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一
九
七
三
年
十
月
、
世
界
最
大
の
豪
華

客
船
ク
イ
ー
ン
・
エ
リ
ザ
ベ
ス
二
世
号
は
、

千
人
に
上
る
招
待
客
を
乗
せ
て
カ
ナ
ダ
の

ニ
ュ
ー
フ
ァ
ン
ド
ラ
ン
ド
州
へ
向
け
て
出

航
し
た
。
最
新
機
器
を
備
え
た
石
油
製
油

所
・
P
R
C
の
開
所
式
の
た
め
の
、
一
週
間
に
亘
る
絢
爛

た
る
船
旅
で
あ
る
。
P
R
C
は
州
政
府
の
設
立（
ク
ラ
ウ

ン
・
カ
ン
パ
ニ
ー
）で
、
管
理
運
営
を
委
任
さ
れ
て
い
る

N
R
C
の
社
長
・
サ
ッ
シ
ン
が
こ
の
船
旅
を
主
催
し
た
。

　

江
坂
産
業
の
系
列
会
社
・
江
坂
ア
メ
リ
カ
は
、
原
油

の
供
給
元
B
P
と
N
R
C
と
の
代
理
店
契
約
を
結
ん
だ
。

江
坂
は
総
合
商
社
と
し
て
石
油
部
門
の
利
益
拡
大
に
よ
る

躍
進
を
目
論
ん
で
い
る
。
上
杉
常
務
は
サ
ッ
シ
ン
側
に
有

利
な
補
助
契
約
を
社
主
や
常
務
会
に
伏
せ
て
ま
で
、
代
理

店
契
約
に
こ
ぎ
つ
け
た
。
P
R
C
が
ク
ラ
ウ
ン
・
カ
ン
パ

ニ
ー
で
あ
る
こ
と
で
江
坂
本
社
の
信
用
も
得
ら
れ
、
邦
銀

も
競
っ
て
融
資
を
申
し
入
れ
て
き
た
。
サ
ッ
シ
ン
の
み
な

ら
ず
上
杉
に
と
っ
て
も
、
輝
か
し
い
船
出
だ
っ
た
。

　

江
坂
産
業
の
社
主
・
要
造
は
、
古
陶
磁
の
蒐
集
家
で
、

そ
の
審
美
眼
と
直
感
に
よ
る
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
当
代
随
一

で
あ
る
。
骨
董
品
に
耽
溺
し
社
の
運
営
に
は
殆
ど
干
渉
し

な
い
が
、
人
事
権
を
握
っ
て
い
る
た
め
、
要
造
の
顔
色
を

会
長
以
下
皆
が
窺
っ
て
い
る
。
上
杉
に
は
こ
の
成
功
で
、

社
主
か
ら
の
冷
視
を
挽
回
し
、
社
内
で
の
評
価
を
上
げ
る

思
惑
も
あ
っ
た
。

　

し
か
し
こ
の
年
の
第
四
次
中
東
戦
争
勃
発
に
伴
い
、
石

油
危
機
が
生
じ
る
。
製
油
所
の
操
業
停
滞
と
原
油
価
格
の

高
騰
に
よ
り
N
R
C
は
破
産
、
江
坂
も
莫
大
な
負
債
を

抱
え
る
。
日
銀
ま
で
が
事
態
収
拾
に
乗
り
だ
し
、
P
R
C

設
立
か
ら
わ
ず
か
三
年
を
待
た
ず
し
て「
地
球
の
よ
う
に

絶
対
に
崩
壊
す
る
こ
と
は
な
い
と
信
じ
ら
れ
た
」巨
大
総

合
商
社
・
江
坂
産
業
は
事
実
上
の
倒
産
に
追
い
込
ま
れ
た
。

　

安
宅
産
業
の
崩
壊
と
い
う
実
際
の
事
件
に
材
を
取
り
、

巨
大
商
社
の
内
幕
と
人
間
関
係
を
壮
大
に
描
き
出
す
。
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「空の城」は、「文藝春秋」に昭和53年1月号
から8月号まで連載された。
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「
四
分
間
の
空
白
」
と
偽
装
「
情
死
」

「
点
と
線
」
の
中
に
、「
四
分
間
の
空
白
」
と
い
う
の
が
あ
る
。
東

京
駅
の
十
三
番
ホ
ー
ム
か
ら
十
五
番
ホ
ー
ム
の
特
急
列
車
あ
さ
か
ぜ

を
見
通
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
、
そ
の
四
分
間
。
こ
れ
は
一
日
の

内
の
四
分
間
な
の
だ
が
、
そ
の
空
白
の
発
見
。
そ
れ
と
、
そ
こ
で
行

わ
れ
た
出
来
事
、
具
体
的
に
は
小
雪
と
い
う
料
亭
の
女
中
さ
ん
に
、

お
時
と
佐
山
が
あ
さ
か
ぜ
に
乗
る
と
こ
ろ
を
目
撃
さ
せ
る
。
そ
の
意

味
を
解
い
て
い
く
と
い
う
の
が「
点
と
線
」の
中
心
的
な
ス
ト
ー
リ
ー

に
な
っ
て
い
く
。

「
四
分
間
の
空
白
」
の
発
見
の
出
発
点
は
清
張
自
身
の
通
勤
の
と
き

の
経
験
で
、
そ
の
辺
り
の
こ
と
を
清
張
自
身
が
書
い
て
い
て
、
す

ご
く
私
の
注
意
を
引
き
ま
す
。「
そ
の
時
に
使
っ
た
例
の
東
京
駅
の

十
三
番
線
ホ
ー
ム
か
ら
十
五
番
線
の
九
州
行
き
の
長
距
離
列
車
が
見

通
せ
る
と
い
う
こ
と
は
、
や
は
り
経
験
で
な
い
と
わ
か
り
ま
せ
ん
」。

で
、
二
行
と
ば
し
て
、「
九
州
行
き
の
列
車
が
見
え
る
日
と
見
え
な

い
日
が
あ
る
。
私
は
九
州
の
人
間
で
す
か
ら
、
九
州
行
き
の
列
車
が

非
常
に
懐
し
い
の
で
、
よ
く
眺
め
て
い
た
も
の
で
す
が
、
そ
の
列
車

が
間
の
ホ
ー
ム
の
列
車
に
妨
げ
ら
れ
て
見
え
な
い
と
き
が
あ
る
。
そ

れ
は
日
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
実
は
時
間
に
よ
っ
て
見
え
た
り
見
え

