
『北の詩人』
昭和39年10月　中央公論社現在入手できる本

松本清張全集
第17巻（文藝春秋）

「
北
の
詩
人
」は
、昭
和
37
年
1
月
か
ら
昭
和
38
年
3
月
ま
で
、

「
中
央
公
論
」に
掲
載
さ
れ
た
。

虐
待
の
中
に
生
き
抜
い
て
き
た
民
族
の
詩
を
黄
昏
の
色
の
中
で
う
た
い
た
い
。

革
命
と
か
、抵
抗
と
か
い
う
字
句
を
いっ
さ
い
使
わ
ず
に
、

社

虐
待
の

生

抜
い
て

た
民
族
の
詩

黄
昏
の
色
の

で

た
い
た
い

革
命
と
か
、抵
抗
と
か
い
う
字
句
を
いっ
さ
い
使
わ
ず
に
、

心
か
ら
う
た
う
詩
を
書
き
た
い
。

　

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
作
家
・
林
和（
イ
ム

フ
ア
）は
、日
本
の
敗
戦
に
よ
り
解

放
さ
れ
た
独
立
運
動
の
同
志
た
ち

と
朝
鮮
文
学
建
設
本
部
を
組
織
し

た
。か
つ
て
朝
鮮
共
産
党
の
影
響
下

に
組
織
さ
れ
た
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
団
体
・カ
ッ
プ

で
中
央
委
員
と
し
て
活
動
し
た
林
和
は
、日
本
警
察

の
弾
圧
を
受
け
全
羅
北
道
で
検
挙
さ
れ
た
経
験
を

持
つ
。日
本
が
去
っ
た
喜
び
も
束
の
間
、ア
メ
リ
カ
軍

政
庁
に
よ
る
弾
圧
が
始
ま
っ
た
。日
帝
時
代
か
ら
地

下
に
潜
っ
て
活
動
し
て
い
た
と
い
う
安
永
達（
ア
ン
ヨ

ン
ダ
ル
）は
、解
放
後
に
上
陸
し
て
き
た
ア
メ
リ
カ
の

動
向
に
敏
か
っ
た
。朝
鮮
文
学
建
設
本
部
の
中
心
人

物
と
な
っ
た
林
和
は
、今
後
に
有
利
な
情
報
を
知
り

た
か
っ
た
。そ
ん
な
時
、Ｃ
Ｉ
Ｃ
か
ら
突
然
呼
び
出
さ

れ
、文
学
団
体
に
つ
い
て
聴
取
さ
れ
る
。ア
メ
リ
カ
の

政
策
の
も
と
、朝
鮮
文
学
の
再
建
を
願
う
林
和
だ
っ

た
が
、そ
の
後
巧
妙
に
彼
へ
と
接
近
し
て
き
た
ア
メ

リ
カ
に
、か
つ
て
の
背
信
行
為
を
種
に
情
報
提
供
を

迫
ら
れ
、新
た
な
裏
切
り
を
犯
す
。や
が
て
同
志
が

次
々
と
捕
ま
る
な
か「
北
に
行
き
な
さ
い
」と
の
指
令

に
従
う
が

¦
。苦
難
の
果
て
に
生
き
延
び
る
道
を

選
ん
だ
林
和
を
動
か
す
の
は
、た
だ
文
学
へ
の
情
熱

だ
け
だ
っ
た
。

（
専
門
学
芸
員　

栁
原 

暁
子
）

2010.11
35

2556678

●
開
館
十
二
周
年
記
念 

佐
野
眞
一
講
演
会

●
企
画
展
紹
介「
松
本
清
張
と
東
ア
ジ
ア
」 

●
関
門
連
携
特
別
企
画
展

●
展
示
品
紹
介

●
探
検
！
清
張
記
念
館

●
友
の
会
活
動
報
告

●
ト
ピ
ッ
ク
ス



戦
後
出
版
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
を

駆
け
抜
け
た
巨
人
・
松
本
清
張

○
平
成
二
十
二
年
八
月
四
日（
水
）　

○
北
九
州
市
立
男
女
共
同
参
画
セ
ン
タ
ー 

ム
ー
ブ 

二
階
ホ
ー
ル

○
参
加
者 

四
〇
〇
名

佐
野 

眞
一

開
館
十
二
周
年
記
念
講
演
会

2

　

司
会
者
の
方
か
ら
ご
紹
介
が
あ
り
ま
し
た
よ

う
に
、私
は
昨
秋
東
京
新
聞
で「
編
集
者
の
見
た

松
本
清
張
」と
題
し
て
、清
張
を
最
も
身
近
で
見

て
き
た
編
集
者
の
生
の
証
言
を
通
し
て
、類
い

希
な
る
作
家
・
松
本
清
張
を
描
き
ま
し
た
。な
ぜ

こ
の
演
題
に
し
、な
ぜ「
編
集
者
が
見
た
」に
力

点
を
置
い
た
の
か
と
い
う
あ
た
り
か
ら
お
話
し

し
て
い
き
ま
す
。

□
週
刊
誌
ブ
ー
ム
の
寵
児

　

ご
存
知
と
思
い
ま
す
が
、い
ま
大
変
な
出
版

不
況
で
す
。先
月
国
際
ブ
ッ
ク
フ
ェ
ア
で「
グ
ー

テ
ン
ベ
ル
ク
の
時
代
は
終
わ
っ
た
の
か
」と
題

し
て
基
調
講
演
を
し
ま
し
た
。未
曽
有
の
出
版

不
況
の
様
々
な
要
因
や
、紙
の
本
か
ら
電
子
出

版
に
大
き
く
変
化
し
つ
つ
あ
る
今
の
時
代
を
ご

報
告
し
ま
し
た
が
、出
版
は
本
当
に
危
機
を
迎

え
、雑
誌
も
ど
ん
ど
ん
潰
れ
て
い
ま
す
。な
ぜ
こ

の
状
況
が
生
ま
れ
た
か
は
今
日
の
テ
ー
マ
で
は

あ
り
ま
せ
ん
が
、松
本
清
張
と
い
う
作
家
を
通

し
て
語
れ
る
こ
と
の
一
つ
に
、出
版
ジ
ャ
ー
ナ

リ
ズ
ム
の
衰
退
が
あ
り
ま
す
。こ
の
問
題
を
含

め
、松
本
清
張
は
戦
後
の
出
版
、特
に
週
刊
誌

ブ
ー
ム
を
語
れ
る
唯
一
の
作
家
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

　

