麦
人
は
医
者
で〈
煙
草

が
好
き
〉と
の
設
定
で
、戦
前
か
ら
小
倉
で
付
き
合
い
が
あ

り
、ヘ
ビ
ー
ス
モ
ー
カ
ー
で
も
っ
ぱ
ら
外
国
煙
草
を
吸
っ

て
い
た
横
山
白
虹
を
参
考
に
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
学
芸
担
当
主
任　

中
川 

里
志
）
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は
じ
め
ま
し
て
。

佐
藤
で
す
。
暑
い
中
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

皆
さ
ん
は
こ
こ
に
来
る
だ
け
で
も
大
変
だ
っ
た
と

思
う
の
で
、講
演
は
50
分
ぐ
ら
い
で
早
め
に
休
憩
し

て
、後
半
30
分
は
サ
プ
ラ
イ
ズ
ゲ
ス
ト
の
危
険
地
帯

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
・
丸
山
ゴ
ン
ザ
レ
ス
さ
ん
と
対
談
し

て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
今
日
は
東
京
か
ら
僕
の
担

当
編
集
者
た
ち
に
も
来
て
い
た
だ
い
て
ま
す
が
、東
京

の
出
版
業
界
を
離
れ
て
せ
っ
か
く
小
倉
に
来
た
の
で
、

な
か
な
か
東
京
で
は
話
す
機
会
が
な
い
話
を
し
て
み

た
い
と
思
い
ま
す
。
僕
ら
作
家
の
こ
と
を
ス
ト
ー
リ
ー

テ
ラ
ー
と
言
い
ま
す
が
、我
々
は
一
体
何
を
し
て
い
る

の
か
、自
己
批
判
、自
己
反
省
も
含
め
て
、僕
も
そ
う
だ

し
、編
集
者
た
ち
に
も
ち
ょ
っ
と
内
省
し
て
い
た
だ
く

と
い
う
形
で
や
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

今
日
は
、質
疑
応
答
の
時
間
が
と
れ
ま
せ
ん
の
で
、

予
め
い
た
だ
い
た
質
問
の
中
か
ら
幾
つ
か
講
演
中
に

お
答
え
で
き
た
ら
な
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
、「
例
え
ば
外
国
の
犯
罪
多
発
地
域
な
ど
に
関

す
る
情
報
は
、イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
以
外
に
、ど
ん
な
方

法
で
取
材
な
さ
っ
て
い
ま
す
か
」
と
い
う
質
問
で
す

が
、こ
れ
は
、ア
ジ
ア
で
は
た
ぶ
ん
一
番
の
危
険
地
帯

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
だ
と
思
う
丸
山
ゴ
ン
ザ
レ
ス
さ
ん

が
、旅
か
ら
帰
っ
て
僕
の
書
斎
に
遊
び
に
来
て
、テ
レ

ビ
で
は
使
え
な
い
い
ろ
ん
な
情
報
を
バ
ー
ッ
と
話
し

て
く
れ
る
ん
で
す
。
そ
れ
が
限
り
な
く
一
次
情
報
に

近
い
、自
分
で
見
て
き
た
こ
と
を
話
し
て
く
れ
ま
す
の

で
、僕
の
取
材
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
様
子
は
ま
さ

に
後
半
で
見
て
い
た
だ
け
る
と
思
い
ま
す
。

も
う
一
つ
、「
松
本
清
張
先
生
が
今
の
世
界
で
ご
活

躍
し
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、清
張
先
生
は
『
黒
い
霧
』

の
切
り
口
か
ら
、今
現
在
の
政
治
と
社
会
情
勢
を
ど
の

よ
う
に
見
て
、ど
の
よ
う
な
解
釈
で
、ど
の
よ
う
な
行

動
の
視
座
を
私
た
ち
に
お
示
し
く
だ
さ
る
で
し
ょ
う

か
」
と
い
う
質
問
で
す
。
こ
れ
は
結
局
、ご
本
人
し
か

わ
か
り
ま
せ
ん
よ
ね
。
想
像
す
る
し
か
な
い
で
す
け

ど
、今
日
の
テ
ー
マ
に
も
つ
な
が
っ
て
く
る
の
で
、僕

は
こ
う
思
い
ま
す
よ
と
い
う
話
を
後
で
す
る
つ
も
り

で
す
。

と
に
か
く
人
間
は
ス
ト
ー
リ
ー
が
好
き

「
若
い
方
の
本
離
れ
が
進
ん
で
い
ま
す
が
、先
生
が

十
代
に
読
ん
で
欲
し
い
本
は
な
ん
で
す
か
」
と
い
う
シ

ン
プ
ル
で
僕
ら
の
業
界
は
身
に
つ
ま
さ
れ
る
質
問
も

い
た
だ
き
ま
し
た
。
僕
の
友
人
だ
っ
た
詩
人
の
河
村
悟

さ
ん
は
質
問
に
答
え
な
い
で
、そ
こ
か
ら
別
の
話
の
流

れ
を
作
っ
て
い
ま
し
た
が
、僕
も
こ
の
問
い
を
同
じ
よ

う
に
使
わ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

本
離
れ
は
、日
本
だ
け
で
は
な
く
て
、ア
メ
リ
カ
な

ど
で
も
同
じ
み
た
い
で
す
。
ア
メ
リ
カ
の
ワ
シ
ン
ト
ン

＆
ジ
ェ
フ
ァ
ー
ソ
ン
大
学
で
ス
ト
ー
リ
ー
テ
リ
ン
グ

の
構
造
を
研
究
し
て
い
る
ジ
ョ
ナ
サ
ン
・
ゴ
ッ
ト
シ
ャ

ル
が
『
ス
ト
ー
リ
ー
が
世
界
を
滅
ぼ
す
（
原
題
：
ザ
・
ス

ト
ー
リ
ー
・
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
）』と
い
う
本
を
書
い
て
い

ま
す
。
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
を
直
訳
す
る
と
「
ス
ト
ー
リ
ー

テ
リ
ン
グ
へ
の
愛
が
、い
か
に
社
会
を
築
き
、崩
壊
さ

せ
る
か
」
と
な
り
ま
す
。
こ
の
本
、た
ぶ
ん
編
集
者
た

ち
が
読
ん
で
ひ
っ
く
り
返
っ
て
、明
日
か
ら
仕
事
に
出

ら
れ
な
い
ぐ
ら
い
の
強
烈
な
内
容
だ
と
思
っ
た
ん
で

す
が
、東
京
で
何
人
か
に
印
象
を
聞
い
て
み
た
ら
、意

外
と
僕
が
思
っ
た
ほ
ど
深
く
読
ま
れ
て
い
ま
せ
ん
で

し
た
。

こ
の
ゴ
ッ
ト
シ
ャ
ル
が
、学
生
に
「
自
分
の
人
生
の

中
で
、大
切
な
も
の
に
1
か
ら
10
ま
で
点
数
を
つ
け
る

と
し
た
ら
、君
の
人
生
に
と
っ
て
ス
ト
ー
リ
ー
に
は
、

ど
れ
ぐ
ら
い
ポ
イ
ン
ト
を
あ
げ
ら
れ
ま
す
か
」
と
聞
く

ん
で
す
。
そ
う
す
る
と
、10
段
階
評
価
で
ス
ト
ー
リ
ー

は
自
分
に
と
っ
て
2
か
3
と
い
う
答
え
が
ほ
と
ん
ど

ら
し
い
で
す
ね
。
そ
の
後
で
、ス
ト
ー
リ
ー
に
は
ナ
ラ

テ
ィ
ブ
も
含
ま
れ
る
と
言
う
と
、最
終
的
に
は
自
分
の

人
生
で
ス
ト
ー
リ
ー
に
費
や
し
て
い
る
ポ
イ
ン
ト
は

何
と
10
に
な
っ
て
し
ま
う
。

英
語
で
物
語
は
、ス
ト
ー
リ
ー
テ
リ
ン
グ
と
ナ
ラ

テ
ィ
ブ
の
二
つ
に
分
け
ら
れ
ま
す
。
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
を
わ

か
り
や
す
く
言
え
ば
ト
ー
ク
で
す
。
こ
う
い
う
ト
ー

ク
も
そ
う
で
す
し
、お
笑
い
番
組
で
芸
人
さ
ん
が
面
白

か
っ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
30
秒
に
圧
縮
し
て
話
す
ト
ー

ク
や
、あ
る
い
は
ユ
ー
チ
ュ
ー
バ
ー
、あ
れ
は
完
全
な

ナ
ラ
テ
ィ
ブ
で
す
ね
。
自
分
に
あ
っ
た
こ
と
を
話
し

て
、編
集
し
て
い
る
こ
と
自
体
が
ス
ト
ー
リ
ー
で
す
。

学
生
た
ち
は
、そ
の
ト
ー
ク
の
部
分
が
編
集
さ
れ
た
ス

ト
ー
リ
ー
だ
と
い
う
こ
と
が
認
識
に
入
っ
て
い
な
い

の
で
、そ
れ
も
入
れ
て
あ
げ
る
。
オ
ン
ラ
イ
ン
・
ゲ
ー

ム
は
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
で
は
な
い
で
す
が
、プ
レ
イ
ヤ
ー
は

ゲ
ー
ム
の
デ
ザ
イ
ナ
ー
が
作
っ
た
ス
ト
ー
リ
ー
の
中

を
回
っ
て
い
る
の
で
、ス
ト
ー
リ
ー
テ
リ
ン
グ
に
触
れ

て
い
ま
す
。
あ
と
は
歌
の
世
界
。
こ
れ
ら
も
全
部
ス

ト
ー
リ
ー
だ
と
学
生
に
言
っ
て
、も
う
一
度
、毎
日
、何

時
間
ぐ
ら
い
こ
の
ス
ト
ー
リ
ー
に
つ
き
合
っ
て
い
る

か
計
算
さ
せ
た
ら
、大
体
平
均
5
時
間
と
出
る
ん
で
す

よ
。
こ
れ
は
相
当
な
時
間
で
、ス
ポ
ー
ツ
の
ト
レ
ー
ニ

ン
グ
や
教
会
で
お
祈
り
し
た
り
、料
理
を
す
る
時
間
よ

り
も
圧
倒
的
に
多
い
。
そ
れ
く
ら
い
人
は
ス
ト
ー
リ
ー

に
多
く
の
時
間
を
費
や
し
て
い
て
、か
つ
そ
の
事
実
に

気
づ
い
て
い
な
い
現
実
が
、ゴ
ッ
ト
シ
ャ
ル
の
テ
ス
ト

か
ら
わ
か
り
ま
す
。

ス
ト
ー
リ
ー
テ
ラ
ー
が
存
在
す
る
に
は
、と
に
か
く

ス
ト
ー
リ
ー
が
好
き
と
い
う
こ
の
人
間
の
前
提
が
な

け
れ
ば
い
け
な
い
。
も
う
一
つ
、先
ほ
ど
、佐
藤
究
先
生

と
紹
介
さ
れ
ま
し
た
が
、僕
の
先
輩
の
作
家
た
ち
も
み

ん
な
先
生
と
呼
ば
れ
て
い
て
、日
本
に
限
ら
ず
世
界
で

も
ス
ト
ー
リ
ー
テ
ラ
ー
の
社
会
的
価
値
が
す
ご
く
高

い
ら
し
い
で
す
ね
。『
ス
ト
ー
リ
ー
が
世
界
を
滅
ぼ
す
』

に
こ
う
書
い
て
あ
り
ま
す
。

物
語
の
恩
恵
を
受
け
る
の
は
聴
き
手
だ
け
で
は

な
い
。
物ス

ト
ー
リ
ー
テ
ラ
ー

語
の
語
り
手
は
私
た
ち
に
た
く
さ
ん
の
も

の
を
与
え
て
く
れ
る
が
、私
た
ち
か
ら
も
大
き
な
見

返
り
を
得
て
い
る
。
世
界
中
の
部
族
の
ス
ト
ー
リ
ー

テ
ラ
ー
が
高
い
社
会
的
地
位
を
享
受
し
て
い
る
こ

と
が
、人
類
学
者
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い

る
。
例
え
ば
、オ
ン
ラ
イ
ン
学
術
誌
『
ネ
イ
チ
ャ
ー
・

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ズ
（
N
a
t
u
r
e 

C
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
s
）』
の
最
近
の

調
査
に
よ
れ
ば
、フ
ィ
リ
ピ
ン
の
狩
猟
採
集
民
ア
イ

タ
族
の
中
で
、優
れ
た
ス
ト
ー
リ
ー
テ
ラ
ー
は
さ
ま

ざ
ま
な
恩
恵
に
浴
し
て
い
る
。 

※
1

こ
の
ア
イ
タ
族
は
狩
猟
採
集
民
で
す
か
ら
、狩
り

を
す
る
人
が
一
番
偉
い
は
ず
な
の
に
、夢
中
に
な
れ

る
物
語
を
自
分
た
ち
に
与
え
て
く
れ
る
者
を
最
大
に

評
価
し
て
い
る
。
ゴ
ッ
ト
シ
ャ
ル
は
続
け
て
こ
う
言

い
ま
す
。

私
た
ち
も
同
じ
で
あ
る
。
私
た
ち
に
は
優
れ
た

物
語
へ
の
あ
く
な
き
欲
求
が
あ
り
、そ
の
語
り
手

に
報
酬
を
惜
し
ま
な
い
。
私
た
ち
の
社
会
で
最
も

あ
が
め
ら
れ
、地
位
の
高
い
メ
ン
バ
ー
は
、フ
ィ
ク

シ
ョ
ン
の
作
り
手
¦
ス
タ
ー
級
の
作
家
、映
画
製

作
者
、俳
優
、コ
メ
デ
ィ
ア
ン
、歌
手
だ
。『
フ
ォ
ー
ブ

ス
』
誌
に
よ
る
世
界
で
最
も
報
酬
の
高
い
有
名
人
の

2
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張
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佐
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霧