な
か
っ
た
り
す
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
」。
そ
れ
で
調
べ
る
わ
け

で
す
ね
。
そ
し
て
、
最
後
の
三
行
で
す
が
、「
こ
れ
は
い
く
ら
時
刻

表
を
ひ
っ
く
り
返
し
て
見
て
も
、
余
程
の
ベ
テ
ラ
ン
で
な
い
限
り
発

見
で
き
ま
せ
ん
。こ
れ
も
ひ
と
つ
の
経
験
で
あ
り
ま
す
」と
書
い
て
る
。

ホ
ー
ム
か
ら
九
州
行
き
の
列
車
が
見
え
る
日
と
見
え
な
い
日
が
あ

る
こ
と
に
気
づ
い
て
も
、
そ
の
ま
ま
に
す
る
の
が
我
々
。
好
奇
心
と

探
究
心
の
塊
み
た
い
な
清
張
だ
か
ら
、
気
づ
い
て
、
見
え
る
と
き
と

見
え
な
い
と
き
の
差
は
一
体
何
だ
と
思
っ
て
、
調
べ
て
い
く
。

も
う
一
つ
、「
あ
さ
か
ぜ
」
が
走
る
の
は
、昭
和
三
一
（
一
九
五
六
）

年
の
十
一
月
十
九
日
。「
点
と
線
」
は
、
昭
和
三
二
（
一
九
五
七
）

年
の
「
旅
」
と
い
う
雑
誌
の
二
月
号
か
ら
連
載
が
始
ま
っ
て
い
る
。

「
あ
さ
か
ぜ
」
の
運
行
開
始
を
知
る
と
同
時
に
、「
空
白
の
四
分
間
」

を
見
つ
け
、
作
品
に
入
れ
る
。「
あ
さ
か
ぜ
」
が
作
品
の
中
に
入
る

ま
で
、
時
間
的
に
慌
た
だ
し
い
。
単
に
物
と
し
て
の
「
あ
さ
か
ぜ
」

を
登
場
さ
せ
る
の
だ
っ
た
ら
、
次
の
日
で
も
小
説
は
書
け
る
わ
け
で

す
。
と
こ
ろ
が
「
空
白
の
四
分
間
」
を
使
う
と
な
る
と
、
と
て
も
そ

う
は
い
か
な
い
。
し
か
し
そ
こ
が
清
張
と
い
う
作
家
の
面
白
い
と
こ

ろ
だ
と
思
う
の
で
す
。

「
点
と
線
」
の
そ
も
そ
も
の
発
想
、
執
筆
動
機
は
、「
新
聞
で
心
中

が
捜
査
の
対
象
か
ら
外
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
知
り
、
こ
の
心

中
が
実
際
は
心
中
で
は
な
く
て
殺
人
事
件
だ
っ
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
と

考
え
」
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
心
中
が
心
中
で
は
な
く
、
殺
人
で
あ
る

よ
う
な
小
説
。
別
々
の
犯
人
が

別
々
の
殺
人
を
行
っ
て
、
そ
し

て
殺
さ
れ
た
人
間
の
死
体
を
並

べ
て「
情
死
」を
装
う
。
こ
こ
に
、

清
張
の
優
れ
た
思
い
つ
き
が
あ

る
。
そ
し
て
、
我
々
読
者
が
読

ん
で
佐
山
の
死
を
納
得
す
る
よ

う
な
条
件
は
、
彼
が
所
属
す
る

某
省
の
汚
職
事
件
の
捜
査
が
進

ん
で
い
る
こ
と
。
そ
れ
か
ら
、

佐
山
が
課
長
補
佐
で
あ
る
と
い

う
こ
と
。
現
実
に
課
長
補
佐
が

よ
く
死
ぬ
、
自
殺
す
る
。
新
聞

な
ど
で
よ
く
見
る
そ
う
い
う
現

実
が
あ
っ
た
か
ら
、「
点
と
線
」
の
中
で
佐
山
が
死
ん
で
も
、
読
者

は
何
も
不
思
議
に
思
わ
な
い
。
そ
し
て
、
恋
仲
で
は
な
い
二
人
を
偽

の
恋
人
同
士
に
し
て
い
く
の
に
利
用
さ
れ
た
の
が
、「
四
分
間
の
空

白
」。
そ
う
い
う
手
の
込
ん
だ
ト
リ
ッ
ク
を
、
読
者
を
納
得
さ
せ
る

た
め
に
や
っ
て
い
る
。
そ
の
目
撃
場
面
か
ら
、
我
々
読
者
も
死
ん
だ

二
人
が
恋
仲
で
、「
あ
れ
は
情
死
だ
な
」
と
い
う
読
み
方
を
し
て
い

く
わ
け
で
す
。
東
京
駅
で
の
清
張
自
身
の
経
験
が
、
一
つ
の
物
語
の

重
要
な
ト
リ
ッ
ク
に
な
っ
て
い
く
。
日
常
の
何
で
も
な
い
出
来
事
が

物
語
の
骨
格
を
決
め
て
い
く
。
こ
こ
に
清
張
と
い
う
作
家
の
、
現
実

に
対
す
る
対
し
方
の
面
白
さ
を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
ト
リ
ス
バ
ー
」
と
「
ロ
ケ
ッ
ト
」
と
「
電
子
音
楽
」