清
張
は「
或
る『
小
倉
日
記
』伝
」で
芥
川
賞

を
受
賞
、間
も
な
く
し
て
上
京
、活
動
の
場
を

東
京
に
移
し
ま
す
。昭
和
三
十
四
年
は
極
め
て

エ
ポ
ッ
ク
メ
ー
キ
ン
グ
な
年
で
す
が
、現
在
の

天
皇
が
結
婚
な
さ
っ
て
ミ
ッ
チ
ー
ブ
ー
ム
が
起

き
ま
す
。週
刊
誌
も
創
刊
ラ
ッ
シ
ュ
を
迎
え
、清

張
は
脂
が
乗
り
き
っ
た
活
動
を
し
ま
す
。こ
の

年
は
月
刊
誌
に
八
本
、新
聞
で
は
三
本
、週
刊
誌

に
六
本
の
連
載
、そ
の
他
細
切
れ
の
類
も
含
め
、

多
分
月
産
千
枚
を
超
え
て
い
ま
す
。翌
三
十
五

年
は
安
保
闘
争
の
年
で
す
が
、「
日
本
の
黒
い

霧
」「
球
形
の
荒
野
」「
砂
の
器
」な
ど
を
連
載
、問

題
作
、話
題
作
を
連
発
し
て
い
ま
し
た
。こ
の

と
き
五
十
歳
を
超
え
て
い
る
わ
け
で
す
が
、デ

ビ
ュ
ー
が
遅
か
っ
た
か
ら
時
間
が
な
い
ん
だ
と

机
に
か
じ
り
つ
い
て
寝
る
間
も
惜
し
ん
で
執
筆

活
動
を
続
け
、自
分
は
遅
咲
き
だ
時
間
が
な
い

と
口
癖
に
言
っ
て
い
た
清
張
さ
ん
を
思
う
と
、

胸
が
詰
ま
り
ま
す
。

　

新
聞
記
者
に「
作
家
の
才
能
と
は
何
で
す
か
」

と
聞
か
れ
た
こ
と
が
あ
る
そ
う
で
す
。記
者
は

想
像
力
や
読
書
量
と
か
い
っ
た
生
得
的
な
返
事

を
期
待
し
て
い
た
よ
う
で
す
が
、「
ど
れ
だ
け
原

稿
用
紙
の
前
に
座
っ
て
い
ら
れ
る
か
。そ
の
忍

耐
力
だ
」と
非
常
に
散
文
的
な
答
え
を
し
た
そ

う
で
す
。い
か
に
も
清
張
ら
し
い
し
、こ
う
い
う

作
家
は
以
後
誰
も
い
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。言
う
ま
で
も
な
く
清
張
は
社
会
派
ミ
ス

テ
リ
ー
で
有
名
で
す
が
、時
代
小
説
や
古
代
史

に
も
テ
リ
ト
リ
ー
を
広
げ
、ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ

ン
に
も
金
字
塔
を
う
ち
立
て
、四
十
三
歳
で
デ

ビ
ュ
ー
し
八
十
二
で
亡
く
な
る
ま
で
全
力
疾
走

し
ま
し
た
。こ
ん
こ
ん
と
湧
き
出
る
想
像
力
や

創
作
力
と
い
い
、二
度
と
出
な
い
不
世
出
の
作

家
だ
っ
た
と
改
め
て
感
じ
ま
す
。

　

先
程「
週
刊
誌
ブ
ー
ム
」と
い
う
言
葉
を
使
い

ま
し
た
が
、松
本
清
張
と
い
う
作
家
を
生
み
だ
し

た
背
景
の
一
つ
に
日
本
の
高
度
経
済
成
長
が
あ

る
で
し
ょ
う
。高
度
経
済
成
長
を
う
ん
と
簡
単
に

定
義
す
れ
ば
、日
本
列
島
が
攪
拌
さ
れ
て
民
族
が

大
移
動
し
た
時
代
で
す
。昭
和
二
十
年
代
は
九
州

に
生
ま
れ
た
方
の
多
く
は
九
州
で
死
ん
で
い
く

時
代
で
し
た
。し
か
し
昭
和
三
十
年
代
は
例
え
ば

中
卒
が
金
の
卵
と
も
て
は
や
さ
れ
、東
北
か
ら
東

京
に
、あ
る
い
は
北
九
州
か
ら
大
阪
へ
と
い
う
大

移
動
が
は
じ
ま
り
ま
し
た
。東
京
新
聞
で
の
連
載

で
書
い
た
こ
と
で
す
が
、清
張
は
大
変
旅
が
好
き

な
人
で
す
。清
張
と
並
ぶ
国
民
作
家
の
一
人
の
司

馬　

太
郎
は
街
道
の
人
、峠
の
上
に
立
っ
て
や

や
俯
瞰
的
に
上
か
ら
目
線
で
歴
史
的
な
記
述
を

す
る
。対
し
て
清
張
は
鉄
道
の
人
、車
窓
か
ら
あ

る
い
は
座
席
で
流
れ
ゆ
く
風
景
を
切
り
取
っ
て

ゆ
く
。清
張
作
品
は
名
も
な
い
地
方
都
市
を
舞
台

に
す
る
こ
と
が
多
い
で
す
が
、ど
こ
か
で
見
た
こ

と
が
あ
る
風
景
が
基
本
に
あ
り
ま
す
。都
会
へ
出

た
、村
が
忘
れ
ら
れ
な
い
、町
に
帰
っ
て
い
く
と

い
う
往
復
運
動
が
、清
張
作
品
を
詳
細
に
み
て
い

く
と
そ
う
い
う
音
楽
が
ベ
ー
ス
に
流
れ
て
い
る

と
思
い
ま
す
。

　

