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ゴ
ー
ガ
ン
に
は
絵
が
あ
っ
た
。

　

し
か
し
、小
塚
氏
に
は
絵
が
な
い
。

　
　

絵
は
彼
の
愛
す
る
女
性
だ
っ
た
。

「
駅
路
」は
昭
和
三
十
五
年
八
月
七
日

「
サ
ン
デ
ー
毎
日
」に
掲
載
さ
れ
た
。

　

小
塚
貞
一
は
、銀
行
を
定
年
退

職
し
た
後
、一
人
で
旅
行
に
出
た

ま
ま
行
方
不
明
と
な
っ
た
。

　

カ
メ
ラ
と
旅
行
が
趣
味
で
、女

性
関
係
の
噂
も
な
い
初
老
の
男

が
、な
ぜ
居
な
く
な
っ
た
の
か
。捜
査
に
あ
た
る

呼
野
刑
事
は
、小
塚
が
旅
先
で
撮
っ
た
写
真
が
、

全
て
東
京
以
西
、広
島
以
東
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

広
島
支
店
時
代
に
鍵
が
あ
る
と
確
信
し
た
。

　

果
た
し
て
、広
島
に
手
が
か
り
を
見
つ
け
、

新
し
い
生
活
を
始
め
た
に
違
い
な
い
と
、場
所

を
つ
き
止
め
た
呼
野
だ
っ
た
が
…

　

小
塚
の
自
宅
に
あ
っ
た
ゴ
ー
ギ
ャ
ン
の
画

が
、彼
の
第
二
の
人
生
を
暗
示
し
て
い
た
。

　
「
平
凡
な
永
い
人
生
を
歩
き
、或
る
駅
路
に

到
着
し
た
と
き
、今
ま
で
耐
え
忍
ん
だ
人
生

を
、こ
こ
ら
で
解
放
し
て
も
ら
い
た
い
、気
儘

な
旅
に
出
直
し
た
い
と
い
う
こ
と
に
な
ら
な

い
か
ね
。」

　

勤
め
人
を
全
う
し
た
男
が
、最
後
に
楽
園
を

求
め
る
心
境
に
、呼
野
は
共
感
を
寄
せ
る
。

（
専
門
学
芸
員　

栁
原 

暁
子
）
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戦
後
体
験
と
歴
史
へ
の
関
心

　

私
は
一
九
三
一
年
生
ま
れ
で
八
十
歳
に

な
り
ま
し
た
。一
九
三
一
年
と
は
日
本
が
満

洲
事
変
を
起
こ
し
た
年
で
す
ね
。今
日
は
、

松
本
清
張
と
い
う
作
家
と
私
が
ど
う
い
う

関
わ
り
を
持
っ
て
、ど
ん
な
体
験
を
し
た
か

を
お
話
し
し
ま
す
。

　

日
本
が
戦
争
に
負
け
た
と
き
、私
は
中
学

三
年
生
で
し
た
。そ
れ
ま
で
は
天
皇
陛
下
が

神
様
で
、絶
対
ア
メ
リ
カ
の
捕
虜
に
な
っ
て

は
い
け
な
い
と
、講
堂
で
切
腹
の
仕
方
を
教

わ
り
ま
し
た
。軍
事
教
官
に
「
刀
を
突
き
刺

し
て
ば
っ
と
ひ
い
た
ら
腸
が
飛
び
出
す
。皮

だ
け
切
れ
。死
ぬ
の

は
頸
動
脈
だ
」と
、そ

こ
ま
で
教
え
ら
れ
た

ん
で
す
。天
皇
陛
下

の
た
め
、国
の
た
め

に
命
を
捧
げ
る
と
い

う
の
は
我
々
の
少
年

時
代
は
ご
く
当
た
り

前
だ
っ
た
訳
で
す
。

　

玉
音
放
送
は「
忍
び
難
き
を
忍
び
」の
ひ

と
こ
と
で
負
け
た
ん
だ
な
と
分
か
り
ま
し

た
。で
も
そ
の
後
、衝
撃
が
も
う
一
度
や
っ

て
参
り
ま
し
た
。翌
年
の
元
旦
、昭
和
天
皇

が
さ
れ
た
人
間
宣
言
で
す
。天
皇
が
宣
言
と

い
う
こ
と
は
あ
り
え
ま
せ
ん
か
ら
、自
ら

「
朕
」
と
名
乗
っ
て
出
さ
れ
た
最
後
の
詔
勅

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。明
治
天
皇
が
近
代

日
本
の
政
治
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
さ
れ
た
五

箇
条
の
御
誓
文
を
リ
ピ
ー
ト
な
さ
っ
た
の

ち
、こ
う
言
わ
れ
た
の
で
す
。

　
「
朕
と
爾
ら
国
民
と
の
間
の
紐
帯
は
、終

始
相
互
の
信
頼
と
敬
愛
と
に
依
り
て
結
ば

れ
、単
な
る
神
話
と
伝
説
と
に
依
り
て
生
ぜ

る
も
の
に
あ
ら
ず
。天
皇
を
も
っ
て
現
御
神

と
し
、か
つ
日
本
国
民
を
も
っ
て
他
の
民
族

に
優
越
せ
る
民
族
に
し
て
、ひ
い
て
世
界
を

支
配
す
べ
き
運
命
を
有
す
と
の
架
空
な
る

観
念
に
基
づ
く
も
の
に
も
非
ず
」
と
。「
私

は
単
な
る
神
話
と
伝
説
に
よ
っ
て
生
ず
る

も
の
で
は
な
い
」、現
人
神
で
は
な
い
と
。私

は
こ
の
人
間
宣
言
に
よ
っ
て
、今
ま
で
教
え

ら
れ
た
歴
史
が
全
く
イ
ン
チ
キ
だ
と
分
か

り
ま
し
た
。だ
か
ら
と
い
っ
て
正
し
い
日
本

の
歴
史
を
教
え
て
く
れ
る
人
は
お
ら
ず
、自

分
で
学
ぶ
し
か
な
い
と
い
う
の
が
私
の
戦

後
の
出
発
で
し
た
。

　