「
砂
の
器
」
は
、「
ト
リ
ス
バ
ー
」
の
店
内
か
ら
物
語
が
始
ま
り
ま
す
。

「
ト
リ
ス
バ
ー
」
は
昭
和
三
十
年
頃
に
生
ま
れ
て
、
爆
発
的
な
人
気

松本清張の
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を
呼
ん
だ
、
庶
民
的
な
バ
ー
で
す
。
安
月
給
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
だ
と

か
大
学
生
な
ど
が
よ
く
通
っ
て
て
、
一
番
飲
ま
れ
て
た
の
は
ア
ル

コ
ー
ル
を
炭
酸
で
割
っ
た
ハ
イ
ボ
ー
ル
。「
砂
の
器
」
で
も
彼
ら
が

飲
む
の
は
ハ
イ
ボ
ー
ル
。
そ
れ
は
非
常
に
新
し
い
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル

だ
っ
た
が
、「
ト
リ
ス
バ
ー
」
か
ら
物
語
を
始
め
た
の
は
実
は
、
庶

民
的
な
バ
ー
だ
と
い
う
側
面
か
ら
選
ば
れ
た
と
思
う
。
殺
さ
れ
た
三

木
謙
一
の
服
装
が
、
く
た
び
れ
た
背
広
、
ワ
イ
シ
ャ
ツ
も
下
着
も
安

物
。
そ
う
い
う
格
好
の
三
木
を
何
十
年
ぶ
り
か
に
見
て
、
犯
人
の
和

賀
は
「
ト
リ
ス
バ
ー
」
に
連
れ
て
き
た
。
彼
の
服
装
を
見
て
警
察
も

当
初
、
殺
さ
れ
た
人
間
は
労
働
者
だ
と
見
る
。
和
賀
の
企
み
は
、
要

す
る
に
殺
さ
れ
た
人
間
の
身
元
を
分
か
ら
な
く
す
る
と
こ
ろ
に
あ
っ

た
。
ず
ー
と
読
ん
で
い
く
と
分
か
る
。「
ト
リ
ス
バ
ー
」
で
始
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
、
や
っ
ぱ
り
意
味
が
あ
る
ん
で
す
ね
。

清
張
は
、
犯
人
が
属
し
て
い
た
「
ヌ
ー
ボ
ー
・
グ
ル
ー
プ
」
と
い

う
若
い
芸
術
家
連
中
に
、「
ロ
ケ
ッ
ト
」
を
見
に
行
か
せ
る
。
こ
れ

は
何
で
だ
と
思
い
ま
す
か
？　

何
で
ロ
ケ
ッ
ト
な
ん
か
見
に
行
っ
た

の
か
、
東
北
の
秋
田
く
ん
だ
り
ま
で
で
す
ね
。
岩
城
町
。
実
は
日
本

で
も
、
有
名
な
糸
川
教
授
の
ロ
ケ
ッ
ト
の
実
験
か
ら
始
ま
っ
て
ロ

ケ
ッ
ト
を
造
る
こ
と
が
流
行
っ
た
。「
秋
田
で
は
高
校
生
の
研
究
禁

止
」
昭
和
三
五
年
か
三
六
年
頃
、日
本
の
、「
あ
ぶ
な
い
ロ
ケ
ッ
ト
熱
」

と
い
う
よ
う
な
加
熱
状
況
を
踏
ま
え
て
、
ロ
ボ
ッ
ト
を
見
に
行
か
せ

て
い
る
ん
で
す
ね
。
彼
ら
は
既
成
の
価
値
観
を
否
定
し
て
、
新
し
い

芸
術
を
う
ち
立
て
よ
う
と
し
て
い
る
若
者
の
集
ま
り
な
の
で
す
。
そ

う
い
う
新
し
い
も
の
を
求
め
て
い
く
連
中
が
時
代
の
新
し
い
要
素
で

あ
る
ロ
ケ
ッ
ト
を
見
に
行
く
、
そ
の
こ
と
自
体
は
何
も
不
自
然
で
は

な
い
わ
け
で
す
ね
。
そ
れ
と
、
岩
城
の
横
に
羽
後
亀
田
と
い
う
町
が

あ
る
。
警
察
の
捜
査
の
方
向
が
本
当
に
羽
後
亀
田
の
方
に
向
い
て
い

る
か
を
確
か
め
に
、
和
賀
が
グ
ル
ー
プ
を
誘
っ
て
行
っ
て
る
ん
で
す

ね
。
こ
れ
は
作
品
の
内
部
の
問
題
で
す
。
そ
れ
を
支
え
て
い
る
の
が
、

当
時
の
日
本
の
ロ
ケ
ッ
ト
熱
だ
と
言
え
る
と
思
い
ま
す
。

同
じ
よ
う
に
「
電
子
音
楽
」
だ
と
か
「
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
・
コ
ン
ク

レ
ー
ト
」
な
ど
も
、
同
じ
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
要
す
る
に
、
電

子
の
技
術
な
ど
を
使
っ
た
音
楽
が
新
し
い
芸
術
と
し
て
あ
る
ん
だ
よ

と
言
っ
て
お
い
て
、
そ
の
電
波
な
り
超
音
波
な
り
に
対
す
る
読
者
の

抵
抗
感
を
な
く
し
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。
だ
か
ら
、
そ
の
後
で
超
音