高
度
経
済
成
長
は
横
並
び
社
会
で
非
常
に
分

厚
い
中
間
層
が
生
ま
れ
た
時
代
で
し
た
。「
一
億

総
中
流
」と
い
う
言
葉
も
あ
り
ま
し
た
が
、現
実

は
猛
烈
な
競
争
社
会
、落
ち
る
奴
は
落
ち
て
い
く

あ
る
種
苛
酷
な
競
争
社
会
が
始
ま
り
ま
し
た
。そ

こ
を
松
本
清
張
と
い
う
人
は
見
事
に
つ
か
ん
だ
。

官
僚
社
会
で
自
殺
す
る
課
長
補
佐
な
ど
、清
張
が

好
ん
だ
世
界
に
典
型
的
に
現
れ
て
い
ま
す
。ぎ
り
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ぎ
り
の
線
で
踏
ん
張
っ
て
歯
を
食
い
し
ば
っ
て

生
き
て
い
る
人
間
達
に
清
張
は
強
い
エ
ー
ル
を

送
り
ま
し
た
。だ
か
ら
こ
そ
広
汎
な
読
者
を
獲
得

で
き
た
ん
だ
と
思
い
ま
す
。い
ま
ま
で
の
日
本
の

近
代
小
説
と
は
全
く
異
質
な
世
界
を
清
張
が
描

い
た
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

□
清
張
の〈
磁
場
〉─
編
集
者
と
の
出
会
い

　

清
張
を
担
当
し
た
編
集
者
は
本
当
に
き
ら
星

の
ご
と
き
人
達
で
す
。例
え
ば
清
張
が
尊
敬
す

る
作
家
の
ひ
と
り
と
し
て
挙
げ
る
菊
池
寛
、そ

の
衣
鉢
を
継
い
だ
文
藝
春
秋
の
池
島
信
平
と
も

大
き
な
仕
事
を
し
て
い
ま
す
。新
潮
社
で「
週
刊

新
潮
」を
創
り
死
ぬ
ま
で
タ
イ
ト
ル
を
付
け
て

い
た
齋
藤
十
一
と
い
う
伝
説
の
編
集
者
、僕
も

大
分
鍛
え
ら
れ
ま
し
た
け
ど
、彼
も
い
ち
早
く

清
張
に
目
を
付
け
て
初
期
の「
芸
術
新
潮
」で
仕

事
を
し
て
い
ま
す
。あ
る
い
は
光
文
社
で
カ
ッ

パ
ノ
ベ
ル
ス
と
い
う
新
書
版
の
形
を
作
っ
た

神か
ん
き吉
晴は

る
お夫
も
大
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
を
生
み
だ
し
た

卓
越
し
た
編
集
者
で
す
が
、「
点
と
線
」な
ど
を

一
千
万
部
と
い
う
部
数
に
持
ち
上
げ
て
い
き
ま

し
た
。こ
う
し
た
戦
後
出
版
史
を
語
る
時
絶
対

に
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
有
名
な
人
物
と
清
張
は

タ
ッ
グ
を
組
み
二
人
三
脚
で
歩
ん
で
い
っ
た
こ

と
を
、ぜ
ひ
覚
え
て
お
い
て
頂
き
た
い
。

　

今
年
の
三
月
、河
出
書
房
の
寺
田
博
さ
ん
が

亡
く
な
り
ま
し
た
。取
材
で
清
張
に
つ
い
て
寺

田
さ
ん
の
話
を
聞
き
に
行
っ
た
僕
が
多
分
一
番

最
後
に
会
っ
た
人
間
で
す
。寺
田
さ
ん
は
清
張

が
一
番
書
き
た
く
な
か
っ
た「
半
生
の
記
」を
書

か
せ
た
男
で
す
。「
よ
く
あ
の
い
や
が
る
清
張
さ

ん
に
こ
れ
だ
け
の
こ
と
を
書
か
せ
ま
し
た
ね
」

と
言
っ
た
と
こ
ろ
、こ
ん
な
話
を
し
て
く
れ
ま

し
た
。

　

最
初
は
時
代
小
説
を
依
頼
し
た
の
で
す
が
、

清
張
さ
ん
は
多
忙
で「
張
り
付
き
で
時
代
考
証

を
や
っ
て
く
れ
る
人
間
を
一
人
く
れ
れ
ば
考
え

な
い
で
も
な
い
ね
」と
言
う
。し
か
し
そ
ん
な
余

裕
は
な
く
、そ
こ
で
執
念
深
く
考
え
た
の
は
、

じ
ゃ
あ
清
張
さ
ん
に
一
番
負
担
が
か
か
ら
な
い

方
法
は
何
か
。取
材
も
い
ら
ず
書
け
る
も
の
。そ

れ
は
頭
の
中
に
あ
る
も
の
を
出
し
て
貰
う
こ

と
だ
と
、「
自
分
の
人
生
を
書
い
て
下
さ
い
」と

言
っ
た
そ
う
で
す
。

　

し
か
し「
と
ん
で
も
な
い
、僕
が
私
小
説
を
嫌

い
な
の
は
知
っ
て
い
る
よ
な
」と
は
ね
つ
け
た

そ
う
で
す
。そ
れ
で
も
寺
田
さ
ん
は
日
参
し「
今

月
号
に
清
張
さ
ん
の
伝
記
が
載
る
と
う
ち
の
お

や
じ
は
楽
し
み
に
し
て
い
ま
し
た
が
、死
に
ま

し
た
」と
、こ
れ
は
嘘
な
ん
で
す
ね
。三
ヵ
月
位

し
て「
お
袋
も
楽
し
み
に

し
て
い
ま
し
た
が
死
に

ま
し
た
」、八
人
く
ら
い
親

族
を
殺
し
た
そ
う
で
す
。

勘
の
い
い
清
張
で
す
か
ら

嘘
と
分
か
っ
た
で
し
ょ
う

が
、あ
ま
り
の
し
つ
こ
さ

に
音
を
上
げ「
じ
ゃ
書
こ

う
」と「
半
生
の
記
」が
で

き
た
ん
で
す
ね
。随
分
脚

色
も
あ
り
本
当
と
は
言
え

な
い
部
分
も
沢
山
あ
り
ま

す
が
、清
張
研
究
に
は
欠

か
せ
な
い
一
冊
に
な
っ
た
。寺
田
博
は
名
伯
楽

で
、小
川
洋
子
や
よ
し
も
と
ば
な
な
、島
田
雅
彦

を
発
掘
し
た
し
、中
上
健
次
と
の
武
勇
伝
も
あ

る
伝
説
の
編
集
者
で
す
。そ
ん
な
編
集
者
が
日

参
し
て
清
張
に
書
か
せ
た
の
は
、や
っ
ぱ
り
清

張
と
い
う
人
に
磁
場
が
あ
り
、ま
た
、「
こ
の
男

に
は
嘘
を
つ
い
て
で
も
書
か
せ
た
い
」と
い
う

人
間
的
な
埋
蔵
量
が
あ
っ
た
か
ら
だ
と
信
じ
て

い
ま
す
。

□
散
文
精
神
の
継
承

　

