
　
木
村
卓
治
が
最
初
に
考
古
学
の
教
え
を
う

け
た
の
は
、京
都
大
学
の
助
教
授
杉
山
道
雄

か
ら
だ
っ
た
。そ
れ
か
ら
東
京
帝
室
博
物
館

の
高
崎
健
二
に
指
導
を
頼
ん
だ
。高
崎
は
調

査
報
告
を
読
ん
で
感
心
し
雑
誌
に
も
発
表
し

て
く
れ
た
。高
崎
は
卓
治
に
博
物
館
の
助
手
を
世
話
し
よ
う

と
し
た
が
、結
局
、中
学
卒
の
学
歴
が
障
害
と
な
っ
て
入
れ

ず
、東
京
高
等
師
範
学
校
に
就
職
す
る
。彼
は
そ
の
こ
と
で

高
崎
を
恨
み
、憎
ん
だ
。以
後
、卓
治
は
官
学
に
向
か
っ
て
牙

を
鳴
ら
す
の
で
あ
る
。

　
卓
治
は
、グ
ル
ー
プ
を
結
集
し
て
中
央
考
古
学
会
を
組
織

し
た
。機
関
紙「
考
古
学
界
」も
出
し
た
。編
集
は
卓
治
が
受
け

持
っ
た
。機
関
誌
に
載
せ
た
あ
る
調
査
報
告
書
の
内
容
は
、

今
ま
で
の
高
崎
様
式
と
そ
れ
を
少
し
進
歩
さ
せ
た
杉
山
様

式
に
対
す
る
反
逆
で
あ
っ
た
。こ
れ
を
機
に
、高
崎
健
二
か

ら
は
出
入
り
禁
止
、杉
山
道
雄
と
は
絶
交
、博
物
館
の
佐
藤

卯
一
郎
か
ら
も
出
入
り
の
遠
慮
を
告
げ
ら
れ
た
。こ
れ
か

ら
は
高
崎
、杉
山
、佐
藤
の
打
倒
を
目
標
に
闘
い
ま
す
、と
卓

治
は
答
え
た
。

　
卓
治
は
フ
ラ
ン
ス
に
留
学
し
た
が
、病
を
お
し
て
の
そ
の
一

年
は
空
虚
で
あ
っ
た
。帰
国
後
、卓
治
の
研
究
は
弥
生
式
土
器

に
向
か
っ
た
。初
め
て
独
創
の
主
題
を
つ
か
ん
だ
の
で
あ
る
。

遺
物
の
背
後
に
社
会
生
活
や
階
級
制
を
見
よ
う
と
す
る
研
究

を
次
々
と
発
表
し
た
。当
時
誰
も
考
え
な
か
っ
た
こ
と
だ
っ

た
。熱
の
あ
る
時
は
、濡
れ
タ
オ
ル
を
額
に
当
て
て
ペ
ン
を
動

か
し
た
。妻
の
シ
ズ
エ
に
感
想
を
迫
っ
た
が
、彼
女
も
毎
日
熱

が
出
、耳
も
遠
く
な
っ
て
い
た
。

　
昭
和
十
年
十
一
月
に
シ
ズ
エ
は
一
人
で
息
を
引
い
た
。二

ヶ
月
後
の
昭
和
十
一
年
一
月
、の
ち
に
考
古
学
界
の
鬼
才
と

言
わ
れ
た
卓
治
も
鎌
倉
で
死
ん
だ
。電
報
が
各
方
面
に
打
た
れ

た
が
、誰
も
来
る
者
は
な
か
っ
た
。三
十
四
歳
だ
っ
た
。

　「
断
碑
」は
、不
遇
の
う
ち
に
夭
逝
し
た
考
古
学
者
、森
本
六

爾
を
モ
デ
ル
と
し
、「
学
問
へ
の
直
観
力
と
、官
学
に
対
す
る
執

拗
な
反
抗
」を
主
題
に
そ
の
生
涯
を
描
き
、文
学
的
に「
自
分
の

道
を
発
見
し
た
」と
清
張
自
身
が
語
る
初
期
の
重
要
作
品
で
あ

る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
学
芸
担
当 

中
川
　
里
志
）

●
研
究
誌
「
松
本
清
張
研
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」
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ん
な
の
広
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友
の
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ピ
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ク
ス
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『風雪』（角川小説新書）

「断碑」初収録本 昭和31年11月  角川書店 

現
在
入
手
で
き
る
本

『
松
本
清
張
全
集
』
第
35
巻
（
文
藝
春
秋
）

『
或
る
「
小
倉
日
記
」
伝
　
傑
作
短
編
集
（
一
）
』
新
潮
文
庫
（
新
潮
社
）

『
張
込
み
　
松
本
清
張
短
編
全
集
３
　
復
刻
新
版
』
カ
ッ
パ
・
ノ
ベ
ル
ス
（
光
文
社
）

『
松
本
清
張
小
説
セ
レ
ク
シ
ョ
ン
33
』（
中
央
公
論
社
）

「断碑」（原題「風雪断碑」）は昭和29年12月、

「別册文藝春秋43号」に掲載された。

よ
う
せ
い
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初めての東京学芸大学での開催でしたが、会員及び一般参加などを合わせて71名が参加しました。

研究発表では質疑応答も活発にくり広げられ、長時間の発表会にもかかわらず熱心に聴講していました。

 桜井 哲夫氏

 

大
岡
昇
平
の
感
情
的
な
批
判

　『
日
本
の
黒
い
霧
』は
一
九
六
〇
年
、「
文
藝
春
秋
」に
一
年
間
連
載
さ
れ
ま

し
た
。十
二
回
で
、「
下
山
国
鉄
総
裁
謀
殺
論
」か
ら
始
ま
り「
謀
略
朝
鮮
戦
争
」

で
終
わ
る
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
一
見
す
る
と
、様
々
な
奇
妙
な
事
件
が
、米