格
付
け
に
名
を
連
ね
る
の
は
圧
倒
的
に
こ
の
よ
う

な
物
語
の
作
り
手
た
ち
で
、ス
ポ
ー
ツ
選
手
が
後
に

続
く
。
こ
れ
は
ず
い
ぶ
ん
奇
妙
な
こ
と
だ
。
ア
イ
タ

族
と
同
様
に
、私
た
ち
は
自
分
の
生
活
を
支
え
て
く

れ
る
人
々
¦
病
気
を
治
す
医
師
、そ
も
そ
も
病
気

に
な
ら
な
い
よ
う
に
し
て
く
れ
て
い
る
下
水
道
技

師
、社
会
を
運
営
し
て
く
れ
て
い
る
政
府
職
員
、食

べ
物
を
作
っ
て
く
れ
て
い
る
農
家
、私
た
ち
を
守
っ

て
く
れ
て
い
る
軍
人
に
名
声
や
富
を
与
え
て
い
な

い
。
そ
れ
な
の
に
、ご
っ
こ
遊
び
の
達
人
た
ち
¦

い
わ
ば
人
前
で
お
ま
ま
ご
と
を
し
て
人
生
を
費
や

し
て
い
る
人
々
に
と
て
つ
も
な
い
名
声
と
富
を
与

え
て
い
る
。 

※
2

最
後
の
数
行
は
我
々
作
家
に
と
っ
て
も
痛
烈
で
す
。

「
人
前
で
お
ま
ま
ご
と
を
し
て
人
生
を
費
や
し
て
い
る

人
々
」
と
い
う
の
は
。
で
も
こ
の
指
摘
は
当
た
っ
て
い

ま
す
ね
。
本
当
な
ん
で
す
。
こ
こ
で
言
う
「
ご
っ
こ
遊

び
」
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
、つ
ま
り
噓
の
こ
と
で
す
。
書

く
側
は
、種
も
仕
掛
け
も
あ
る
噓
だ
と
わ
か
っ
て
い

る
。
そ
れ
で
先
生
と
呼
ば
れ
る
の
は
お
か
し
い
だ
ろ

う
と
、だ
ん
だ
ん
こ
の
仕
事
が
嫌
に
な
っ
て
く
る
ん
で

す
。
松
本
清
張
先
生
も
『
日
本
の
黒
い
霧
』
を
ほ
と
ん

ど
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
書
い
て
、書
い
た
背
景
な
ど

を
い
ろ
い
ろ
見
る
と
、清
張
先
生
も
こ
の
噓
の
話
を
作

り
続
け
る
こ
と
に
ち
ょ
っ
と
飽
き
飽
き
し
て
い
た
部

分
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
に

も
か
か
わ
ら
ず
、人
間
は
本
当
に
ス
ト
ー
リ
ー
が
好
き

で
、ス
ト
ー
リ
ー
テ
ラ
ー
を
祀
り
上
げ
る
構
造
が
社
会

に
あ
る
ん
で
す
。

『
日
本
の
黒
い
霧
』
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
書
い
た
理
由

G
H
Q
の
占
領
下
に
起
き
た
様
々
な
事
件
を
ノ
ン

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
書
い
た『
日
本
の
黒
い
霧
』は
、い
ろ

ん
な
評
価
と
批
判
も
あ
っ
て
、「
黒
い
霧
」と
い
う
言
葉

が
当
時
の
流
行
語
に
な
る
ほ
ど
広
く
読
ま
れ
ま
し
た
。

清
張
先
生
が
文
庫
下
巻
に
「
な
ぜ
『
日
本
の
黒
い
霧
』

を
書
い
た
の
か
¦
あ
と
が
き
に
代
え
て
¦
」
と
い

う
文
章
を
寄
せ
て
い
る
の
で
、朗
読
し
て
み
ま
す
。

『
日
本
の
黒
い
霧
』
を
ど
う
い
う
意
図
で
書
い
た

か
、と
い
う
質
問
を
、こ
れ
ま
で
私
は
た
び
た
び
人

か
ら
受
け
た
。

こ
れ
は
、小
説
家
の
仕
事
と
し
て
、ち
ょ
っ
と
奇

異
な
感
じ
を
読
者
に
与
え
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
だ

れ
も
が
一
様
に
い
う
の
は
、松
本
は
反
米
的
な
意
図

で
こ
れ
を
書
い
た
の
で
は
な
い
か
、と
の
言
葉
で
あ

る
。
こ
れ
は
、占
領
中
の
不
思
議
な
事
件
は
、何
も

か
も
ア
メ
リ
カ
占
領
軍
の
謀
略
で
あ
る
と
い
う
一

律
の
構
成
で
片
づ
け
て
い
る
よ
う
な
印
象
を
持
た

れ
て
い
る
た
め
ら
し
い
。（
中
略
）

私
は
こ
の
シ
リ
ー
ズ
を
書
く
の
に
、最
初
か
ら
反

米
的
な
意
識
で
試
み
た
の
で
は
少
し
も
な
い
。
ま

た
、当
初
か
ら
「
占
領
軍
の
謀
略
」
と
い
う
コ
ン
パ

ス
を
用
い
て
、す
べ
て
事
件
を
分
割
し
た
の
で
も
な

い
。
そ
う
い
う
印
象
に
な
っ
た
の
は
、そ
れ
ぞ
れ
の

事
件
を
追
及
し
て
み
て
、帰
納
的
に
そ
う
い
う
結
果

に
な
っ
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。 

※
3

「
小
説
の
価
値
」が
ど
こ
に
あ
る
の
か

こ
こ
か
ら
や
っ
と
本
題
に
な
る
の
で
す
が
、「
小
説

の
価
値
」
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
最
初
に
結
論
を
言
っ

て
し
ま
う
と
、本
を
読
み
終
わ
っ
た
と
き
、最
後
に
「
本

書
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
す
。
実
在
す
る
個
人
、団
体
と

は
一
切
関
係
が
あ
り
ま
せ
ん
」
と
い
う
一
文
が
あ
り

ま
す
。
よ
く
あ
る
注
意
書
き
で
す
が
、実
は
あ
れ
こ
そ

「
小
説
の
価
値
」
で
は
な
い
か
と
最
近
思
い
は
じ
め
ま

し
た
。
あ
れ
は
、あ
の
一
文
が
機
能
す
る
よ
う
に
、も
の

す
ご
い
歴
史
を
積
み
重
ね
た
結
果
で
、人
類
の
作
っ
て

き
た
文
化
の
証
な
ん
で
す
。
そ
れ
が
何
を
も
た
ら
し

て
い
る
か
と
い
う
と
、「
こ
れ
は
よ
く
で
き
て
い
ま
す

が
、何
か
を〈
決
断
〉す
る
、あ
る
い
は〈
行
動
〉す
る
基

準
に
は
な
り
え
ま
せ
ん
よ
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
た
く

さ
ん
の
作
家
や
読
者
が
、フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
が
現
実
と
は

別
次
元
で
機
能
す
る
状
態
と
い
う
も
の
を
共
同
し
て

作
っ
て
き
た
。
も
し
、そ
の
バ
リ
ア
が
崩
れ
た
ら
ど
う

な
る
の
か
、そ
れ
は
陰
謀
論
と
い
う
話
に
つ
な
が
り
ま

す
。
陰
謀
論
者
が
何
を
や
っ
て
い
る
の
か
。
人
間
が
ど

う
動
く
の
か
を
元
特
殊
部
隊
員
が
レ
ク
チ
ャ
ー
で
こ

う
言
っ
て
い
ま
し
た
。「
ま
ず
〈
認
識
〉
が
あ
っ
て
、次

に
〈
決
断
〉
が
あ
っ
て
、そ
れ
か
ら
〈
行
動
〉
が
あ
る
」。

も
し
、「
本
書
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
す
」と
い
う
ス
ト
ッ

パ
ー
が
き
か
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
場
合
、事
実
で
も

何
で
も
な
い
も
の
を
「
認
識
」
し
て
、そ
れ
を
「
決
断
」

の
材
料
に
し
て
「
行
動
」
に
移
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ

と
が
起
き
る
ん
で
す
。

陰
謀
と
い
う
の
は
英
語
で
「
コ
ン
ス
ピ
ラ
シ
ー
」、

論
は
「
セ
オ
リ
ー
」
な
の
で
直
訳
し
て
陰
謀
論
と
か
陰

謀
説
と
言
い
ま
す
が
、ゴ
ッ
ト
シ
ャ
ル
は
そ
の
言
い
方

に
意
義
を
申
し
立
て
て
い
ま
す
。
セ
オ
リ
ー
と
い
う
か

ら
に
は
、い
ろ
ん
な
方
向
か
ら
の
検
証
が
あ
っ
て
、い

ろ
ん
な
力
を
受
け
な
が
ら
最
終
的
に
セ
オ
リ
ー
に
な

る
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
陰
謀
論
は
そ
の
過
程
を
経
て

い
な
い
。
だ
っ
た
ら
コ
ン
ス
ピ
ラ
シ
ー
・
ス
ト
ー
リ
ー
、

陰
謀
物
語
と
呼
ぶ
べ
き
じ
ゃ
な
い
か
と
。
僕
も
そ
れ
に

同
意
し
ま
す
。

Q
ア
ノ
ン
と
い
う
陰
謀
論
が
、ト
ラ
ン
プ
が
選
挙
で

バ
イ
デ
ン
に
負
け
る
前
の
年
ぐ
ら
い
に
、か
な
り
ア
メ

リ
カ
で
広
が
っ
て
日
本
で
も
問
題
に
な
り
ま
し
た
。
Q

ア
ノ
ン
は
、ト
ラ
ン
プ
の
共
和
党
支
持
で
、対
立
す
る

民
主
党
は
デ
ィ
ー
プ
ス
テ
ー
ト
と
い
う
悪
い
組
織
と

つ
な
が
っ
て
い
る
と
主
張
す
る
陰
謀
物
語
で
す
。
そ
の

元
に
な
る
ピ
ザ
ゲ
ー
ト
と
呼
ば
れ
る
事
件
が
あ
り
ま

し
た
。
2
0
1
6
年
の
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
大
統
領
選
挙

