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「
汝
を
待
つ
こ
と
既
に
久
し
」（『
遺
告
』）

̶

い
か
に
も
空
海
を

装
飾
し
た
文
章
で
あ
る
。

ゆ
い

ご
う

　
『
密
教
の
水
源
を
み
る
』の
幹
は

紀
行
で
あ
る
。
上
海
か
ら
向
っ
た
無

錫
で
、両
岸
に
家
の
せ
ま
る
運
河
を

遊
覧
。
空
海
が
漂
着
し
た
福
州
で

は
、
台
湾
と
向
き
合
う
要
地
の
た

め
カ
メ
ラ
撮
影
は
禁
止
、清
張
が
船
上
で
風
景
を

ス
ケ
ッ
チ
し
た
。
急
遽
変
更
し
た
寝
台
車
の
旅
は
、

二
十
七
時
間
、南
国
特
有
の
暑
さ
と
湿
度
の
中
を

走
っ
た
。鎮
江
で
悠
々
た
る
揚
子
江
を
初
め
て
見
、大

明
寺
で『
鑑
真
記
念
堂
』を
見
学
す
る
。西
安
で
は
、

青し
ょ
う
り
ゅ
う
じ

竜
寺
址
で「
発
掘
し
た
考
古
学
者
に
質
問
し
き

り
」。蘭
州
で
は
甘
粛
省
博
物
館
に
寄
り
、白
塔
山

に
登
っ
て
い
る
。そ
の
足
は
イ
ン
ド
に
到
り
、デ
リ
ー
や

「
第
三
の
イ
ン
ド
宗
教
」（「
密
教
」に
あ
ら
ず
）創
造

の
地
、ナ
ー
ラ
ン
ダ
ー
な
ど
を
巡
る
が
、各
地
の
旅
景

が
い
き
い
き
と
眼
前
に
浮
か
ぶ
。

　

紀
行
の
幹
か
ら
伸
び
る
枝
に
、清
張
は〈
空
海
〉と

〈
密
教
〉に
つ
い
て
の
思
索
の
花
を
咲
か
せ
る
。偉
大

な
高
僧
像
か
ら
伝
説
的
な
被
膜
を
削
り
お
と
し
て
、

人
間〈
空
海
〉の
実
像
を
彫
り
だ
し
て
い
る
。冷
徹
に

〈
人
間
〉を
追
究
す
る
世
界（
人
間
）観
、観
察
眼
か

ら
、「
空
海
は
正
式
な
留
学
僧
で
は
な
か
っ
た
」「
空

海
は
恵
果
に
会
っ
て
初
め
て
密
教
を
持
ち
帰
ろ
う
と

決
め
た
」な
ど
独
自
の
説
が
出
て
く
る
。

　

初
め
て
の
中
国
訪
問
だ
っ
た
が
、松
本
清
張
は
そ

れ
ま
で
中
国
と
無
縁
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。本
文

に
、上
海
に
着
く
な
り
、病
中
の
巴
金
氏（
中
国
の

『
人
民
作
家
』）に
見
舞
い
の
花
を
届
け
た
と
の
記
事

が
あ
る
。巴
金
氏
は
答
礼
に
娘
を
よ
こ
し
、署
名
入

り
の『
巴
金
選
集
』を
贈
り
返
礼
と
し
た
。そ
の
本
は

今
も
記
念
館
内
再
現「
書
庫
」に
残
っ
て
い
る
が
、日

中
の
国
民
作
家
の
あ
い
だ
に
、い
つ
の
頃
か
ら
こ
の
よ

う
な
心
の
通
い
合
い
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

（
学
芸
担
当　

中
川 

里
志
）
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今
回
は
、第
六
回
松
本
清
張
研
究
奨
励
事
業
に
入
選
さ
れ
た
十
重
田
裕
一
先
生
に
、ご
研
究
の
占
領
期

に
お
け
る
G
H
Q
の
検
閲
と
松
本
清
張
の
関
わ
り
に
つ
い
て
ご
講
演
い
た
だ
き
ま
し
た
。参
加
さ
れ
た

会
員
や
清
張
フ
ァ
ン
は
、皆
さ
ん
熱
心
に
聴
講
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

興
味
深
い
問
題
は
、ア
メ
リ
カ
軍
占
領
に
よ
る
検

閲
の
終
了
と
ほ
ぼ
呼
応
す
る
よ
う
に
し
て
、松
本
清

張
が
作
家
と
し
て
デ
ビ
ュ
ー
し
て
行
く
こ
と
で
す
。

文
学
的
出
発
が
ま
さ
に
G
H
Q
の
検
閲
か
ら
解
放

さ
れ
た
時
期
と
重
な
り
ま
す
。こ
の
頃
に
つ
い
て
清

張
自
身「
西
郷
札
の
こ
ろ
」と
い
う
文
章
で
、「
長
い

間
の
暗
黒
か
ら
や
っ
と
明
る
い
、落
ち
着
い
た
時
代

が
来
た
」と
書
い
て
い
ま
す
。《
暗
黒
の
時
代
か
ら
明

る
い
時
代
へ
の
推
移
》で
す
。「
読
者
の
胸
に
春
を
感

じ
さ
せ
た
」と
も
書
い
て
い
ま
す
。戦
時
中
の
日
本

の
内
務
省
の
検
閲
を『
暗
黒
』と
捉
え
る
面
も
あ
る

が
、占
領
期
の
G
H
Q
の
検
閲
も
や
は
り『
暗
黒
』と

感
じ
て
お
り
、戦
争
と
占
領
と
い
う
二
つ
の『
暗
黒
』

時
代
か
ら
の
解
放
が
、作
家
清
張
の
出
発
に
な
っ
て

き
ま
す
。

　