そ
の
後
、邪
馬
台
国
の
卑
弥
呼
の
存
在
を

知
り
ま
し
た
。そ
れ
ま
で
は
天
皇
家
の
ご
先

祖
は
伊
勢
神
宮
に
祀
ら
れ
て
い
る
天
照
大

神
と
い
う
女め

が
み神
と
教
わ
っ
て
い
ま
し
た
が
、

「
日
本
書
紀
」
に
は
宇
佐
八
幡
宮
に
祀
ら
れ

て
い
る
神
功
皇
后
が
卑
弥
呼
で
は
な
い
か

と
書
い
て
あ
り
ま
す
。日
本
人
が「
古
事
記
」

「
日
本
書
紀
」
で
自
分
の
歴
史
を
書
け
る
よ

う
に
な
っ
た
の
は
八
世
紀
で
、そ
れ
以
前
は

中
国
朝
鮮
の
歴
史
を
探
る
し
か
方
法
が
あ

り
ま
せ
ん
。私
は
日
本
と
い
う
国
の
始
ま
り

を
こ
の
邪
馬
台
国
の
卑
弥
呼
に
求
め
よ
う

と
し
た
ん
で
す
ね
。

　
清
張
の
大
き
な
視
野

　

あ
る
と
き
か
ら
、松
本
清
張
さ
ん
が
積
極

的
に
書
か
れ
た
古
代
史
の
論
文
を
、「
古
代

探
求
」「
古
代
史
疑
」
を
初
め
と
し
て
全
部
を

隅
か
ら
隅
ま
で
舐
め
る
よ
う
に
読
み
尽
く

し
ま
し
た
。推
理
小
説
で
成
果
を
あ
げ
ら
れ

た
の
み
な
ら
ず
、日
本
の
近
代
史
に
大
胆
な

メ
ス
を
入
れ
、一
切
の
タ
ブ
ー
や
権
威
を
は

ね
除
け
て
、一
市
井
の
人
と
し
て
日
本
の
歴

史
、政
治
史
に
果
敢
な
挑
戦
を
始
め
ら
れ
て

い
ま
し
た
。そ
の
現
代
か
ら
一
転
し
て
古
代

に
入
ら
れ
た
。私
は
彼
の
邪
馬
台
国
研
究
を

読
み
ま
し
た
時
に
、「
こ
の
人
も
昭
和
天
皇

の
人
間
宣
言
に
触
発
さ
れ
た
ん
で
は
な
い

か
」
と
い
う
共
感
を
勝
手
に
持
ち
ま
し
た
。

松
本
清
張
は
北
九
州
小
倉
で
生
ま
れ
育
っ

て
、目
の
当
た
り
に
対
馬
海
峡
を
見
て
い
る

訳
で
す
か
ら
、邪
馬
台
国
研
究
に
つ
い
て
の

論
調
は
と
て
も
説
得
力
が
あ
り
ま
す
。

　

人
間
の
営
み
や
歳
月
を
従
来
の
歴
史
学

は
ほ
と
ん
ど
語
っ
て
い
ま
せ
ん
。私
が
十
四

歳
の
時
切
腹
の
仕
方
を
教
わ
っ
た
こ
と
は

歴
史
の
教
科
書
に
は
載
り
ま
せ
ん
が
、皇
国

少
年
が
数
百
万
人
は
い
た
よ
う
に
、私
個
人

だ
け
の
問
題
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。第
二
次
世

界
大
戦
は
、日
本
と
い
う
国
の
宗
教
戦
争

だ
っ
た
と
思
う
ん
で
す
。天
皇
陛
下
を
神
様

と
仰
が
な
け
れ
ば
、三
百
万
人
も
死
に
ま
せ

ん
。ジ
ハ
ー
ド
と
い
う
イ
ス
ラ
ム
原
理
主
義

の
信
仰
と
全
く
同
じ
気
持
ち
が
、あ
の
時
代

の
日
本
に
と
り
つ
き
、我
々
は
と
て
つ
も
な

い
過
激
な
宗
教
的
熱
気
に
感
染
し
て
い
た

と
い
え
る
と
思
う
の
で
す
。

　

土
俗
的
な
日
本
の
共
同
体
信
仰
、そ
こ
に

囲
い
込
ま
れ
て
い
る
一
種
の
ム
ラ
現
象
、そ

し
て
古
代
か
ら
繋
が
っ
て
い
る
日
本
人
の
習

性
や
共
同
体
が
持
っ
て
い
る
幻
想
、そ
の
共

同
体
の
外
か
ら
は
差
別
さ
れ
る
と
い
う
力
学

が
、松
本
清
張
さ
ん
の
推
理
小
説
に
は
至
る

所
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。単
な
る
歴
史
や
推

理
が
好
き
な
作
家
と
い
う
範
疇
を
越
え
て
、

文
化
人
類
学
あ
る
い
は
民
俗
学
と
い
う
大
き

な
視
野
を
持
っ
て
い
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

私
は
自
分
が
体
験
し
た
昭
和
、そ
れ
ま
で

は
人
間
で
は
な
か
っ
た
天
皇
が
人
間
宣
言

を
し
た
と
い
う
本
当
の
歴
史
を
、我
々
一
人

一
人
が
責
任
を
持
っ
て
後
世
に
伝
え
る
べ

き
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。世
界
に
ち
ゃ
ん
と

通
用
す
る
日
本
の
歴
史
と
し
て
誰
が
ど
う

伝
え
書
く
の
か
と
い
う
問
題
が
、い
ま
日
本

篠
田
正
浩
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に
突
き
付
け
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

　

と
く
に
松
本
清
張
さ
ん
の
古
代
史
論
で

共
鳴
し
た
の
は
、邪
馬
台
国
九
州
説
で
す
。彼

は
ど
ん
な
学
者
よ
り「
魏
志
倭
人
伝
」を
、日

本
だ
け
で
は
な
く
朝
鮮
や
満
洲
東
北
部
沿
海

州
の
記
述
ま
で
綿
密
に
読
み
込
ん
だ
。中
国

と
往
来
し
政
治
的
な
交
渉
が
な
さ
れ
た
こ
と

が
書
か
れ
て
い
ま
す
が
、そ
の
外
交
プ
ロ
セ

ス
の
迅
速
さ
を
記
述
し
た
倭
人
伝
か
ら
、女

王
国
は
、九
州
と
い
う
基
盤
を
除
い
て
は
考

え
ら
れ
ま
せ
ん
。京
都
奈
良
か
ら
北
九
州
ま

で
飛
行
機
で
は
あ
っ
と
い
う
間
で
す
が
、上

か
ら
見
た
だ
け
で
も
大
変
な
海
山
川
が
あ

る
。歩
い
て
い
た
当
時
の
こ
と
を
き
ち
ん
と

現
場
を
踏
ん
で
松
本
清
張
は
掴
ん
で
い
る
と

思
っ
た
ん
で
す
ね
。

　
私
の
出
発
点
と
最
後
の
映
画

「
ス
パ
イ・ゾ
ル
ゲ
」

　