期
間
中
に
、民
主
党
支
持
者
が
経
営
す
る
ワ
シ
ン
ト
ン

の
ピ
ザ
店
が
陰
謀
の
舞
台
に
な
っ
て
い
る
、と
い
う
偽

情
報
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
広
が
っ
た
ん
で
す
が
、ピ

ザ
店
を
根
城
に
す
る
児
童
買
春
組
織
に
民
主
党
の
幹

部
た
ち
が
関
わ
っ
て
い
て
、地
下
室
で
何
か
悪
い
こ
と

を
や
っ
て
い
る
と
。
こ
の
根
も
葉
も
な
い
噓
を
真
に
受

け
て
、実
際
に
銃
を
持
っ
て
そ
の
ピ
ザ
店
に
押
し
入
っ

た
若
者
が
い
ま
す
。
彼
は
ス
ト
ー
リ
ー
を
そ
の
ま
ま
決

断
の
材
料
に
し
て
行
動
に
移
し
て
し
ま
っ
た
。
要
す
る

に
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
そ
の
行
動
の
材
料
に
す
る
人
間

が
銃
を
持
っ
た
状
態
で
現
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

先
ほ
ど
の
「
清
張
先
生
が
、今
ご
存
命
だ
っ
た
ら
何

を
や
っ
て
い
る
ん
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
問
い
に
立
ち

戻
る
と
、僕
に
は
先
生
が
ご
自
宅
で
、あ
る
ニ
ュ
ー
ス

を
ず
っ
と
興
味
深
そ
う
に
見
て
い
る
様
子
が
思
い
浮

か
び
ま
す
。
そ
れ
は
2
0
2
1
年
の
ア
メ
リ
カ
合
衆

国
連
邦
議
会
議
事
堂
襲
撃
事
件
で
す
。
ト
ラ
ン
プ
が

バ
イ
デ
ン
に
選
挙
で
負
け
て
、選
挙
は
無
効
で
、し
か

も
不
正
が
あ
っ
た
と
ひ
た
す
ら
主
張
し
て
、そ
れ
を
真

に
受
け
た
人
た
ち
が
暴
徒
と
化
し
て
議
事
堂
を
襲
い
、

8
0
0
人
ほ
ど
が
逮
捕
さ
れ
た
歴
史
的
大
事
件
で
す
。

結
果
と
し
て
不
正
の
証
拠
は
何
も
な
か
っ
た
。
た
と

え
あ
っ
た
と
し
て
も
、銃
を
持
っ
た
暴
徒
と
化
し
て
公

的
施
設
に
突
入
し
て
い
い
こ
と
に
は
な
ら
な
い
で
す

ね
。
ス
ト
ー
リ
ー
を
そ
の
ま
ま
受
け
取
っ
て
、「
決
断
」

の
材
料
に
し
て
、「
行
動
」し
て
し
ま
う
人
が
増
え
て
い

る
。「
そ
う
い
う
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
よ
」と
い
う
の
が

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
価
値
で
、人
間
が
長
く
培
っ
て
き
た

文
化
で
す
が
、今
そ
れ
が
崩
れ
つ
つ
あ
る
。
そ
の
理
由

と
し
て
、本
離
れ
の
質
問
に
戻
り
ま
す
が
、読
書
好
き

と
い
う
の
は
、清
張
先
生
の
話
も
含
め
て
よ
く
で
き
た

ス
ト
ー
リ
ー
に
ず
っ
と
触
れ
て
い
ま
す
の
で
、こ
の
Q

ア
ノ
ン
と
か
ピ
ザ
ゲ
ー
ト
に
つ
い
て
も
、ひ
ど
い
話
だ

け
ど
何
か
お
か
し
い
な
と
思
い
、地
下
室
で
の
犯
罪
を

知
っ
て
い
る
の
に
、な
ぜ
こ
の
人
は
書
く
だ
け
で
通
報

し
な
い
の
か
と
か
疑
問
が
出
て
く
る
の
で
す
が
、初
め

て
S
N
S
な
ど
を
通
し
て
良
く
で
き
た
ス
ト
ー
リ
ー

に
触
れ
る
人
は
免
疫
が
な
い
ん
で
す
よ
。
そ
の
ま
ま
信

じ
て「
行
動
」ま
で
行
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

「
小
説
の
価
値
」の
も
う
一
つ
は
、小
説
に
は
良
く
で

き
た
話
、最
高
レ
ベ
ル
の
も
の
が
た
く
さ
ん
あ
っ
て
、

そ
れ
ら
に
い
つ
で
も
触
れ
ら
れ
る
こ
と
で
す
。
僕
も
日

本
推
理
作
家
協
会
に
入
っ
て
、理
事
を
や
っ
て
い
ま
す

が
、推
協
の
会
員
が
そ
う
い
う
わ
け
の
わ
か
ら
な
い
行

動
に
走
っ
た
と
か
、詐
欺
に
引
っ
か
か
っ
た
と
い
う
話

は
聞
き
ま
せ
ん
。
僕
ら
も
創
作
と
い
う
意
味
で
は
噓
を

つ
き
続
け
て
い
て
、人
が
つ
い
て
い
る
噓
も
割
と
わ
か

る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
う
い

う
意
味
で
の「
小
説
の
価
値
」っ
て
あ
り
ま
す
。

ス
ト
ー
リ
ー
バ
ー
ス
を
交
流
さ
せ
、開
け
て
お
く

今
日
、こ
こ
に
ト
マ
ス
・
ピ
ン
チ
ョ
ン
の
『
V.
』
と
い

う
本
を
持
っ
て
き
ま
し
た
。
陰
謀
物
語
め
い
た
謎
を
追

う
諜
報
員
の
話
で
、他
に
も
筋
が
あ
っ
て
、本
当
に
も

う
陰
謀
物
語
以
上
に
わ
け
が
わ
か
ら
な
い
話
で
す
が
、

こ
の
小
説
で
善
悪
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を

ち
ょ
っ
と
読
み
ま
す
。

そ
れ
は
、二
つ
の
同
じ
サ
イ
ズ
の
ベ
ク
ト
ル
が
ぶ

つ
か
っ
て
数
値
不
明
の
X
マ
ー
ク
を
作
る
と
い
う

も
の
で
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、善
は
次
元
を
欠
い
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た
一
点
で
あ
っ
て
、そ
れ
を
取
り
囲
む
よ
う
に
、内

向
き
の
矢
印
が
ず
ら
り
と
並
ん
だ
図
柄
に
な
る
。
善

が
包
囲
さ
れ
て
追
い
詰
め
ら
れ
た
図
。 

※
4

と
い
う
描
写
を
し
て
い
ま
す
。こ
れ
非
常
に
す
ば
ら

し
い
で
す
。
片
方
に
悪
が
い
て
、も
う
片
方
に
善
が
い

て
、そ
れ
が
対
峙
し
て
戦
う
ん
じ
ゃ
な
く
て
、善
と
い

う
概
念
が
生
じ
る
と
き
、そ
れ
は
必
ず
ホ
イ
ー
ル
の
中

央
な
ん
だ
と
。
自
転
車
の
車
輪
に
た
と
え
れ
ば
、中
心

と
円
周
は
ス
ポ
ー
ク
で
つ
な
が
っ
て
い
る
ん
で
す
け

ど
、ピ
ン
チ
ョ
ン
の
比
喩
だ
と
、そ
の
ス
ポ
ー
ク
は
す

べ
て
内
向
き
の
矢
印
に
な
る
。
唯
一
の
善
が
悪
に
包
囲

さ
れ
、周
り
の
全
て
の
悪
が
善
に
向
か
っ
て
い
る
構
図

で
す
。
こ
れ
は
、陰
謀
ス
ト
ー
リ
ー
を
信
じ
て
行
動
に

移
す
人
が
陥
る
思
考
と
言
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
自
分
た
ち
以
外
は
全
部
敵
に
な
っ
て
し
ま
う
。

エ
コ
ー
チ
ェ
ー
ン
バ
ー
と
も
言
っ
た
り
し
ま
す
が
、こ

の
形
に
陥
る
と
こ
ろ
、陥
ら
せ
る
と
こ
ろ
が
ス
ト
ー

リ
ー
の
ダ
ー
ク
サ
イ
ド
の
効
力
で
も
あ
り
ま
す
。

ゴ
ッ
ト
シ
ャ
ル
は
、ス
ト
ー
リ
ー
バ
ー
ス
、ス
ト
ー

リ
ー
の
宇
宙
を
1
人
1
個
持
っ
て
い
る
と
い
う
考
え

方
を
提
案
し
て
い
ま
す
。
ま
さ
に
そ
の
通
り
で
、僕
ら

も
生
ま
れ
て
、人
と
会
っ
て
い
ろ
ん
な
経
験
や
記
憶
し

て
い
る
固
有
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
持
っ
て
い
ま
す
よ
ね
。

全
員
が
違
う
ス
ト
ー
リ
ー
バ
ー
ス
な
ん
で
す
。
何
故
そ

れ
が
閉
じ
な
い
か
と
い
う
と
、相
互
に
交
流
し
て
い
る

か
ら
閉
じ
な
い
わ
け
で
す
。
自
分
と
相
手
の
ス
ト
ー

リ
ー
バ
ー
ス
を
重
ね
合
わ
せ
て
い
る
よ
う
な
イ
メ
ー

ジ
で
す
が
、ピ
ン
チ
ョ
ン
が
言
っ
た
「
善
と
は
次
元
を

欠
い
た
一
点
」
の
状
態
に
な
っ
て
し
ま
う
と
、そ
の
ス

ト
ー
リ
ー
バ
ー
ス
か
ら
外
に
出
ら
れ
な
い
。
陰
謀
物
語

を
発
信
す
る
人
間
は
、そ
の
書
き
方
も
絶
妙
で
、受
け

手
を
外
に
出
さ
な
い
よ
う
に
仕
掛
け
る
。
そ
う
な
っ
て

は
い
け
ま
せ
ん
と
い
う
意
味
で
も
、「
本
書
は
フ
ィ
ク

シ
ョ
ン
で
あ
り
、実
在
の
団
体
・
個
人
と
は
一
切
関
係

あ
り
ま
せ
ん
」
と
い
う
一
文
が
機
能
す
る
文
化
的
状
況

に
は
大
き
な
価
値
が
あ
る
ん
で
す
。

小
説
の
形
式
で
多
く
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
取
り
入

れ
る
か
ら
こ
そ
、偽
情
報
に
た
や
す
く
踊
ら
さ
れ
な
い

精
神
と
い
う
文
化
的
な
資
産
を
受
け
取
る
こ
と
が
で

き
る
。
こ
の
「
読
書
」
と
い
う
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
す
っ

飛
ば
し
て
、
S
N
S
で
の
陰
謀
ス
ト
ー
リ
ー
で
す
ね
、

こ
れ
は
た
ぶ
ん
情
報
戦
争
み
た
い
な
も
の
と
言
っ
て

も
い
い
ん
で
す
が
、そ
う
い
う
情
報
を
浴
び
せ
ら
れ
る

と
、簡
単
に
だ
ま
さ
れ
る
人
も
増
え
て
く
る
。

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を「
行
動
」や
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　「
決
断
」の
基
準
に
し
な
い