松
本
清
張
は
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
に
対
し
て
非
常
に

強
い
意
識
、鋭
敏
な
感
覚
を
持
っ
て
い
た
作
家
の
一

人
で
す
。以
前『
モ
ダ
ニ
ス
ト
松
本
清
張
』と
い
う
研

究（
記
念
館
奨
励
事
業
）で
調
査
を
進
め
た
結
果
、分

か
っ
た
こ
と
で
す
。

　
「
実
感
的
人
生
論
」の
中
で
、清
張
が
自
分
の
読
ん

だ
本
に
つ
い
て
書
い
て
い
ま
す
。岩
波
文
庫
の
感

触
。小
林
多
喜
二
の「
蟹
工
船
」や「
不
在
地
主
」、徳

永
直
の「
太
陽
の
な
い
街
」を《
単
行
本
》で
は
な
く
、

《
雑
誌
》で
読
ん
で
い
た
な
ど
、ど
の
メ
デ
ィ
ア
で
読

ん
で
い
た
の
か
ち
ゃ
ん
と
記
し
て
い
ま
す
。メ
デ
ィ

ア
に
対
し
非
常
に
鋭
敏
、敏
感
に
反
応
し
て
い
ま

す
。清
張
の
小
説
は
、現
在
ま
で
多
数
の
映
画
監
督

が
映
画
化
し
て
い
ま
す
。テ
レ
ビ
で
も
頻
繁
に
ド
ラ

マ
化
さ
れ
て
い
ま
す
。ほ
か
に
ご
自
身
が『
霧
プ
ロ
』

を
設
立
し
た
こ
と
、さ
ら
に
は
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
に
出

演
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。活
字
だ
け
で
は
な
く

映
像
メ
デ
ィ
ア
に
対
す
る
積
極
的
な
対
応
も
押
さ

え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

さ
ら
に
、朝
日
新
聞
西
部
本
社
時
代
の
経
験
が
お

そ
ら
く
占
領
期
の
松
本
清
張
を
考
え
る
上
で
重
要

に
な
っ
て
き
ま
す
。朝
日
新
聞
社
の
刊
行
物
も
す
べ

て
G
H
Q
の
検
閲
に
合
っ
て
い
た
の
だ
か
ら
、清
張

は
日
々
そ
の
権
力
に
よ
る
チ
ェ
ッ
ク
に
向
き
合
っ

て
い
ま
し
た
。占
領
期
の
メ
デ
ィ
ア
規
制
を
身
を

も
っ
て
体
験
し
ま
し
た
。清
張
と
検
閲
は
切
っ
て
も

切
れ
な
い
深
い
関
係
に
あ
り
ま
し
た
。そ
こ
に
、清

張
が
占
領
期
日
本
の
G
H
Q
の
検
閲
に
注
目
す
る

重
要
な
契
機
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

内
務
省
の
検
閲
と
G
H
Q
の
検
閲
、こ
の
二
つ
を
経

験
し
た
こ
と
は
、清
張
の
文
学
を
考
え
る
上
で
と
て

も
重
要
な
こ
と
で
す
。

　

で
は
、実
際
に
ど
う
い
う
検
閲
が
G
H
Q
に
よ
っ

て
行
わ
れ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。ア
メ
リ
カ
の
メ

リ
ー
ラ
ン
ド
大
学
に
保
存
さ
れ
て
い
る『
プ
ラ
ン

ゲ
文
庫
』を
見
る
と
、清
張
が
体
験
し
た
で
あ
ろ
う

メ
デ
ィ
ア
環
境
が
と
て
も
よ
く
見
え
て
き
ま
す
。

一
九
四
五
年
九
月
か
ら
四
十
九
年
十
一
月
頃
ま
で
、

日
本
国
内
す
べ
て
の
刊
行
物
は
G
H
Q
の
検
閲
を
受

け
て
い
ま
し
た
。例
え
ば
、雑
誌「
人
間
」の
一
九
四
六

年
の
検
閲
の
状
況
を
調
べ
る
と
、一
年
間
で
十
二
冊

刊
行
さ
れ
た
う
ち
の
半
数
が「
検
閲
あ
り
」で
す
。相

当
の
割
合
で
す
。こ
の
時
点
で
は
、事
前
検
閲
で
ゲ
ラ

を
提
出
さ
せ
ら
れ
ま
す
。そ
し
て
、「
デ
リ
ー
ト（
一

部
削
除
）」の
要
請
が
あ
る
と
、そ
の
部
分
を
削
っ

た
形
で
版
を
組
み
直
し
て
刊
行
し
ま
す
。そ
の
後
、

G
H
Q
は
事
後
検
閲
に
切
り
替
え
て
い
き
ま
す
。出

版
社
な
ど
に
自
主
的
な
検
閲
を
任
せ
て
、刊
行
さ
れ

た
印
刷
物
を
後
で
提
出
さ
せ
ま
し
た
。

　