僕
は
二
月
に「
日
本
の
黒
い
霧
」に
つ
い
て
お

話
し
し
ま
し
た
。占
領
下
の
日
本
の
怪
事
件
を

扱
っ
た
作
品
で
、い
ま
み
れ
ば
的
外
れ
と
の
指

摘
も
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
が
、サ
ン
フ
ラ
ン

シ
ス
コ
講
和
条
約
の
数
年
後
に
Ｇ
Ｈ
Ｑ
内
部

の
暗
闘
を
描
い
た
勇
気
は
凄
ま
じ
い
。殺
さ
れ

る
と
い
う
恐
怖
を
抱
い
た
で
し
ょ
う
、で
も
書

か
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。自
分
た
ち
を
重

圧
で
締
め
付
け
る
ア
メ
リ
カ
軍
に
対
す
る
怒
り

が
、清
張
を
し
て「
日
本
の
黒
い
霧
」と
い
う
問

題
作
を
残
さ
せ
た
原
動
力
だ
っ
た
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

　

ち
ょ
っ
と
話
が
逸
れ
ま

す
が
、そ
こ
に
は
僕
は
広

津
和
郎
と
い
う
作
家
の
存

在
が
あ
る
の
で
は
と
思
い

ま
す
。広
津
さ
ん
が
戦
前

に
書
い
た「
散
文
精
神
に

つ
い
て
」と
い
う
文
章
が

非
常
に
い
い
の
で
ち
ょ
っ

と
読
み
上
げ
ま
す
。「
ど
ん

な
事
が
あ
っ
て
も
め
げ
ず

に
、忍
耐
強
く
、執
念
深

く
、み
だ
り
に
悲
観
も
せ

ず
、楽
観
も
せ
ず
、生
き

通
し
て
い
く
精
神
─
そ
れ
が
散
文
精
神
だ
と

思
い
ま
す
」「
じ
っ
と
我
慢
し
て
冷
静
に
、見
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
は
決
し
て
見
の
が
さ
ず

に
、そ
し
て
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
に
怯

え
た
り
、戦
慄
し
た
り
、眼
を
蔽お

お

う
た
り
し
な
い

で
、何
処
ま
で
も
そ
れ
を
見
つ
め
な
が
ら
堪こ

ら

え

堪こ
ら

え
て
生
き
て
行
こ
う
と
い
う
精
神
」と
い
う

文
章
で
す
。こ
の
散
文
精
神
は
と
て
も
ま
ね
で

き
な
い
と
開
高
健
が
言
っ
て
い
ま
す
が
、そ
の

散
文
精
神
を
み
ご
と
に
継
承
し
た
の
が
松
本
清

張
で
、一
大
成
果
が「
昭
和
史
発
掘
」だ
と
思
い

ま
す
。「
昭
和
史
発
掘
」に
は
、僕
は「
歴
史
を
肉

体
化
し
て
書
く
と
は
こ
う
い
う
こ
と
だ
」と
教

わ
り
ま
し
た
。

　

僕
は
清
張
さ
ん
に
お
目
に
か
か
っ
て
い
な
い

の
で
す
が
、三
十
年
近
く
前「
週
刊
文
春
」の「
企

業
研
究
」と
い
う
ペ
ー
ジ
で
伸
び
盛
り
の
企
業

に
つ
い
て
書
い
て
い
ま
し
た
。あ
る
時
担
当
者

が「
清
張
さ
ん
か
ら
電
話
が
あ
っ
た
」と
言
う
ん

で
す
ね
。「
佐
野
君
と
い
う
人
が
書
く
の
は
め

ち
ゃ
く
ち
ゃ
面
白
い
ね
。あ
あ
い
う
人
を
大
事

に
し
て
や
っ
て
く
だ
さ
い
よ
」と
清
張
さ
ん
か

ら
の
伝
言
を
聞
い
て
、大
変
感
動
し
恐
縮
し
ま

佐野 眞一
1947（昭和22）年、東京に生まれる。早稲田大学文
学部卒業後、出版社勤務を経てノンフィクション作家
に。「戦後」と「現代」を映し出す意欲的なテーマに挑
み続けている。
97年、「旅する巨人 宮本常一と渋沢敬三」で第28
回大宅壮一ノンフィクション賞を受賞。
著書に『巨怪伝』『カリスマ』『東電OL殺人事件』『枢
密院議長の日記』などがある。
昨年、『甘粕正彦 乱心の曠野』で第31回講談社ノン
フィクション賞を受賞。また、東京新聞で「編集者の見
た松本清張」を連載した。
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し
た
。同
時
に
、七
十
五
近
か
っ
た
清
張
さ
ん

が
、他
人
の
作
品
を
き
ち
っ
と
読
み
、本
当
に
面

白
い
と
思
っ
た
か
ら
わ
ざ
わ
ざ
担
当
編
集
者
に

電
話
を
し
た
─
何
と
い
う
人
だ
ろ
う
と
思
い

ま
す
。僕
は
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
生
涯
の
仕

事
に
し
て
い
ま
す
が
、松
本
清
張
を
貪
る
よ
う

に
読
ん
だ
こ
と
、そ
れ
か
ら
松
本
清
張
か
ら「
あ

の
男
の
書
く
も
の
は
面
白
い
よ
」と
言
わ
れ
た

こ
と
を
大
き
な
励
み
に
、今
日
ま
で
書
き
つ
づ

け
て
い
ま
す
。

□
冬
眠
し
な
い
作
家

　

松
本
清
張
が
最
後
ま
で
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム

精
神
を
手
放
さ
な
か
っ
た
と
思
う
の
は
、遺
作

「
神
々
の
乱
心
」で
す
ね
。非
常
に
ナ
ー
バ
ス
で

今
日
的
な
テ
ー
マ
を
、か
れ
こ
れ
二
十
年
以
上

前
に
扱
っ
て
、今
の
皇
室
・
天
皇
制
の
危
機
を
見

事
に
描
い
て
い
ま
す
。

　