清
張
先
生
は
『
日
本
の
黒
い
霧
』
に
つ
い
て
、米
軍

の
謀
略
あ
り
き
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
の
批
判
に

対
し
て
、「
そ
れ
ぞ
れ
の
事
件
を
追
及
し
て
み
て
、帰
納

的
に
そ
う
い
う
結
果
に
な
っ
た
に
す
ぎ
な
い
」
と
反
論

し
て
い
ま
す
。
先
生
の
言
う
帰
納
的
と
は
、論
理
的
思

考
法
の
一
つ
で
す
が
、い
く
つ
か
の
事
象
を
集
め
て
、

そ
こ
か
ら
共
通
項
を
見
い
だ
し
て
推
論
を
作
る
方
法

で
す
。
清
張
先
生
は
こ
の
帰
納
を
用
い
て
考
え
、占
領

下
で
起
き
た
謎
め
い
た
事
件
の
ラ
イ
ン
ナ
ッ
プ
を
そ

ろ
え
て
い
っ
た
結
果
、
G
H
Q
の
謀
略
と
い
う
の
が

見
え
て
き
た
だ
け
で
あ
っ
て
、最
初
か
ら
結
論
が
あ
っ

た
の
で
は
な
い
。
き
ち
ん
と
取
材
さ
れ
、考
え
て
仕
事

を
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。

た
だ
僕
は
、さ
ま
ざ
ま
な
陰
謀
ス
ト
ー
リ
ー
が
現
代

に
は
び
こ
る
原
因
と
し
て
、こ
の
帰
納
的
な
思
考
に
問

題
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
ん
で
す
よ
。
そ
の

理
由
は
、た
く
さ
ん
の
事
例
か
ら
共
通
項
を
拾
い
上
げ

て
推
論
を
作
る
の
で
、意
図
的
に
誰
か
が
も
の
す
ご
く

た
く
さ
ん
の
偽
情
報
を
流
し
た
ら
、あ
と
は
放
っ
て
お

け
ば
そ
れ
ら
を
拾
っ
た
人
が
勝
手
に
ス
ト
ー
リ
ー
を

作
っ
て
く
れ
る
。
つ
ま
り
情
報
操
作
で
き
ま
す
よ
ね
。

陰
謀
ス
ト
ー
リ
ー
に
は
ま
る
人
は
、自
分
が
取
り
込
み

た
い
情
報
し
か
目
に
入
ら
な
く
な
る
の
で
、ど
ん
ど
ん

閉
ざ
さ
れ
て
い
く
。
論
理
学
に
は
も
う
一
つ
、演
繹
と

い
う
方
法
が
あ
っ
て
、こ
れ
は
最
初
の
大
前
提
を
元
に

推
論
し
て
い
く
方
法
で
す
。

た
く
さ
ん
の
事
例
を
結
び
つ
け
る
帰
納
は
、偶
然

を
結
び
つ
け
て
話
を
作
っ
て
し
ま
う
の
で
問
題
が
あ

る
と
思
っ
た
の
で
す
が
、陰
謀
ス
ト
ー
リ
ー
に
つ
い
て

は
ど
う
も
帰
納
の
問
題
だ
け
で
も
な
い
。
こ
れ
は
ピ

ザ
ゲ
ー
ト
事
件
に
立
ち
戻
っ
て
み
る
と
わ
か
り
ま
す
。

こ
の
犯
人
は
、帰
納
的
で
は
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

帰
納
法
の
推
論
を
し
て
い
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ず
っ
と

S
N
S
を
見
て
い
て
、そ
こ
か
ら
入
っ
て
く
る
情
報
を

帰
納
法
っ
ぽ
く
つ
な
げ
て
、ピ
ザ
店
に
押
し
入
っ
て
い

ま
す
。
本
当
の
帰
納
法
の
行
動
と
い
う
の
は
、ま
ず
こ

の
ピ
ザ
店
に
通
っ
て
、普
通
に
ピ
ザ
を
頼
ん
で
み
て
、

店
員
の
態
度
を
見
た
り
、常
連
の
態
度
を
見
た
り
、あ

る
い
は
周
り
で
ゴ
ミ
収
集
の
仕
事
を
す
る
人
た
ち
に

も「
こ
の
店
を
ど
う
思
う
？
」と
聞
い
た
り
、刑
事
の
足

を
使
っ
た
聞
き
込
み
の
よ
う
に
、裏
を
取
る
た
め
に
現

場
に
行
く
こ
と
が
大
事
な
ん
で
す
。
そ
う
や
っ
て
情
報

を
得
る
の
が
、本
来
の
帰
納
的
な
論
理
で
情
報
を
収
集

し
た
こ
と
に
な
る
。
演
繹
も
そ
れ
は
同
じ
で
す
。
現
場

に
行
か
ず
し
て
「
決
断
」
し
「
行
動
」
す
る
背
景
に
は
、

安
楽
椅
子
の
探
偵
を
生
ん
だ
ミ
ス
テ
リ
ー
小
説
の
罪

も
少
な
か
ら
ず
あ
り
ま
す
よ
ね
。

論
理
学
は
面
白
い
と
思
っ
て
調
べ
た
ら
、帰
納
・
演

繹
以
外
に
、仮
説
生
成
と
訳
さ
れ
る
ア
ブ
ダ
ク
シ
ョ
ン

と
い
う
の
が
あ
る
ん
で
す
。
帰
納
は
そ
こ
に
あ
る
事

象
か
ら
導
か
れ
る
推
論
し
か
得
ら
れ
な
い
思
考
法
で

す
が
、ア
ブ
ダ
ク
シ
ョ
ン
は
仮
説
生
成
で
す
か
ら
、集

め
た
事
象
の
総
和
を
超
え
た
推
測
を
可
能
に
す
る
方

法
で
す
。
そ
の
象
徴
と
し
て
紹
介
さ
れ
る
の
は
、砂
漠

で
魚
の
化
石
が
幾
つ
も
見
つ
か
っ
た
場
合
で
、こ
の
と

き
に
人
間
は
「
3
億
年
ぐ
ら
い
前
は
こ
の
砂
漠
は
海

だ
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
」
と
推
論
す
る
。
実
は
こ
れ
、

帰
納
と
演
繹
の
ど
ち
ら
か
ら
も
絶
対
に
出
て
こ
な
い

思
考
な
ん
で
す
ね
。
こ
の
能
力
な
し
に
人
類
の
文
明
は

な
く
、同
時
に
こ
れ
は
陰
謀
ス
ト
ー
リ
ー
の
原
因
に
も

な
っ
て
い
る
。
我
々
は
仮
説
を
作
る
場
合
に
気
を
つ
け

な
く
て
は
い
け
な
い
。
よ
く
で
き
た
話
を
作
り
そ
う

に
な
る
ん
で
す
よ
、人
間
は
ス
ト
ー
リ
ー
が
好
き
な
の

で
。
明
ら
か
に
仮
説
な
い
し
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
も

の
を
自
分
の
「
行
動
」、「
決
断
」
の
基
準
に
し
な
い
こ

と
が
大
事
で
、そ
の
土
台
を
作
る
の
が
「
小
説
の
価
値
」

と
い
う
こ
と
で
す
。
今
後
、と
ん
で
も
な
い
仮
説
を
そ

の
ま
ま
信
じ
る
人
が
増
え
て
く
る
と
思
う
ん
で
す
よ

ね
。
別
に
そ
の
仮
説
に
夢
中
に
な
る
の
は
い
い
の
で
す

が
、窓
を
開
け
て
お
く
こ
と
、聞
く
耳
を
必
ず
持
つ
よ

う
に
し
て
お
く
こ
と
が
大
事
だ
と
思
い
ま
す
。
ご
清
聴

ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

丸
山
ゴ
ン
ザ
レ
ス
さ
ん
を
迎
え
て

講
演
会
後
半
で
は
、丸
山
ゴ
ン
ザ
レ
ス
さ
ん
に
ご
登

場
い
た
だ
き
、佐
藤
先
生
の
質
問
に
答
え
る
形
で
対
談

を
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

国
内
外
の
危
険
地
帯
で
の
取
材
方
法
や
現
在
に
お

け
る
犯
罪
組
織
の
活
動
、裏
事
情
な
ど
、実
際
に
現
地

に
赴
き
自
ら
取
材
し
た
「
世
界
の
黒
い
霧
」
に
つ
い
て

語
っ
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

ま
た
、考
古
学
者
を
目
指
し
大
学
で
修
士
号
ま
で
取

得
さ
れ
た
こ
と
や
考
古
学
を
通
じ
て
松
本
清
張
フ
ァ

ン
に
な
っ
た
話
も
披
露
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
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ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
と
の
住
み
分
け

