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「
表
象
詩
人
」
は
、

昭
和
四
十
七
（
一
九
七
二
）
年
七
月
二
十
一
日
か
ら

同
年
十
一
月
三
日
ま
で
「
週
刊
朝
日
」
に
連
載
さ
れ
た
。

―

あ
の
こ
ろ
の
小
倉
の
街
を
想
い
出
す
と
、

　
　ど
こ
も
が
静
か
な
風
景
で
泛
び
上
が
っ
て
く
る
。

う
か

　

小
倉
市
で
私
鉄
の
駅
員
を
し
て
い

る
「
わ
た
し
」
は
、市
内
の
陶
器
会
社

に
勤
務
す
る
久
間
英
太
郎
と
秋
島
明

治
と
と
も
に
、同
社
の
技
師
・
深
田
弘

雄
の
も
と
へ
通
い
、詩
論
を
交
わ
す

文
学
仲
間
だ
っ
た
。彼
ら
に
と
っ
て
、都
会
的
な

女
性
で
あ
る
深
田
の
妻
・
明
子
は
、密
か
に
憧
れ

の
対
象
で
あ
っ
た
。

　

あ
る
夏
の
日
、木
町
で
盆
踊
り
が
あ
っ
た
晩

に
、明
子
が
絞
殺
さ
れ
た
。「
わ
た
し
」
を
始
め
何

人
か
に
容
疑
が
か
か
っ
た
が
、久
間
と
秋
島
へ
の

取
り
調
べ
は
特
に
入
念
に
行
わ
れ
た
。結
局
、犯

人
は
捕
ま
ら
ず
、事
件
は
迷
宮
入
り
し
、夫
の
深

田
も
、久
間
と
秋
島
も
、陶
器
会
社
を
去
っ
た
。

　

四
十
年
後
、「
わ
た
し
」
は
偶
然
か
ら
秋
島
と

再
会
す
る
機
会
を
得
る
。長
年
の
疑
念
に
対
し
、

そ
こ
で
秋
島
か
ら
語
ら
れ
た
内
容
は
、驚
く
べ
き

も
の
だ
っ
た
。

　

本
作
は
、清
張
自
身
の
青
春
時
代
が
色
濃
く

反
映
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
。北
原
白
秋
や
、野
口

米
次
郎
、タ
ゴ
ー
ル
の
詩
に
つ
い
て
、文
学
的
回

想
録
の
よ
う
な
趣
が
あ
る
。ま
た
、昭
和
初
期
の

小
倉
の
街
並
み
が
随
所
に
描
き
出
さ
れ
て
お

り
、「
木
町
」「
篠
崎
」「
堺
町
」「
紺
屋
町
」
な
ど
の

町
名
や
位
置
は
、今
も
さ
ほ
ど
変
わ
ら
な
い
。こ

こ
に
も
、故
郷
を
懐
か
し
む
作
家
の
姿
が
感
じ

ら
れ
る
。

（
専
門
学
芸
員　

栁
原 

暁
子
）
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清張さんの呪縛
̶清張賞作家として生きるということ̶

横 山 秀 夫  講 演 会

●平成25年8月4日（日）　●北九州市立男女共同参画センター・ムーブ　●参加者 約500名

市制50周年・開館15周年記念

いまや警察小説の大御所として人気を博す、作家 横山秀夫さん。
世に出られたきっかけは「松本清張賞」でした。
担当編集者として信頼の厚い武田昇さんが聞き手となり、時折笑いも誘いながら、
忌憚なく語られた創作への想い。その要旨を紹介します。
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清
張
さ
ん
の「
呪
縛
」
と
は

　
横
山
秀
夫
で
ご
ざ
い
ま
す
。本
日
は
よ
ろ

し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。（
横
山
）

▼
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。横
山
さ
ん
、

ま
ず
「
清
張
さ
ん
の
呪
縛
」
と
い
う
演
題
で

す
が
。（
武
田
）

　

凄
い
タ
イ
ト
ル
で
す
ね
。誰
が
考
え
た
ん

で
す
か
ね
。

▼
あ
の
、横
山
さ
ん
で
す
。

　