私
は
六
十
を
過
ぎ
て
か
ら
「
映
画
監
督

と
し
て
俺
は
日
本
の
こ
と
を
描
い
た
こ
と

が
あ
る
の
か
」
と
問
い
続
け
ま
し
た
。早
稲

田
大
学
文
学
部
演
劇
科
に
入
学
し
た
最
大

の
理
由
は
、日
本
の
能
・
歌
舞
伎
の
勉
強
を

し
た
か
っ
た
か
ら
で
す
。

　

な
ぜ
か
と
い
い
ま
す
と
、私
は
戦
争
に
負

け
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
の
傷
痕
に
陥
り
、勉
強
も

何
も
す
る
気
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。街
に

は
民
主
主
義
が
あ
り
、グ
レ
ン
・
ミ
ラ
ー
楽

団
の「
イ
ン
・
ザ
・
ム
ー
ド
」も
聞
こ
え
て
き

ま
し
た
が
、滅
ん
で
し
ま
っ
た
日
本
が
哀
れ

で
悲
し
か
っ
た
の
で
す
。そ
ん
な
時
、母
に

連
れ
ら
れ
て
近
松
門
左
衛
門
の
「
心
中
天

網
島
」
を
観
ま
し
て
、涙
を
流
し
ま
し
た
。

こ
の
世
で
添
い
遂
げ
ら
れ
ず
飛
び
出
す
よ

う
に
し
て
出
て
き
た
二
人
が
、道
行
の
場

面
で
は
紋
付
き
羽
織
、お
葬
式
に
行
く
礼
装

（
あ
る
い
は
婚
礼
の
姿
か
）
を
着
て
い
る
ん

で
す
ね
。敗
戦
当
時
ア
メ
リ
カ
占
領
軍
は
、

日
本
人
に
仇
討
ち
と
か
武
士
道
と
か
愛
国

主
義
を
も
う
一
度
目
覚
め
さ
せ
て
は
い
け

な
い
と
、恋
愛
劇
し
か
上
演
さ
せ
な
か
っ

た
。必
然
的
に
私
は
「
曽
根
崎
心
中
」
な
ど

義
理
と
人
情
の
板
挟
み
に
な
る
物
語
を

ず
っ
と
観
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。そ
の
道

行
を
見
な
が
ら
「
あ
あ
、私
は
少
年
時
代
、

天
皇
陛
下
と
日
本
と
い
う
国
と
道
行
を
し

よ
う
と
し
て
い
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
」
と
思

い
ま
し
た
。

　

日
本
の
能
・
歌
舞
伎
を
勉
強
す
る
と
、す

べ
て
死
者
の
芸
能
で
す
。道
成
寺
の
安
珍
清

姫
の
物
語
も
、「
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
」、「
義

経
千
本
桜
」、「
菅
原
伝
授
手
習
鑑
」
も
。政

治
的
・
恋
愛
的
に
敗
北
し
非
業
の
最
期
を
遂

げ
た
人
々
を
日
本
の
民
衆
は
お
祀
り
し
、芸

能
に
な
っ
た
ん
で
す
ね
。こ
れ
を
追
究
す
る

こ
と
で
、少
年
時
代
の
自
分
の
マ
イ
ン
ド
、

ス
ピ
リ
ッ
ト
の
源
を
知
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
は
な
い
か
と
い
う
、そ
れ
が
私
の
映
像

作
家
と
し
て
の
出
発
点
で
し
た
。

　

も
う
一
つ
の
松
本
清
張
さ
ん
の
影
響
は

昭
和
史
で
す
。映
画
監
督
と
し
て
日
本
中
至

る
所
を
旅
行
し
ま
し
た
が
、戦
前
の
ビ
ル
が

無
傷
で
並
ん
で
い
る
門
司
を
見
て
「
昭
和

を
一
目
で
見
ら
れ
る
、三
時
間
の
映
画
を
作

ろ
う
」
と
、昭
和
十
年
の
ゾ
ル
ゲ
事
件
を
や

り
た
い
と
そ
の
と
き
思
い
ま
し
た
。

　

最
後
の
映
画「
ス
パ
イ
・
ゾ
ル
ゲ
」は
、「
日

本
の
黒
い
霧
」あ
る
い
は「
昭
和
史
発
掘
」と

い
う
松
本
清
張
の
近
代
史
論
に
大
変
触
発
さ

れ
て
い
ま
す
。と
く
に
膨
大
な
資
料
が
読
み

込
ま
れ
て
い
る
二
・
二
六
事
件
に
は
軍
国
主

義
に
突
入
す
る
前
夜
の
日
本
の
姿
が
あ
り
、

天
皇
を
中
心
と
し
た
日
本
と
、近
代
化
に
向

か
う
理
知
的
な
日
本
と
が
交
差
し
て
い
る
時

代
の
凄
ま
じ
さ
が
内
包
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

日
本
が
起
こ
し
た
一
九
三
一
年
の
満
洲

事
変
は
、ア
メ
リ
カ
を
目
覚
め
さ
せ
世
界
性

を
持
た
せ
て
し
ま
っ
た
事
件
で
、現
在
に
至

る
ま
で
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
ま
す
。私
が
研

究
し
た
ゾ
ル
ゲ
事
件
も
、こ
の
満
洲
事
変
の

影
響
が
大
き
い
の
で
す
。

　