僕
は
三
年
前
、宮
内
庁
に
も
深
く
関
与
し
た

高
級
官
僚
・
倉
富
勇
三
郎
の
戦
前
の
日
記
を

扱
っ
た「
枢
密
院
議
長
の
日
記
」と
い
う
本
を
出

し
ま
し
た
。中
に
、当
時
は
摂
政
の
昭
和
天
皇
に

対
す
る
貞
明
皇
后
の「
あ
あ
い
う
神
を
敬
わ
な

い
よ
う
な
こ
と
が
こ
れ
以
降
続
い
た
ら
神
罰
が

必
ず
当
た
る
」と
い
う
凄
ま
じ
い
怒
り
の
言
葉

が
記
さ
れ
て
お
り
、僕
は
び
っ
く
り
し
ま
し
た
。

日
本
の
天
皇
制
に
は
ま
だ
解
明
で
き
て
い
な
い

暗
部
が
山
ほ
ど
あ
る
こ
と
を
貞
明
皇
后
の「
神

罰
必
ず
や
当
た
る
べ
し
」と
い
う
言
葉
の
怨
念

に
込
め
ら
れ
て
い
る
と
思
い
ま
し
た
。

　
「
神
々
の
乱
心
」で
恐
ろ
し
い
の
は
、松
本
清

張
は
間
違
い
な
く
倉
富
日
記
は
読
ん
で
い
な
い

に
も
関
わ
ら
ず
、そ
の
貞
明
皇
后
と
の
ち
の
昭

和
天
皇
の
確
執
の
予
感
を

持
っ
た
こ
と
で
す
ね
。す
ぐ

れ
た
作
家
は
そ
う
い
う
も

の
を
見
抜
く
、あ
る
い
は
鼻

で
感
じ
る
ん
で
し
ょ
う
ね
。

「
神
々
の
乱
心
」は
、皇
太
后

に
あ
る
新
興
宗
教
が
伝
道

さ
れ
る
過
程
で
天
皇
制
が

累
卵
の
危
機
に
瀕
す
る
の

で
は
な
い
か
と
い
う
、途
中

で
終
わ
っ
て
い
る
の
で
結

末
は
分
か
り
ま
せ
ん
が
、大

き
な
構
想
力
で
描
か
れ
て

い
る
。い
ま
起
き
て
い
る
危

機
を
清
張
は
あ
の
時
代
か

ら
分
か
っ
て
い
た
ん
だ
と

思
い
ま
す
。清
張
さ
ん
は
古

代
史
も
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ

ン
も
書
く
け
ど
、生
涯「
今

こ
の
日
本
は
ど
う
い
う
状

況
な
の
か
、俺
は
こ
う
見
え

る
」と
い
う
こ
と
を
手
放
さ

ず
、様
々
な
作
品
の
中
で
開

示
し
た
、本
当
の
作
家
だ
と

思
い
ま
す
。

　

冒
頭
に
出
版
不
況
と
い
い
ま
し
た
。誤
解
を

招
く
言
い
方
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、僕
は
読
書

は
犯
罪
と
よ
く
似
て
い
る
と
思
う
ん
で
す
。読

書
も
犯
罪
も「
自
分
の
想
像
力
に
負
荷
を
掛
け

る
こ
と
」だ
か
ら
で
す
。本
は
物
理
的
に
は
紙
に

染
み
を
付
け
厚
紙
で
綴
じ
た
も
の
で
す
が
、そ

れ
を
我
々
は
想
像
力
で
読
み
解
き
な
が
ら
、身

に
つ
ま
さ
れ
た
り
怒
っ
た
り
涙
を
流
し
た
り
同

情
し
た
り
笑
っ
て
み
た
り
で
き
ま
す
。そ
う
い

う
負
荷
を
絶
え
ず
か
け
続
け
る
の
が
、僕
は
読

書
だ
し
創
作
だ
と
思
い
ま
す
。チ
ー
プ
な
本
も

出
回
っ
て
い
ま
す
が
、そ
れ

は
日
本
人
の
読
む
力
が
減

退
し
て
し
ま
う
と
恐
れ
て

い
ま
す
。

　

そ
の
対
極
に
あ
る
の
が

負
荷
を
掛
け
な
い
と
読
め

な
い
本
で
す
。い
さ
さ
か
今

の
読
者
に
と
っ
て
は
ハ
ー

ド
か
も
し
れ
な
い
け
ど
、

確
実
に
松
本
清
張
は
我
々

に
負
荷
を
か
け
て
す
ぐ
れ

た
世
界
を
見
せ
て
く
れ
る
。

優
れ
た
作
品
は
、小
説
で
も

ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
も
、

僕
の
経
験
則
で
は
、読
み
終

わ
っ
て
ペ
ー
ジ
を
閉
じ
て
、

目
を
上
げ
て
、世
界
、周
り

の
風
景
を
見
て
、読
む
前
と

一
ミ
リ
だ
け
違
っ
て
き
ま

す
。必
ず
違
っ
て
見
え
る
ん

で
す
、い
い
本
は
。そ
う
い

う
優
れ
た
作
家
と
し
て
松

本
清
張
と
い
う
人
が
い
る

の
で
す
。

　