僕
で
し
た
か
!?（
笑
） 

そ
う
で
す
ね
、「
呪
縛
」

と
い
う
と
オ
ー
バ
ー
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
れ

ど
、冠
に
人
の
名
前
が
付
い
て
い
る
賞
は
応
募

す
る
と
き
か
ら
気
持
ち
が
違
い
ま
す
し
、後
も

引
き
ず
る
も
の
が
あ
る
ん
で
す
ね
。た
と
え
ば

江
戸
川
乱
歩
さ
ん
ほ
ど
古
い
方
で
す
と
銅
像
の

よ
う
に
感
じ
ま
す
け
ど
、松
本
清
張
さ
ん
は
作

品
は
も
ち
ろ
ん
、ご
本
人
が
今
も
存
命
さ
れ
て

い
る
か
の
よ
う
に
読
者
の
心
の
中
に
色
濃
く
生

き
て
い
る
、そ
う
い
う
意
味
で
生
々
し
い
賞
で

し
た
。受
賞
後
も
、い
い
加
減
な
も
の
を
書
い
て

顔
に
泥
を
塗
っ
て
は
な
ら
な
い
と
か
、身
の
引

き
締
ま
る
思
い
が
す
る
わ
け
で
す
。執
筆
の
際

は
あ
る
種
ケ
レ
ン
の
誘
惑
を
感
じ
な
が
ら
書
く

訳
で
す
が
、「
清
張
さ
ん
で
あ
れ
ば
、こ
こ
は
強

い
言
葉
や
派
手
な
言
葉
は
使
わ
な
い
。普
通
の

言
葉
で
、人
の
深
い
と
こ
ろ
に
達
す
る
方
法
を

見
い
だ
し
て
い
る
」
と
か
、常
々
そ
う
い
う
こ

と
を
考
え
な
が
ら
書
い
て
い
ま
す
。

▼
清
張
さ
ん
は
九
二
年
に
亡
く
な
ら
れ
て

今
日
が
命
日
で
す
ね
。九
四
年
に
「
松
本
清

張
賞
」
が
で
き
ま
し
て
、横
山
さ
ん
は
九
八

年
に
受
賞
さ
れ
て
い
ま
す
。と
こ
ろ
で
、横

山
さ
ん
が
清
張
さ
ん
の
作
品
と
触
れ
合
っ

た
き
っ
か
け
は
。

　

中
学
・
高
校
の
こ
ろ
、父
親
の
本
棚
の「
ゼ

ロ
の
焦
点
」
や
「
眼
の
壁
」
か
ら
読
み
は
じ

め
ま
し
た
。系
統
だ
っ
て
で
は
な
く
、本
棚

の
左
か
ら
右
ま
で
あ
る
も
の
全
部
と
い
う

読
み
方
を
し
て
い
ま
し
た
。い
ろ
ん
な
清
張

さ
ん
の
作
品
が
、ボ
デ
ィ
ー
ブ
ロ
ー
（
※
）の
よ

う
に
自
分
の
中
に
効
い
て
き
た
と
作
家
に

な
っ
て
感
じ
ま
す
。

※
ボ
ク
シ
ン
グ
で
、腹
部
を
打
つ
こ
と
。

横
山
少
年
と

「
小
説
帝
銀
事
件
」
と
の
出
会
い

　

印
象
的
な
清
張
さ
ん
の
作
品
は
数
え
切

れ
な
い
で
す
ね
。わ
た
し
は
書
く
方
も
読
む

方
も
長
編
よ
り
短
編
が
好
き
な
の
で
す
が
、

長
編
な
ら
ば
「
小
説
帝
銀
事
件
」
を
挙
げ
た

い
で
す
。様
々
な
人
間
の
葛
藤
を
描
い
た
作

品
群
と
は
一
線
を
画
し
て
い
て
、こ
れ
は
ま

さ
し
く
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
小
説
で
す
。中
学
か

ら
高
校
ぐ
ら
い
に
下
山
事
件
や
帝
銀
事
件

と
い
っ
た
事
件
に
執
着
心
が
芽
生
え
、母
方

の
実
家
が
神
田
の
古
本
屋
街
に
近
か
っ
た

こ
と
も
あ
り
、そ
の
種
の
関
連
本
を
買
い
あ

さ
っ
て
い
た
時
期
が
あ
り
ま
し
た
。

　