こ
の
時
期
、『
プ
レ
ス
コ
ー
ド
』が
公
表
さ
れ
て
い

ま
し
た
。新
聞
社
や
雑
誌
社
は
こ
れ
を
チ
ェ
ッ
ク
し

な
が
ら
自
主
的
な
規
制
を
し
て
い
ま
し
た
。た
だ
非

常
に
一
般
的
、抽
象
的
な
も
の
で
し
た
。一
方
、検
閲

官
に
は
、も
っ
と
細
か
い
検
閲
の
指
針
が
配
ら
れ
て

い
ま
し
た
。実
際
、情
報
量
が
違
う
た
め
に
、新
聞
社

の
方
で
は
大
丈
夫
だ
と
思
っ
て
い
た
も
の
が
、厳
し

く
チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
て
戻
っ
て
き
ま
し
た
。映
画
監

督
・
山
本
嘉
次
郎
の
文
章
を
読
む
と
、映
画
で
も
検

閲
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

　
「
三
分
の
一
の
人
生
」（『
河
豚
の
ひ
れ
』）と
い
う

エ
ッ
セ
イ
に
、『
朝
日
ウ
ィ
ク
リ
ー
』と
い
う
四
ペ
ー

ジ
の
タ
ブ
ロ
イ
ド
版
の
週
刊
紙
の
こ
と
が
出
て
き

ま
す
。『
プ
ラ
ン
ゲ
文
庫
』の
中
に
は
あ
り
ま
せ
ん
で

し
た
が
、松
本
清
張
が
座
談
会（「
放
送
朝
日
」）で
こ

の
朝
日
新
聞
社
か
ら
出
て
い
た
娯
楽
紙
へ
の
寄
稿

の
こ
と
を
話
し
て
い
ま
す
。一
九
四
九
、五
〇
年
の

頃
の
こ
と
で
、占
領
期
に
清
張
が
こ
う
い
う
娯
楽
紙

に
寄
稿
し
な
が
ら
習
作
を
重
ね
て
い
た
こ
と
が
分

か
っ
て
き
ま
す
。そ
の
後
に「
西
郷
札
」は
じ
め
代

表
作
を
書
く
力
を
こ
の
時
期
に
蓄
え
て
い
た
の
で

し
ょ
う
。ま
さ
に
作
家
と
し
て
の
胎
動
期
で
あ
っ
た

こ
と
が
見
え
て
き
ま
す
。た
だ
、松
本
清
張
名
の
文

章
は
ま
だ
見
つ
け
ら
れ
ま
せ
ん
。無
署
名
か
無
記
名

か
、別
名
の
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。こ
れ
ら
の
研
究

は
、占
領
期
の
清
張
の
空
白
を
埋
め
る
大
変
面
白
い

仕
事
に
な
っ
て
く
る
と
思
い
ま
す
。

　
「
黒
地
の
絵
」は
、占
領
期
の
意
味
が
よ
り
強
く
重

要
な
も
の
と
し
て
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
小
説
で

す
。一
九
五
〇
年
七
月
に
小
倉
で
発
生
し
た
黒
人
兵

集
団
脱
走
事
件
を
題
材
と
し
て
い
ま
す
。冒
頭
か
ら

メ
デ
ィ
ア
、朝
鮮
戦
争
の
開
始
を
告
げ
る
ワ
シ
ン
ト

ン『
特
電
』で
始
ま
っ
て
い
ま
す
。極
め
て
マ
ス
メ

デ
ィ
ア
に
対
し
て
敏
感
に
反
応
す
る
作
家
ら
し
い

始
ま
り
方
で
す
。朝
鮮
戦
争
と
い
う
国
家
間
の
戦
争

を
伝
え
る『
特
電
』が
冒
頭
で
示
さ
れ
て
、そ
の
世
界

的
事
件
と
対
比
さ
れ
る
よ
う
に
し
て
、
G
H
Q
に

よ
っ
て
隠
蔽
さ
れ
た
小
倉
で
の
事
件
が
語
ら
れ
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。そ
の
事
件
と
は
、小
倉
と
い
う

ロ
ー
カ
ル
な
地
方
で
起
こ
っ
た
脱
走
米
兵
に
よ
る

婦
女
暴
行
事
件
と
夫
に
よ
る
復
讐
劇
で
す
。そ
の
落

差
を
清
張
は
十
分
意
識
し
な
が
ら
、こ
の
小
説
を
書

き
始
め
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

松
本
清
張
研
究
会  

第
23
回 

研
究
発
表
会

平
成
22
年
12
月
4
日
（
土
）
午
後
2
時
　
　
東
京
藝
術
大
学
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『
貞
明
皇
后
に
仕
え
た
女
官
た
ち
か
ら
見
た「
神
々
の

乱
心
」—

中
世
以
来
の
女
官
と
宮
廷
巫
女
の
系
譜—

』

美
馬 

弘 

（
多
摩
美
術
大
学
特
別
研
究
員
）

　

清
張
が
メ
デ
ィ
ア
に
非
常
に
敏
感
で
あ
る
こ
と

は
、よ
く
読
ん
で
い
く
と
そ
の
細
部
の
表
現
に
、至

る
所
に
見
て
と
れ
る
わ
け
で
す
。例
え
ば
、事
件
の

報
道
規
制
。事
件
後
、小
倉
キ
ャ
ン
プ
の
司
令
官
の

市
民
に
対
す
る
遺
憾
の
短
い
声
明
文
が
北
九
州
地

区
の
地
方
版
に
だ
け
載
っ
た
と
い
う
。世
界
各
国
を

め
ぐ
る
特
電
に
対
し
て
、こ
う
い
う
ロ
ー
カ
ル
な
メ

デ
ィ
ア
の
問
題
に
清
張
は
注
意
を
し
て
い
ま
す
。こ

れ
も
や
は
り
重
要
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
「
黒
地
の
絵
」は
メ
デ
ィ
ア
小
説
と
し
て
読
ん
で