我
々
は
歴
史
空
間
を
生
き
て
い
ま
す
。
歴
史
空
間

を
生
き
て
い
る
と
い
う
感
覚
が
大
事
で
す
。

私
が
生
ま
れ
た
1
9
6
0
年
か
ら
72
年
ま
で
の
間

は
、実
証
性
の
古
代
学
の
時
代
で
あ
っ
た
と
思
い
ま

す
。
私
は
こ
の
実
証
性
の
時
代
に
住
み
分
け
が
起
こ
っ

た
と
思
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
世

界
で
は
、律
令
研
究
を
一
生
懸
命
積
み
上
げ
て
、古
代

史
像
を
作
っ
て
い
く
。
一
方
で
、松
本
清
張
と
か
黒
岩

重
吾
と
か
が
想
像
力
を
羽
搏
か
せ
て
古
代
物
の
歴
史

小
説
を
書
い
て
い
く
。
そ
こ
に
松
本
清
張
が
果
た
し
た

役
割
が
あ
る
と
思
う
ん
で
す
ね
。

例
え
ば
、
1
9
6
0
年
代
、歴
史
ブ
ー
ム
が
起
き

ま
す
。
中
央
公
論
社
の
『
日
本
の
歴
史
』
と
い
う
本
が

1
0
0
万
部
売
れ
ま
し
た
。
も
う
一
つ
は
N
H
K
の

『
日
本
史
探
訪
』。
そ
こ
に
、ま
だ
新
進
気
鋭
の
京
都
大

学
の
上
田
正
昭
先
生
、奈
良
女
子
大
学
の
門
脇
禎
二
先

生
な
ど
が
出
て
て
、そ
こ
に
松
本
清
張
さ
ん
が
あ
の
厚

い
唇
で
出
て
き
て
語
っ
て
い
く
と
い
う
、そ
う
い
う
棲

み
分
け
が
お
そ
ら
く
な
さ
れ
て
い
く
ん
で
す
。
そ
し

て
、松
本
清
張
の「
火
の
路
」な
ど
は
、
1
9
7
2
年
の

高
松
塚
古
墳
発
掘
の
ブ
ー
ム
に
よ
っ
て
、古
代
史
の
関

心
が
急
速
に
高
ま
り
、さ
ら
に
は
日
中
国
交
回
復
か
ら

シ
ル
ク
ロ
ー
ド
ブ
ー
ム
に
な
っ
て
い
く
時
代
に
、出
て

き
た
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。

そ
の
一
つ
前
は
敗
戦
で
す
。
歴
史
学
と
地
理
学
は

徹
底
的
に
戦
争
協
力
に
対
す
る
パ
ー
ジ
が
行
わ
れ
教

職
追
放
が
行
わ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、日
本
文
学
研
究
に

は
全
く
そ
の
手
が
及
ば
な
か
っ
た
。
そ
う
い
う
時
代
の

中
で
、
1
9
4
5
年
に
神
田
の
喫
茶
店
に
新
進
気
鋭

の
学
者
が
集
ま
り
ま
す
。
戦
前
「
赤
い
貴
族
」
と
言
わ

れ
ウ
ィ
ー
ン
に
留
学
を
し
た
、民
族
学
者
の
石
田
英
一

郎
が
司
会
を
し
ま
す
。
そ
こ
に
考
古
学
者
の
江
上
波
夫

先
生
が
や
っ
て
く
る
。
そ
し
て
、討
論
を
し
て
い
く
わ

け
で
す
が
、そ
の
時
に
出
た
の
が
「
騎
馬
民
族
征
服
王

朝
説
」
で
す
。
中
期
古
墳
に
な
る
と
馬
具
が
た
く
さ
ん

出
て
く
る
。
騎
馬
民
族
が
や
っ
て
き
て
王
朝
交
代
が
行

わ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。『
古
事
記
』
や
『
日
本
書

紀
』
は
そ
れ
を
隠
蔽
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う

わ
け
で
す
。
こ
れ
は
極
め
て
大
き
な
影
響
力
を
持
ち
ま

し
た
。
そ
う
い
う
時
代
の
雰
囲
気
を
、松
本
清
張
は
体

の
中
に
取
り
込
ん
で
い
き
な
が
ら
、戦
後
の
著
作
が
な

さ
れ
て
い
く
の
で
す
。

人
の
移
動

松
本
清
張
の
古
代
へ
の
関
心
の
中
で
一
番
重
要
な

も
の
は
、「
人
の
移
動
」
だ
と
思
い
ま
す
。
人
が
ど
の
よ

う
に
動
い
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

例
え
ば
、「
古
代
史
疑
」
の
中
で
清
張
が
注
目
す
る

の
は
、生せ

い
こ
う口
と
い
う『
魏
志
倭
人
伝
』の
中
に
出
て
く
る

言
葉
で
す
。
古
代
の
倭
は
中
国
側
か
ら
い
ろ
ん
な
も
の

を
も
ら
う
わ
け
で
す
。
そ
の
お
返
し
に
輸
出
で
き
る
も

の
が
な
い
弱
い
立
場
の
倭
は
、人（
労
働
力
）を
出
す
し

か
な
い
。『
魏
志
倭
人
伝
』に
は
倭
人
は
海
中
に
没
し
て

魚
介
類
を
と
る
と
よ
く
出
て
く
る
。
生
口
と
は
そ
う
い

う
海
人
の
技
術
を
持
っ
た
人
達
の
こ
と
で
、移
民
と
し

て
中
国
に
行
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
清
張
は
書
く
わ

け
で
す
。

こ
れ
は
、「
人
の
移
動
」
に
対
し
て
極
め
て
敏
感
な

人
の
発
想
で
す
。「
点
と
線
」
に
も
、交
通
機
関
を
乗
り

継
い
で
ど
う
い
う
ふ
う
に
人
が
移
動
し
て
い
く
か
が

書
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
へ
の
関
心
は
一
つ

は
、軍
隊
経
験
か
ら
来
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
太
平
洋

戦
争
は
、日
本
か
ら
船
に
乗
っ
て
ど
こ
か
に
行
っ
て
戦

う
の
で
す
。
も
う
一
つ
は
、朝
鮮
半
島
か
ら
多
く
の
人

た
ち
が
北
九
州
地
域
の
炭
鉱
労
働
者
と
し
て
や
っ
て

き
た
。
そ
の
人
た
ち
の
生
活
を
清
張
は
お
そ
ら
く
小
倉

で
見
て
い
る
ん
で
す
。

太
平
洋
戦
争
の
後
に
朝
鮮
戦
争
が
勃
発
す
る
と
、北

九
州
地
域
が
最
前
線
の
基
地
に
な
る
わ
け
で
す
ね
。
こ

れ
が
作
品
化
さ
れ
た
も
の
が
「
黒
地
の
絵
」
で
す
。
小

倉
に
移
動
し
て
き
た
2
5
0
名
も
の
黒
人
を
中
心
と

し
た
兵
隊
が
脱
走
す
る
、略
奪
を
す
る
、そ
れ
が
鎮
圧

さ
れ
る
。
そ
の
中
で
、妻
を
犯
さ
れ
た
男
が
そ
の
復
讐

を
計
画
す
る
。
男
は
朝
鮮
半
島
か
ら
死
ん
で
帰
っ
て
く

る
遺
体
の
処
理
を
す
る
仕
事
を
得
て
、刺
青
に
よ
っ
て

犯
人
だ
と
分
か
っ
た
兵
隊
の
肉
体
を
切
り
裂
く
。
そ
こ

で
終
わ
る
小
説
で
す
。

部
隊
が
ど
こ
に
派
遣
さ
れ
る
の
か
、そ
の
移
動
が
気

に
な
る
感
覚
が
、実
は
1
9
6
0
年
福
岡
県
朝
倉
生
ま

れ
、福
岡
市
南
区
育
ち
の
私
な
ど
に
は
、ま
だ
若
干
あ

る
ん
で
す
よ
。
例
え
ば
、お
ふ
く
ろ
が
語
る
の
を
聞
い

た
の
で
す
。「
前
は
く
さ
。
大
刀
洗
飛
行
場
ち
ゅ
う
と

が
あ
っ
た
や
ろ
が
。
特
攻
隊
出
て
た
や
ろ
」「
特
攻
に

行
く
前
の
兵
隊
が
街
に
溢
れ
て
た
ら
ね
。
金
払
わ
ん
で

酒
飲
む
や
つ
、農
家
の
家
に
入
っ
て
娘
さ
ん
に
変
な
こ

と
を
す
る
や
つ
、そ
う
か
と
思
え
ば
、お
寺
に
行
っ
て

座
禅
を
組
む
や
つ
が
出
て
く
る
」。

ま
だ
私
が
子
供
の
頃
、春
日
原
と
志
賀
島
に
は
キ
ャ

ン
プ
が
あ
っ
た
の
で
す
よ
。
そ
う
す
る
と
ね
、こ
ん
な

話
に
な
る
。「
今
度
さ
あ
、春
日
原
に
来
た
部
隊
は
な
、

こ
の
後
は
ベ
ト
ナ
ム
に
行
く
と
ば
い
。
ベ
ト
ナ
ム
に

行
っ
た
ら
帰
ら
れ
ん
か
も
し
れ
ん
と
よ
」。

大
人
た
ち
は
、ど
こ
か
ら
移
動
し
て
き
た
部
隊
が
ど

こ
に
行
く
か
と
い
う「
人
の
移
動
」に
、も
の
す
ご
い
関

心
を
持
っ
て
い
る
の
で
す
。
そ
し
て
、荒
く
れ
も
の
が

多
い
か
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
ば
っ
か
り
か
と
様
子
見
を

す
る
ん
で
す
よ
。
最
初
は
、夜
7
時
以
降
は
女
子
供
は

外
に
出
た
ら
い
か
ん
と
言
わ
れ
る
が
、し
ば
ら
く
す
る

と
、い
や
、い
い
部
隊
み
た
い
よ
と
そ
こ
か
ら
交
流
が

始
ま
る
わ
け
で
す
。

博
多
に
石
堂
川
と
い
う
川
が
あ
る
ん
で
す
ね
。
そ

こ
に
千
代
町
と
い
う
町
が
あ
り
ま
す
。
で
、
1
9
7
0

年
代
ま
で
千
代
町
は
ど
う
い
う
構
造
を
持
っ
て
い
た

か
と
い
う
と
、川
に
杭
を
立
て
張
り
出
し
て
家
を
建
て

て
い
た
。
簡
単
に
い
う
と
川
を
不
法
占
拠
し
て
住
居
に

し
て
い
た
の
で
す
。
そ
れ
が
、ず
ー
っ
と
何
百
メ
ー
ト

ル
も
続
い
て
る
わ
け
で
す
。
そ
の
石
堂
川
を
私
た
ち
家

族
で
通
っ
た
と
き
、父
親
が
こ
う
い
う
物
の
言
い
方
す

る
ん
で
す
よ
ね
。「
あ
あ
こ
ん
な
と
こ
ろ
に
、も
う
、バ

ラ
ッ
ク
の
張
り
出
し
た
も
の
を
立
て
て
ね
え
、も
う
見

場
が
悪
い
、も
う
早
よ
撤
去
せ
な
い
か
ん
」
す
る
と
、母

親
が
言
う
ん
で
す
。「
そ
げ
ん
こ
と
言
う
て
も
ね
え
、あ

の
人
た
ち
は
ね
、帰
る
に
帰
ら
れ
ん
と
よ
」。

日
本
は
、炭
鉱
労
働
と
か
で
大
量
の
人
を
朝
鮮
半
島

か
ら
受
入
れ
て
い
る
わ
け
で
す
よ
ね
。
戦
争
が
終
わ
っ

て
、帰
り
た
い
人
は
み
ん
な
福
岡
で
船
待
ち
を
し
て
る

わ
け
で
す
よ
。
そ
の
間
に
朝
鮮
動
乱
が
起
こ
り
、様
子

を
見
て
い
る
間
に
そ
こ
に
大
量
の
人
が
滞
留
し
て
く

る
。
そ
し
て
、最
後
に
残
っ
た
人
達
が
ず
っ
と
そ
の
バ

ラ
ッ
ク
の
中
に
住
む
と
い
う
状
況
が
で
き
て
し
ま
っ

た
わ
け
で
す
。
前
の
父
親
と
母
親
の
話
の
よ
う
に
、そ

れ
に
対
し
て
バ
ラ
ン
ス
感
覚
持
っ
て
る
ん
で
す
ね
。
こ

れ
が
一
つ
の
歴
史
的
な
感
覚
な
ん
で
す
。

「
黒
地
の
絵
」
な
ど
が
持
っ
て
い
る
、明
日
戦
場
に

行
っ
て
最
前
線
に
送
ら
れ
る
兵
士
た
ち
の
心
情
と
か

も
、千
代
町
の
動
く
に
動
け
な
い
人
の
心
情
と
同
じ
歴

史
的
な
感
覚
だ
と
思
う
。
清
張
の
「
古
代
史
疑
」
と
か

「
黒
地
の
絵
」
な
ど
を
読
む
と
、こ
の
「
人
の
移
動
」
が

理
解
で
き
ま
す
。

北
部
九
州
的
な
歴
史
的
感
覚

太
宰
府
政
庁
跡
の
前
に
「
水
城
」
と
い
う
堤
防
が
あ

る
。
こ
れ
は
敵
を
水
攻
め
に
す
る
所
で
、「
大
野
城
」
が

軍
隊
の
駐
屯
地
で
す
。
そ
こ
か
ら
古
代
道
路
が
ま
っ
す

ぐ
行
っ
て
、筑ち

く
し
の
た
ち

紫
館
、「
鴻
臚
館
」
が
あ
る
わ
け
で
す
。

鴻
臚
館
は
、遣
新
羅
使
や
遣
唐
使
の
寄
港
地
に
も
な
る
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し
、外
国
使
節
が
来
た
時
は
こ
こ
で
一
旦
待
機
さ
せ

て
、伝
染
病
な
ど
を
監
視
す
る
わ
け
で
す
。
唐か

ら
ど
ま
り亭
は
唐

の
船
が
停
ま
る
所
。
さ
ら
に
、回
り
込
ん
だ
所
に
唐
津

が
あ
る
。
ま
た
金
印
の
出
た
志
賀
島
が
博
多
湾
の
防
衛

拠
点
に
な
っ
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
、最
後
の
最
後
ま
で

志
賀
島
に
米
軍
キ
ャ
ン
プ
が
残
る
わ
け
で
す
ね
。

さ
ら
に
、「
夷ひ

も
り守
」
っ
て
い
う
所
が
あ
る
ん
で
す
よ
。

こ
れ
が
、万
葉
集
に
出
て
く
る
夷ひ

な
も
り守
の
駅
な
ん
で
す
。

「
ひ
な
も
り
」
と
い
う
言
葉
は
『
魏
志
倭
人
伝
』
の
中
に

「
卑ひ

な

も

り

奴
母
離
」
と
あ
り
ま
す
。
香
椎
宮
の
後
ろ
に
夷
守

が
あ
る
。
香
椎
宮
は
実
は
神
功
皇
后
を
祀
る
廟
で
す
。

ほ
ぼ
八
世
紀
代
は
、こ
こ
を
通
っ
て
、北
九
州
側
、豊
前

側
に
出
て
い
く
と
い
う
感
覚
が
あ
る
。
人
、物
、金
を
つ

な
ぐ
道
で
、時
に
は
歌
垣
な
ど
の
イ
ベ
ン
ト
も
行
わ
れ

る
、古
代
の
官
道
で
す
。
こ
の
道
が
太
宰
府
政
庁
ま
で

ま
っ
す
ぐ
伸
び
て
い
て
、水
城
に
守
ら
れ
て
い
る
。

冬
十
二
月
大
宰
帥
大
伴
卿
の
京
に

上
る
時
に
、娘
子
が
作
る
歌
二
首

そ
の
水
城
で
歌
わ
れ
た
万
葉
歌
に
、大
宰
帥
で
あ
る

大
伴
卿
が
大
納
言
と
な
っ
て
京
都
に
上
る
と
き
に
、土

地
の
乙
女
が
作
っ
た
歌
が
あ
り
ま
す
。

凡お
ほ

な
ら
ば
　
か
も
か
も
せ
む
を
　
恐
み
と

振
り
た
き
袖
を
　
忍
び
て
あ
る
か
も

「
か
も
か
も
」
と
い
う
の
は
、普
通
「
あ
あ
も
し
よ
う

こ
う
も
し
よ
う
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
昔
の
万
葉
集
の

先
生
だ
っ
た
ら
、「
君
た
ち
な
、か
も
か
も
、あ
あ
も
し
よ

う
こ
う
も
し
よ
う
っ
て
言
う
た
時
に
は
な
、相
手
の
人

に
対
し
て
抱
き
つ
く
と
か
な
、頬
擦
り
す
る
と
か
な
、そ

う
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
考
え
な
き
ゃ
い
か
ん
よ
」
と
講
義