軍
の
仕
掛
け
が
、最
終
的
に
朝
鮮
戦
争
の
開
戦
に
向
け
て
進
め
ら
れ
て
い
る

よ
う
な
読
み
方
も
出
来
な
く
は
な
い
。そ
れ
が「
謀
略
論
」、「
陰
謀
論
」と
批
判

さ
れ
る
要
因
に
な
っ
た
か
と
思
う
。そ
う
し
た
批
判
の
代
表
的
な
も
の
と
し

て
、作
家
の
大
岡
昇
平
が「
群
像
」一
九
六
一
年
十
二
月
号
に「
松
本
清
張
批

判
」と
い
う
文
章
を
書
い
て
い
る
。私
は
、な
ぜ
こ
れ
ほ
ど
感
情
的
な
批
判
を

す
る
の
か
、非
常
に
び
っ
く
り
し
ま
し
た
。大
岡
さ
ん
は
、「
松
本
の
推
理
小
説

と
実
話
物
は
必
ず
し
も
資
本
主
義
の
暗
黒
面
の
真
実
を
描
く
こ
と
を
目
的
と

し
て
い
な
い
、そ
れ
は
小
説
家
と
い
う
特
権
的
地
位
か
ら
真
実
の
可
能
性
を

摘
発
す
る
だ
け
で
あ
る
。無
責
任
に
摘
発
さ
れ
た『
真
相
』は
、松
本
自
身
の
感

情
に
よ
っ
て
歪
め
ら
れ
て
い
る
。『
菊
枕
』や『
断
碑
』等
初
期
の
作
品
以
来
一

貫
し
て
い
た
怨
恨
が
あ
り
、被
害
妄
想
患
者
の
作
り
出
す
虚
像
に
似
て
い
る
」

と
決
め
つ
け
る
わ
け
で
す
。

　
松
本
清
張
も
、翌
月
の「
群
像
」で「
大
岡
昇
平
氏
の
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
裁
断
」

と
い
う
反
論
を
書
い
て
い
ま
す
が
、こ
の
論
争
自
体
は
あ
ま
り
実
り
多
い
も

の
で
は
な
か
っ
た
。た
だ
私
は
、こ
の
よ
う
な
批
判
を
書
か
せ
る
に
至
っ
た
大

岡
の
精
神
風
景
に
興
味
を
覚
え
ま

し
た
。大
岡
昇
平
は
京
都
帝
大
文
学

部
仏
文
科
を
卒
業
し
た
後
、川
崎
重

工
な
ど
に
勤
務
し
て
、
一
九
四
四

年
に
召
集
さ
れ
て
七
月
に
フ
ィ
リ

ピ
ン
の
ミ
ン
ド
ロ
島
に
送
ら
れ
て

い
る
わ
け
で
す
。大
岡
は
そ
の
と
き

三
十
五
歳
。翌
年
一
月
、ア
メ
リ
カ

軍
の
俘
虜
に
な
る
。こ
の
経
験
が
有

名
な
小
説
の「
俘
虜
記
」「
野
火
」、そ

れ
か
ら「
レ
イ
テ
戦
記
」に
繋
が
っ

て
い
く
わ
け
で
す
。

　
実
は
、二
人
は
共
に
一
九
〇
九
年
、

同
じ
明
治
四
十
二
年
生
ま
れ
で
す（
大

岡
が
三
月
、松
本
が
十
二
月
）。

松
本
清
張
の
方
も
一
九
四
四
年
六
月
に
三
十
四
歳
で
臨
時
召
集
さ
れ
て
、衛

生
兵
と
し
て
朝
鮮
半
島
に
渡
る
。最
終
的
に
は
衛
生
上
等
兵
と
し
て
終
戦
を

迎
え
て
い
る
。二
人
と
も
小
説
家
と
し
て
の
デ
ビ
ュ
ー
は
四
十
歳
を
過
ぎ
て

か
ら
と
い
う
共
通
点
が
あ
り
ま
す
。中
年
の
下
級
兵
士
と
し
て
再
召
集
を
受

け
た
こ
と
も
共
通
し
ま
す
。学
歴
上
の
差
違
は
あ
る
が
、二
人
は
基
本
的
に
共

通
の
世
代
体
験
を
も
っ
た
人
間
だ
っ
た
。そ
う
い
う
人
間
が
な
ぜ
こ
う
も
感

情
的
な
反
発
を
し
て
し
ま
う
の
か
。

　
で
は
、大
岡
昇
平
は
松
本
清
張
の
米
軍
批
判
、占
領
軍
批
判
そ
の
も
の
を
嫌
っ

た
の
か
と
い
え
ば
、決
し
て
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。と
い
う
の
は
、例
え
ば
大
岡

昇
平
は「
レ
イ
テ
戦
記
」の
エ
ピ
ロ
ー
グ
で
、
一
九
四
九
年
か
ら
の
ソ
連
を
封

じ
込
め
る
路
線
へ
の
変
換
は
、実
は
一
九
四
三
年
、マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の
オ
ー
ス

ト
ラ
リ
ア
西
南
太
平
洋
司
令
部
時
代
か
ら
の
一
貫
し
て
変
わ
ら
な
い
ア
ジ
ア

の
武
力
制
覇
の
構
想
で
、彼
の
政
策
が
ア
メ
リ
カ
の
世
界
戦
略
と
合
致
し
て
い

た
こ
と
は
そ
の
後
の
歴
史
が
証
明
し
て
い
る
、と
書
い
て
お
り
、ア
メ
リ
カ
の

占
領
支
配
を
非
常
に
正
確
に
見
て
い
た
と
分
か
る
わ
け
で
す
。そ
う
す
る
と
、

大
岡
昇
平
の
不
満
は
、松
本
清
張
は
支
配
者
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
と
そ
の
背
後
に
あ

る
ア
メ
リ
カ
の
世
界
戦
略
に
眼
を
向
け
ず
に
、占
領
支
配
に
つ
い
て
Ｇ
２（
連

合
国
軍
総
司
令
部
参
謀
部
第
二
部
）と
Ｇ
Ｓ（
民
政
局
）の
対
立
と
い
う
マ
イ
ナ
ー
な

問
題
に
歪
曲
し
た
こ
と
に
対
す
る
不
満
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
確
か
に
松
本
清
張
の『
日
本
の
黒
い
霧
』は
、公
開
さ
れ
た
ア
メ
リ
カ
政
府

資
料
も
な
く
、占
領
軍
研
究
も
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
時
代
で
あ
る
割
に
は
、事