犯
人
は
平
沢
に
あ
ら
ず
と
い
う
本
は
い

く
ら
も
あ
る
ん
で
す
が
、子
ど
も
な
が
ら

に
、何
か
結
論
に
読
者
を
ひ
き
ず
り
込
む
よ

う
な
作
為
を
感
じ
取
っ
た
ん
で
す
ね
。け
れ

ど
清
張
さ
ん
に
は
そ
れ
が
な
か
っ
た
。新
聞

記
者
時
代
に
読
み
返
し
て
も
凄
い
な
と
思

い
ま
し
た
ね
。こ
こ
に
持
っ
て
来
た
の
が
昭

和
三
四
年
の
初
版
本
で
、二
四
〇
ペ
ー
ジ
ほ

ど
で
す
が
、あ
の
複
雑
怪
奇
な
帝
銀
事
件
の

キ
モ
が
浮
彫
に
さ
れ
、あ
ら
ゆ
る
正
と
否
が

対
比
し
て
書
か
れ
て
い
ま
す
。ジ
ャ
ー
ナ
リ

ズ
ム
的
に
も
小
説
家
と
し
て
み
て
も
、咀
嚼

力
と
い
う
か
、何
を
切
っ
て
何
を
残
し
ど
う

繋
げ
る
か
と
い
う
点
が
精
密
な
機
械
の
よ

う
だ
と
感
服
し
ま
す
。

▼
「
小
説
帝
銀
事
件
」
は
雑
誌
「
文
藝
春
秋
」

に
掲
載
さ
れ
、そ
の
年
最
も
面
白
か
っ
た
記

事
を
決
め
る
読
者
賞
を
取
っ
て
い
る
作
品

で
す
ね
。子
ど
も
時
代
の
お
話
を
も
う
少
し

お
伺
い
で
き
ま
す
か
。

　

小
学
校
の
時
は
い
じ
め
っ
こ
の
よ
う
な

こ
と
を
言
わ
れ
て
い
た
ん
で
す
ね
。友
達
の

家
の
前
で
「
あ
そ
び
ま
し
ょ
」
っ
て
呼
ぶ
で

し
ょ
う
、す
る
と
い
つ
も
「
あ
ー
と
ー
で
」

と
、本
人
じ
ゃ
な
く
お
母
さ
ん
が
言
っ
て
い

る
ん
で
す
ね
。（
笑
） 

そ
れ
で
仕
方
な
く
、学

校
の
図
書
室
に
行
く
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

シ
ャ
ー
ロ
ッ
ク
・
ホ
ー
ム
ズ
か
ら
始
ま
っ
て

ミ
ス
テ
リ
ー
、ジ
ュ
ー
ル
・
ヴ
ェ
ル
ヌ
な
ど

の
S
F
、世
界
や
日
本
の
文
学
全
集
ま
で
、

片
っ
端
か
ら
読
み
ま
し
た
。自
分
の
フ
ィ
ル

タ
ー
が
ま
だ
綺
麗
な
時
に
吸
収
し
た
ん
で

す
ね
。い
ま
「
物
語
は
か
く
あ
る
べ
き
」
と

か
、「
こ
う
い
っ
た
物
語
に
は
こ
う
い
っ
た

展
開
や
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
必
要
」
と
い
っ
た

こ
と
を
直
感
的
に
選
ぶ
の
は
、当
時
の
読
書

体
験
が
根
底
に
あ
る
と
思
い
ま
す
ね
。

　

物
語
の
終
わ
り
方
が
許
せ
な
か
っ
た
り
、

も
っ
と
読
み
た
か
っ
た
の
に
と
い
う
時
は
、

続
編
を
書
い
て
学
校
に
持
っ
て
行
っ
て
友

達
に
読
ま
せ
て
い
ま
し
た
。そ
う
す
る
と
、

先
生
に
「
友
達
に
無
理
矢
理
読
ま
せ
て
は
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い
け
ま
せ
ん
」
と
怒
ら
れ
、ま
す
ま
す
孤
立

す
る
、そ
う
い
う
悪
循
環
で
し
た
ね
。（
笑
）

▼
帝
銀
事
件
や
下
山
事
件
に
興
味
を
持
た

れ
た
き
っ
か
け
は
。

　

変
質
者
だ
っ
た
ん
で
し
ょ
う
ね
。（
笑
） 

謎
を

含
ん
だ
大
き
な
事
件
に
対
し
て
、ぶ
る
ぶ
る

震
え
が
来
る
よ
う
な
子
ど
も
だ
っ
た
ん
で
す

ね
。今
で
も
「
わ
か
ら
な
い
こ
と
・
隠
さ
れ
て

い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
こ
と
」
が
私
に

と
っ
て
唯
一
の
ミ
ス
テ
リ
ー
の
定
義
で
す
。

敏
腕
事
件
記
者
か
ら
小
説
家
へ

組
織
と
個
人
の
せ
め
ぎ
あ
い

▼
そ
う
す
る
と
新
聞
記
者
に
も
な
る
べ
く

し
て
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。記

者
と
小
説
家
は
も
の
を
書
く
点
で
は
似
て

い
る
よ
う
で
も
壁
が
あ
り
そ
う
で
す
ね
。

　