し
て
く
れ
た
ん
で
す
。
昔
の
先
生
は
偉
か
っ
た
ね
。「
あ

あ
も
し
よ
う
こ
う
も
し
よ
う
」
っ
て
い
う
の
は
、「
酒
を

す
す
め
る
だ
け
じ
ゃ
な
い
ん
よ
」と
教
え
て
く
れ
た
。

で
、あ
な
た
は
大
納
言
と
し
て
平
城
京
に
お
帰
り
に

な
る
お
方
。
私
と
あ
な
た
は
馴
染
み
の
仲
で
は
あ
る
け

れ
ど
も
、恐
れ
多
い
と
私
は
袖
を
振
り
た
い
の
を
我
慢

し
て
い
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

大
和
道
は
　
雲
隠
り
た
り
　
然
れ
ど
も

我
が
振
る
袖
を
　
な
め
し
と
思
ふ
な

こ
れ
か
ら
平
城
京
に
向
か
う
。大
和
道
は
雲
で
見
え

な
い
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
し
か
し
私
は
一
生
懸
命
袖
を

振
る
の
で
す
。
我
が
振
る
袖
を
な
め
し
（
無
礼
だ
）
と

は
思
わ
な
い
で
く
だ
さ
い
ね
。

「
右
、大
宰
帥
大
伴
卿
、大
納
言
を
兼
任
し
」こ
れ
ね
、

任
命
さ
れ
て
も
兼
任
し
て
平
城
京
に
帰
っ
た
時
に
職

が
解
か
れ
る
ん
で
す
ね
。「
京
に
向
か
ひ
て
道
に
上
る
。

こ
の
日
に
馬
を
水
城
に
駐と

ど

め
て
」
水
城
は
太
宰
府
の

北
の
出
入
口
で
、平
和
な
時
に
は
こ
こ
で
宴
会
を
や
っ

て
、「
府
家
を
顧か

へ
り
み
望
む
」
太
宰
府
の
家
々
を
顧
み
て
、

「
こ
こ
に
卿
を
送
る
府
吏
の
中
に
」、こ
こ
に
大
宰
帥
大

伴
卿
を
送
る
府
吏
の
う
ち
に
、「
遊あ

そ

び

め

行
女
婦
あ
り
」、こ

れ
で
こ
の
女
性
が
遊
び
女
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
わ

け
で
す
。「
こ
の
字あ

ざ
な
を
児
島
と
日
ふ
。
こ
こ
に
、娘お

と
め子
こ

の
別
れ
の
易や

す

き
こ
と
を
傷
み
、そ
の
会
ひ
の
難
き
こ
と

を
嘆
き
、涕
を
拭
ひ
て
自
ら
袖
を
振
る
歌
を
吟
ふ
。」
と

出
て
く
る
わ
け
で
す
ね
。

太
宰
府
の
北
の
入
口
が
水
城
で
、そ
こ
ま
で
来
て
馬

を
止
め
て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
う
い
う
と
こ
ろ
に
歴
史

的
な
感
覚
を
磨
か
な
き
ゃ
い
か
ん
と
思
う
ん
で
す
よ
ね
。

十
三
世
紀
の
元
寇
の
時
代
に
な
っ
て
も
、元
軍
は
博
多
湾

か
ら
上
陸
し
て
こ
な
い
ん
で
す
よ
。
理
由
は
簡
単
で
す
。

軍
事
防
衛
ラ
イ
ン
は
陸
の
奥
に
あ
る
ん
で
す
。
そ
こ
ま

で
歩
か
せ
て
消
耗
さ
せ
て
、な
お
か
つ
物
資
の
補
給
が
う

ま
く
い
か
な
い
よ
う
に
し
と
い
て
、挟
み
撃
ち
を
す
る
わ

け
で
す
。

最
後
に
、大
納
言
大
伴
卿
の
和こ

た

ふ
る
歌
二
首
で
す
。

大
和
道
の
　
吉
備
の
児
島
を
　
過
ぎ
て
行

か
ば
　
筑
紫
の
児
島
　
思
ほ
え
む
か
も

こ
れ
か
ら
私
は
、現
在
の
岡
山
県
の
児
島
に
行
く
け

ど
、そ
こ
を
通
る
け
ど
、そ
の
時
に
は
君
の
こ
と
を
思

い
出
す
よ
。

ま
す
ら
を
と
　
思
へ
る
我
や
　
水
茎
の

水
城
の
上
に
　
涙

な
み
た

拭
は
む

立
派
な
男
だ
と
思
っ
て
い
る
私
は
、水
茎
の
、こ
れ
は

水
城
に
か
か
る
枕
詞
で
、水
城
の
上
に
涙
を
拭
は
む
。

平
和
な
時
に
は
、軍
事
施
設
の
水
城
の
上
で
遊
女
を

呼
ん
で
別
れ
の
宴
を
行
な
っ
て
出
発
し
て
い
く
。
そ
の

時
の
宴
歌
で
あ
る
か
ら
、振
り
た
い
袖
を
今
日
は
振
れ

な
い
の
で
ご
ざ
い
ま
す
と
歌
う
し
、私
が
袖
を
振
っ
て

も
無
礼
だ
と
は
思
わ
な
い
で
く
だ
さ
い
と
い
う
ふ
う

に
歌
う
の
で
す
。

松
本
清
張
と
中
上
健
次
の
死

松
本
清
張
は
1
9
9
2（
平
成
4
）年
の
8
月
4
日
、

中
上
健
次
は
8
月
12
日
、ほ
ぼ
同
時
に
亡
く
な
っ
て
い

ま
す
。
清
張
の
方
は
享
年
82
歳
、対
し
て
中
上
健
次
の

方
は
46
歳
の
若
さ
の
唐
突
な
病
死
で
し
た
。
二
人
の
間

に
、世
代
の
差
や
ジ
ャ
ン
ル
や
出
身
地
な
ど
の
違
い
の

た
め
か
、深
い
交
流
は
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。
し
か
し
、

清
張
と
中
上
に
は
、作
家
に
な
る
ま
で
の
恵
ま
れ
ぬ
生

活
環
境
や
学
歴
の
問
題
な
ど
、か
な
り
似
た
所
も
あ
り

ま
す
。
二
人
の
文
学
を
素
直
に
並
べ
て
み
る
と
、共
通

の
問
題
点
が
見
え
て
き
ま
す
。「
犯
罪
と
差
別
と
天
皇

制
」の
問
題
で
す
。

犯
　
罪

清
張
文
学
と
犯
罪
の
深
い
関
係
に
つ
い
て
は
今
更

言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
す
が
、中
上
文
学
も
や
は
り

犯
罪
と
は
無
縁
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
初
の
芥
川
賞
候
補

作
『
十
九
歳
の
地
図
』
は
、い
た
ず
ら
電
話
を
繰
り
返
し

た
あ
げ
く
に
最
終
的
に
東
京
駅
に
爆
破
予
告
の
電
話

を
か
け
る
、鬱
屈
し
た
青
春
、青
年
を
描
い
た
小
説
で

す
。
そ
の
後
の
ど
の
小
説
に
も
犯
罪
が
溢
れ
か
え
っ
て

い
ま
す
。「
枯
木
灘
」
は
腹
違
い
の
弟
殺
し
の
話
で
す

し
、「
地
の
果
て 

至
上
の
時
」
は
父
親
殺
し
の
話
で
す
。

奥
泉
光
と
法
月
綸
太
郎
に
よ
る『「
探
偵
小
説
」と
し
て

読
む
中
上
文
学
』
と
い
う
対
談
が
あ
り
ま
す
が
、中
上

文
学
は
推
理
探
偵
小
説
と
親
和
性
が
高
い
よ
う
で
す
。

差
　
別

中
上
文
学
の
核
で
あ
る
差
別
の
問
題
は
、清
張
文
学

で
は
学
歴
差
別
の
問
題
が
対
応
し
て
い
ま
す
。
清
張

は
尋
常
高
等
小
学
校
卒
業
の
学
歴
の
た
め
に
、若
き
日

様
々
な
差
別
を
受
け
て
苦
労
を
重
ね
ま
し
た
。
そ
の
た

め
清
張
は
あ
ら
ゆ
る
差
別
に
敏
感
で
し
た
。「
砂
の
器
」

の
ハ
ン
セ
ン
病
差
別
、「
黒
地
の
絵
」
の
人
種
差
別
な
ど

が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
中
上
と
関
係
の
深
い
部
落
差
別
の

問
題
に
つ
い
て
も
発
言
や
小
説
を
残
し
て
い
ま
す
。

例
え
ば
、『
昭
和
史
発
掘
』
に
収
め
ら
れ
た
、「
北
原

二
等
卒
の
直
訴
」
も
そ
の
一
つ
で
す
。
こ
の
作
品
は
昭

和
2
年
に
実
際
に
起
こ
っ
た
天
皇
直
訴
事
件
を
扱
っ

た
も
の
で
す
。
北
原
泰
作
と
い
う
部
落
解
放
運
動
の
闘

士
が
昭
和
天
皇
へ
の
直
訴
に
及
ぶ
ま
で
の
経
過
を
克

明
に
た
ど
っ
た
も
の
で
す
。
清
張
は
最
後
に
、「
旧
軍

隊
の
部
落
出
身
者
に
対
す
る
差
別
は
、そ
の
ま
ま
現
在

の
自
衛
隊
に
も
、ま
だ
残
さ
れ
て
い
る
部
分
が
あ
る
。」

と
、昭
和
38
年
の
陸
上
自
衛
隊
第
37
普
通
科
連
隊
で
の

差
別
事
件
を
例
示
し
て
付
け
足
し
て
い
ま
す
。
清
張
の

過
去
は
常
に
現
在
の
批
評
、問
い
か
け
に
な
っ
て
い
る

の
で
す
。
こ
れ
こ
そ
が
、清
張
の
歴
史
小
説
を
特
徴
づ

け
る
最
大
の
も
の
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。

清
張
は
ほ
ぼ
同
時
期
、『
現
代
日
本
の
差
別
』と
い
う

新
書
の
巻
頭
に
、「
現
代
社
会
と
差
別
」と
題
す
る
講
演

記
録
を
寄
せ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、部
落
差
別
の
歴
史

的
背
景
を
説
明
し
、そ
の
不
合
理
性
を
解
説
し
た
後
、

大
方
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
ま
し
た
。
結
局
、部
落
差

別
は
近
世
に
入
っ
て
捏
造
さ
れ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い

が
、根
が
深
く
て
一
筋
縄
で
は
解
消
で
き
な
い
。
ま
た
、

組
合
活
動
に
組
み
込
む
こ
と
も
で
き
な
い
か
ら
孤
立

し
が
ち
な
問
題
で
あ
る
。
だ
か
ら
、根
気
よ
く
そ
の
不

当
性
、そ
の
し
か
ら
ざ
る
所
以
を
一
般
の
人
た
ち
に
説

き
、訴
え
、教
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、と
。
今

読
む
と
、極
め
て
シ
ン
プ
ル
な
結
論
で
す
が
、そ
こ
が

ま
た
清
張
の
誠
実
さ
で
大
人
の
所
だ
と
思
い
ま
す
。

天
皇
制

犯
罪
と
差
別
に
続
く
三
つ
目
の
、天
皇
制
の
問
題
も

こ
こ
ま
で
来
れ
ば
、最
早
一
続
き
で
す
。
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清
張
は
先
の
講
演
で
、美
智
子
妃
の
出
産
ニ
ュ
ー
ス