波
に
よ
る
殺
人
と
い
う
の
が
出
て
も
、な
る
ほ
ど
と
な
る
わ
け
で
す
。

時
間
を
撮
す
「
カ
メ
ラ
」
と
「
飛
行
機
」

「
時
間
の
習
俗
」
は
時
間
に
よ
る
ア
リ
バ
イ
・
ト
リ
ッ
ク
の
話
で
す
。

そ
の
た
め
に
使
わ
れ
た
も
の
が「
カ
メ
ラ
」と「
飛
行
機
」。「
点
と
線
」

で
は
「
飛
行
機
」
は
後
の
方
に
な
っ
て
使
わ
れ
る
が
、「
時
間
の
習
俗
」

で
は
も
う
最
初
か
ら
出
て
き
ま
す
。五
年
ほ
ど
間
が
あ
る
ん
で
す
が
、

「
飛
行
機
」
の
普
及
を
背
景
に
し
て
い
る
。

「
カ
メ
ラ
」
に
つ
い
て
は
、
一
眼
レ
フ
が
ど
ん
ど
ん
カ
メ
ラ
の
主
流

を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
て
、
昭
和
三
十
年
代
半
ば
以
降
か
ら
日
本
が

ド
イ
ツ
を
追
い
抜
い
て
、世
界
一
の
カ
メ
ラ
生
産
国
に
な
っ
て
い
く
。

そ
れ
が
一
つ
背
景
に
あ
る
。「
時
間
の
習
俗
」
で
は
、「
カ
メ
ラ
」
が

実
は
、
風
景
や
物
や
人
を
写
す
だ
け
で
は
な
く
て
、
時
間
を
写
し
て

い
る
。
時
間
を
記
録
し
て
い
る
。
そ
う
い
う
意
味
を
発
見
す
る
と
こ

ろ
か
ら
、
カ
メ
ラ
を
使
っ
た
ア
リ
バ
イ
・
ト
リ
ッ
ク
の
物
語
が
出
来

て
い
る
。
作
品
の
中
で
、
時
間
を
記
録
す
る
も
の
と
し
て
、
犯
人
が

門
司
の
和
布
刈
神
社
の
神
事
を
写
し
た
写
真
が
あ
り
、
そ
の
ア
リ
バ

イ
が
崩
せ
な
い
。

あ
と
、
三
原
警
部
補
は
「
月
賦
」
で
テ
レ
ビ
を
買
っ
た
と
な
っ
て

い
る
。
も
う
一
つ
、「
ゲ
イ
ボ
ー
イ
」
の
こ
と
。「
ゲ
イ
ボ
ー
イ
の
誕

生
地
」
の
方
は
昭
和
三
二

年
で
、
さ
き
ほ
ど
の
女
装

の
男
殺
し
は
三
五
年
。
だ

か
ら
、
三
十
年
代
は
ゲ
イ

ボ
ー
イ
と
い
う
も
の
が
取

り
敢
え
ず
、
み
ん
な
の
耳

目
を
集
め
て
い
た
。「
時

間
の
習
俗
」
の
中
で
は
、

服
装
が
、
男
と
思
っ
た
ら

女
で
、
女
と
思
っ
た
ら
男

だ
っ
た
。
そ
の
こ
と
で
三

原
警
部
補
が
ゲ
イ
ボ
ー
イ

と
い
う
の
を
思
い
つ
く
、

と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い

る
。「
時
間
の
習
俗
」
は
、

そ
う
い
う
「
月
賦
」
や
「
ゲ
イ
ボ
ー
イ
」
と
い
う
時
代
の
風
俗
現
象

を
上
手
く
取
り
入
れ
て
い
る
。

風
俗
の
む
こ
う
に
時
代
を
感
じ
る

「
点
と
線
」
は
犯
人
も
判
っ
て
い
る
。「
空
白
の
四
分
間
」
も
分
か
っ

て
い
る
。「
あ
さ
か
ぜ
」
は
今
も
う
走
っ
て
な
い
。
だ
か
ら
、
読
ま

な
く
て
い
い
作
品
か
と
い
う
と
、
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
。
清
張
の

場
合
は
、
風
俗
、
つ
ま
り
創
作
時
に
視
野
に
入
っ
た
い
ろ
ん
な
社
会

現
象
の
向
こ
う
側
に
、
何
年
何
月
何
日
と
い
う
形
で
限
定
さ
れ
、
貼

り
付
け
ら
れ
る
出
来
事
で
は
な
く
、
一
つ
の
時
代
を
見
る
こ
と
が
で

き
る
。
時
間
的
な
原
風
景
の
、
物
の
な
い
時
代
が
そ
の
向
こ
う
に
見

え
る
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
風
俗
現
象
を
書
い
て
も
、
十
年
後
、
二
十

年
後
、
五
十
年
後
に
古
び
る
こ
と
が
な
い
。
具
体
的
な
物
、
あ
る
い

は
出
来
事
に
つ
い
て
探
っ
て
い
く
こ
と
で
、
我
々
は
逆
に
そ
う
い
う

変
わ
ら
な
い
時
代
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

研
究
分
野

日
本
近
現
代
文
学
（
三
島
由
紀
夫
）

研
究
業
績

「
三
島
由
紀
夫
被
翻
訳
作
品
書
目
」

（
『
決
定
版
三
島
由
紀
夫
全
集
』
第

42
巻
、
新
潮
社
、
刊
行
予
定
）

「
熱
い
絹
」
か
ら
始
ま
っ
て
、
結

果
的
に
昭
和
三
十
年
代
の
「
純
文

学
変
質
論
」
や
「
読
書
論
」
な
ど

を
軸
と
し
た
、
三
島
由
紀
夫
と
松

本
清
張
と
の
共
通
項
と
差
異
に
つ

い
て
発
表
さ
れ
た
。

研
究
発
表

 