件
の
問
題
点
に
肉
薄
し
て
い
る
仕
事
だ
と
は
思
う
。し
か
し
、現
時
点
か
ら
見

る
と
、い
か
ん
せ
ん
事
件
を
あ
ま
り
脈
絡
づ
け
る
こ
と
な
く
、ご
っ
た
煮
の
ご

と
く
羅
列
し
て
い
る
と
い
う
感
は
否
め
な
い
。も
う
少
し
焦
点
を
絞
っ
て
論

じ
た
方
が
、ア
メ
リ
カ
政
府
の
影
と
い
う
も
の
を
強
く
読
者
に
伝
え
る
こ
と

が
で
き
た
か
も
し
れ
な
い
。し
か
し
、清
張
は「
何
か
の
か
た
ち
で
メ
モ
し
て

お
か
な
け
れ
ば
、将
来
、分
か
ら
な
く
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
、と
い
う
の

も
こ
れ
を
書
い
た
私
の
秘
か
な
気
負
い
で
あ
っ
た
」と「
な
ぜ『
日
本
の
黒
い

霧
』を
書
い
た
か
」（「
朝
日
ジ
ャ
ー
ナ
ル
」一
九
六
〇
年
十
二
月
四
日
号
）で
書
い
て

い
ま
す
。つ
ま
り
、正
史
か
ら
も
れ
落
ち
て
し
ま
う
よ
う
な
事
件
を
こ
れ
だ
け

集
め
て
後
世
に
残
し
、議
論
の
基
盤
を
作
っ
た
と
い
う
功
績
は
誰
し
も
否
定

で
き
な
い
と
思
い
ま
す
。ま
た『
日
本
の
黒
い
霧
』は
生
の
素
材
を
ぽ
ん
と
投

げ
出
し
て
い
る
。今
の
時
点
か
ら
見
る
と
、そ
の
方
が
む
し
ろ
あ
り
が
た
い
。

変
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
入
っ
て
い
な
い
。変
に
脚
色
し
た
り
自
分
で
都
合
の

い
い
物
語
を
作
っ
て
い
な
い
分
だ
け
、利
用
し
や
す
い
。素
材
を
ど
う
処
理
す

講師

評論家。東京経済大学教授。

東京外国語大学外国語学部フランス語学科卒業。

東京大学大学院社会学研究科博士課程単位取得。

研究分野

ヨーロッパ社会思想及び近現代社会史

著書

『占領下パリの思想家たち』（平凡社・新書、2007）

『可能性としての戦後』（講談社・選書メチエ、1994）



3

発
表
者

石
川
　
巧
氏

立
教
大
学
教
授
。近
代
文
学
・
現
代
文
学
。

立
教
大
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
満
期
退
学
。

山
口
大
学
人
文
学
部
助
教
授
、

九
州
大
学
大
学
院
助
教
授
を
経
て
、現
職
。

る
か
は
、読
ん
だ
人
間
の
力
に
よ
る
わ
け
で
す
。

　
こ
の
よ
う
に
、大
岡
昇
平
が
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
ア
メ
リ
カ
の
世
界
戦
略

と
い
う
、空
の
上
か
ら
地
上
の
構
図
を
眺
め
る
よ
う
な
、い
わ
ゆ
る
鳥
瞰
図
、

鳥
の
目
で
見
る
図
式
に
拘
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、松
本
清
張
は
作
家
の
小
田

実
が
作
り
だ
し
た
言
葉
で
す
が
、地
上
を
這
い
ず
る
虫
、虫
の
視
点
、つ
ま
り

生
活
者
の
視
点
か
ら
見
る
虫
瞰
図
、地
上
を
這
い
ず
り
回
っ
て
資
料
を
集
め

て
読
み
こ
ん
で
い
く
と
い
う
虫
瞰
図
的
視
点
に
拘
っ
た
と
い
う
違
い
が
あ

る
。こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
仕
方
の
違
い
自
体
が
、こ
う
い
う
相
互
反
発
を
生
ん

だ
と
言
え
な
く
も
な
い
と
い
う
気
が
し
ま
す
。

  

「
帝
銀
事
件
」と「
下
山
事
件
」、そ
し
て「
征
服
者
と
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
」

　
次
に
、事
件
の
具
体
的
な
検
討
に
入
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　『
日
本
の
黒
い
霧
』の
中
で
、こ
こ
十
年
く
ら
い
で
多
少
と
も
謎
が
解
け
た

感
が
す
る
の
は
、「
下
山
事
件
」と「
帝
銀
事
件
」、こ
の
二
つ
で
あ
ろ
う
と
考
え

て
お
り
ま
す
。

　「
下
山
事
件
」は
長
い
間
、分
か
ら
な
い
事
件
で
し
た
。こ
こ
三
、四
年
の
間
に

急
速
に
進
展
し
ま
し
た
。自
分
の
お
祖
父
さ
ん
が
関
係
者
で
は
な
い
か
と
疑
っ

た
、柴
田
哲
孝
さ
ん
と
い
う
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
が
、週
刊
朝
日
の
記
者
の
諸
永

裕
司
さ
ん
と
か
、映
像
作
家
の
森
達
也
さ
ん
な
ど
に
そ
の
話
を
し
た
こ
と
で
、

調
べ
始
め
た
の
で
す
。三
冊
別
々
の
本
が
出
さ
れ
ま
し
た
。
一
番
最
後
に
出

た
柴
田
哲
孝
さ
ん
の
本『
下
山
事
件
―
―
最
後
の
証
言
』（
二
〇
〇
五
年
）は
、非

常
に
衝
撃
的
な
内
容
を
持
っ
た
本
で
す
。

　
実
は
日
本
の
戦
後
史
に
つ
い
て

決
定
的
な
問
題
を
、誰
も
論
じ
て
こ

な
か
っ
た
。松
本
清
張
だ
け
は『
日
本

の
黒
い
霧
』の「
征
服
者
と
ダ
イ
ヤ
モ

ン
ド
」と
い
う
項
目
で
こ
の
問
題
を

取
り
あ
げ
て
い
る
。つ
ま
り
、日
本
の

戦
後
の
政
治
的
再
編
を
作
り
だ
し

た
資
金
は
ど
こ
か
ら
出
て
き
た
の
か
。

吉
田
茂
内
閣
以
降
の
日
本
の
保
守

党
の
資
金
源
は
ど
こ
で
あ
っ
た
の
か
、

と
い
う
問
題
が
実
は
こ
こ
で
提
起

さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。

　
実
は
、こ
れ
と
柴
田
哲
孝
さ
ん
が
明
ら
か
に
し
た
、自
分
の
祖
父
が
関
わ
っ

て
い
た
日
本
橋
室
町
の
ラ
イ
カ
ビ
ル
に
あ
っ
た
亜
細
亜
産
業
と
い
う
会
社
と

が
大
き
な
繋
が
り
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
て
く
る
わ
け
で
す
。こ
の