関
東
軍
が
満
洲
に
攻
め
込
ん
だ
と
き
、

一
番
敏
感
に
反
応
し
た
の
は
国
境
を
接
す

る
ソ
ビ
エ
ト
で
し
た
。日
本
が
満
洲
鉄
道
を

押
さ
え
シ
ベ
リ
ア
鉄
道
と
繋
い
だ
ら
、い
つ

モ
ス
ク
ワ
ま
で
日
本
軍
の
精
鋭
が
押
し
寄

せ
て
き
て
も
お
か
し
く
な
い
。ソ
ビ
エ
ト
が

日
本
軍
の
意
向
を
探
る
た
め
に
送
っ
た
軍

事
探
偵
が
、リ
ヒ
ャ
ル
ト
・
ゾ
ル
ゲ
で
す
。

一
九
三
三
年
に
彼
が
や
っ
て
き
た
の
は
、日

本
人
は
中
国
の
関
係
が
そ
ん
な
状
態
と
も

意
に
介
せ
ず
東
京
音
頭
を
踊
り
ま
く
っ
て

い
る
と
い
う
日
本
で
し
た
。

　
ゾ
ル
ゲ
の
背
後
か
ら
昭
和
史
を
描
く

　

満
洲
事
変
を
ア
メ
リ
カ
は
ど
う
考
え
た

か
。ア
ジ
ア
の
難
民
を
サ
ポ
ー
ト
し
ノ
ー

ベ
ル
平
和
賞
も
受
賞
し
た
ニ
コ
ラ
ス
・
バ
ト

ラ
ー
博
士
は
、日
本
軍
が
満
洲
で
野
心
的
に

覇
権
を
確
立
し
よ
う
と
し
た
の
で
、日
本
製

品
の
ボ
イ
コ
ッ
ト
を
提
言
し
ま
し
た
。す
ぐ

に
ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
ー
財
団
、モ
ル
ガ
ン
財
団

そ
し
て
在
米
華
僑
が
一
斉
に
協
力
し
ま
す
。

日
本
の
外
貨
獲
得
の
四
十
二
％
を
賄
っ
て

い
た
良
質
な
絹
は
、日
本
の
農
家
の
主
婦
達

の
勤
勉
さ
と
面
倒
見
の
良
さ
で
高
品
質
を

保
ち
、世
界
の
マ
ー
ケ
ッ
ト
を
独
占
し
て
い

ま
し
た
。そ
の
七
十
％
を
輸
入
し
て
い
た
ア

メ
リ
カ
が
ボ
イ
コ
ッ
ト
し
た
の
で
す
。こ
の

経
済
制
裁
は
劇
的
な
効
果
を
上
げ
、昭
和
八

年
の
東
北
大
飢
饉
と
も
あ
い
ま
っ
て
、農

村
の
疲
弊
は
凄
ま
じ
く
、餓
死
者
が
出
る
ほ

ど
の
困
苦
欠
乏
に
陥
り
ま
し
た
。役
場
に
は

「
娘
売
買
に
つ
い
て
面
倒
み
ま
す
」
と
い
う

張
り
紙
が
張
ら
れ
る
ほ
ど
悲
惨
な
光
景
が

起
き
ま
し
た
。

　

今
は
華
や
か
な
六
本
木
で
す
が
、そ
の
昔

は
麻
布
第
三
連
隊
が
あ
り
ま
し
た
。将
校
達

は
農
村
の
地
主
の
次
男
三
男
で
す
。彼
ら
が
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号
令
を
か
け
る
農
民
出

身
の
兵
士
達
の
姉
妹
は
、

吉
原
や
中
村
の
遊
郭
に

売
ら
れ
て
い
る
ん
で
す

ね
。将
校
達
に
、こ
ん
な

日
本
に
し
て
し
ま
っ
た

官
僚
、天
皇
の
側
近
、軍

閥
、財
閥
を
叩
き
潰
そ
う

と
い
う
熱
が
起
き
始
め

ま
す
。

　

ゾ
ル
ゲ
は
朝
日
新
聞

記
者
だ
っ
た
尾
崎
秀
実

と
上
海
で
知
り
合
い
ま

し
た
。尾
崎
は
党
員
で
は

あ
り
ま
せ
ん
が
、ア
ジ
ア

の
貧
困
を
救
う
の
は
共
産
主
義
し
か
な
い

と
い
う
信
念
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。ソ
ビ
エ

ト
共
産
党
の
支
配
を
受
け
て
い
た
中
国
共

産
党
に
対
し
、周
恩
来
や
毛
沢
東
が
中
国
民

族
独
自
の
共
産
党
を
作
ろ
う
と
し
て
い
た

時
期
で
、ま
た
、蒋
介
石
の
国
民
党
が
あ
り
、

三
者
が
入
り
乱
れ
中
国
の
未
来
が
ま
だ
見

え
な
い
と
き
で
す
。ゾ
ル
ゲ
と
尾
崎
は
、共

産
主
義
と
い
う
党
派
に
属
す
以
前
に
国
際

的
な
視
野
を
持
っ
た
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
で

し
た
。

　

ゾ
ル
ゲ
は
昭
和
十
年
八
月
「
日
本
の
軍

部
」
と
い
う
論
文
を
発
表
し
ま
す
。デ
ー
タ

の
半
分
は
尾
崎
秀
実
が
担
っ
て
い
る
と
思

い
ま
す
が
、正
確
に
日
本
の
政
治
分
析
を
行

い
、青
年
将
校
ら
が
革
命
を
起
こ
そ
う
と
し

て
い
る
こ
と
を
ぴ
し
っ
と
見
て
い
ま
す
。

　

司
馬
遼
太
郎
さ
ん
は
「
坂
の
上
の
雲
」
の

あ
と
が
き
で
、日
露
戦
争
に
関
す
る
日
本
の

参
謀
本
部
の
膨
大
な
記
録
は
我
が
師
団
長
の

功
績
ば
か
り
で
、具
体
的
な
戦
記
は
な
か
っ

た
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。お
会
い
し
た
時
も
、

「
夜
郎
自
大
に
な
っ
て
い
る
日
本
の
軍
部
の

悲
惨
さ
が
日
本
国
民
の
悲
劇
を
招
き
寄
せ

た
」
と
、「
軍
国
主
義
に
傾
斜
す
る
前
年
、昭

和
十
年
頃
の
日
本
に
つ
い
て
の
唯
一
の
資

料
は
ゾ
ル
ゲ
と
尾
崎
の
レ
ポ
ー
ト
し
か
な
い

ね
」と
し
み
じ
み
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
。

彼
ら
は
他
民
族
間
を
生
き
て
き
た
か
ら
日
本

を
見
る
目
も
フ
ェ
ア
で
、こ
の
感
覚
が
昭
和

の
日
本
に
は
な
か
っ
た
ん
で
す
ね
。

　