い
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。第
二
章
の
冒
頭
で
も
、朝

鮮
戦
争
の
状
況
を
告
げ
る
一
応
客
観
的
と
言
え
る

報
道
か
ら
始
ま
っ
て
い
ま
す
。し
か
し
こ
の
大
き
な

報
道
の
中
で
は
、多
く
の
兵
士
た
ち
が
亡
く
な
り
、

主
人
公
の
男
が
報
復
を
考
え
て
い
る
妻
を
暴
行
し

た
黒
人
兵
も
、そ
の
戦
争
の
中
で
死
ん
で
い
っ
て

い
る
こ
と
は
、全
く
語
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
せ

ん
。そ
こ
に
清
張
は
目
を
向
け
て
い
き
ま
す
。ま
た
、

「
一
九
五
一
年
元
旦
の
各
新
聞
の
第
一
面
は
」と
、

マ
ッ
カ
ー
サ
ー
が
日
本
国
民
に
与
え
る
メ
ッ
セ
ー

ジ
を
発
表
し
た
と
の『
新
聞
』を
書
き
こ
み
ま
す
。こ

う
い
う『
報
道
』を
殊
更
に
記
し
な
が
ら
、そ
の
中
で

は
絶
対
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
物
語
を
、

「
黒
地
の
絵
」は
扱
っ
て
い
ま
す
。

　
『
噂（
う
わ
さ
）』と
い
う
メ
デ
ィ
ア
も
巧
に
使
わ

れ
て
い
ま
す
。「
最
初
の
噂
は
非
現
実
的
で
あ
っ
た
」

と
出
て
き
て
、「
日
が
た
つ
と
と
も
に
、噂
は
少
し
ず

つ
真
実
性
を
帯
び
」と
続
き
ま
す
。戦
死
体
の
処
理

に
つ
い
て
G
H
Q
は
隠
し
た
が
、噂
は
規
制
と
は
裏

腹
に
、ど
ん
ど
ん
人
の
口
か
ら
人
の
口
へ
と
伝
っ
て

い
き
ま
す
。清
張
は
そ
こ
を
見
事
に
書
き
こ
ん
で
い

ま
す
。「
戦
死
者
の《
死
体
処
理
》は
」と
噂
が
伝
え
ら

れ
、「
し
だ
い
に
実
体
の
か
た
ち
を
と
っ
て
き
た
」と

い
う
。噂
が
リ
ア
ル
に
な
っ
て
い
く
そ
の
プ
ロ
セ
ス

を
、清
張
は
非
常
に
上
手
く
描
い
て
い
ま
す
。『
ラ
ジ

オ
』の
表
現
も
上
手
い
。死
体
処
理
の
労
務
者
の
募

集
が
駐
留
軍
関
係
の
仕
事
と
し
て
、「
ラ
ジ
オ
が
夜

九
時
の
ニ
ュ
ー
ス
を
終
わ
っ
た
あ
と
」の
放
送
で
告

知
さ
れ
た
。し
か
し
そ
の
後
、「
ラ
ジ
オ
の
そ
の
告

知
」が
な
く
な
っ
て
い
く
。駐
留
軍
の
死
体
始
末
の

設
備
が
恒
久
化
し
た
こ
と
が
そ
の
理
由
で
あ
っ
た
、

と
清
張
は
書
き
ま
す
。「
黒
地
の
絵
」は
、清
張
が
占

領
期
の
メ
デ
ィ
ア
規
制
を
十
分
に
意
識
し
て
、細
部

で
様
々
な
メ
デ
ィ
ア
を
錯
綜
さ
せ
る
形
で
小
説
の

表
現
に
ま
と
め
て
い
っ
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

　
『
松
本
清
張
全
集
』三
十
七
巻
の「
あ
と
が
き
」で
、

清
張
は「
黒
地
の
絵
」で
取
り
上
げ
た
事
件
は
、「
当

時
の
人
た
ち
の
話
を
聞
い
た
が
、被
害
の
届
け
出
が

少
な
か
っ
た
の
と
、占
領
下
だ
っ
た
た
め
に
、現
在

で
も
よ
く
分
か
っ
て
い
な
い
。」と
書
い
て
い
ま
す
。

占
領
下
ア
メ
リ
カ
軍
に
よ
る
統
制
へ
の
注
目
は
、朝

日
新
聞
に
所
属
し
た
清
張
が
体
験
的
に
日
々
検
閲

を
受
け
、
G
H
Q
と
対
面
す
る
形
で
ま
さ
に
体
に

刻
み
込
ま
れ
た
問
題
意
識
と
し
て
培
わ
れ
て
い
っ

た
と
想
像
さ
れ
ま
す
。

　
「
黒
地
の
絵
」の
執
筆
の
動
機
は
、「
自
分
の
周
辺

で
起
こ
っ
た
事
件
」と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、

「
最
大
の
動
機
は
こ
の
問
題
を
こ
の
ま
ま
埋
も
れ
さ

せ
て
は
な
ら
な
い
」（『
朝
日
新
聞
』福
岡
版
）と
い
う

も
の
で
し
た
。清
張
は
出
発
期
、占
領
期
に
メ
デ
ィ

ア
が
伝
え
る
こ
と
の
な
か
っ
た
地
方
の
埋
も
れ
た

事
実
を
、物
語
と
し
て
語
っ
て
い
く
方
法
を
と
り
ま

す
。ま
た
出
発
期
の
発
想
法
、創
作
の
プ
ロ
セ
ス
と

し
て
、地
方
の
事
件
に
注
目
し
な
が
ら
も
っ
と
大
き

な
問
題
、大
き
な
黒
幕
に
迫
っ
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
が

浮
か
び
上
が
っ
て
き
ま
す
。例
え
ば
、「
西
郷
札
」は
、

一
人
の
男
の
秘
話
が
歴
史
的
な
大
き
な
事
件
に
繋

が
っ
て
い
く
と
い
う
問
題
に
な
り
ま
す
。「
或
る『
小

倉
日
記
』伝
」も
そ
う
で
す
。一
人
の
男
の
人
生
が

鷗
外
と
い
う
文
豪
の
人
生
に
接
続
し
て
い
き
ま
す
。

そ
し
て「
黒
地
の
絵
」も
、小
倉
と
い
う
一
地
方
で
起

こ
っ
た
事
件
が
、朝
鮮
戦
争
に
結
び
つ
い
て
い
く
よ

う
に
表
現
さ
れ
て
い
ま
す
。小
さ
な
知
ら
れ
ざ
る
出

来
事
を
、歴
史
的
な
大
き
な
事
件
に
結
び
つ
け
て
小

説
化
す
る
と
い
う
方
法
、細
部
を
全
体
へ
と
繋
げ
て

い
く
発
想
が
清
張
の
出
発
期
に
は
あ
り
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
考
え
て
い
き
ま
す
と
、「
黒
地
の
絵
」

か
ら『
日
本
の
黒
い
霧
』へ
と
、さ
ら
に
大
き
な
黒
い

隠
さ
れ
た
問
題
へ
と
清
張
が
迫
っ
て
い
く
の
は
、当

然
の
道
筋
で
し
た
。『
日
本
の
黒
い
霧
』の
中
の
事
件

は
、お
そ
ら
く
誰
か
が
書
か
な
け
れ
ば
、ず
っ
と
隠
さ

れ
た
ま
ま
で
し
た
。清
張
は
そ
れ
を
暴
き
出
し
て
い

こ
う
と
す
る
問
題
意
識
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。「
黒
地

の
絵
」で
も
確
認
で
き
た
意
識
で
す
。
G
H
Q
の
統

制
に
注
目
し
て
、一
つ
一
つ
の
問
題〈
点
〉を
暴
き
な

が
ら
、一
つ
の
克
明
な〈
線
〉へ
と
繋
げ
、占
領
期
の
大

き
な
黒
い
霧
を
暴
き
出
し
て
い
く
。実
際
に『
日
本
の

黒
い
霧
』の
執
筆
の
動
機
は
、「
背
景
が
G
H
Q
の
あ

る
部
分
に
関
係
し
て
い
る
こ
と
に
行
き
つ
い
た
」こ

と
に
あ
り
ま
す
。『
日
本
の
黒
い
霧
』の
解
説
で
杉
浦

明
平
さ
ん
は
、「
占
領
軍
の
批
判
は
、誹
謗
と
し
て
禁

じ
ら
れ
て
い
た
」が
、一
連
の
怪
事
件
の
中
に「
占
領

軍
の
政
策
の
変
動
や
そ
の
謀
略
」を
導
入
し
た
と
い

う
点
で「
画
期
的
な
意
味
」を
持
っ
て
い
た
と
書
い
て

い
ま
す
。今
回
、改
め
て
清
張
の
先
見
性
が
見
え
て
き

た
よ
う
な
感
じ
が
し
ま
す
。

　