会
社
の
社
長
が
矢
板
玄（
く
ろ
し
）。戦
時
中
、満
州
で
矢
板
機
関
と
い
う
軍
の
特

務
機
関
を
率
い
て
い
て
、盧
溝
橋
事
件
の
と
き
に
暗
躍
し
て
勲
章
を
も
ら
っ

た
人
物
で
す
。こ
の
人
物
は
戦
後
、日
本
金
銀
運
営
会
の
専
務
理
事
を
や
っ
て

い
た
。日
本
金
銀
運
営
会
と
い
う
の
は
戦
時
中
に
強
制
接
収
さ
れ
た
貴
金
属

を
扱
っ
て
い
た
組
織
な
の
で
す
。こ
れ
が
松
本
清
張
の「
征
服
者
と
ダ
イ
ヤ
モ

ン
ド
」に
繋
が
っ
て
い
き
ま
す
。そ
し
て
、柴
田
さ
ん
が
大
叔
母
さ
ん
か
ら
、亜

細
亜
産
業
が
入
っ
て
い
た
ラ
イ
カ
ビ
ル
の
地
下
に
、金
の
延
べ
棒
が
百
本
あ

ま
り
も
積
ま
れ
て
い
た
と
い
う
話
を
聞
く
わ
け
で
す
。こ
れ
こ
そ
、国
民
か
ら

供
出
さ
れ
た
貴
金
属
だ
っ
た
わ
け
で
す
ね
。も
う
一
つ
、児
玉
誉
士
夫
な
ど

の
右
翼
グ
ル
ー
プ
が
戦
時
中
、中
国
大
陸
か
ら
強
奪
し
て
日
本
に
運
び
込
ん

だ
大
量
の
金
銀
、ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
、プ
ラ
チ
ナ
な
ど
が
あ
り
、そ
れ
も
実
は
こ

の
ラ
イ
カ
ビ
ル
で
一
緒
に
管
理
し
て
い
た
わ
け
で
す
。

　
松
本
清
張
は
そ
の「
征
服
者
と
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
」の
中
で
、戦
時
中
の
ダ
イ
ヤ
な

ど
の
供
出
貴
金
属
類
は
い
っ
た
い
ど
こ
に
消
え
て
し
ま
っ
た
の
か
、と
問
い
か
け

て
い
ま
す
。柴
田
哲
孝
さ
ん
の『
下
山
事
件
』を
読
む
と
、そ
こ
で
繋
が
っ
て
く
る

わ
け
で
す
。接
収
貴
金
属
を
管
理
し
て
い
た
団
体
は
、Ｇ
Ｈ
Ｑ（
連
合
国
軍
総
司
令
官

総
司
令
部
）や
そ
れ
か
ら
右
翼
、そ
れ
か
ら
保
守
党
の
政
治
家
た
ち
、そ
う
い
う
連

中
と
全
部
繋
が
っ
て
い
る
こ
と
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
わ
け
で
す
。