二
・
二
六
事
件
を
め
ぐ
る
ゾ
ル
ゲ
と
尾
崎

を
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
、そ
の
背
後
に
キ
ャ

メ
ラ
を
据
え
て
私
な
り
の
昭
和
史
を
描
き

た
い
と
思
い
ま
し
た
。

　

も
う
ひ
と
つ
、外
貨
を
稼
い
だ
生
糸
と

い
う
輸
出
品
を
失
っ
た
と
き
日
本
が
ど
う

な
っ
た
か
を
昭
和
は
示
し
て
い
ま
す
。資
本

主
義
が
人
間
を
救
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
、

我
々
は
覚
醒
し
な
き
ゃ
な
ら
な
い
時
代
に

き
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

　
情
報
と
言
論
の
自
由
の
重
要
さ

　

昭
和
の
日
本
は
も
う
一
つ
大
き
な
過
ち

を
犯
し
ま
し
た
。今
の
ベ
ト
ナ
ム
を
占
領
し

た
ん
で
す
ね
。フ
ラ
ン
ス
が
ヒ
ト
ラ
ー
に
敗

れ
、ヴ
ィ
シ
ー
政
府
と
い
う
傀
儡
政
権
が
で

き
た
も
の
で
す
か
ら
、ド
ゴ
ー
ル
将
軍
達
は

ロ
ン
ド
ン
に
亡
命
し
て
フ
ラ
ン
ス
政
府
を

つ
く
っ
た
。そ
の
間
ベ
ト
ナ
ム
は
、仏
領
イ

ン
ド
シ
ナ
と
言
い
ま
し
た
が
、空
白
だ
っ
た

の
で
日
本
が
そ
こ
に
入
り
ま
し
た
。ゾ
ル

ゲ
と
尾
崎
は
情
報
を
分
析
し
て
、日
本
は

石
油
を
求
め
て
南
方
に
進
出
す
る
だ
ろ
う
、

シ
ベ
リ
ア
に
は
行
か
な
い
と
モ
ス
ク
ワ
に

打
電
し
ま
し
た
。シ
ベ
リ
ア
の
戦
車
部
隊
は

シ
ベ
リ
ア
鉄
道
で
モ
ス
ク
ワ
に
戻
り
、モ
ス

ク
ワ
郊
外
ま
で
き
て
い
た
ナ
チ
ス
ド
イ
ツ

軍
を
撃
破
し
ま
す
。ゾ
ル
ゲ
の
電
報
は
ソ
ビ

エ
ト
だ
け
で
は
な
く
連
合
国
軍
も
救
う
大

ス
ク
ー
プ
に
な
り
ま
す
。こ
れ
が
十
二
月
五

日
で
す
。凍
て
つ
い
た
モ
ス
ク
ワ
の
広
場
を

ド
イ
ツ
軍
の
捕
虜
が
歩
か
さ
れ
て
い
る
三

日
後
に
、日
本
は
真
珠
湾
を
攻
撃
す
る
ん
で

す
。こ
ん
な
に
情
報
の
と
ろ
い
国
が
よ
く
あ

ん
な
戦
争
を
や
っ
た
も
ん
だ
と
思
い
ま
す
。

　

ベ
ト
ナ
ム
へ
の
侵
攻
の
の
ち
、ア
メ
リ
カ

は
日
本
に
次
の
経
済
制
裁
、石
油
の
禁
輸

を
行
い
ま
す
。大
東
亜
戦
争
、第
二
次
大
戦
、

あ
る
い
は
太
平
洋
戦
争
は
、絹
と
油
の
戦
争

だ
っ
た
と
い
え
る
と
思
う
ん
で
す
。日
本

は
ま
ず
絹
で
敗
れ
て
、次
に
油
で
敗
れ
た
。

我
々
は
い
か
に
情
報
か
ら
遠
ざ
け
ら
れ
て

い
た
か
。権
力
も
情
報
か
ら
遠
ざ
け
ら
れ
、

注
意
を
払
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

　

言
論
が
統
制
、弾
圧
さ
れ
、表
現
の
自
由

を
奪
わ
れ
た
日
本
の
軍
国
主
義
時
代
の
戦

前
・
戦
中
の
悲
惨
さ
を
松
本
清
張
さ
ん
は
身

を
も
っ
て
自
覚
し
て
い
て
、だ
か
ら
営
々
と

「
日
本
の
黒
い
霧
」
を
書
こ
う
と
し
た
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

い
ま
の
日
本
は
僕
は
と
て
も
い
い
と
思

い
ま
す
。ど
ん
な
に
総
理
の
悪
口
を
言
っ

た
っ
て
、誰
も
逮
捕
さ
れ
る
気
遣
い
は
な
い

で
す
よ
ね
。た
だ
こ
の
震
災
の
こ
と
で
言
い

ま
す
と
、四
ヶ
月
し
か
経
っ
て
い
な
い
の
に

「
四
ヶ
月
も
経
っ
て
い
る
の
に
何
も
し
て

い
な
い
で
は
な
い
か
」
と
い
う
ジ
ャ
ー
ナ

リ
ズ
ム
が
許
せ
ま
せ
ん
。地
震
の
上
に
津
波

が
来
、原
発
事
故
も
あ
る
。こ
ん
な
三
重
苦

を
体
験
し
た
政
府
は
初
め
て
で
す
。阪
神
大

震
災
だ
っ
て
結
構
苦
労
し
た
の
に
、青
森
か

ら
千
葉
ま
で
七
百
キ
ロ
の
規
模
で
す
。リ
モ

コ
ン
を
押
せ
ば
画
面
が
変
わ
る
よ
う
に
、そ

れ
が
四
ヶ
月
で
元
に
戻
せ
る
と
考
え
る
日

本
人
は
も
う
自
然
に
対
す
る
感
覚
が
な
い

の
で
し
ょ
う
。百
箇
日
法
会
が
済
ま
な
い
と

ブ
ル
ド
ー
ザ
ー
を
入
れ
た
く
な
い
と
い
う

土
俗
信
仰
に
気
づ
か
な
い
。私
た
ち
は
情
報

化
し
て
、分
析
し
て
人
間
の
本
質
に
迫
り
、

記
事
や
ニ
ュ
ー
ス
を
読
む
必
要
が
あ
り
ま

す
。と
い
う
こ
と
で
、私
の
話
を
終
わ
り
ま

す
。ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

篠田 正浩 （しのだ まさひろ）

1931（昭和6）年、岐阜県に生まれる。早稲田大
学文学部を卒業後、松竹撮影所に入社。
60年、『恋の片道切符』で監督となる。大島渚、
吉田喜重らとともに「松竹ヌーベルバーグ」として
前衛的名作を発表。66年、松竹を退社しフリー
となり、67年、独立プロ「表現社」を設立。03年、