清
張
は
、作
家
活
動
を
進
め
て
い
く
中
で
、占
領

期
の
メ
デ
ィ
ア
規
制
に
よ
る
隠
蔽
の
重
要
性
に
段
々

気
づ
い
て
い
っ
た
と
思
い
ま
す
。そ
の
重
要
性
は
、

誰
か
が
発
言
し
な
け
れ
ば
そ
の
ま
ま
埋
も
れ
て
い
く

と
強
く
感
じ
、こ
れ
を
告
発
す
る
よ
う
に
執
筆
を
展

開
し
て
い
っ
た
だ
ろ
う
、と
改
め
て
作
品
を
読
み
返

し
て
考
え
ま
し
た
。埋
も
れ
た
歴
史
を
発
掘
す
る《
考

古
学
》が
清
張
の
中
に
は
あ
り
ま
し
た
。権
力
に
よ
る

メ
デ
ィ
ア
統
制
へ
の
憤
り
は
、朝
日
新
聞
社
時
代
に

日
々
感
じ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。埋
も
れ
て
し
ま
っ
た

歴
史
を
調
査
し
、発
掘
し
て
書
く
こ
と
で
風
化
さ
せ

ず
、集
団
の
記
憶
と
し
て
蘇
ら
せ
、残
し
対
抗
し
て
い

こ
う
と
し
ま
し
た
。そ
の
後
も
そ
う
い
う
創
作
方
法

を
と
っ
て
、小
説
を
書
き
続
け
て
い
き
ま
し
た
。改
め

て
そ
の
偉
大
さ
に
気
づ
か
さ
れ
ま
し
た
。

　

清
張
が
メ
デ
ィ
ア
の
発
信
者
と
な
っ
た
と
き
、占

領
期
の
体
験
が
ま
さ
に
小
説
表
現
の
形
式
に
な
っ

て
現
れ
、そ
の
後
の
小
説
の
非
常
に
重
要
な
モ
チ
ー

フ
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。高
度
経
済
成
長
期
に
な

る
と
、占
領
期
の
記
憶
は
急
速
に
失
わ
れ
て
い
き
ま

す
。日
本
の
多
く
の
人
た
ち
が
忘
れ
よ
う
と
す
る
中

で
、清
張
は
こ
の
占
領
期
に
焦
点
を
当
て
て
い
き
ま

し
た
。忘
れ
た
い
そ
の
影
の
部
分
に
隠
れ
た
重
大
な

事
件
に
照
明
を
当
て
て
、創
作
を
進
め
て
い
っ
た
と

思
い
ま
す
。

『
作
家
デ
ビ
ュ
ー
前
夜
の
松
本
清
張—

占
領
期
日
本
の
メ
デ
ィ
ア
規
制
と
の
関
連
か
ら
』

十
重
田 

裕
一
○
早
稲
田
大
学
教
授

○
専
攻
　
日
本
近
代
文
学

　
早
稲
田
大
学
助
教
授
を
経
て
現
職
。第
六
回
松
本
清
張
研
究
奨
励
事
業
に
入
選（
共

同
研
究「
モ
ダ
ニ
ス
ト
松
本
清
張
―
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
と
の
相
互
関
連
性
を
め
ぐ
る
研

究
」）。近
著
に
、『
文
学
者
の
手
紙
4 

昭
和
の
文
学
者
た
ち
』（
共
編
、二
〇
〇
七
年
）、

『
占
領
期
雑
誌
資
料
大
系（
文
学
編
）』（
共
編
、二
○
○
九
年
）な
ど
が
あ
る
。

講
師

研
究
発
表

発
表
者

Ⅴ 

メ
デ
ィ
ア
小
説
と
し
て
の「
黒
地
の
絵
」

Ⅶ 

お
わ
り
に

Ⅵ 

「
黒
地
の
絵
」か
ら「
日
本
の
黒
い
霧
」へ



　松本清張は、東アジアや、東南アジアの国々を舞台とした作
品を数多く残しました。東アジアとの関わりは戦前、日本陸軍の
衛生兵として朝鮮半島に駐屯したことに始まります。
　戦後は、復員した北九州市小倉で一市民として朝鮮戦争を
〈体験〉し、十八年後、作家としてベトナム戦争に向き合います。
戦時下の北ベトナムの首都ハノイで、〈時の人〉ファン･バン･ドン
首相と単独会見に臨みました。取材でラオスやマレーシアの地
も踏み、中国では文学者の代表と意見交換しました。
　そして現在、東アジア、特に中国、台湾、韓国で、松本清張作
品は数多く翻訳され、幅広く読まれています。

　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。

特別企画展

清張の描く東（南）アジアⅠ Ⅲ

　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。

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

　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て
います。

東アジアで読まれる〈清張〉
―韓国・中国・台湾

Ⅱ

■企画展延長■  好評につき、8月15日（月）まで延長開催いたします

―描かれた〈東アジア・東南アジア〉読まれる〈清張〉

出典サイト：www.yes24.com

■読者の声 （書籍レビューより）

出典サイト：www.dangdang.com

台湾

　松本清張だからこそ、理性的な文章で昭和の男性が我慢強く堪え忍ぶ、声無き叫びを
凝集できました。長く平凡な人生で、家庭と妻子のために全ての責任を負い、耐えながら
懸命にもがく姿が描かれています。またその時代が間もなく終わろうとする作品前半部分
では、時代の大きな流れに衝撃を受け、ただ生きることだけを求める自由のない男性のた
めに、移り変わる世の中の孤独でやるせない挽歌を創作したのです。

出典サイト：www.books.com.tw/『駅路』

韓国

　短篇のコレクションがあるテーマにしぼられていて良かったし、また、そこに宮部みゆきの
解説が付け加えられ、作品を理解するのに役に立ちました。推理小説の巨匠だそうです
が、純文学にも一家見があるという意図で、「或る『小倉日記』伝」から始め、「地方紙を買
う女」など代表的な短篇が清張の推理小説感覚を感じさせてくれます。

『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）

中国

　一気に読み終えました。素晴らしい作品としか言えません。標題に「重厚」の二文字が
ありましたが、作者への敬意が表れています。松本清張は社会現象を通じて社会の本質
を指摘し、人間の醜さ、エゴイズム、淀んだ心理を全て暴きだしました。この作品は60年代
初めに発表されましたが、今読んでも現在の中国社会が参考とすべき価値があります。

『砂の器』 重みのある本です
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特
別
企
画
展
『
松
本
清
張
と
東
ア
ジ
ア
』記
念
講
演
会