今
年
の
春
頃「
文
藝
春

秋
」で
半
藤
一
利
さ
ん
と
宮
部
み
ゆ
き
さ
ん
と

座
談
会
を
し
ま
し
た
。実
は
東
京
の
下
町
の
高

校
の
先
輩
後
輩
な
ん
で
す
ね
。三
時
間
く
ら
い

清
張
さ
ん
の
魅
力
を
語
り
合
い
、非
常
に
面
白

く
評
判
も
良
か
っ
た
よ
う
で
す
。結
論
と
し
て

僕
は
、持
っ
て
行
き
場
の
な
い
憤
懣
で
あ
る
と

か
哀
し
み
と
か
を
誰
で
も
も
っ
て
い
る
も
の

で
、そ
れ
を
松
本
清
張
は
確
実
に
書
い
て
い
る

作
家
だ
と
言
い
ま
し
た
。す
こ
し
む
く
つ
け
な

言
葉
で「
怨
念
」と
言
い
ま
す
か
、崇
徳
院
や
菅

原
道
真
が
一
方
で
は
神
さ
ま
に
な
る
訳
で
す

が
、そ
う
い
う
も
の
を
松
本
清
張
と
い
う
の
は

絶
え
ず
離
さ
な
か
っ
た
人
な
ん
じ
ゃ
な
い
で

し
ょ
う
か
、だ
か
ら
こ
そ
松
本
清
張
は
死
ん
で

十
八
年
経
っ
て
も
我
々
の
中
で
生
き
続
け
て
い

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

外
山
滋
比
古
の「
近
代
読
者
論
」に「
作
家
と

い
う
の
は
必
ず
死
ぬ
と
冬
眠
す
る
」と
い
う
言

葉
が
あ
り
ま
す
が
、松
本
清
張
は
冬
眠
し
ま
せ

ん
で
し
た
。こ
れ
か
ら
も
恐
ら
く
冬
眠
し
な
い

作
家
だ
と
思
い
ま
す
。そ
れ
は
彼
が
我
々
の
中

に
絶
え
ず
生
き
た
息
吹
、怒
り
や
哀
し
み
と
か

憤
懣
で
あ
る
と
か
を
絶
え
ず
送
り
続
け
て
い
る

か
ら
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

抜
群
の
ス
ト
ー
リ
ー
テ
イ
ラ
ー
で
あ
っ
た

り
、う
な
る
よ
う
な
ト
リ
ッ
ク
で
あ
っ
た
り
、

様
々
な
要
素
が
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
が
、戦
後

の
大
き
な
変
貌
の
中
で
、し
っ
か
り
日
本
を
見

据
え
、戦
前
か
ら
続
く
暗
い
時
代
を
、オ
キ
ュ
パ

イ
ド
ジ
ャ
パ
ン
の
時
代
を
、最
後
は
皇
室
あ
る

い
は
天
皇
制
ま
で
見
据
え
て
い
る
。そ
の
目
線

が
い
ま
も
我
々
の
中
に
届
い
て
い
る
か
ら
多
分

清
張
は
冬
眠
し
な
い
、あ
る
い
は
で
き
な
い
。作

家
に
と
っ
て
の
栄
誉
は
、読
者
の
中
に
絶
え
ず

生
き
続
け
て
い
く
こ
と
だ
と
僕
は
確
信
し
て
い

ま
す
。



平成22年度特別企画展
開催期間： 平成22年12月1日（水）～平成23年3月31日（木）
会　　場： 企画展示室

関門連携特別企画展

　清張文学の特徴の一つに《世界への視座》があります。松本清張
は広く海外に眼を向け、多くの作品を書きました。中でも、朝鮮半島（韓
国・北朝鮮）や中国といった東アジアや、ベトナム、ラオス、マレーシアな
どの東南アジアを舞台にした作品を紹介します。

　松本清張の東アジア体験は、陸軍衛生兵としての朝鮮
半島駐屯にさかのぼります。小倉で「米軍黒人兵脱走事
件」など朝鮮戦争を経験し、作家になってからはベトナム戦
争や中国の「林彪・四人組事件」などに、ジャーナリストとし
て向き合いました。古代史家とベトナムの古代文化を視察
し、取材で中国、ラオス、マレーシア、香港を歴訪しています。

東南アジア

『熱い絹』
タイのシルク王失踪事件の謎を
戦争・謀略の歴史に重ねた作品

中　国

『密教の水源を見る―空海・中国・インド』
密教の伝来を探るために中国へ渡っ
た清張が人間・空海の実像に迫る

韓　国

『北の詩人』
朝鮮のプロレタリア詩人・林和
を主人公にしたモデル小説

台　湾
『半生の記』
2007年
麦田出版 発行

中　国
『日本の黒い霧』
1965年
作家出版社 発行

韓　国

2009年
ブックスピア 発行

『宮部みゆき責任編集
松本清張傑作短篇
コレクション』上・中・下

清張の原風景清張の原風景
遙かな記憶 －下関編－

映画女優 田中絹代
 　　　　～海峡が生んだ日本映画史の華～

開催期間／10月5日（火）から 12月26日（日）まで
開催場所／田中絹代ぶんか館（下関市立近代先人顕彰館）1階　
観 覧 料／無料
主　　催／下関市・北九州市

田中絹代ぶんか館
所  在  地／下関市田中町5番7号 ℡：083-250-7666
開館時間／午前9時30分から 午後5時00分まで
　　　　　　　　（入館は午後4時30分まで）

休  館  日／毎週月曜日（祝日の場合はその翌日）

北九州市立門司市民会館松永文庫2階多目的ホール

　松本清張は、小倉出身の作家であると同時に、
関門の作家と言ってもいいような要素を持ってい
ます。「回想的自叙伝」（のちの『半生の記』）に、「もし、
少年に『未知への憧れ』があるとしたら、私のその
思慕は三つぐらいのときに見た門司の夜景からは
じまったのかもしれない」と書いてあります。当時

から、下関港と門司港には国内だけでなく海外への航路があり、活
気のある世界に開かれた都市でした。清張はこの関門の空気に触
れながら育ち、広い視野を育んだともいえるでしょう。

Ⅱ   清張と東アジア
　 ―衛生兵・市民・作家・古代史家・ジャーナリストとして

Ⅰ   清張の描く東（南）アジア

　松本清張は東アジア各
国で、30年ほど前から翻訳
され、現在も出版され読ま
れ続けています。その受容
のあり方や読者の声を紹
介し、展示会場に東アジア
の架空の書店・清張コー
ナーを再現します。

Ⅲ   東アジアで読まれる〈清張〉 ―韓国・中国・台湾

北ベトナム、ファン・バン・ドン首相と（1968年） 会談の筆記手帖

連携開催中 10／23（土）～12／5（日）
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　企画展示室横の、喫茶室がリニューアルされました。
　自販なのに、正真正銘の挽きたてが味わえる、業界初のセ
ルフカフェシステム。豆の種類も5種類と、本格的です。今ま
でどおり、清張全集も置いています。
　コーヒーの香りに包まれた幸せなひとときをどうぞ。