『
熱
い
絹
』
と
ジ
ム
・
ト
ン
プ
ソ
ン
失
踪
事
件

—

松
本
清
張
と
東
南
ア
ジ
ア
世
界

発
表
者

久
保
田
裕
子
氏		

福
岡
教
育
大
学
准
教
授
。
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平
成
十
九
年
度
後
期
特
別
企
画
展

松
本
清
張
と
松
川
事
件

松
川
事
件
は
、
ま
だ
日
本
が
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
占
領

下
に
あ
っ
た
昭
和
二
四
年
に
、
福
島
県
松

川
で
発
生
し
た
列
車
転
覆
事
件
で
す
。
下
山
事
件
・

三
鷹
事
件
な
ど
、
国
鉄
に
関
わ
る
事
件
が
続
い
た

後
に
起
こ
り
注
目
を
集
め
ま
し
た
。
逮
捕
さ
れ
た

二
十
名
の
被
告
は
、
法
廷
で
事
件
へ
の
関
与
を
否

定
し
続
け
ま
す
が
、
一
審
・
二
審
と
も
有
罪
判
決

が
下
さ
れ
ま
す
。

　

獄
中
か
ら
の
訴
え
に
耳
を
傾
け
、
裁
判
に
疑
問

を
持
っ
た
文
化
人
の
一
人
に
、
広
津
和
郎
が
い
ま

し
た
。
自
ら
事
件
現
場
に
足
を
運
び
、
第
二
審
の

判
決
文
の
矛
盾
点
を
突
い
た「
松
川
裁
判
」を
四
年

半
に
亘
っ
て「
中
央
公
論
」に
連
載
し
ま
し
た
。
こ

の
昭
和
二
九
年
こ
ろ
、
各
地
に
草
の
根
運
動
の
よ

う
に「
松
川
守
る
会
」が
発
足
し
、
日
本
中
で
被
告

を
支
援
す
る
動
き
が
生
ま
れ
ま
し
た
。

清
張
は
昭
和
二
八
年
に
上
京
し
ま
す
。
松
川

運
動
へ
の
最
初
の
関
わ
り
と
し
て
、
三
二

年
七
月
の
第
一
次
現
地
調
査
に
参
加
し
て
い
ま
す

が
、
こ
の
こ
ろ
は
ま
だ
新
進
作
家
で
し
た
。

　

翌
三
三
年
の『
点
と
線
』な
ど
の
ヒ
ッ
ト
以
降
、

流
行
作
家
と
し
て
多
く
の
連
載
を
抱
え
る
よ
う
に

な
り
ま
す
。
し
か
し
、
松
川
事
件
へ
の
関
心
は
持

ち
続
け
、
多
忙
な
執
筆
活
動
の
合
間
を
縫
っ
て
各

地
で
の
講
演
に
足
を
運
び
、
多
く
の
聴
衆
に
自
ら

訴
え
か
け
ま
し
た
。
三
六
年
八
月
の
仙
台
高
裁
で

は
、
多
く
の
文
化
人
と
共
に
傍
聴
席
で
無
罪
判
決

を
聞
い
て
い
ま
す
。
三
八
年
の
最
高
裁
宛
の
要
請

書
で
は
、
広
津
和
郎
・
志
賀
直
哉
・
川
端
康
成
ら

名
だ
た
る
文
壇
の
先
輩
作
家
十
人
と
と
も
に
、
清

張
も
署
名
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
企
画
展
で
は
、
初
公
開
の
直
筆
原
稿
を
含

め
て
、
松
川
事
件
に
関
す
る
清
張
の
と
り
く
み
と

新
た
な
一
面
を
ご
紹
介
し
ま
し
た
。

　
特
別
企
画
展「
松
本
清
張
と
松
川
事
件
」は
、
昭
和
二
四
年
に
発
生
し
た
列
車
転

覆
事
件「
松
川
事
件
」へ
の
清
張
の
取
り
組
み
を
、
福
島
大
学
松
川
資
料
室
の
全
面
的

な
協
力
の
も
と
、
当
時
を
物
語
る
貴
重
な
資
料
を
多
数
展
示
し
、
紹
介
し
ま
し
た
。

　
好
評
に
つ
き
開
催
期
間
を
延
長
し
て
お
届
け
し
ま
し
た
。

元被告の本田昇さん、
松川資料室の伊部正
之先生、松川運動記念
会の古屋恒雄・雅代さ
んご夫妻もご来場く
ださいました。 昭和38年最高裁に宛てた要請書（パネル）
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天保武鑑

5

 

「
天
保
図
録
」の
序
文
に
は
、
水
野
家

か
ら
東
京
都
立
大
学
に
寄
贈
さ
れ
た

ば
か
り
の〈
夥

お
び
た
だし
い
文
書
〉に
清
張
が
触

れ
、
執
筆
に
あ
た
り〈
新
資
料
を
で
き

る
だ
け
使
っ
て
み
た
い
〉と
意
気
込
み

を
語
っ
た
箇
所
が
あ
る
。
こ
の
史
料
へ

の
積
極
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
、
当
時
の

社
会
制
度
の
深
い
考
察
と
風
俗
の
緻
密

な
描
写
を
可
能
に
し
、
リ
ア
リ
テ
ィ
あ

ふ
れ
る
歴
史
・
時
代
小
説
を
生
ん
だ
の

だ
ろ
う
か
。

　

展
示
品
で
あ
る『
新
板
改
正　

天
保

武
鑑
』も
、
清
張
が
所
蔵
し
て
い
た
史

料
の
一
部
で
あ
る
。

　

武
鑑
と
は
、
江
戸
期
に
出
版
さ
れ
た

大
名
や
幕
府
の
諸
役
人
の
名
鑑（
人
名

録
）の
こ
と
。
展
示
中
の『
天
保
武
鑑
』は

小
本
と
呼
ば
れ
る
書
型
で
、
藍
色
の
装

丁
が
さ
れ
て
お
り
、
巻
一
、
巻
二
は「
御

大
名
衆
」、
巻
三
は「
御
役
人
衆
」、
巻

四
は「
西
御
丸
附
」の
四
冊
組
み
と
な
っ

て
い
る
。

　