講
師　

川
村 

湊 

（
法
政
大
学
教
授
）

■
日
時  

平
成
二
十
二
年
十
二
月
六
日（
月
） 

午
後
六
時　

■
会
場  

記
念
館
地
階「
企
画
展
示
室
」前
ホ
ー
ル

『
松
本
清
張
と
東
ア
ジ
ア
の
熱
戦・冷
戦
』

特
別
企
画
展

第一部 記念講演
演　題 『文学はすべてミステリー』

■講師 阿刀田 高
 （作家・日本ペンクラブ会長）

第二部 パネルディスカッション
テーマ 『東アジア（中国・台湾）で読まれる松本清張』

○基調講演 『中国における翻訳『砂器』と映画『砂之器』』
■パネリスト 藤井 省三 （東京大学教授）

○基調講演 『清張ミステリーと「改革開放」の中国』
■パネリスト 王　成 （中国・清華大学教授）

■司会・コーディネーター 奥田 智子 （九州朝日放送）
 野上 隆生 （朝日新聞西部本社）

■日　時  平成23年3月26日（土）　【開演】 午後3時
■会　場  北九州市立男女共同参画センター・ムーブ（2階・ホール）
■参加者  300名

※このシンポジウムの内容は次号で詳しく紹介します。 王 成 氏

藤井 省三 氏

『松本清張と東アジア』
  記念シンポジウム

MATSUMOTO SEICHO MEMORIAL MUSEUM NEWS Vol.365

○
松
本
清
張
は
朝
鮮
半
島
に
対
す
る
興
味
、関
心
を

常
に
持
ち
続
け
て
い
た
。『
日
本
の
黒
い
霧
』も
最

終
章
は「
謀
略
・
朝
鮮
戦
争
」だ
が
、占
領
中
の
怪
事

件
は
す
べ
て
ア
メ
リ
カ
G
H
Q
の
権
力
が
仕
組
ん

だ
謀
略
と
す
る
、謀
略
史
観
が
流
れ
て
い
る
の
が

気
に
な
る
。確
か
に
日
本
は
、一
九
四
五
年
か
ら

四
九
年
に
不
可
解
な
事
件
が
多
発
し
、米
軍
と
日

本
の
保
守
政
権
と
左
翼
勢
力
の
、三
つ
巴
の
様
々

な
謀
略
が
渦
巻
く
空
間
だ
っ
た
。

○
た
だ
こ
れ
は
日
本
だ
け
の
こ
と
で
は
な
い
。韓
国
、

朝
鮮
半
島
、台
湾
、中
国
な
ど
、東
ア
ジ
ア
の
戦
後

の
問
題
に
ま
で
拡
が
っ
て
い
て
、実
は『
ア
ジ
ア
の

黒
い
霧
』な
の
で
は
な
い
か
。一
九
四
七
年
の
二
月

二
十
八
日
に
は
台
湾
で「
二
・
二
八
事
件
」が
起
き

て
い
る
。こ
れ
は
、台
湾
に
進
出
し
た
国
民
党
が
台

湾
人
を
暴
力
的
に
制
圧
し
た
事
件
。一
九
四
六
年

十
一
月
二
十
六
日
に
は「
帝
銀
事
件
」が
起
き
、同

年
四
月
三
日
に
は「
四
・
三
事
件
」。こ
れ
は
、韓
国

の
済
州
島
で
パ
ル
チ
ザ
ン
の
ゲ
リ
ラ
た
ち
が
韓

国
政
府
と
米
軍
に
反
対
し
て
立
ち
上
が
っ
た
事

件
。「
下
山
事
件
」、

「
三
鷹
事
件
」、「
松

川
事
件
」が
起
き
た

一
九
四
九
年
に
は
、

中
華
人
民
共
和
国

が
成
立
し
、ア
メ
リ

カ
は
相
当
に
焦
る
。

松
本
清
張
さ
ん
も

広
げ
て『
東
ア
ジ
ア

の
黒
い
霧
』の
問
題

と
し
て
書
い
て
く

れ
た
ら
、も
う
少
し

納
得
で
き
た
か
も
し
れ
な
い
。朝
鮮
戦
争
か
ら
ベ

ト
ナ
ム
戦
争
へ
と
繋
が
っ
て
い
く
、戦
後
ア
メ
リ

カ
の
ア
ジ
ア
侵
略
の
過
程
の
中
で
の
謀
略
と
捉
え

て
い
く
と
、こ
れ
ら
の
事
件
は
各
国
の
平
和（
民

主
）勢
力
が
ア
メ
リ
カ
の
謀
略
に
対
し
て
果
敢
に

闘
っ
た
、ま
さ
に
冷
戦
で
も
あ
り
熱
戦
で
も
あ
っ

た
の
で
は
な
い
か
、と
最
近
は
思
い
始
め
た
。

○
松
本
清
張
が
な
ぜ「
北
の
詩
人
」を
書
い
た
の
か
、謎

で
あ
る
。松
本
さ
ん
は
衛
生
兵
と
し
て
朝
鮮
半
島
に

駐
屯
し
た
。こ
れ
は
清
張
文
学
に
と
っ
て
非
常
に
大

き
な
体
験
だ
っ
た
。し
か
し
、ス
ト
レ
ー
ト
に
は
そ

の
朝
鮮
体
験
を
書
か
な
か
っ
た
。侵
略
者
の
前
衛
と

し
て
朝
鮮
に
い
た
こ
と
で
、松
本
さ
ん
は
や
は
り
精

神
的
な
傷
の
よ
う
な
も
の
を
負
っ
た
の
で
は
な
い

か
。一
種
の
贖
罪
感
が
あ
り
、書
け
な
か
っ
た
の
で

は
な
い
か
。だ
か
ら
、林
和
と
い
う
朝
鮮
人
の
詩
人

の
心
情
に
託
し
て
そ
の
贖
罪
感
の
よ
う
な
も
の
を

書
き
こ
も
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
。

○「
北
の
詩
人
」を
読
む
と
、韓
国
の
人
は「
転
向
」に

こ
ん
な
に
こ
だ
わ
る
か
な
、も
っ
と
さ
っ
ぱ
り
し

て
い
る
気
が
す
る
。林
和
は
悩
み
に
悩
む
。林
和
は

民
族
を
裏
切
っ
て
日
本
の
特
高
警
察
の
軍
門
に

下
り
、弱
味
を
握
ら
れ
て
ア
メ
リ
カ
の
ス
パ
イ
に

な
っ
た
こ
と
を
、深
く
悩
ん
だ
と
い
う
清
張
さ
ん

の
解
釈
は
日
本
人
的
に
す
ぎ
る
気
が
す
る
。し
か

し
そ
う
い
う
心
情
が
あ
っ
た
か
ら
、清
張
さ
ん
は

自
身
の
こ
と
の
よ
う
に
林
和
に
過
剰
に
の
め
り
込

ん
だ
の
か
。日
本
の
帝
国
主
義
戦
争
の
加
害
者
と

し
て
の
痛
み
を
い
か
に
表
現
す
る
か
。そ
の
表
現

と
し
て
、「
北
の
詩
人
」で
は
、事
実
と
は
別
に
、林

和
が
過
剰
に
贖
罪
意
識
を
背
負
っ
た
主
人
公
と
し

て
描
か
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
。



　物語の舞台となった昭和25年前後の城野周辺の地形を
もとに製作された模型は、人々の日常にまだ「戦争」というも
のが身近にあったことを語ります。「ジョウノ・キャンプ模型」は
常設展示室1奥、連絡通路手前にあります。