『スパイ・ゾルゲ』を最後に監督業引退。10年、
『河原者ノススメ 死穢と修羅の記憶』で泉鏡花
文学賞を受賞。
主な作品に、『心中天網島』『卑弥呼』『瀬戸内少
年野球団』『鑓の権三』『舞姫』『梟の城』など。



　清張の写真歴はかなり古く、昭和12、3年頃に遡ります。
当時、製造・発売され始めたばかりの国産カメラを愛用し
ていました。
　本展では、青年時代からいつもカメラを携え各地を歩い
た清張の、カメラや写真とのかかわりを、その変遷とともに
ご紹介します。

　戦前から最晩年まで、様々なカメラを使用していた清
張。中には歴史に残る「名機」もあれば、普及版コンパク
トカメラまでと、幅広くカメラを愛用していたことがわかり
ます。

特別企画展ご案内

松本清張没後20年記念

清張が愛したカメラⅠ

　版下の図案を作る仕事柄か、スナップショットの中に
は凝ったアングルの写真があります。
　清張が撮った写真からは、活字で記されなかった空間
を垣間見ることができます。

清張カメラアイⅡ

2012年1月20日（金）～3月31日（土）■開催期間
松本清張記念館地階　企画展示室■場　　所

ニコンF3清張スペシャル
ニコンに依頼して改造したカメラ

松本清張旧蔵

家族アルバムから 松本清張撮影

　作家となってからは、取
材の記録としてもカメラや
写真が活用されました。ま
た、作品にカメラを使ったト
リックや謎解きを取り入れ
たり、登場人物にカメラマ
ンを設定したものも。

清張作品のなかのカメラⅣ

『影の地帯』
1961年 光文社・カッパノベルス

「十万分の一の偶然」
1980年 「週刊文春」

戦前の国産カメラ
セミファースト

日本カメラ博物館蔵

　清張のカメラ遍歴は、日本のカメラの変遷を色濃く反
映しているといえるでしょう。
　デザインや報道といった、清張の仕事と密接した世界
で、カメラや写真技術・技法も発展していきました。

カメラの変遷と時代背景Ⅲ

カメラを使った
国策ポスター

展覧会出品ポスター
カメラ店の広告 松本清張作

松本清張作

MATSUMOTO SEICHO MEMORIAL MUSEUM NEWS Vol.385
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「
私
が
、は
じ
め
て
天
城
を
越
え
た
の
は
三
十

数
年
昔
に
な
る
」と
い
う
の
は
松
本
清
張
の
名
作

「
天
城
越
え
」
の
冒
頭
で
あ
る
。こ
の
作
品
で
は
、

大
正
十
五
（
一
九
二
六
）
年
六
月
二
十
八
日
の
こ

と
で
、「
私
」は
当
時
十
六
歳
と
さ
れ
て
い
る
。

　

同
作
品
中
の
静
岡
県
警
察
本
部
「
刑
事
捜
査

参
考
資
料
」の「
天
城
山
の
土
工
殺
し
事
件
」に

よ
る
と
「
大
正
十
五
年
六
月
二
十
九
日
午
前
十

時
、湯
ヶ
島
巡
査
駐
在
所
よ
り
、次
の
報
告
が

あ
っ
た
。天
城
ト
ン
ネ
ル
の
下
に
あ
た
る
本
谷

入
り
製
氷
所
付
近
本
谷
川
に
か
か
っ
て
い
る
白

橋
の
側
で
何
か
異
変
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い

か
」と
届
出
が
あ
っ
た
と
い
う
。

　

本ほ
ん
た
に谷
川
は
、湯
ヶ
島
で
猫ね

っ
こ越
川
と
合
流
し
、狩

野
川
と
な
る
。白し

ら
は
し橋
は
旧
天
城
ト
ン
ネ
ル
北
口

か
ら
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
下
っ
た
と
こ
ろ
に
か
け

ら
れ
た
橋
で
あ
る
。そ
の
橋
の
そ
ば
に
製
氷
所

が
あ
り
、冬
期
の
酷
寒
を
利
用
し

て
天
然
氷
を
製
造
し
、「
氷
室
」

と
い
う
一
種
の
氷
倉
に
夏
の
需

要
期
ま
で
貯
蔵
し
て
い
た
。

　

白
橋
か
ら
三
十
メ
ー
ト
ル
ほ

ど
の
所
に
あ
る
氷
倉
に
二
十
四

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
は
だ
し
の

足
跡
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、「
銘

仙
の
派
手
な
縞
柄
を
着
て
、裸
足

の
ま
ま
草
履
を
帯
に
挟
ん
だ
、

二
十
四
・
五
の
女
」が
土
工
殺
し
の
犯
人
と
断
定

さ
れ
、逮
捕
さ
れ
た
。こ
の
氷
室
に
あ
っ
た
は
だ

し
の
足
跡
が
決
め
手
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

次
回
は
、氷
室
に
つ
い
て
記
す
。（

西
本　

衛
）

　

清
張
に
は
、レ
ン
ズ
愛
と
も
言
う
べ
き

も
の
が
あ
っ
た
よ
う
だ

　