さ
て
、
巻
之
二「
水
野
家
」の
項
目
を

み
れ
ば
、
本
国
と
一
族
庶
家
の
系
図
が

ず
ら
り
と
並
ん
だ
の
ち
、
現
藩
主「
西
御

丸
御
老
中 

水

野
越
前
守
忠

邦
」の
名
と
家

紋
が
あ
る
。「
武

鑑
」で
は
、
家

督
を
継
い
だ

年
月
や
位
階
、

現
住
所
、
内

室
や
主
だ
っ

た
家
臣
の
名
や
、
席
次（
江
戸
城
で
の
詰

所
）、
参
勤
交
代
の
期
日
、
道
具
印
や

時
献
上（
季
節
ご
と
に
将
軍
家
に
贈
る
物
産

品
）、
菩
提
寺
に
い
た
る
ま
で
記
さ
れ
て

い
る
。
こ
の『
天
保
武
鑑
』を
出
版
し
た

の
は
武
鑑
板
元
の
最
大
大
手
、
須
原
屋

茂
兵
衛
。
江
戸
時
代
に
は
、
こ
れ
だ
け

の
情
報
を
収
め
た
書
物
が
、
民
間
の
書

肆（
本
屋
）で
編
集
さ
れ
、
出
版
さ
れ
て

い
た
の
で
あ
る
。

　

ち
な
み
に「
天
保
図
録
」に
武
鑑
の
名

は
み
ら
れ
な
い
が
、「
両
像　

森
鷗
外
」

で
、
鷗
外
の
祖
父
の
白
仙
が
津
和
野
藩

主
の
参
勤
交
代
に
同
行
し
た
時
期
を
、

〈
亀
井
候
は
八
月
参
府
、
六
月
御
暇
で

あ
る（
武
鑑
）〉と
割
り
出
す
く
だ
り
が
あ

り
、
武
鑑
を
史
料
と
し
て
使
用
し
て
い

た
こ
と
が
窺う

か
がえ
る
。

　

森
鷗
外
も
、
武
鑑
を
蒐
集
し
て
い
た

こ
と
で
知
ら
れ
て
お
り
、「
渋
江
抽
斎
」

で
は〈
徳
川
史
を
窮き

わ

む
る
に
闕か

く
べ
か

ら
ざ
る
史
料
〉と
、
そ
の
史
料
的
価
値

を
高
く
評
価
し
て
い
た
。

　

武
鑑
は
当
時
、
実
用
書
と
し
て
だ
け

で
な
く
、
地
方
に
住
む
人
々
の
土
産
物

と
し
て
も
購
入
さ
れ
た
そ
う
で
あ
る
。

人
々
は
武
鑑
を
め
く
り
な
が
ら
、
見
た

こ
と
の
な
い
江
戸
に
思
い
を
馳
せ
た
の

だ
ろ
う
。
鷗
外
と
清
張
は
、
同
じ
よ
う

に
思
い
を
馳
せ
な
が
ら
、
作
家
と
し
て

そ
れ
ぞ
れ
の
江
戸
の
時
代
と
人
々
を
描

き
出
し
た
の
だ
ろ
う
。

 （
学
芸
担
当　

池
上　

貴
子
）

魚 

町
う
お  

ま
ち

 

「
兵
庫
屋
は
の
ち
に
小
倉
商
工
会
議
所
に
な
っ

た
ほ
ど
の
五
階
建
て
の
堂
々
と
し
た
赤
煉
瓦
館

だ
っ
た
。
年
の
暮
の
寒
い
日
に
私
が
そ
の
兵
庫

屋
を
の
ぞ
き
に
行
っ
て
み
る
と
、
峯
太
郎
は
入

口
の
土
間
で
、
店
名
を
染
め
抜
い
た
紺
の
法は
っ
ぴ被

と
股
引
で
下
足
番
仲
間
と
い
っ
し
ょ
に
働
い
て

い
た
。
兵
庫
屋
の
売
場
は
畳
で
あ
っ
た
。
土
間

か
ら
売
場
に
か
け
て
小
旗
が
張
り
め
ぐ
ら
さ
れ

て
い
た
。
／
父
は
私
を
見
る
と
、
よ
う
来
た
の

う
、
寒
う
な
い
か
、
と
声
を
か
け
た
。
ど
の
よ

う
な
苦
境
で
も
彼
は
悲
観
し
た
表
情
を
見
せ
な

か
っ
た
。
へ
え
、
ま
い
ど
お
お
き
に
、
な
ど
と

明
る
い
声
を
出
し
て
着
飾
っ
た
女
客
ら
を
迎

え
、
肥
っ
た
身
体
を
窮
屈
そ
う
に
か
が
め
て
揃

え
た
履
物
に
紐
を
通
し
た
り
、
客
の
帰
り
に
は

合
札
を
取
っ
て
そ
の
前
に
履
物
を
揃
え
た
り
し

て
い
た
。」（
骨
壺
の
風
景
）

　

四
十
歳
を
過
ぎ
て
い
た
父
・
峯
太
郎
は
下
関

か
ら
小
倉
へ
移
っ
た
後
、
魚
町（
当
時
の
鳥
町
）

の
兵
庫
屋
に
下
足
番
と
し
て
雇
わ
れ
た
。
兵
庫

屋
は
、
中
津
商
人
が
大
正
七
年
頃
開
店
し
た
呉

服
を
主
に
し
た
百
貨
店
で
あ
っ
た
。
当
時
は
客

が
下
駄
を
脱
い
で
畳
の
あ
る
売
場
に
上
が
っ
て

い
た
と
い
う
。

　