　
も
う
一
つ
重
要
な
の
は
、松
本
清
張
は「
下
山
総
裁
謀
殺
論
」の
中
で
下
山

総
裁
の
替
え
玉
論
を
展
開
し
て
い
る
。柴
田
さ
ん
の
本
で
も
替
え
玉
が
い
た

と
い
う
。末
広
旅
館
で
休
ん
で
い
た
下
山
総
裁
は
替
え
玉
で
、
一
九
五
五
年

に
消
さ
れ
た
李
と
い
う
朝
鮮
人
だ
っ
た
と
い
う
の
で
す
。さ
ら
に
旅
館
の
長

島
フ
ク
と
い
う
女
性
の
夫
は
、実
は
戦
前
の
特
高
警
察
の
警
官
で
、そ
う
い
う

夫
を
持
つ
長
島
フ
ク
の
証
言
は
偽
証
だ
ろ
う
と
推
測
で
き
る
。

　
そ
れ
か
ら
、「
下
山
事
件
」は
い
っ
た
い
何
だ
っ
た
の
か
と
、柴
田
さ
ん
は
類

推
す
る
。柴
田
さ
ん
の
見
方
で
は
、下
山
総
裁
の
謀
殺
事
件
の
背
景
に
、国
鉄

の
大
量
首
切
り
の
問
題
は
な
い
と
言
う
。実
は
下
山
定
則
と
い
う
人
は
非
常

に
正
義
感
の
強
い
人
で
、国
鉄
内
部
の
汚
職
を
摘
発
し
よ
う
と
し
て
い
た
の

で
は
な
い
か
。
一
つ
は
シ
ャ
グ
ノ
ン
と
い
う
、Ｃ
Ｔ
Ｓ（
鉄
道
管
理
局
）の
中
佐

も
国
鉄
に
関
わ
る
利
権
に
関
わ
っ
て
い
た
。政
治
家
も
含
め
て
そ
う
い
う
人

間
は
た
く
さ
ん
い
る
わ
け
で
、彼
ら
に
と
っ
て
都
合
が
悪
く
な
っ
て
き
た
の

で
は
な
い
か
。

ア
メ
リ
カ
が
日
本
社
会
に

残
し
た
刻
印

　『
日
本
の
黒
い
霧
』を
含
め
て
松

本
清
張
の
作
品
世
界
に
は
、大
岡

昇
平
が
ル
サ
ン
チ
マ
ン（
恨
み
・
つ

ら
み
）の
塊
だ
と
批
判
し
た
部
分

が
あ
る
こ
と
は
確
か
に
事
実
で
す
。

し
か
し
、屈
折
し
た
ア
メ
リ
カ
と

の
関
係
が
残
念
な
が
ら
今
日
ま

で
続
い
て
お
り
、政
治
の
世
界
で

も
経
済
の
世
界
で
も
未
だ
に
ア

メ
リ
カ
の
影
か
ら
抜
け
出
せ
な
い
こ
の
国
で
、ど
う
し
て
一
般
庶
民
の
ア
メ
リ

カ
に
対
す
る
ル
サ
ン
チ
マ
ン（
恨
み
・
つ
ら
み
）を
あ
ざ
笑
う
こ
と
が
で
き
る
で

し
ょ
う
か
。で
き
な
い
で
し
ょ
う
。憲
法
９
条
を
押
し
つ
け
だ
と
し
て
改
憲
す
る

目
的
が
、自
衛
隊
を
米
軍
と
一
体
化
し
て
米
軍
の
戦
闘
行
動
に
無
理
な
く
参
加

す
る
た
め
だ
な
ん
て
い
う
の
は
、他
の
国
か
ら
見
れ
ば
信
じ
ら
れ
な
い
話
で
あ

る
わ
け
で
す
。い
っ
た
い
こ
の
国
は
、本
当
に
独
立
国
家
な
の
か
と
思
わ
れ
る
で

し
ょ
う
。結
局
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
一
州
に
加
え
て
も
ら
う
こ
と
が
、戦
後
レ

ジ
ー
ム
の
決
算
な
の
か
。

　
い
ず
れ
に
し
て
も
、存
命
な
ら
松
本
清
張
は
占
領
下
の
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
ど
お

り
に
政
権
を
握
る
政
治
家
た
ち
が
支
配
さ
れ
て
き
た
結
果
だ
と
言
っ
た
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。そ
う
い
う
意
味
で
は
、『
日
本
の
黒
い
霧
』の
世
界
は
ま
だ
終
わ
っ
て

な
い
し
、も
し
か
す
る
と
占
領
も
終
わ
っ
て
な
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
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　松本清張は、昭和28年1月、「或る『小倉日記』伝」で芥川賞を受賞