記
者
は
天
職
だ
と
思
っ
て
い
た
時
期
が

確
か
に
あ
り
ま
し
た
。子
ど
も
の
頃
か
ら
文

章
を
書
い
て
い
た
し
、論
文
募
集
み
た
い
な

も
の
に
出
せ
ば
入
選
す
る
し
、事
件
好
き
だ

し
。辞
め
る
ま
で
の
一
二
年
間
、周
囲
か
ら

は
事
件
記
者
を
や
る
た
め
に
生
ま
れ
て
き

た
男
み
た
い
な
こ
と
を
言
わ
れ
続
け
て
い

ま
し
た
よ
。

　

記
者
時
代
は
小
説
よ
り
ノ
ン
フ
ィ
ク

シ
ョ
ン
を
読
む
こ
と
が
多
か
っ
た
で
す
。嘘

や
あ
い
ま
い
な
こ
と
を
書
い
て
は
な
ら
な

い
世
界
に
い
ま
し
た
か
ら
、若
い
記
者
が
原

稿
に
洒
落
た
修
飾
語
な
ん
か
使
っ
て
い
る

と
「
お
前
は
小
説
家
か
？
」
み
た
い
な
ね
。

だ
か
ら
小
説
を
書
い
て
サ
ン
ト
リ
ー
ミ
ス

テ
リ
ー
大
賞
の
最
終
選
考
に
残
っ
た
と
わ

か
っ
た
と
き
、周
囲
は
驚
き
ま
し
た
ね
。

　

け
じ
め
を
付
け
る
べ
く
、す
ぐ
に
辞
表

を
書
き
ま
し
た
。大
賞
ま
ち
が
い
な
し
み
た

い
な
話
も
聞
い
て
い
た
し
、上
司
は
「
結
果

が
出
る
ま
で
待
て
」
と
言
っ
た
ん
だ
け
れ

ど
、待
た
ず
に
ね
。と
こ
ろ
が
蓋
を
開
け
た

ら
大
賞
ど
こ
ろ
か
読
者
賞
も
だ
め
。本
に
し

て
も
ら
え
れ
ば
一
つ
く
ら
い
は
仕
事
が
来

る
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
た
ん
で
す
け
ど
。あ

の
と
き
は
真
っ
青
に
な
り
ま
し
た
ね
。

▼
そ
れ
か
ら
七
年
後
の
「
陰
の
季
節
」
は
、

松
本
清
張
さ
ん
の
冠
の
賞
と
い
う
こ
と
を

意
識
し
て
書
か
れ
た
の
で
す
か
。

　

意
識
し
ま
し
た
ね
。新
聞
記
者
を
辞
め
て

七
年
、ア
ル
バ
イ
ト
し
な
が
ら
小
説
を
応
募

し
て
い
ま
し
た
が
、ど
う
し
て
も
最
終
選
考

を
突
破
で
き
な
い
。子
ど
も
も
大
き
く
な
り

ま
す
し
、も
う
最
後
に
し
よ
う
と
思
っ
て
書

い
た
の
が
「
陰
の
季
節
」
で
し
た
。そ
う
い

う
こ
と
を
一
回
も
言
っ
た
こ
と
が
な
か
っ

た
か
み
さ
ん
が
「
こ
う
い
う
の
も
あ
り
ま
す

け
ど
」
と
清
張
賞
の
応
募
要
綱
の
切
り
抜
き

を
持
っ
て
来
た
ん
で
す
よ
。プ
ロ
ア
マ
問
わ

ず
。筆
歴
も
書
く
必
要
が
な
い
。清
張
さ
ん

の
顔
が
浮
か
び
ま
し
た
ね
。作
品
で
勝
負
し

ろ
、と
言
わ
れ
た
よ
う
な
気
が
し
ま
し
た
。

　

今
多
く
の
作
品
で
「
組
織
と
個
人
の
せ

め
ぎ
あ
い
」
を
テ
ー
マ
に
し
て
い
ま
す
が
、

「
陰
の
季
節
」
で
初
め
て
そ
う
い
う
作
品
を

書
き
ま
し
た
。組
織
を
出
て
肩
書
き
の
な
い

個
人
と
し
て
七
年
間
生
き
て
み
て
、「
実
は

組
織
と
は
こ
う
い
う
も
の
だ
っ
た
ん
じ
ゃ

な
い
か
」
と
新
た
な
視
点
を
持
て
る
よ
う

に
な
っ
た
。清
張
さ
ん
と
い
う
冠
に
刺
激
さ

れ
、誘
わ
れ
、「
組
織
と
個
人
」
と
い
う
テ
ー

マ
を
決
断
し
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。こ
の

テ
ー
マ
は
古
今
東
西
あ
る
の
で
し
ょ
う
が
、

自
分
な
り
に
実
感
と
し
て
染
み
出
す
よ
う

に
書
け
た
。今
も
書
き
続
け
て
い
る
と
い
う

こ
と
は
、ま
さ
し
く
染
み
出
た
も
の
な
ん
だ

ろ
う
と
思
い
ま
す
。

▼
記
者
時
代
の
経
験
が
活
か
さ
れ
て
い
ま
す
か
。

　