休憩コーナー“コーヒー自動販売機”の巻

コーヒーのいい匂い、何だろう「業界初」？ 普通の紙コッ
プの自動販売機じゃないの？

お金を入れて、好みのコーヒー豆を選ぶのね。隣の機械
で豆を挽いて、と。あぁ、いい香り！

それをさらに隣の機械に入れて、紙コップを置いて、
スイッチオン。出てきた出てきた。

ちょっと手間がかかるけど、この過程も味のうち。途中の
香りだって、普通の自販機だ
と味わえないものね。

清張もコーヒーが好きだっ
たって聞くよね。執筆の合間
に、苦ーいのをしかめっ面で
すすっていそう！

と思いきや、砂糖を多めに入れるのが清張流。
打ち合わせに来た編集者のカップにも「こうして飲むと
美味しいよ」と半ば一方的にー（実話）。

「先生～、私はそのままのほう…、いや、美味しいです」
「うんうん、そうだろう」
という編集者の苦い、いや甘い思い出。

ブラックですこと。

　

松
本
清
張
記
念
館
に
再
現
さ
れ
た
応

接
室
は
、清
張
の
趣
味
が
感
じ
ら
れ
る
面

白
い
空
間
だ
。調
度
品
や
内
装
は
、松
本

邸
か
ら
現
物
が
そ
の
ま
ま
移
さ
れ
、展
示

さ
れ
て
い
る
。

　

玄
関
側
の
壁
に
ガ
ラ
ス
ケ
ー
ス
が
置
か

れ
、中
に
は
人
形
な
ど
が
飾
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
上
に
は
菊
池
寛
賞
正
賞
の
置
き
時

計
と
、陶
器
で
で
き
た
麒
麟
が
並
ん
で
い

る
。目
に
付
く
場
所
に
飾
っ
て
い
る
の
は
、

お
気
に
入
り
の
逸
品
だ
っ
た
か
ら
か
も
し

れ
な
い
。制
作
は
、有
田
焼
の
名
匠・今
泉

今
右
衛
門
に
よ
る
も
の
。清
張
と
親
交
の

あ
っ
た
、十
三
代
の「
色
絵
麒
麟
香
炉
」で

あ
る
。

　

高
さ
二

十
二
セ
ン

チ
の
麒
麟

は
、首
の
付

け
根
で
胴

体
と
分
か

れ
て
お
り
、

香
炉
と
し
て
作
ら
れ
て
い
る
。一般
的
に
香

炉
は
円
や
四
角
を
か
た
ど
っ
た
も
の
が
多

く
、蓋
に
生
物
な
ど
の
飾
り
が
付
い
て
い

る
場
合
も
あ
る
。し
か
し
こ
れ
は
、そ
の
よ

う
な
香
炉
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
は
意
表
を
つ

い
て
い
る
。清
張
所
蔵
の
麒
麟
の
香
炉
は
、

赤
茶
色
に
覆
わ
れ
た
胴
や
脚
全
体
に
、色

彩
豊
か
に
模
様
が
描
か
れ
、迫
力
の
あ
る

表
情
で
天
に
向
か
って
口
を
開
け
て
い
る
。

　

こ
の
十
三
代
の
作
品
を
踏
襲
し
て「
色

絵
墨
は
じ
き
瓔
洛
珞
文
麒
麟
香
炉
」を

制
作
し
た
十
四
代
に
よ
る
と
、「
有
田
の

土
に
は
粘
り
気
が
な
く
、轆
轤
に
は
適
す

る
の
で
す
が
、動
物
の
よ
う
な
も
の
は
作

り
に
く
い
。こ
の
麒
麟
も
、形
を
使
っ
て
作

り
ま
す
が
、髭
な
ど
の
細
か
い
細
工
は
手

作
業
で
す
。」と
い
う
。

　

今
右
衛
門
古
陶
磁
美
術
館
で
開
催
さ

れ
て
い
た「
十
一
代
今
右
衛
門
展
」を
拝

観
し
た
※1

。昭
和
初
期
に
創
ら
れ
た
十
一

代
の
作
品
の
な
か
に
も
、動
物
を
か
た

ど
っ
た「
色
絵
瓔
洛
珞
文
象
置
物
」や

「
白
磁
牛
香
炉
」「
白
磁
馬
置
物
」「
白
磁

猪
置
物
」「
染
付
鷹
置
物
」「
染
付
翡
翠

香
炉
」が
あ
り
眼
を
引
い
た
。伝
統
の
中

に
革
新
を
重
ん
じ
て
き
た
各
代
の
陶
工

た
ち
に
、そ
れ
ぞ
れ
の
意
匠
と
情
熱
が
感

じ
ら
れ
る
。

　

既
に
亡
き
先
代
に
代
わ
っ
て「
清
張
さ

ん
は
私
た
ち
の
手
仕
事
に
よ
る
芸
術
に
、

共
感
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か（
先
代
奥
様
の

回
想
）と
い
う
こ
と
で
す
」と
、十
四
代
は

語
っ
て
く
だ
さ
っ
た
。清
張
が
画
工
時
代

に
手
仕
事
で
身
に
付
け
た
粘
り
強
く
取

り
組
む
姿
勢
は
、後
に
作
家
と
し
て
質
量

と
も
に
超
人
的
な
仕
事
を
こ
な
し
た
姿

と
重
な
る
。昭
和
五
十
三
年
に
有
田
に
遊

ん
だ
折
、十
三
代
と
食
事
を
し
た
席
で
描

い
た
達
磨
の
画
が
、今
も
二
人
の
匠
の
共

鳴
を
物
語
る
よ
う
だ
※2

。

麒麟の香炉
展 示 品 紹 介

B1F

（
専
門
学
芸
員　

栁
原 

暁
子
）

十四代今泉今右衛門。
自作の麒麟香炉を抱いて。

※
1 
平
成
22
年
10
月
7
日
〜
12
月
19
日
開
催

※
2 
十
四
代
と
は
学
生
時
代
か
ら
の
友
人
と
い
う
作

家
・
京
極
夏
彦
氏
が
清
張
生
誕
一
〇
〇
年
記
念
の

ト
ー
ク
シ
ョ
ー（「
館
報
」32
号
掲
載
）で
も
紹
介
し

た
。今
泉
家
所
蔵
。

ろ
く
ろ

か
た

か
わ
せ
み

コ
ー
ル
ド
コ
ー
ヒ
ー
も
ホ
ッ
ト
と
同
じ
豆
か
ら

淹
れ
る
の
で
苦
く
な
い
！
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友の会 活動報告