したのを機に、東京への転勤を願うようになります。念願がかな

い、同年12月1日付で朝日新聞東京本社へ転勤となります。

　上京直後のこの頃の様子を、松本清張は「日記」につけていま

した。「日記」からは、東京ならではの取材や創作の便利さを喜び、

精力的に土地を訪れ人と会って話を聞く、新進作家・松本清張の

姿を見てとることができます。

　その一齣として、今回の企画展では、同年の年末年始の休暇を

利用した信州上諏訪・富士見への取材旅行の様子と、その取材か

ら生まれた作品を紹介しています。

特別企画展

高島城跡
諏訪市博物館所蔵

（略）上諏訪に二三日いて高嶋城を見

に行ったときに、この小説（「面貌」―

編注）の構想を得た。

「あとがき」（『松本清張全集』第35巻）

高原の道は矢上ひとりだった。白樺の林が点在する道であっ

た。富士も、八ヶ岳も、鋸山も、駒ヶ岳もそれぞれの方角に

雪をかぶった白い姿を見せた。南国に生れた矢上は心を

奪われた。　　　　　　　　　　　　　　　　「湖畔の人」

清張は、徳川家康の六男で、後に改易され諏訪城主諏訪頼水に預けられた松平忠

輝のことを、郷土史家の細川隼人氏に聞きました。これらの取材を元に、「湖畔の

人」（昭和29年）、「二すじの道」（昭和29年）、「面貌」（昭和30年）の三作品が書かれました。

森本六爾
諏訪市博物館所蔵（藤森みち子寄託）

藤森栄一
諏訪市博物館所蔵（藤森みち子寄託）

清張は、不遇のうちに夭逝した考古学者、森本六爾について、

弟子で上諏訪在住の藤森栄一氏から話を聞きました。後にそ

の取材は初期の代表作「断碑」（昭和29年）に結実します。

昭和28年12月上京当時の「日記」（直筆・複製）

芥川賞を受賞し、まだ新聞社に勤めながら作家として

成長しようと努力していた松本清張の、当時の生活、

出版社からの依頼、精力的な創作・取材活動の様子が

読みとれる、貴重な直筆「日記」。

森本六爾から藤森栄一氏に送られた書簡
諏訪市博物館所蔵（藤森みち子寄託）

東京考古学会の機関紙「考古学」（昭和5年・初年度）への原稿依頼の葉書か

ら、昭和11年1月25日付、父親（森本猶蔵）名による訃報葉書まで、多数の書

簡が森本六爾から藤森栄一氏へ送られた。これらの書簡からは、研究者

としての森本六爾のみならず、人間・森本六爾の姿をかいま見ることが

でき、さらに師弟の深い愛情にふれることができます。

富士見高原・昭和30年頃
〔白樺と八ヶ岳〕�
富士見町高原のミュージアム所蔵

松平忠輝
『諏訪史第四巻』より

（諏訪教育会転載許可）

細川隼人
細川一夫所蔵
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北九州
市役所

滝
八坂神社

医療
センター

モノレール
旦過停留所

小倉北区役所

リバーウォーク

市営勝山公園
地下駐車場

市営天神島駐車場

杉田久女句碑

毎日会館

小倉城庭園

森　外旧居

森　外京町住居跡碑

森　外
の碑

（風の橋）

中島橋

浅
香
通
り

平
和
通
り

京町銀天街

都
市
モ
ノ
レ
ー
ル
小
倉
線

都
市
モ
ノ
レ
ー
ル
小
倉
線

（石の橋）

勝山橋

国
道
3号

船場町

紺屋町

古船場町

江南町

昭和町

吉野町

京町

魚町

馬借

馬借

中島
馬借

堺町

堺町

中津口

鍛冶町

鍛冶町

米町

米町

魚町

魚町

魚町
四丁目

京町

京町
京町

紫
川

菅原神社

〒

ビジネスホテル凡

ビジネスホテル
イタリー館

小倉
ワシントンホテルプラザ

北九州
第一ホテル

モノレール
香春口三萩野停留所

中島小学校

小倉城

中島

川北電気小倉出張所で
給仕をしていた頃

現在の紺屋町

こ 

く
ら

か
わ
ら 

ぐ
ち

た
ん 

が

　「
旅
に
憧
れ
を
持
ち
つ
づ
け
て
い
た
」と

い
う
清
張
の
旅
は
、「
半
生
の
記
」に
よ
れ
ば
、

地
理
教
科
書
か
ら
は
じ
ま
っ
て
い
る
。

　
小
学
校
の
と
き
か
ら
地
理
が
好
き
だ
っ
た

が
、そ
の
こ
ろ
の
教
科
書
は
写
真
が
な
く
、ほ

と
ん
ど
凸
版
の
絵
だ
っ
た
。私
は
そ
の
絵
に

ど
れ
だ
け
空
想
を
か
き
た
て
ら
れ
た
か
し
れ

な
い
。地
理
の
教
科
書
か
ら
旅
の
魅
力
を
覚

え
た
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。

（「
半
生
の
記
」）

　
写
真
は
清
張
と
同
時
代
の
教
科
書
で
あ

る『
尋
常
小
學
地
理
書 

兒
童
用
』と『
小
學

地
理
』。開
い
て
み
る
と
、挿
絵
や
地
図
は
白

黒
の
簡
素
な
線
だ
が
、清
張
の
育
っ
た
九
州

北
部
一
帯
の
工
場
分
布
図
や
、当
時
繁
栄
し

て
い
た
八
幡
製
鉄
所
が
、き
わ
め
て
細
密
に

描
か
れ
て
い
る
。写
真
入
り
で
色
鮮
や
か
な

現
代
の
教
科
書
で
は
な
く
、素
朴
な「
凸
版

の
絵
」に
豊
か
な
空
想
の
羽
を
広
げ
て
い
っ

た
少
年
の
日
の
清
張
が
想
像
さ
れ
る
だ
ろ

う
。

　
清
張
は
随
筆
集『
黒
い
手
帖
』に
収
録
さ

れ
た「
図
上
旅
行
」の
中
で
、少
年
時
代
の「
未

知
の
土
地
」へ
の
憧
れ
を
、「
自
分
が
ど
こ
へ

も
行
け
な
い
不
自
由
な
環
境
か
ら
の
諦
め

か
ら
き
て
い
た
と
思
う
」と
回
想
し
て
い

る
。し
か
し
、諦
め
れ
ば
諦
め
る
ほ
ど
、想

像
力
を
豊
か
に
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
い

か
。教

科
書
に
嵌
め
込
ま
れ
て
あ
る
各
地
の
風

景
の
銅
版
画
は
、こ
よ
な
く
私
の
気
持
を
沸

か
せ
た
も
の
で
あ
る
。そ
こ
に
書
か
れ
て
い

る
山
の
姿
、歩
い
て
い
る
人
、集
ま
っ
て
い
る

家
並
み
、
一
本
の
道
、そ
れ
が
さ
ま
ざ
ま
な

空
想
を
湧
か
せ
、ど
ん
な
小
説
を
読
ん
で
い

る
よ
り
も
面
白
か
っ
た
。

（『
黒
い
手
帖
』「
図
上
旅
行
」）

　
作
家
に
な
っ
た
清
張
は
海
外
へ
も
取
材

に
赴
き
、「
空
の
城
」や「
霧
の
会
議
」な
ど

を
執
筆
し
た
。し
か
し
、旅
行
が
不
可
能
な

と
き
に
は
、「
図
上
作
戦
」と
称
し
、「
地
図

を
拡
げ
て
、そ
の
上
を
た
ど
り
な
が
ら
、自

分
が
実
際
に
そ
の
土
地
に
旅
行
し
た
よ
う

な
空
想
に
ふ
け
る
」の
だ
と
い
う
。地
理
教

科
書
に
よ
っ
て
育
ま
れ
た
空
想
の
羽
は
、

作
家
と
な
っ
て
か
ら
も
生
き
生
き
と
羽
ば

た
い
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

　
し
か
し
、地
図
を
見
る
の
は
愉
し
い
。地
図

と
時
刻
表
と
を
傍
に
置
い
て
、小
説
を
考
え

て
い
る
と
き
が
、私
に
は
い
ち
ば