魚
町
に
は
、
清
張
が
通
っ
た
洋
食
レ
ス
ト

ラ
ン「
ボ
ン
ト
ン
」（
平
成
七
年
閉
店
）が
あ
っ
た
。

こ
の
店
の
平
成
四
年
の
新
聞
広
告
に
は
、「
四
十

年
前
は
小
倉
で
の
わ
た
し
の『
青
春
時
代
』で

あ
っ
た
。
魚
町
の
横
丁
は
ま
だ
終
戦
後
の
混
乱

を
残
し
て
い
た
。
／
そ
の
中
を
通
っ
て
ボ
ン
ト

ン
に
入
る
楽
し
さ
。
ス
テ
ー
キ
の
う
ま
さ
が
舌

に
じ
っ
と
り
と
融
け
こ
む
。
調
理
場
の
幽
暗
な

中
に
燃
え
る
火
。
赤
煉
瓦
の
台
。
わ
た
し
に
は

銅
版
画
の
よ
う
な
想
出
で
あ
る
。」と
清
張
の
推

薦
文
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
清
張
の
青
春
時
代

の
一
ペ
ー
ジ
が
垣
間
見
ら
れ
る
。

　

魚
町
は
、
旧
藩
時
代
に
魚
屋
関
係
の
店
が
軒

を
並
べ
て
い
た
。
そ
の
後
、
城
下
町
の
商
店
街

と
し
て
発
展
し
、
昭
和
二
六
年
、
日
本
初
の

ア
ー
ケ
ー
ド
が
完
成
す
る
と
、「
銀
天
井
に
輝

く
商
店
街
」と
謳
わ
れ
全
国
の
注
目
を
集
め
た
。

そ
れ
以
来
、
屋
根
の
あ
る
魚
町
銀
天
街
は
、
雨

の
日
で
も
多
く
の
買
い
物
客
で
賑
わ
っ
て
い

る
。                                （
碇　

政
幸
）

　
　

　

当時の銀天街

兵庫屋を買い受けた
小倉商工会議所
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　『
神
々
の
乱
心
』と
二
十
年
前
の
思
い
出
　	

佐
野
眞
一

　
　
国
民
作
家
の
覚
醒
し
た
意
識 —

 
集
合
的
無
意
識
か
ら
離
れ
て	

辻
井
　
喬

  

聞
き
手
・
宮
田
毬
栄

　
　
松
本
清
張
と
世
界
の
旅	

郷
原
　
宏

　
　
斉
明
天
皇
と「
麻
薬
の
酒
」—

『
火
の
路
』と
し
て
の
シ
ル
ク
ロ
ー
ド—

	

山
内
昌
之

　
　「
白
と
黒
の
革
命
」を
読
み
返
す	

酒
井
啓
子

　
　『
聖
獣
配
列
』を
読
ん
で	

猪
口
　
孝

　
　『
霧
の
会
議
』の
背
景	

馬
場
康
雄

　
　
タ
イ
と
太
平
洋
戦
争 —

『
熱
い
絹
』の
背
景—

	

玉
田
芳
史

　
　
何
が
清
張
に『
空
の
城
』を
書
か
せ
た
か	

高
任
和
夫

　
　『
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
運
河
殺
人
事
件
』	 —

古
典
的
な
本
格
探
偵
小
説—

	
綾
目
広
治

　
　〈
天
然
の
密
室
〉と
松
本
清
張
さ
ん	

大
村
彦
次
郎

　
　「
清
張
取
材
」か
ら
知
っ
た
五
つ
の
神
髄	

浅
井
泰
範

　
　
松
本
清
張
先
生
の「
旅
の
章
」	

道
川
文
夫

　
　
ス
イ
ス
取
材
の
松
本
清
張	

堤
　
伸
輔

　
　
　
　
　
　—

「
と
こ
ろ
で
お
た
く
の
秘
密
主
義
は
」と
二
十
回—

　
　
清
張　

曼
荼
羅 —

 

文
字
と
映
像
の
間	

藤
本
裕
子

　
　
再
録　

国
際
推
理
作
家
会
議
で
考
え
た
こ
と 

（
全
集
・
単
行
本
未
収
録
）	

松
本
清
張

喫茶「石の館」 “清張からの年賀状”の巻

この清張の年賀状は、ここの社
長の親御さんがもらったもの
なんだよね。※1

アリバイなき年賀状！ミステリーだね。
それだけ貴重な年賀状なんだ。

お願い。それ以上はやめて。あれほど多忙だった清張なのに、いつ書いていたん
だろう。顔も広いだろうし、年賀状書きに没頭して、
年末ごろは編集者を泣かせていたんじゃない？

本格的な絵が描かれていたり、
俳句がそえられている年もあ
る。さらっと書いてある風なの
がまた心憎いわね。

清張にとって私人に戻れるひとときだったのかもね。
他人に見せたくなかったというのは考えすぎかしら。
自分の世界に入った手紙は後で恥ずかしくなった
りするし。あぁ、それはきよし君の夜中のメールか
（笑）。この間も…。

その逆。年末ぎりぎりに編集者が訪問したときも、
年賀状を書いている様子はなかったそう。大晦日か
ら正月にかけて、ごく親しい人にだけ書いていたん
じゃないかしら。※2

　
特
集
は「
世
界
へ
の
視
座—

清
張
の
海
外
取
材
」で
す
。

　
松
本
清
張
は
早
く
か
ら
国
内
に
留
ま
ら
な
い「
世
界
へ
の
視

座
」を
持
ち
、
最
晩
年
に
至
る
ま
で
世
界
に
そ
の
鋭
い
視
線
を

向
け
、
海
外
に
テ
ー
マ
や
舞
台
を
求
め
た
作
品
を
世
に
送
り
つ

づ
け
ま
し
た
。
出
来
上
が
り
次
第
、
記
念
館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