を
メ
デ
ィ
ア
が
派
手
に
報
道
す
る
の
に
触
れ
て
、何
だ

か
戦
前
の
宮
廷
記
事
を
読
ま
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
と

批
判
し
、「
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
そ
う
い
う
身
分
の

人
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、ま
た
別
の
方
に
生
ま
れ
な

が
ら
に
し
て
卑
し
い
人
間
が
お
る
と
い
う
階
級
制
度

が
厳
然
と
し
て
残
っ
て
い
る
か
ら
だ
」
と
語
っ
て
い
ま

す
。
こ
こ
に
清
張
の
天
皇
観
が
出
て
い
ま
す
。

中
上
の
天
皇
観
と
比
較
す
る
必
要
上
、清
張
の
天
皇

制
論
と
も
言
わ
れ
る
小
説「
象
徴
の
設
計
」を
見
て
お
き

た
い
と
思
い
ま
す
。「
北
原
二
等
卒
の
直
訴
」
が
発
表
さ

れ
る
三
年
前
、昭
和
37
年
か
ら
38
年
に
か
け
て
「
文
芸
」

に
発
表
さ
れ
た
小
説
で
す
。

「
象
徴
の
設
計
」
は
、
1
8
7
8
（
明
治
11
）
年
8
月

に
近
衛
砲
兵
大
隊
の
兵
士
ら
が
一
斉
蜂
起
し
た
、竹
橋

事
件
か
ら
始
ま
り
ま
す
。
こ
の
反
乱
に
衝
撃
を
受
け
た

山
県
有
朋
は
、陸
軍
卿
と
し
て
当
時
執
筆
中
で
あ
っ
た

「
軍
人
訓
戒
」
の
中
の
「
第
1
に
忠
実
。
第
2
に
勇
敢
。

第
3
に
服
従
」
と
い
う
徳
目
だ
け
で
は
不
十
分
だ
と
気

づ
か
さ
れ
ま
す
。
彼
は
、天
皇
を
精
神
的
支
柱
と
す
る

軍
隊
を
作
ら
な
く
て
は
い
け
な
い
と
思
い
立
つ
の
で

す
。
そ
し
て
、
1
8
8
2
（
明
治
15
）
年
に
、天
皇
が
統

帥
権
を
保
持
す
る
こ
と
を
明
確
に
定
め
た
『
軍
人
勅

諭
』
を
完
成
さ
せ
ま
す
。
清
張
が
描
い
た
の
は
、明
治

初
年
代
に
は
ま
だ
人
間
で
あ
っ
た
天
皇
が
、山
県
有
朋

ら
に
よ
っ
て
神
に
変
え
ら
れ
て
い
く
歴
史
の
一
齣
で

あ
り
、近
代
天
皇
制
そ
の
も
の
の
空
虚
さ
な
の
だ
と
思

い
ま
す
。

で
は
、清
張
よ
り
も
40
年
以
上
遅
れ
て
生
ま
れ
て
き

た
中
上
健
次
に
と
っ
て
、天
皇
制
は
一
体
ど
の
よ
う
な

も
の
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
を
確
認
す
る
た
め

に
、中
上
健
次
の
文
学
的
生
涯
を
辿
っ
て
お
き
ま
す
。

中
上
は
、敗
戦
直
後
の
1
9
4
6
（
昭
和
21
）
年
、紀

州
、和
歌
山
県
新
宮
市
の
か
な
り
複
雑
な
家
庭
に
生
を

受
け
ま
す
。
小
中
高
と
そ
の
家
で
育
ち
、19
歳
の
時
に

上
京
し
ま
す
。
中
上
は
結
局
大
学
へ
は
行
か
ず
、肉
体

労
働
に
従
事
し
な
が
ら
文
学
修
業
を
続
け
、
1
9
7
6

（
昭
和
51
）年
、30
歳
の
時
に「
岬
」で
芥
川
賞
を
受
賞
し

ま
す
。
当
時
、初
の
戦
後
生
ま
れ
の
芥
川
賞
受
賞
作
家

の
誕
生
と
騒
が
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
1
9
7
7
（
昭

和
52
）
年
に
「
枯
木
灘
」
を
発
表
し
、毎
日
出
版
文
化
賞

及
び
芸
術
選
奨
新
人
賞
を
受
賞
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、

犯
罪
・
差
別
・
天
皇
制
と
の
関
係
で
言
え
ば
、
1
9
8
3

（
昭
和
58
）年
の「
地
の
果
て 

至
上
の
時
」を
挙
げ
な
く

て
は
な
り
ま
せ
ん
。「
岬
」「
枯
木
灘
」「
地
の
果
て 

至
上

の
時
」
は
竹
原
秋
幸
と
い
う
青
年
が
主
人
公
で
『
秋
幸

三
部
作
』
と
呼
ば
れ
、彼
の
差
別
と
天
皇
に
つ
い
て
の

思
い
を
詰
め
込
ん
だ
中
上
文
学
の
中
核
で
す
。

竹
原
秋
幸
は
母
フ
サ
と
浜
村
龍
造
の
子
な
の
で
す

が
、龍
造
も
フ
サ
も
そ
の
後
、別
に
家
庭
を
持
っ
た
た
め

に
、入
り
組
ん
だ
人
間
関
係
の
中
で
生
き
る
こ
と
を
強

い
ら
れ
ま
す
。そ
し
て
、こ
れ
ら
の
物
語
の
中
心
に
位
置

づ
け
ら
れ
る
の
が
、実
は
伝
説
的
人
物
の
浜
村
孫
一
か

ら
、そ
の
血
を
引
く
と
自
身
の
血
筋
を
捏
造
し
て
い
る

浜
村
龍
造
、そ
れ
か
ら
秋
幸
に
行
き
着
く
こ
の
ラ
イ
ン

で
す
。「
岬
」
は
、三
人
の
女
を
同
時
に
孕
ま
せ
て
自
分

を
捨
て
た
実
父
龍
造
に
復
讐
す
る
た
め
、秋
幸
が
腹
違

い
の
妹
さ
と
子
を
犯
す
話
で
す
。「
枯
木
灘
」
は
そ
の
二

年
後
、26
歳
に
な
っ
た
秋
幸
が
、「
路
地
の
天
皇
」
と
呼

ば
れ
て
い
る
実
父
龍
造
へ
の
複
雑
な
思
い
か
ら
、突
発

的
に
異
母
弟
の
秀
雄
を
殴
り
殺
し
て
し
ま
う
話
で
す
。

ど
ち
ら
の
話
で
も
、「
路
地
の
天
皇
」龍
造
の
存
在
感

は
圧
倒
的
で
す
。
し
か
し
そ
れ
か
ら
三
年
後
、出
所
し

た
29
歳
の
秋
幸
を
描
い
た
「
地
の
果
て 

至
上
の
時
」
で

は
、少
し
様
相
が
変
わ
っ
て
き
ま
す
。
高
度
経
済
成
長

で
紀
州
で
も
土
地
改
造
ブ
ー
ム
が
起
き
て
い
ま
す
。
秋

幸
の
心
の
拠
り
所
で
ま
た
苦
悩
の
根
源
で
も
あ
っ
た

「
路
地
」
は
更
地
に
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
彼
は
仕
方
な

く
材
木
商
を
営
む
実
父
龍
造
の
も
と
で
働
き
始
め
ま

す
。
そ
し
て
最
終
的
な
復
讐
、つ
ま
り
、父
親
殺
し
を
企

て
る
わ
け
で
す
。
が
、そ
ん
な
や
さ
き
に
、龍
造
は
仕
事

帰
り
の
秋
幸
の
目
の
前
で
、影
の
よ
う
な
姿
で
、突
然
、

首
を
吊
っ
て
自
死
を
遂
げ
て
し
ま
い
ま
す
。「
違
う
」
秋

幸
は
一
つ
の
言
葉
し
か
知
ら
な
い
よ
う
に
叫
び
ま
す
。

果
た
し
て
龍
造
は
な
ぜ
死
な
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ

た
の
で
し
ょ
う
か
。
僕
は
、龍
造
の
被
差
別
民
と
し
て

の
過
去
を
重
視
し
て
読
み
た
い
と
思
い
ま
す
。幼
き
日
、

浜
村
龍
造
は
祖
父
と
と
も
に
有
馬
の
小
屋
に
住
ん
で
い

ま
し
た
。
六
歳
の
頃
、有
馬
の
街
道
筋
に
あ
る
鍛
冶
屋

で
馬
の
蹄
鉄
を
盗
ん
だ
と
、有
馬
の
者
ら
か
ら
寄
っ
て

た
か
っ
て
殴
ら
れ
た
の
で
す
。
二
人
は
乞
食
同
然
の
暮

ら
し
ぶ
り
で
し
た
。
幼
き
日
の
こ
の
よ
う
な
体
験
が
、

実
は
龍
造
を
こ
こ
ま
で
突
き
動
か
し
て
き
た
の
で
す
。

清
張
と
並
べ
て
見
ま
す
と
、僕
は
こ
の
場
面
に
野
村

芳
太
郎
監
督
の
清
張
映
画『
砂
の
器
』の
一
場
面
、本
浦

千
代
吉
と
秀
夫
親
子
が
村
を
追
わ
れ
、お
遍
路
姿
で
海

辺
を
さ
ま
よ
う
あ
の
有
名
な
場
面
を
重
ね
合
わ
せ
て

読
み
た
く
な
っ
て
き
ま
す
。
本
浦
秀
夫
は
こ
の
後
和
賀

英
良
と
名
前
を
変
え
て
、著
名
な
作
曲
家
へ
と
上
り
詰

め
て
い
く
。
皆
に
陰
口
を
叩
か
れ
な
が
ら
も
「
路
地
の

天
皇
」
龍
造
を
作
り
上
げ
た
の
も
、ま
た
、こ
う
し
た
差

別
と
極
貧
に
苦
し
め
ら
れ
た
日
々
だ
っ
た
の
で
す
。
お

そ
ら
く
自
ら
の
血
へ
の
怨
念
は
、秋
幸
以
上
に
龍
造
の

方
が
強
か
っ
た
は
ず
で
す
。
し
か
し
そ
れ
が
彼
の
自
殺

と
ど
う
繋
が
る
の
か
は
不
明
で
す
。

し
か
し
、秋
幸
が
叫
ん
だ
「
違
う
」
の
意
味
は
分
か
る

気
が
し
ま
す
。
秋
幸
は
龍
造
の
自
殺
に
よ
っ
て
父
親
殺

し
の
悲
願
を
永
遠
に
果
た
せ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
わ

け
で
、そ
れ
に
対
し
て
の
違
和
表
明
な
の
で
す
。
し
か

し
、龍
造
を
殺
し
て
も
、秋
幸
は
本
当
に
満
足
は
で
き
な

か
っ
た
で
し
ょ
う
。
も
は
や「
路
地
」は
な
く
、時
代
が
大

き
く
移
り
変
わ
っ
て
い
た
か
ら
で
す
。「
路
地
の
天
皇
」

と
し
て
あ
れ
ほ
ど
の
存
在
感
を
示
し
て
い
た
龍
造
も
単

な
る
一
人
の
父
親
に
成
り
下
が
っ
て
い
た
の
で
す
。

中
上
が
『
朝
日
新
聞
和
歌
山
版
』
で
部
落
出
身
者
で

あ
る
こ
と
を
公
式
に
表
明
し
た
の
は
、「
地
の
果
て　

至
上
の
時
」
を
世
に
問
う
二
年
前
の
1
9
8
1
年
1
月

で
し
た
。
80
年
代
と
い
え
ば
、ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
だ
と
か