ん
た
の
し

い
時
で
あ
る
。

（『
黒
い
手
帖
』「
図
上
旅
行
」）

　
多
忙
な
執
筆
生
活
の
中
に
あ
っ
て
も「
図

上
旅
行
」を
心
か
ら
楽
し
む
清
張
が
み
え

る
よ
う
だ
。（

学
芸
担
当
　
池
上
　
貴
子
）

　「
私
が
高
等
小
学
校
二
年
生
の
と
き
に
よ
う
や

く
父
に
も
芽
が
吹
い
て
、前
に
住
ん
で
い
た
亀
井

風
呂
の
近
く
の
紺
屋
町
と
い
う
と
こ
ろ
に
、小
さ

な
飲
食
店
を
出
す
よ
う
に
な
っ
た
。だ
い
ぶ
借
金

を
し
て
や
っ
た
ら
し
か
っ
た
。そ
の
頃
が
母
に
と
っ

て『
全
盛
』で
あ
っ
た
。」（「
半
生
の
記
」）小
倉
の
台
所

旦
過
市
場
の
東
側
に
あ
る
繁
華
街
紺
屋
町
一
丁
目

で
両
親
が
営
ん
だ
飲
食
店
は
、一
階
が
腰
か
け
、二

階
が
座
敷
二
間
で
、当
初
大
変
繁
昌
し
て
い
た
。清

張
は
そ
の
原
因
を
、「
骨
壺
の
風
景
」の
中
で
両
親

が
腕
利
き
の
女
中
を
雇
っ
て
い
た
た
め
で
あ
っ
た

と
書
い
て
い
る
。

　「
幸
い
に
両
親
の
や
っ
て
い
る
飲
食
店
は
い
く

ら
か
繁
昌
し
て
、私
の
給
料
を
ア
テ
に
し
な
い
で

も
い
い
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。こ
の
飲
食
店
は
家

が
狭
い
せ
い
も
あ
っ
て
、近
く
の
雑
貨
屋
の
二
階

に
部
屋
借
り
を
さ
せ
ら
れ
た
。こ
の
時
は
前
に
も

書
い
た
祖
母
と
い
っ
し
ょ
で
あ
っ
た
。」（「
半
生
の

記
」）清
張
が
祖
母
カ
ネ
と
一
緒
に
間
借
り
し
て
い

た
の
は
、川
北
電
気
小
倉
出
張
所
で
給
仕
を
し
て

い
た
十
七
歳
頃
で
あ
る
。繁
昌
し
て
い
た
時
期
も

長
く
は
続
か
ず
、腕
利
き
の
女
中
が
郷
里
の
佐
世

保
に
去
っ
て
か
ら
は
客
足
が
落
ち
、父
峯
太
郎
が

わ
ざ
わ
ざ
佐
世
保
ま
で
行
っ
て
そ
の
女
中
に
ま
た

働
い
て
く
れ
る
よ
う
頼
ん
だ
が
無
駄
と
な
り
、飲

食
店
の
経
営
悪
化
か
ら
ふ
た
た
び
場
末
の
中
島
通

り（
紫
川
橋
か
ら
東
南
の
香
春
口
へ
一
直
線
に
延
び
た

道
路
）に
移
り
住
ん
だ
。

　
紺
屋
町
の
由
来
は
、江
戸
期
に
藩
御
用
聞
の
染

物
商（
紺
屋
）を
始
め
複
数
の
紺
屋
が
集
住
し
て
い

た
こ
と
に
よ
る
と
い
う
。現
在
は
、日
本
銀
行
北
九

州
支
店
、毎
日
新
聞
西
部
本
社
、多
く
の
保
険
会
社

が
オ
フ
ィ
ス
を
構
え
て
い
る
一
方
飲
食
店
も
多
く
、

夜
と
も
な
る
と
ネ
オ
ン
が
眩
し
い
歓
楽
街
へ
と
姿

を
変
え
る
。　
　
　（
碇
　
政
幸
）
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　ただいま友の会では新規会員を募集中です。松本清張記念館友の会では清張ゆかりの地の見学や読

書会・講演会等の開催、会報の発行など多彩な事業を展開しています。

　会費は、8月から翌年7月までの1年間で3,000円となっております。

■会員特典

・ 常設展の招待券（年間4枚）進呈

・ 企画展（年2回）のご招待

・ 記念館主催事業のご案内・参加

・ 記念館広報誌（館報）・企画展図録進呈

■友の会事業

・ 講演会、シンポジウム等の開催

・ 読書会、文芸講座等の開催

・ 松本清張ゆかりの地、他都市の文学館見学事業の実施 など

・ 映画ビデオ等の上映会の開催

・ 会報の発行

・ 友の会主催事業のご案内、会報の進呈

・ 友の会オリジナルグッズの進呈（加入年度のみ）

・ 喫茶「石の館」（記念館内）の飲食料金1割引

このコーナーでは、アンケートなどでお寄せいただい

た意見をご紹介しております。

清張や作品に対する思い、エピソードなど何でも結構

です。皆さんの「声」を是非、記念館までお寄せください。

※アンケートは館内にも置いてあります。

・ 家の再現がユニーク。あまりごちゃごちゃしていない内容もいい。

静かで薄暗く、故人を裏切らない落ち着いた空間がよい。

(３０代・岡山・女)

・ 入口から圧倒されました。（本の展示の空間）とても良かった。今ま

で見た文学館と違った趣の場所でした。推理作家だからでしょう

か。時間をかけてもう一度訪れたい場所でした。ますます清張ファ

ンになりました。　　　　　（４０代・山口・女）

・ 「火の路」は、卒論にも使い、思い出深い作品です。清張の歴史小説は、

研究と発想が素晴らしいと思います。清張の推理小説は、その当時

の時代背景もあるのでしょうが、登場人物の女性が男性から侮ら

れる存在のように感じ、あまり好きではありません。歴史物の企画

展をぜひやって欲しいです。

（２０代・県内・女）

・ 非常に見応えのある展示でした。作家の本棚を家ごと見せてしまう

という発想にはやられたと思いました。すごく興味深い展示でし

た。また、作家について、こういう所が知りたい・見たいと思うとこ

ろが全て押えられていて非常に満足しました。また来たいです。　

　　　　　　　　　（２０代・茨城・女）

・ ぼくは初めて、松本清張さんのことを深く知りました。テレビなど

でよく見ている映画やドラマも、もしかしたら清張さんの作品か

もしれません。だから、見てみたいと思います。

 （１５歳以下・熊本・男）

・ 中学生の頃より読んでおり、何度読み直しても、年齢とともに感じ

方が違うので、また来館したい。全作品好きです。

(５０代・市内・女)

・  若い頃、夢中で読んだ清張文学、私の人生の一部でした。老後は全

作品読み返したいと思っています。   (５０代・茨城・女)

・ 来たいと思っていたが、なかなか実現せず、９年越しの念願が叶っ

た。清張の作品は、私の青春でもある。

（７０歳以上・長野・男）

清張サロン（3月29日（木）：参加者25名）

　講師に梅光学院大学教授の小林慎也先生をお迎えし、この後実施

する市内文学散歩の事前勉強会としてテーマを「半生の記」「骨壺の

風景」にしました。

　自伝的な二つの作品を様々な角度から読み比べ、討論しました。

当時をよく知る地元の方の意見や、熱のこもった質問などがあり大

変有意義なものになりました。

今回は、最近お寄せいただいたアンケートの中から、記念館を訪れてみて

の感想を掲載しました。

朗読劇「鬼火の町」（4月14日（土）：参加者83名）

　友の会事業の中で最も人気の劇

団前進座による朗読劇も今年で４

度目になりました。

　今回の作品は時代劇「鬼火の町」。

時代劇らしい軽快な効果音と照明、声だけで表現される様々な登場

人物。役者さんの華やかな着物姿

も舞台に花を添えました。

　心配していた天気にも恵まれ、

参加者は素敵な春の夜を楽しむ事

ができた様です。
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占領下の日本で起きた怪事件の数々に清張が挑む。当