　「小中学生に〈読む〉以外の手法で清
張さんに親しみを持ってもらいたい」と博
物館実習中の学芸員の卵である大学生
が企画・立案、どうすれば楽しんでもらえる
かと当日まで考え抜き準備しました。
　両日合わせて12名の参加者に加え、
保護者や弟妹の飛び入りもありにぎやか
なイベントになりました。清張さんと「球形
の荒野」をテーマに、自由に切ったり貼っ
たり描いたりして制作、それぞれ個性のあ
るブックカバーが完成しました。

イベント「ブックカバーをつくろう」

　黒田征太郎さんが7月3日（土）、北九州市で行ったト
ランペッター近藤等則さん、チャンゴのキムドクスさんと
のライブで制作し、その後加筆した作品15点に、清張
の「火の路（原題：火の回路）」よりイメージし新たに制作した
作品を加え展
示しました。ま
た、会場では
ライブの模様
を記録した映
像も上映しま
した。

　絵話教室とは、黒田さんが「絵や音楽があるから、人
は言葉が通じなくても語り合える、伝え合うことができる」
との想いで国内外で展開されている絵画ワークショップ
です。清張作品に多く登場する〈汽車〉をモチーフに、火
と水の力と文明につい
て考えて欲しいと話さ
れる黒田さん。3歳から
80代まで幅広い年齢
の参加者が自由に絵
を楽しみました。

黒田征太郎作品展

黒田征太郎「絵話教室」

■8月28日（土）・29日（日）
■記念館会議室

　高島忠平さんは、吉野ヶ里遺跡を
発掘した考古学者です。平成元年、
清張とともに発掘現場を歩きました。
　高島さんは、清張を古代史学者
として認めていました。清張が論じた
「邪馬台国」を振り返りながら、高島
氏が研究してこられた「邪馬台国九
州説」について講演されました。

北九州ユネスコ文化講演会
■10月8日（金）　■企画展示室
■講師 高島忠平（佐賀女子短期大学前学長）
　 「松本清張と邪馬台国―古代の九州、そして北九州―」
■主催 北九州市・福岡ユネスコ協会

■9月17日（金）～11月15日（月）
■企画展示室

■10月30日（土）
■企画展示室

友の会入会のお申し込みは… TEL. 093-582-2761  松本清張記念館友の会事務局まで

●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日から翌年7月31日までを一年度として取り扱っています。
今年度も引き続き更新いただきますようお願いします。
また、新規会員も募集中です！ 友の会では清張ゆかりの地の見学、読書会・講演会の開催、会報の発行など多彩な事業を展開しています。
会費は1年間で3,000円です。

●平成22年度年次総会
 8月4日（水） 参加者 50名
 男女共同参画センター・ムーブ5階大セミナールーム

　佐野眞一さんによる記念講演を堪能した後、平成22年度年
次総会が開催されました。前年度事業報告・決算、役員改選、
今年度事業計画・予算についての審議が行われ、拍手をもっ
て承認されました。
　総会終了後の懇親会では、新会長、館長の挨拶や、遠方か
らの参加者のスピーチ、会員相互の意見交換などが行われ、
和やかな雰囲気に包まれていました。
　また、9月には平成22年度第一回の友の会役員会及び幹

事会が開催されました。新役員の顔合わせを行った後、今後
の友の会の運営や、事業計画などについての話し合いが行わ
れました。多くの意見が飛び出し、意義のある会議となりました。
よい友の会事業を展開してまいりますので今後ともよろしくお
願いいたします。

かいわ
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リバーウォーク
北九州清

張
通
り モ

ノ
レ
ー
ル

平和通

勝山通り

京町銀天街

小文字通り

松本清張
記念館

JR
西小倉駅

JR
小倉駅

北九州
市役所

小倉城
庭園

ホテルクラウン
パレス小倉

ステーション
ホテル小倉

COLET
（コレット）

リーガロイヤル
ホテル小倉

小倉リーセント
ホテル

井筒屋
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

魚
町
銀
天
街

JR山陽新幹線

小倉北
警察署

勝山公園

紫
川

企画名

企画名

入選者

入選者

研 究 奨 励 事 業 入 選 者

松
本
清
張
研
究
奨
励
事
業

奨
励
金
贈
呈
式

平成22年8月4日、第12回松本清張研究
奨励事業奨励金の贈呈式が行われました。
入選者は次のとおりです。

第　    回12

『清張古代学―

『魏志』倭人伝から『魏志』東夷伝の考
古学へ』
東 潮（徳島大学大学院教授）

『松本清張と近代の巫女たち―

『神々の乱心』にみる「御神鏡」の研究』
共同研究・代表 美馬 弘

（多摩美術大学特別研究員）

■ 松本清張展（広島）関連講演会
□ ６月12 日（土）
□ 広島市映像文化ライブラリー
□ 講師 中川里志（記念館学芸担当）

　広島市郷土資料館で開催された松本清張展（４月22日（木）
～7月11日（日））の関連講演会で当館の中川主任が、『「点と線」
誕生』というテーマで講演を行いました。
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　今年の夏は記録的な猛暑で、この暑さは10月半ばまで続
きました。秋らしい秋が訪れる間もなく、10月下旬になると、
肌寒さを感じるようになりました。
　毎年、年明けにスタートしていた特別企画展ですが、今年
の『松本清張と東アジア』は、「日中韓東アジア文学フォーラ
ム2010in北九州」の開催に合わせ、12月1日からの開催とな
ります。企画展を紹介する館報は12月に発行していました
が、今号が11月の発行となったのは、このためです。
　また、12月26日まで下関の田中絹代ぶんか館で「清張の
原風景」を開催しております。12月に関門にお見えになると
2つの清張展を見ることができます。今年の冬は寒くなりそ
うです。屋内で過ごすことが多くなると思いますが、ぜひ記
念館にお越しください。　　　　　　　　　　（西本　衛）

第 回13
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23年3月31
日までに応募して
ください。

1031093B

展示の様子 ▼