“ジョウノ・キャンプ模型”の巻1F

こんな所に模型があるね。確かこれは以前開催された
『黒地の絵展』のときのジオラマだな。

この時代には、ここに路面電車が走っていたのね。
作品の題材となった黒人兵集団脱走事件からもう60
年かぁ。

この場所は長らく自衛隊の分屯地だったけれど、今度
「城野地区ゼロ・カーボン先進街区」として、最先端の
エコの町に生まれ変わるよ。平成25年度頃には宅地
分譲も始まるんだって。

作品の面影を残した
場所が消えるのは残
念だけど、隣の推理劇
場では事件について
の詳しい映像が紹介
されているわ。

この事件を埋もれさせまいと、清張は「黒地の絵」を書
き上げたそうだ。僕たちも北九州市の住民の一人とし
て、いつまでも心に刻んでおこう。
もちろん、僕の君への思いもこれからもずっと変わらな
いよ（よし！ 決まった）。

̶ この物語はフィクションで、実在の人物とは
関係ありません。

え～。

黒人兵が脱走したといわれる排水溝
も、もうすぐ見られなくなるかも。
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常
設
展
示
室
1
の《
歴
史
小
説
と
時

代
小
説
》コ
ー
ナ
ー
に
は
、二
枚
の
江
戸

切
絵
図
が
展
示
さ
れ
て
い
る
。「
八
町
堀

細
見
繪
圖
」と「
築
地 

八
丁
堀 

日
本
橋

南
之
圖
」で
あ
る
。清
張
は
こ
う
いっ
た
古

地
図
や
、絵
図
を
ま
と
め
た
図
版
な
ど
を

数
多
く
所
蔵
し
て
い
た
。

　

江
戸
切
絵
図
は
、江
戸
全
図
に
対
し

て
、各
区
分
ご
と
に
描
か
れ
た
絵
図
で
あ

る
。切
絵
図
の
図
版
を
め
く
っ
て
い
る
と
、

現
代
で
も
似
た
も
の
が
あ
る
で
は
な
い

か
と
い
う
既
視
感
に
と
ら
わ
れ
る
。そ
れ

は
、よ
く
職
場
の
事
務
所
な
ど
に
置
い
て

あ
る
住
宅
地
図
に
似
て
い
る
の
だ
。そ
れ

も
そ
の
は
ず
、※『
ゼ
ン
リ
ン
50
年
史
』に

よ
る
と
、最
初
の
住
宅
地
図
を
作
る
に
あ

た
り
参
考
に
し
た
の
が
、江
戸
の
古
地
図

で
あ
っ
た
の
だ
と
い
う
。創
業
時
の
社
長
は

「
古
地
図
に
は
大
名
、旗
本
な
ど
武
家
の

屋
敷
や
商
家
の
屋
号
が
詳
細
に
記
さ
れ

て
お
り
」、「『
こ
ん
な
ふ
う
に
作
れ
ば
必

ず
喜
ば
れ
る
は
ず
だ
』と
直
感
し
た
」と

い
う
。

　

展
示
し
て
い
る
絵
図
は
、本
来
は
十
六

又
は
十
八
分
の一に
折
り
畳
ん
で
あ
っ
た

も
の
を
広
げ
て
い
る
。図
版『
日
本
地
圖

選
集 

嘉
永 

慶
応 

江
戸
切
繪
圖
全
三
十

舗
』（
人
文
社
）
解
説
は
次
の
よ
う
に
締
め

く
く
ら
れ
て
い
る
。「
私
た
ち
は
こ
の
絵
図

を
切
絵
図
と
よ
ん
で
い
る
。し
か
し
作
者

た
ち
は
、こ
れ
は〝
ふ
と
こ
ろ
絵
図
〟と
い

う
の
だ
よ
、と
微
笑
む
か
も
し
れ
な
い
」。

ま
さ
し
く
、懐
に
入
れ
て
持
ち
歩
く
た
め

の
、コ
ン
パ
ク
ト
で
実
用
的
な
地
図
だ
。

　

清
張
作
品「
彩さ

い
し
き
え
ど
き
り
え
ず

色
江
戸
切
絵
図
」は
、

江
戸
の
市
井
を
描
い
た
六
つ
の
短
篇
か
ら

成
る
時
代
小
説
で
あ
る
。江
戸
切
絵
図

を
眺
め
て
い
る
と
、今
は
東
京
と
呼
ば
れ

る
都
市
に
埋
も
れ
る
よ
う
に
し
て
面
影

を
残
す
地
名
や
石
垣
に
誘
わ
れ
て
、人
々

の
暮
ら
し
が
立
ち
上
が
っ
て
く
る
。ま
る

で
そ
こ
に
現
出
し
た
生
活
の
喜
怒
哀
楽

を
、そ
の
ま
ま
描
き
取
っ
た
か
の
よ
う
な

作
品
集
が「
彩
色
江
戸
切
絵
図
」だ
。同

様
に
想
起
さ
れ
る
も
の
は
岡
本
綺
堂
の

「
半
七
捕
物
帳
」や
、野
村
胡
堂
の「
銭

形
平
次
捕
物
控
」、池
波
正
太
郎
の「
鬼

平
犯
科
帳
」な
ど
の「
捕
物
帳
」が
あ
る
で

あ
ろ
う
。清
張
は
、綺
堂
を「
江
戸
情
緒

を
湛
え
た
時
代
も
の
」を
描
く
最
後
の
作

者
と
し
、江
戸
言
葉
も
手
本
と
し
て
い
る
。

「
彩
色
江
戸
切
絵
図
」に
は
、岡
っ
引
き

も
登
場
す
る
が
、所
謂「
捕
物
帳
」シ
リ
ー

ズ
と
は
少
し
趣
が
異
な
る
と
い
え
よ
う
。

　

時
に
は
切
絵
図
を
は
み
出
し
て
い
る

と
思
う
話
も
あ
る
が

―
そ
こ
が
い
か

に
も
清
張
ら
し
い
。

（
専
門
学
芸
員　

�
原 

暁
子
）

※
株
式
会
社
ゼ
ン
リ
ン
…
国
内
の
住
宅
地
図
や
カ
ー
ナ
ビ
な

ど
の
電
子
地
図
情
報
の
提
供
で
高
い
シ
ェ
ア
率
を
誇
る
。

北
九
州
市
に
あ
る
本
社
は
、
記
念
館
の
す
ぐ
側
。

江戸切絵図



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。
新規会員を募集中です！
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。