カ
メ
ラ
好
き
で
あ
っ
た
こ
と
は
、折
に

触
れ
紹
介
さ
れ
て
い
る
の
で
、ご
存
知
の

方
も
多
い
だ
ろ
う
。熱
心
な
読
者
の
中
に

は
、清
張
作
品
に
し
ば
し
ば
カ
メ
ラ
マ
ン
が

登
場
し
た
り
、ア
リ
バ
イ
作
り
や
事
件
解

決
の
鍵
と
し
て
カ
メ
ラ
や
写
真
が
用
い
ら

れ
る
こ
と
に
、お
気
付
き
の
方
も
い
る
に

違
い
な
い
。そ
の
よ
う
な
系
譜
に
「
湖
底

の
光
芒
」
と
い
う
作
品
が
あ
る
。諏
訪
の

あ
る
レ
ン
ズ
工
場
を
舞
台
に
し
た
ミ
ス
テ

リ
ー
だ
。レ
ン
ズ
を
愛
で
る
人
た
ち
、高
度

な
技
術
を
持
つ
研
磨
職
人
が
登
場
す
る
。

　

さ
て
、清
張
の
書
斎
の
品
と
し
て
展

示
し
て
い
る
ル
ー
ペ
だ
が
、よ
く
見
る
と

「
N
i
k
o
n
」
の
文
字
が
見
え
る
。

早
速
ニ
コ
ン
に
問
い
合
わ
せ
て
み
る
と
、商

品
名
〝
読
書
用
ル
ー
ペ
8D
〟
で
あ
る
こ
と

が
わ
か
っ
た
。発
売
時
の
カ
タ
ロ
グ
に
よ

る
と
「
レ
ン
ズ
か
ら
グ
リ
ッ
プ
ま
で
す
べ
て

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
な
の
で
軽
く
、長
時
間

の
読
書
な
ど
に
も
好
適
。レ
ン
ズ
表
面
に

は
傷
が
つ
き
に
く
い
よ
う
に
、表
面
硬
化

コ
ー
テ
ィ
ン
グ
を
施
し
ま
し
た
」
と
い
う

説
明
が
添
え
ら
れ
て
い
る
。値
段
は
五
千

円
。販
売
時
期
は
お
そ
ら
く
一
九
八
二
年

八
月
～
一
九
八
九
年
七
月
で
あ
る
と
い

う
。光
学
メ
ー
カ
ー
が
製
造
し
た
だ
け

に
、像
の
ゆ
が
み
が
少
な
く
、不
自
然
な

色
付
き
も
な
い
。実
は
、清
張
の
所
蔵
品

の
な
か
に
は
、ニ
コ
ン
製
の
本
格
的
な
双
眼

鏡
も
あ
る
。こ
れ
は
、ニ
コ
ン
製
レ
ン
ズ
へ
の

信
頼
で
は
な
い
か
―

　

そ
も
そ
も「
株
式
会
社
ニコ
ン
」と
は
、 

大
正
六
年
に
設
立
さ
れ
た
「
日
本
光
学

工
業
株
式
会
社
」が
創
始
。第
一
次
世
界

大
戦
時
に
光
学
機
器
の
国
産
化
が
急
務

と
な
り
、軍
部
か
ら
の
要
請
を
受
け
た
三

菱
の
岩
崎
小
彌
太
（
創
業
者・彌
太
郎
の

甥
）の
尽
力
に
よ
って
発
足
し
た
会
社
だ
っ

た
。軍
需
に
よ
り
拡
大
し
、昭
和
十
六
～

十
七
年
に
は
、戦
艦
「
大
和
」「
武
蔵
」に

装
着
さ
れ
た
測
距
儀
を
完
成
さ
せ
、そ

の
精
度
の
高
さ
は
有
名
。明
治
四
十
二

年
生
ま
れ
の
清
張
に
と
っ
て
は
同
時
代

と
い
え
る
。や
が
て
そ
れ
ら
の
技
術
は
、

カ
メ
ラ
の
世
界
で
革
命
を
起
こ
す
。昭
和

二
十
五
年
、ニ
コ
ン
製
レ
ン
ズ
の
「
ニッ
コ
ー

ル
」
で
撮
影
し
た
写
真
が
次
々
と
「
ラ
イ

フ
」
誌
を
飾
り
、評
判
に
な
っ
た
の
だ
。当

時
、清
張
は
朝
日
新
聞
西
部
本
社
広
告

部
意
匠
係
主
任
、「
週
刊
朝
日
」
の
懸
賞

に「
西
郷
札
」が
入
選
し
た
。

　
「
ア
サ
ヒ
カ
メ
ラ
」
は
、戦
前
か
ら
あ
る

歴
史
の
古
い
カ
メ
ラ
雑
誌
だ
。清
張
は
、

戦
前
か
ら
の
カ
メ
ラ
愛
好
者
で
あ
り
、朝

日
新
聞
に
勤
務
し
て
い
た
か
ら
、こ
の
雑

誌
を
読
ま
な
かっ
た
は
ず
は
な
い
だ
ろ
う
。

「
ア
サ
ヒ
カ
メ
ラ
」
に
は
講
座
的
な
記
事

が
必
ず
あ
り
、光
学
的
な
解
説
も
掲
載

さ
れ
た
。昭
和
十
四
年
十
二
月
号
に
「
中

等
写
真
術 

第
二
講 

写
真
レ
ン
ズ
の
理
論

と
実
際 

山
田
幸
五
郎
」が
、昭
和
二
十
五

年
四
月
号
に
は
「
写
真
レ
ン
ズ
の
出
来
る

ま
で 

日
本
光
学
に
て 

撮
影
―
影
山
光

洋 

記
事
―
倉
辻
實
俊
」
が
見
ら
れ
、前

後
に
も
レ
ン
ズ
を
取
り
上
げ
た
記
事
は

度
々
登
場
す
る
。こ
の
あ
た
り
も
、清
張

の
知
識
と
な
っ
て
いっ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

※
参
考
文
献
　『
光
と
ミ
ク
ロ
と
と
も
に 

ニ
コ
ン
75
年
史
』

（
専
門
学
芸
員　

�
原 

暁
子
）

作
品
の
舞
台
を
訪
ね
て

「
天
城
越
え
」
①

白橋

園地内遊歩道
踊子歩道
下り御幸歩道
車道

本谷川
氷室跡

白橋

旧天城トンネル
天
城
ト
ン
ネ
ル

伊豆の踊子
文学碑

至湯ヶ島
旧道

なまこ岩

白橋

製氷所跡

読書用ルーペ

今
号
か
ら
新
し
い
企
画
の
点
描
を
連
載
し
ま
す
。清
張
作
品
の
舞
台
と
な
っ
た
場
所
を
訪
れ
、

事
件
の
検
証
を
試
み
ま
す
。第
1
回
は「
天
城
越
え
」で
す
。



友の会 活動報告
●平成23年度 年次総会・懇親会

8月4日（木）　参加者44名
北九州市立男女共同参画センター ムーブ 5階

　篠田正浩監督の記念講演の後、平成23年度年次
総会が開催されました。前年度の事業報告・決算、新
年度の事業計画・予算等の審議が行われ、拍手を
もって承認されました。会員の方から活発なご意見・ご
提案もいただき有意義な年次総会となりました。
　総会終了後の懇親会は、会場を松本清張記念館
地階ホールに移して、約50名が参加し盛大に行われ