歴
史
の
終
焉
だ
と
か
、こ
う
い
っ
た
言
葉
が
飛
び
交
い

始
め
た
時
期
で
し
た
。
従
来
の
常
識
や
価
値
観
が
大
き

く
揺
ら
ぎ
だ
し
、近
代
が
根
底
か
ら
問
い
直
さ
れ
始
め

た
時
期
で
す
。
部
落
差
別
と
天
皇
制
の
問
題
も
そ
の
一

つ
で
、お
そ
ら
く
そ
う
い
う
時
代
だ
か
ら
中
上
も
カ
ミ

ン
グ
ア
ウ
ト
で
き
た
の
で
は
な
い
か
、と
僕
は
思
っ
て

い
ま
す
。
中
上
は
秋
幸
物
語
を
書
き
継
ぐ
中
で
、「
路

地
」
も
打
倒
す
べ
き
父
「
路
地
の
天
皇
」
も
、大
き
く
変

質
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
た
の
で
す
。

中
上
が
自
己
の
出
自
を
公
に
し
た
一
年
後
、「
朝
日

ジ
ャ
ー
ナ
ル
」誌
上
で
、安
岡
章
太
郎
と
水
上
勉
と『
人

間
の
「
根
」
に
踏
み
込
む
』
と
題
す
る
鼎
談
を
行
な
っ

て
、次
の
よ
う
な
考
え
方
を
披
露
し
て
い
ま
す
。

「
我
々
は
簡
単
に
、天
皇
が
上
に
あ
り
被
差
別
部
落

が
下
に
あ
る
と
い
う
形
で
、差
別
の
構
造
を
考
え
が
ち

で
す
が
、ひ
ょ
っ
と
す
る
と
そ
れ
は
ま
や
か
し
で
は
な

い
か
と
思
う
ん
で
す
。
イ
ン
ド
に
は
天
皇
は
な
い
。
だ

が
賎
民
が
存
す
る
。
そ
う
い
う
形
で
考
え
る
と
、あ
る

も
の
が
解
け
て
く
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
感
じ
が

す
る
。
い
っ
て
み
れ
ば
、天
皇
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て

何
か
別
の
こ
と
を
言
っ
て
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
、と
い
う

部
分
が
解
け
て
く
る
。
そ
れ
が
何
の
こ
と
か
、ま
だ
わ

か
ら
な
い
け
ど
…
。」

結
局
「
差
別
」
と
い
う
の
は
、単
に
一
地
域
、一
国
家

だ
け
の
問
題
で
も
な
い
し
、仮
に
我
が
国
の
「
天
皇
制
」

が
効
果
を
持
た
な
く
な
っ
た
と
し
て
も
、差
別
の
構
造

は
永
遠
に
残
り
続
け
る
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る

の
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
が
、中
上
の
差
別
と
天
皇
制

に
つ
い
て
の
基
本
的
な
考
え
方
で
、改
め
て
清
張
の
そ

れ
と
比
較
し
て
み
ま
す
と
、そ
の
違
い
に
驚
か
ざ
る
を

え
ま
せ
ん
。
清
張
と
中
上
は
立
場
こ
そ
ま
さ
し
く
正

反
対
で
す
。
し
か
し
、清
張
も
中
上
も
共
に
差
別
と
天

皇
制
に
挑
み
、そ
れ
ぞ
れ
の
形
で
問
題
の
根
の
深
さ
を

告
発
し
、社
会
へ
の
問
題
提
起
を
行
っ
た
と
い
う
意
味

で
、中
上
も
ま
た
数
多
い
清
張
文
学
の
後
継
者
の
一
人

に
加
え
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
、と
思
っ
て
し
ま
う

の
で
す
。
清
張
が
外
側
か
ら
糾
弾
し
て
い
た
社
会
矛
盾

を
、中
上
は
内
側
か
ら
破
砕
し
よ
う
と
試
み
て
い
た
、

と
捉
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

最
後
に
、清
張
と
中
上
が
ほ
ぼ
時
を
同
じ
く
し
て
亡

く
な
っ
た
1
9
9
2（
平
成
4
）年
と
い
う
年
は
、二
人

の
死
に
よ
っ
て
そ
れ
以
前
あ
っ
た
純
文
学
と
大
衆
文

学
の
垣
根
が
従
来
よ
り
も
一
歩
近
づ
い
た
、僕
の
感
覚

で
は
そ
う
い
う
年
で
あ
っ
た
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
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2023 松本清張記念館

周年
開
館

4
1

8
6

2023年に松本清張記念館は開館25周年を迎えました。
企画展や講演会などの主催事業のほか、他の部署や団体など、様々な
イベントにご協力させていただきました。開館25周年の取り組みをご
紹介します。

北九州市立松本清張記念館2階オープンスペースにおいてミニ企画展「松本
清張が君たちに伝えたかった徳川家康」を開催しました。清張が少年少女向け
に書いた家康の伝記を紹介し、その他の作品で描いた家康像との比較などを
交え、著作を展示しました。

作品の一部を抜き出して解説をつけた栞状のカードを学生が制作し、展示の一角に置い
て無料配布したところ、大変な人気となりました。また、学生の一人が、イラストの家康と
一緒に撮影ができるARアプリ「兜をかぶって家康と撮影しよう！」を手がけました。

桜の宴

25
小倉昭和館11

10,11,17
ドラマ
上映会

10
14

京都芸術大学
収穫祭

11
29

ファン北トークライブ
西日本新聞社

会場：戸畑図書館

10
7

世界遺産ミステリー
小説リリース記念
新川帆立
トークショー

12
15

北九州国際映画祭
みうらじゅんセレクション
松本清張作品
上映会

北九州市企画調整局

北九州市国際映画祭
実行委員会

7
29

音楽×演劇×文学
松本清張
（本人ではない）
講演会
音楽：浦野さやか
脚本・演出：泊篤志

ミニ企画展

6
24松本清張

「砂の器」
国際シンポジウム

開館25周年
記念講演会
「小説の価値と
世界の黒い霧」

3
25

7
20

12
17

第3回「点と線」
香椎桜まつり

松本清張が君たちに伝えたかった徳川家康

香椎にぎわいづくりの会

※11月5日（日）までの予定を延長

松本清張記念館では、市制60周年松本清張記念館開館25周年記念特別企
画展「清張福岡紀行」を開催しました。
小説のリアリティを大切にした清張にとって、およそ40年の前半生を過ごし、
土地勘のある福岡県は小説の舞台の宝庫でした。「清張福岡紀行」展は、福
岡県が登場する清張作品を文章でたどり、作品の背景やそれらの舞台がど
のような変化を遂げているかを、6部構成でご紹介しました。
館内のカフェとのコラボや、インスタグラムキャンペーンなども行いました。

特
別
企
画
展

9
30

12
17

清張 福岡紀行

1． 北九州「時間の習俗」「黒地の絵」など
2. 筑豊「火の記憶」「遠くからの声」など
3. 福岡「点と線」「渡された場面」など
4. 筑後「恐喝者」「秀頼走路」など
5. 森鷗外を訪ねて「或る『小倉日記』伝」
 「両像・森鷗外」など
6. 自伝的作品「半生の記」「骨壺の風景」など

構成

西南女学院大学観光文化科の学生有志による「清張さんからのメッセージカード」が大人気!
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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 会員更新と新規会員募集のお知らせ ●
松本清張記念館友の会は、8月1日から翌7月31日
までを1年間として、多彩な事業を実施しております。
年会費は3,000円です。皆様のご入会をお待ちして
おります。

松本清張記念館で開催（9/30～12/17）され
ていた特別企画展「清張福岡紀行」のコンセプト
や見どころを、担当の小野学芸員が詳しく解説し
た後、一緒に企画展会場を見学しました。
参加者からは「分かりやすい解説を聞いてか

ら実際に見学することで、企画展の内容をより深
く理解することができた。参加して良かった。」との
声をいただくなど、大変好
評でした。

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100万円を上限とする研究奨励金を支給します。
今後取り組みたい調査・研究テーマ等の内容が具体的に分かる企画書、予算書、参考
資料（全て様式は自由。ただし日本語）を令和7年3月31日までに応募してください。

令和5年10月28日（土）
14：00～15：30
松本清張記念館 会議室
　（22名参加）
「清張福岡紀行」
小野 芳美
　（松本清張記念館 学芸員）

●清張サロン（第1回）
友の会 活動報告

日 時

会 場

テーマ
講 師

対 象

内 容
応募方法

友の会では、清張さんの誕生日（1909年12月21日）をお祝いする「生誕祭」を
毎年開催しています。生誕114年となる今年は、20回目の開催を記念して、清張
さんのお孫さんにあたる「松本張秀さん」と「陽子さん」ご夫妻を特別ゲストにお
迎えし、武内北九州市長にも出席いただきました。
張秀さんからは「自分の名前は清張につけてもらった。祖父は怖いイメージを

もたれていたようだが、幼いころよく散歩に連れて行ってもらった。すごくかわい
がってもらった記憶がある。」など、清張さんとの思い出を公の場で初めて語って
いただきました。また、武内市長は「松本清張記念館は、今年で開館25周年を迎
えた。これもひとえに大変貴重な資料をご寄贈いただいた松本家のご協力と友
の会の皆様のご支援のおかげである。今後も北九州市が誇る清張先生の功績
をこの記念館が中心となって語り継いでいく。」と挨拶されました。
加島会長の「松本清張2023」と題した講演では、1年間の出来事を清張作品

と関連づけて紹介し、バースデーケーキセレモニー、古賀館長によるオカリナ演
奏会・茶話会と和やかな雰囲気の中で生誕祭が行われました。
参加者からは「お孫さんの思い出話を聞いて清張さんがこの場にいるような
気持になった。」「お孫さんご夫妻と直接お話ができてとても嬉しかった。」「加島
会長による1年間の出来事を清張と紐づけした講演が大変興味深かった。」「館
長のオカリナ演奏が素敵でした。オカリナをBGMに和気あいあいとした雰囲気で
歓談もでき楽しい時間を過ごせた。」などの声をいだだきました。皆様の心に残る
生誕祭となったのではないかと思います。

令和5年12月24日（日）14:00～16:00
松本清張記念館 企画展示室（38名参加）
●開会・主催者挨拶
●来賓挨拶（松本張秀氏、武内和久北九州市長）
●講演 「松本清張2023」（友の会 加島会長）
●オカリナ演奏会（松本清張記念館 古賀館長）茶話会

●松本清張「生誕祭」
日 時
会 場
内 容

松本清張研究奨励事業募集第　　　回27

武内北九州市長 松本張秀さん

小野学芸員

募集要項

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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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

  「遠い接近」 （『遠い接近』文春文庫）

  「共犯者」 （『共犯者』新潮文庫、
　　　　 　　　　『松本清張傑作短篇コレクション〈中〉』文春文庫）

  「左の腕」 （『佐渡流人行』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。

■応募の注意
・参考にした文献や出典を明記し、引用文は「　」で囲むなどわかるように

表記してください。
・AIによる生成物を自己の成果物として応募・提出することは不適切また

は不正な行為です。
※詳しくは文部科学省「初等中等教育段階における生成AIの利用に関する暫定的なガイ

ドライン」をご参照ください。
https://www.mext.go.jp/content/20230710-mxt_shuukyo02-000030823_003.pdf

■応募締切　令和6年9月30日（月） ※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。
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令和6年度

中学生・高校生 読書感想文コンクール

●　応募先 ・ 問い合わせ　●

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

朗読・ミュージック・おしゃべりサロン
記念館に気軽に足を運んでいただき、清張の「人

と作品」にふれていただく新たな試みとして、令和5
年7月から、毎月1回、当館館長と地域の音楽家や
朗読家など、有志による「おしゃべりサロン」が、
SEICHOカフェにて開催されました。
清張の作品や生き様に関連づけた楽曲の演奏や
歌唱、朗読などを聴きながら、自由におしゃべりして
いただき、交流を深める場としてたくさんの方が参
加されました。

a

1 10月 11日 二島市民センター

2 10月 14日 松本清張記念館

3 10月 17日 葛原市民センター

4 10月20日 エアステーションヒビキスタジオ

5 10月22日 北九州市立美術館 別館

6 10月25日 北九州市立生涯学習総合センター

7 11月 8日 パークサイドビル

8 11月 16日 青葉市民センター

9 11月 21日 若松中央市民センター

10 11月22日 若松市民会館

11 11月29日 松本清張記念館

12 11月29日 舞ケ丘中央会館

13 12月 7日 松本清張記念館

14 12月 15日 城野市民センター

15 12月 16日 東京都立大学（オンライン講座）

16 1月 13日 若松中央市民センター

17 1月20日 レインボープラザ

18 2月 21日 （一社）北九州銀行協会

19 3月 1日 修多羅市民センター

20 3月 4日 若園市民センター

21 3月 17日 戸畑図書館

北九州市印刷物登録番号 第2310112B号

講演に行ってきました

開館25周年を迎えた昨年は、地域の皆さまと連携し、様 な々取り組みを行いました。
来館者はじめ、ご協力いただいた関係者の皆さまのおかげです。ありがとうございました。
今年の講演会は、8月10日に映画研究家の春日太一先生に「松本清張に挑んだ脚本家・橋本忍」と
題してご講演いただく予定です。内容は、館報でもお伝えします。
また、特別企画展「松本清張と井上靖－新進作家と目標の星（仮）」を秋に開催する予定です。
どうぞ記念館に足をお運びいただき、両作家の意外な共通点と交流にふれてみてください。　（T.O）