友の会 活動報告
●文学散歩「山口」
11月19日（金）　参加者 44名

雪舟庭にて

　清張作品に縁のある地を訪ねる文学散歩。今回は私
説・日本合戦譚「厳島の戦」、小説日本芸譚「雪舟」の舞
台となった山口の地を訪ねました。当日は行楽日和で美し
い紅葉の西の京都を堪能することができました。

　中原中也記念館→
山口県立美術館→瑠
璃光寺→龍福寺・大
内氏遺跡→常栄寺・
雪舟庭と訪れました。
中原中也記念館では
観覧時間が足りないと

いう声も多くお聞きしまし
た。
　山口県立美術館では
丁度、「雪舟と雪舟流」
が開催されており、水墨

画の繊細でありながらも力強い雰囲気を感じました。瑠璃
光寺では国宝五重塔に魅了され、多くの方が写真に収め
ていました。大内氏遺跡見学後、雪舟庭では皆で廊下に
座り、紅葉の美しい庭園を眺め素晴らしい景色をお土産
に帰路に着きました。今後も更に魅力ある文学散歩にして
いきたいと考えています。
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清
張
さ
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叱
る
声 

童
門 

冬
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い
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レ
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て 

猪
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直
樹

 

〈
音
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の
感
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安
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幻
の
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小
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天
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敬
子

 

松
本
清
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の
思
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文  
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若

　

特
集
の
テ
ー
マ
は「
清
張
と
東
ア
ジ
ア
・
東
南
ア
ジ
ア
」で
す
。清
張
は
朝
鮮
半
島
を
始

め
と
し
て
終
生
ア
ジ
ア
に
関
心
を
持
ち
続
け
、人
物
・
歴
史
・
事
件
と
様
々
な
題
材
を
通

じ
て
多
角
的
に
描
き
だ
し
ま
し
た
。ま
た
、清
張
作
品
は
今
も
な
お
各
国
で
読
者
を
惹
き

つ
け
、新
た
な
読
者
を
生
み
出
し
続
け
て
い
ま
す
。各
界
の
第
一
人
者
が
そ
れ
ぞ
れ
の

「
清
張
像
」を
語
る
エ
ッ
セ
イ
と
併
せ
て
、清
張
の
新
た
な
魅
力
を
お
伝
え
し
ま
す
。

研
究
誌『
松
本
清
張
研
究
』第
十
二
号
発
刊
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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

　阿部浩二先生を小倉にお招きし、「文学館と著作権」というテーマで
講義していただきました。先生は、著作権法の生成と歩みを話された
後、同法の「著作者の権利」は、「（狭義の）著作権」と「著作者人格権」
とに分けられる、「（狭義の）著作権」は、財産権として、移転、相続が可
能であるが、「著作者人格権」は一身専属の権利であって、相続の対
象とならない、と述べられ、次のように続けました。
　「人格権」には、「公表権」、「氏名表示権」及び「同一性保持権」が
ある。文学作品には「同一性保持権」があるので、「てにをは」を勝手に
直してはいけない。故人の未公表の手紙については、「公表権」は一
身専属のものだから、著作者が死亡すれば公表権も消滅するので、そ
の著作者人格権を侵害しないような形での公表はしてよい。もっとも、
手紙の内容が単なる時候の挨拶などにとどまらず、著作物としての内
容があるときは、財産権としての著作権が手紙の執筆者に生じ、それ
は、執筆者の死亡によりその相続人に承継されることになり、その公表
権も執筆者の死亡後50年は相続人に帰属することになる。公表権
は、著作物を公表する権利のことだが、公表とは、発行と展示に二大
別されるといってよい。手紙の公表（文学館では展示にとどまると思う）は、発
行の中心である複製ではなく、展示にとどまる限り（著作物の展示権は、美
術の著作物や写真の著作物に認められているものなので）、手紙の展示は、複
製でも著作権法上の展示でもないので、文学館は、手紙の執筆者が
死亡しているときは、それを展示してもよいという理解である。ただし、手
紙の内容が第三者にかかわるときは、その第三者との関係で、プライ
バシーの問題が生じることがあるし、また、公表権のような著作者人格
権も相続の対象となり、それは財産権の消滅するまで存続するという
見解もある。これについての判例は今までないと思う。手紙の発信人
が生存しているときは、受取人は書面
に記された手紙の内容（著作物）につ
いての権利まで譲渡されていないの
が普通であるから、発信人の許諾なく
手紙を公表することは認められない。
　講義の後、研修生との質疑があ
り、有意義な研修会でした。

瀬戸内文学館連絡協議会学芸員
担当者研修会
■12月21日（火）
■小倉リーセントホテル
■講師　阿部 浩二 （岡山大学名誉教授）
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　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・松本清張の精神を伝
えていくことができれば幸いです。

■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

「球形の荒野」 （文春文庫『長篇ミステリー傑作選 球形の荒野』上・下）
「断碑」 （新潮文庫『傑作短編集（一） 或る「小倉日記」伝』、光文社文庫『松

本清張短編全集3 張込み』、カッパノベルス『同』）
「腹中の敵」 （新潮文庫『傑作短編集（四） 佐渡流人行』、光文社文庫『松本

清張短編全集3 張込み』、カッパノベルス『同』）
■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、全体の字数が分かるよ
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、必要な人はコピーをおとりください。

■応募締切　平成23年10月31日（月） ※当日消印有効
■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
　　　　　　※応募用紙は記念館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No.149」
○優秀賞（中学の部…１人）（高校の部…１人） 文具など（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カード
※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
●協力　モンブランジャパン

平成23年度

中学生・高校生

　今年3月11日に発生した東日本大震災で被災された方々に心よりお悔
やみ申し上げます。記念館でも募金箱を設置し、皆様のご協力をお願いし
ました。昨年12月1日にスタートした特別企画展『松本清張と東アジア』
は3月末までに7,000人を超える方が入場されました。8月15日（月）まで
会期を延長しますので、ぜひご来場ください。　　　　　　（西本　衛）

読書感想文
コンクール

1031180B

写真：文藝春秋提供

2010年度・ドラマ化された清張作品
2010.11.26（金）・27（土）

2010.12.8（水）

「球形の荒野」

「一年半待て」

フジテレビ
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