お
知
ら
せ
し
ま
す
。

B1F

※ 1 館報 3 号インタビューに関連記事
※ 2 館報 11 号展示品紹介に他の方宛て年賀状関連記事

「年賀状は、贈り物だと思う（今年度の日本郵政キャッチコピー）」。
石の館ご来店の際には壁の額もぜひご覧ください。　
心を込めて書いたであろう筆遣いからは、清張の気遣い
も伝わってきます。

研
究
誌『
松
本
清
張
研
究
』第
九
号 

ま
も
な
く
発
刊

＊バックナンバーは好評発売
中です。通信販売をしていま
すので、ご利用下さい。

（創刊号1,500円、2号〜5号、7、8号	
各2,000円、6号2,200円）
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　友の会事業の中で最も参加者が多く毎年大好評の
朗読劇も今年で5回目を迎えました。この朗読劇は清
張と深い関わりのあった劇団『前進座』のみなさま方
によるもので記念館の屋外を特設会場にし、わずか
な照明と音響、そしてせりふだけで原作を表現する大
変素晴らしい公演です。
　脚本も毎年新しく書き下ろされ、原作を大切にして
下さる劇団の思いがこもっている素敵なものに仕上
がっています。
　これまでに『西郷札』、『或る「小倉日記」伝』、『天城
越え』、『鬼火の町』と公演してくださいましたが、どれ
も様々な演出がほどこされ毎回違った感動が生まれ
ます。
　今年は、開館10周年…2夜連続で行われた公演は
どちらも感動的で大変素晴らしいものでした。
　毎年の春の夜の屋外公演…素敵な空間で清張作品
を体験してみて下さい！

『西郷札』記念すべき第 1回目
残念ながら悪天候で急遽館内での公演

『天城越え』
花冷えの中石垣にさく
らが舞い散り美しい公
演でした。

・書斎をながめているだけでも和みます。まさに創作の「城」。
著書を読んだらまた来たいと思います。

 （30代　大分　女）

・原稿と「思索と創作の城」をみて作品の生まれる状況を知る
ことができました。 （50代　神奈川　男）

・松本先生の偉業に圧巻です。執筆だけでなく写真や絵も素晴
らしいですね。 （30代　高知　女）

・作家自身の教養の深さに触れてとても良い刺激を受けまし
た。こういう環境に一時的にでも身を置くことが、とても良い
頭の切り換えになる気がしました。 （60代　岡山　女）

・私は作家を目指しているので、心を原点にもどしたい時には
また訪れたいと思っています。 （40代　大阪　女）

・巨人の執筆量に圧倒され軽い疲労を覚えました。一日ですべ
てを見ることができないほどに充実した展示内容ですので、
必ず近いうちにまた参ります。 （30代　大阪　男）

・清張の地に足をつけた作風に強くひかれました。
  （30代　県内　女）

・松本清張さんという作家のエネルギーを感じることができま
した。また、もっと作品を読んで来館したいと思います。  
 （20代　広島　男）

●平成15年度

●平成17年度

『鬼火の町』
時代小説に挑戦！役者さん達も着物姿
で演出に花をそえました。

●平成18年度　

『或る「小倉日記」伝』
念願かなっての屋外初公演

役者さんの熱の入った素晴らしい公演
に観客も涙涙…

●平成16年度
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■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

「或る『小倉日記』伝」（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	上』、　新潮文庫『或る「小倉日記」伝』、カッ
パ・ノベルス『西郷札』）

「点と線」（新潮文庫『点と線』、カッパ・ノベルス『点と線』）
「左の腕」（文春文庫『無宿人別帳』、新潮文庫『佐渡流人行』、カッパ・ノベルス『遠

くからの声』）
■応募方法
○中学生、高校生ともに1200〜2000字程度の読書感想文を書き、応募用紙に
添えて提出してください。

○手書き、ワープロどちらでも結構です。ただし全体の字数がわかるように応募
用紙に１行の字数×行数を記入してください。

○原稿は自作で未発表のものに限ります。なお応募原稿はお返しいたしませんの
で、必要なかたはコピーをおとりください。

■応募締切　平成20年10月31日（金）必着
■応 募 先　〒803-0813　福岡県北九州市小倉北区城内2-3
　　　　　　	松本清張記念館　感想文コンクール係
　　　　　　	※応募用紙は記念館公式ＨＰからダウンロードできます。
■選　　考　松本清張記念館内の選考委員会により選考します。
■発　　表
　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№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

※なお、最優秀賞は中学の部、高校の部で各一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「館報」掲載を予定しています。

●主催　北九州市教育委員会
●主管　北九州市立松本清張記念館

平成20年度

　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。そして、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。写真：文藝春秋提供

第 回11 松本清張研究奨励事業募集
募集要項

※詳しくは記念館までお問い合わせください。

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21年3月31日までに応募してください。

　いよいよ平成２０年度の幕開けです。８月４日には松本清張記念館開館
１０周年を迎えます。今後もいろいろな企画を計画していますのでご期待く
ださい。 （碇　政幸）

　松本清張記念館「友の会」は、松本清張作品の愛好者や関心を
持つ人たちが広く交流し、松本清張とその作品及び記念館につ
いての理解を深めていくことを目的として設立されました。
　いまだに「友の会」を、「清張の会」と称した団体と取り違える
方がいらっしゃいます。「友の会」も記念館も「清張」の名前を冠
した他の団体と全く関係がないことをお知らせいたします。

大切なお知らせ

2007.1.30 「地方紙を買う女」

「点と線」

「殺人行おくのほそ道」

「塗られた本」

「不在宴会」

日本テレビ

テレビ朝日

フジテレビ

TBS

テレビ東京
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2008.2.20
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