時の貴重な映像が時代背景をリアルに描き出します。

「日本の黒い霧　遙かな照射」は、展示室1の一番奥の

推理劇場で上映中です。

見応え充分だった～。80分も見てたなんてびっくり。あっ

という間ね。

真相はわからないけれど、どの事件も背後に強い権力

の介在があったことは、想像できる。

その暗部にメスを入れたというのは、当時としては画

期的だったんじゃないかな。だから「日本の黒い霧」と

いうのは当時の流行語になったのね。�

�

全編を通じて、清張の根底に流れるキーワードがちり

ばめられていたね。「清張は、疑惑の構図にタブーを持

たなかった」というナレーションにしびれたよ。�

�

「証言が詳しすぎる」から怪しい、というのもまさに清

張節！この逆説的表現が、話が進むごとに妙に説得力

ある言葉として清張の推理をきわだたせているわね。�

自分の納得いく【真相】を求めて、作品を通じて世に

問い続ける清張の姿が、シーンが進んでいくたび、ど

んどん男前に見えてくるから不思議（失礼）だ。

たとえ髪がぼさぼさでも、眼鏡が脂じみていても、そ

れがかえって頼もしい。当時の国民の、祈りにも似た

期待が映像からも伝わってくるよ。�

�

かっこいい男は生き方から、というところかしら。

あなたも、見た目が平凡すぎるから、本当は何かすご

い才能があるんじゃないかとつい思ってしまうのよ

ねぇ。�

�

その逆説的表現はかなりうれしくない…。

定
価 

二
〇
〇
〇
円

　
お
待
た
せ
し
ま
し
た
、「
松
本
清
張
研
究
」
の
今
回
の
特
集
は

「
清
張
と
メ
デ
ィ
ア
―
―
時
代
と
の
遭
遇
」
で
す
。

　
青
年
・
清
張
が
ど
の
よ
う
に

一

九
二
〇
年
代
と
い
う
時
代

の
影
響
を
受
け
た
の
か
。
作
家
と
な
っ
て
か
ら
、
ど
の
よ
う
に

一

九
五
〇
年
代
と
い
う
時
代
に
受
容
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
。

こ
れ
ら
を
メ
デ
ィ
ア
と
い
う
切
り
口
で
考
え
ま
す
。

　
思
想
家
・
鶴
見
俊
輔
さ
ん
に
清
張
を
語
っ
て
い
た
だ
い
た
巻

頭
を
始
め
、
内
容
は
盛
り
だ
く
さ
ん
で
す
。聞

き
手
・
加
藤
陽
子

宗
像
和
重
・
十
重
田
裕
一 

日
高
昭
二

土
屋
礼
子

重
信
幸
彦

佐
野
洋 

＋ 

半
藤
一
利 

＋ 

郷
原
宏

岡
崎
満
義

原
暁
子

メ
デ
ィ
ア



昨年に引き続き、清張作品の読書

感想文を、中学生・高校生を対象に

募集します。

若年層に、より多くの作品に親し

んで欲しい、表現力を学び豊かな

心を身に付けてもらいたいという

願いから、このコンクールは始ま

りました。これからを担う若者た

ちに、探求の人・松本清張の精神が

伝えられていけば幸いです。

■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1作品

�� 「時間の習俗」（新潮文庫『時間の習俗』）

�� 「共犯者」（文春文庫『宮部みゆき責任編集　松本清張傑作短篇コレクション 中』、

　　　　　　　　　　　　� カッパ・ノベルス『共犯者』、新潮文庫『共犯者』）

� � 「啾々吟」（新潮文庫『西郷札』、カッパ・ノベルス『西郷札』）

 ■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。（応募用紙はホームページからも印刷できます。）

○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。なお応募原稿はお返しいたしませ

んので、必要なかたはコピーをおとりください。

■応募締切　平成19年10月31日（水）　※消印有効

■応募先　〒803-0813　福岡県北九州市小倉北区城内2番3号

　　　　　　松本清張記念館　感想文コンクール係

■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

審査結果は、12月下旬頃、本人と学校に通知します。

最優秀賞、優秀賞の受賞者には、表彰式を行います。

なお、入選の結果や受賞作品を記念館刊行物等に掲載することがあります。

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人）《モンブラン》万年筆「マイスターシュテュック No.149」

○優秀賞（中学の部…1人）（高校の部…1人）� 文具（未定）

○佳　作（中学の部…3人）（高校の部…3人）� 記念館グッズと図書券

募集要項

対 　 象

内 　 容

応募方法

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、年齢・性別・国籍は問いません。ただし、未発表に限り

ます。個人または団体も可。

入選者（団体）に200万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わ

かる企画書、予算書、参考資料（様式は自由、ただし日本語）を、

平成20年3月31日までに応募してください。

※詳しくは記念館までお問い合わせください。

松本清張が上京する以前（明治42年～昭和28年）の小倉及び下関の写真

を募集します。大正から昭和初期までの小倉・下関の街並みや主要な建

物の写真をお持ちの方は記念館までお知らせください。

写真募集

8

●開館時間�午前9：30～午後6：00（入館は午後5：30まで）

●休 館 日�年末（12月29日～12月31日）

●観 覧 料�一　般／500円（400円）　中・高生／300円（240円）

� 小学生／200円（160円）　（　）は30人以上の団体

●アクセス�JR： 小倉駅から徒歩15分　西小倉駅から徒歩5分

                         小倉駅からは100円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

〒803-0813

北九州市小倉北区城内2番3号
TEL  093（582）2761
FAX 093（562）2303
http://www.kid.ne.jp/seicho
制　作　（株）エディックス

編集・発行

２００９年は清張生誕百年

小倉合同庁舎

ＫＭＭビル

小倉井筒屋

リコホテル小倉

ステーション
ホテル小倉

小倉伊勢丹

リーガロイヤル
ホテル小倉

小倉リーセント
ホテル

東京第一
ホテル小倉

魚
町
銀
天
街

JR山陽新幹線

平
和
通

モ
ノ
レ
ー
ル

平和通
停留所

北九州市役所

JR小倉駅

JR西小倉駅

中央図書館

文学館

小倉北警察署

小倉城

小倉城庭園

八坂神社

北九州都市高速道路
JR鹿児島本線

JR日豊本線

紫
川

0731027B

リバーウォーク

「象徴の設計」と「二・二六事件」における

「上官命令への絶対服従制度」に関する考察

企画名

入選者

奨励金

　第9回は、松本清張の幅広い活動に対して、現代史研究、古代

史研究、文学研究など９点の応募がありました。選考委員会に

よる厳正なる審査の結果、次のとおり入選者が決まりました。

網屋 喜行（鹿児島県立短期大学名誉教授）

40万円

　今年の8月4日で開館9周年となります。いよいよ来年は節目の開館10

周年。そして2009年は清張生誕100年です。皆さんと一緒に盛り上げてい

きたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。　　　　　　　