ました。篠田監督にも
特別参加をいただき、
藤井館長の挨拶をは
じめ、遠方からの参加
者のスピーチなども行
われ、和やかな懇親会
となりました。

●文学散歩「国東半島・安心院」

　今回は、邪馬台国ブームを引き起こした「陸行水行」の舞台を訪れ
ました。各訪問先では普段聞くことのできない詳しい説明があり、ま
た、昼食の「だんご汁」も大好評で、参加者から「大満足、参加して本
当に良かった」との声をたくさん頂きました。

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～翌年7月31日までを1年度として、文学散歩や清張サロン、講演会、生誕祭、友の会だよりの発行、
記念館に関する情報提供など多彩な事業を展開しています。
年会費は3,000円です。皆様のご入会を心よりお待ちしています。

11月8日（火）　参加者42名
見学先 真木大堂→［国宝］富貴寺→［安心院］清張文学碑→妻垣神社

●清張サロン
　平成23年度、第1回・第2回の清張サロンは9月から開催している
「NHKドラマ上映会」作品を取り上げ、ドラマを通して原作をより深く
探求していこうという企画で開催しました。
　講師からの説明後、講師や参加者同士による意見交換などで大
変盛り上がり、充実したサロンとなりました。（いずれも、記念館地階会議室）

第1回　9月29日（木） 14：00～16：00　参加者25名
 ●テーマ 「火の記憶」　●講師 小林慎也氏（梅光学院大学客員教授）

第2回　10月21日（金） 14：00～16：00　参加者15名
 ●テーマ 「駅路」　●講師 栁原暁子氏（松本清張記念館 専門学芸員）

　7月7日、NHKが昭和50年代に土曜ドラマシリーズとして制作・放送された、
松本清張原作のドラマ14作品が、NHK北九州放送局開局80周年を記念して、
同局より記念館に寄贈されました。記念館では、これらの作品の上映会を今後も
適宜開催していく予定です。

NHK松本清張原作ドラマ番組の
寄贈及び上映会

　9月19日、記念館の入館者数が110万人に達しました。
　110万人目の入館者は東京都小平市の桐生隆さんで、北九州市に帰省中のところ、ご夫
妻で来館されたとのことでした。
　藤井館長から、入館110万人目の認定証と記念品が贈られました。

入館110万人達成

　9月から12月まで毎月3作品ずつ上映会を開催しました。
　初日の9月17日にはNHK北九州放送局の関口博之局長も来賓としてご出席されました。9月
は「火の記憶」「愛の断層」「最後の自画像」、10月は「事故」「棲息分布」「天城越え」、11月は
「たずね人」「虚飾の花園」「一年半待て」、12月は「中央流沙」「遠い接近」「依頼人」を、それ
ぞれ9日間ずつ記念館企画展示室映像ホールで上映しました。いずれも清張自身が特別出演
し話題となった作品です。
　毎月500名を超える清張ファンが来場し、当時を懐かしむとともに、「最後まで続く緊張感はさ
すが清張作品」「現代でも色褪せない作品」などの感想が多く寄せられました。

■上映会
清張原作ドラマを寄贈する関口局長（左）
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リバーウォーク
北九州清
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通
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天
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紫
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8

■7月27日（水）　■記念館常設展示室

「清張さんのメガネのレンズはどちらが厚いかな？」

「清張さんクイズウォーク」
イベント

　博物館実習中の大学生が「小学生が清張さんに親し
むきっかけを」との想いからイベントを実施しました。常設
展示室内のみどころを網羅したクイズを解いていくうち
に、清張に詳しくなれる
という企画です。
　当日は16人の小学
生が、家族や友達と参
加。大学生のナビゲー
トのもと、それぞれ楽し
い時間を過ごしました。

■平成24年2月11日（祝） 【第1部】10：00～12：00 【第2部】13：30～15：30
■松本清張記念館　地階オープンスペース
※2月3日（金）までに電話・ファックスでお申し込みください。

東アジアにおける松本清張作品の受容（国際共同研究）
公開シンポジウムを開催します
　中国・香港・台湾・韓国そして日本の文学・映画研究者が結集し、東
アジア各地における松本清張作品の受容について多角的に調査・研
究した成果を報告します。
●代表　東京大学教授　藤井 省三（中国近代文学）

1131161B

　今号から新企画の点描「作品の舞台を訪ね
て」が始まりました。皆さんもカメラを携えて清

張作品の舞台を訪れてはいかがでしょう。
　さて、2012年は、清張没後20年です。これを記念した事業の第1弾とし
て1月20日から特別企画展『いつもカメラを携えて』を開催します。清張愛
用のカメラや清張自身が撮った写真などを展示します。ぜひ記念館にお越
しください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（西本　衛）

第 回14
松本清張研究奨励事業募集
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。

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
24年3月31日 ま で
に応募してください。

企画名

企画名

企画名

入選者

入選者

入選者

研 究 に 国 際 的 広 が り

松
本
清
張
研
究
奨
励
事
業

奨
励
金
贈
呈
式

平成23年8月4日、第13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。

韓国における清張作品の受容に関する
調査・分析
国際共同研究 森脇 錦穂（代表・翻訳家） ほか1名

東アジアにおける松本清張作品の受容
国際共同研究 藤井 省三（代表・東京大学教授） ほか6名

松本清張と昭和30年代『中間小説誌』
共同研究 高橋 孝次（代表・千葉大学非常勤講師） ほか3名

第　    回13