そ
う
で
す
ね
。勿
論
一
二
年
間
の
記
者
経

験
が
役
立
っ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
す
。仕

事
に
誇
り
を
持
っ
て
い
ま
し
た
か
ら
、辞
め

る
こ
と
に
は
葛
藤
も
あ
り
ま
し
た
。で
も
、

小
川
を
ぴ
ょ
ん
と
跨
い
だ
の
で
は
な
く
て
、

流
域
も
深
さ
も
あ
る
大
き
な
川
を
渡
っ
て

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
か
ら
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の

世
界
に
身
を
投
じ
た
自
負
が
あ
る
の
で
、

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
系
の
作
家
と
言
わ
れ
る

こ
と
に
戸
惑
い
と
い
う
か
、不
思
議
に
感
じ

る
こ
と
す
ら
あ
る
ん
で
す
よ
ね
。

　

嘘
を
書
け
な
い
世
界
に
い
ま
し
た
か
ら
、

た
と
え
ば
今
回
の
「
64
（
ロ
ク
ヨ
ン
）」
で
一
行

目
に
「
夕
闇
に
風
花
が
舞
っ
て
い
た
」
と
書

く
よ
う
な
と
き
、い
ま
見
て
い
る
わ
け
で
も

な
く
過
去
に
見
た
か
ど
う
か
も
わ
か
ら
な

い
の
に
、そ
う
い
う
書
き
出
し
を
す
る
と
い

う
こ
と
、つ
ま
り
虚
構
の
物
語
を
作
る
こ
と

に
対
す
る
罪
悪
感
が
沸
き
上
が
り
ま
す
。だ

か
ら
こ
そ
、物
語
が
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を

凌
駕
す
る
よ
う
な
出
来
に
持
っ
て
い
け
な

い
の
で
あ
れ
ば
書
く
意
味
が
な
い
と
思
い

な
が
ら
執
筆
し
て
い
ま
す
。

ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
凌
駕
す
る

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン

　

新
聞
記
者
は
「
真
実
を
突
き
止
め
る
」

の
が
仕
事
と
自
任
し
て
い
ま
す
が
、と
こ

と
ん
や
っ
て
み
て
「
事
実
を
い
く
ら
丹
念

に
積
み
上
げ
て
も
真
実
に
は
な
ら
な
い
」

と
い
う
失
望
感
を
抱
く
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
、物
語
の
ほ
う
が
、少

な
く
と
も
人
の
心
と
い
う
点
で
は
真
実
に

近
づ
け
る
の
で
は
な
い
か
と
信
じ
て
書
い

て
い
ま
す
。ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
は
事
件
や

事
象
を
明
ら
か
に
で
き
ま
す
が
、人
の
心

は
捕
ま
え
た
つ
も
り
で
も
す
る
っ
と
逃
げ

て
し
ま
う
経
験
を
、記
者
時
代
に
何
十
回

何
百
回
と
し
ま
し
た
。人
が
深
い
悲
し
み

の
中
で
ふ
と
抱
く
別
の
感
情
や
、そ
の
瞬

間
、次
の
瞬
間
と
移
ろ
う
気
持
ち
の
変
化

な
ど
は
、見
て
い
て
わ
か
っ
た
と
し
て
も

事
実
と
し
て
は
拾
い
よ
う
が
な
い
。言
葉

に
さ
れ
て
し
ま
え
ば
、た
と
え
そ
れ
が
気

持
ち
と
異
な
る
も
の
だ
と
こ
ち
ら
が
確
信

し
て
い
て
も
真
実
と
し
て
受
け
止
め
る
し

か
な
い
ん
で
す
ね
。「
わ
か
り
た
い
と
い
う

欲
求
」
を
ず
っ
と
持
ち
続
け
て
い
ま
す
が
、

そ
の
手
段
と
し
て
、思
慮
を
尽
く
し
た
想

像
力
で
埋
め
て
い
く
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
ほ

横山 秀夫 （よこやま ひでお）

武田 昇 （たけだ のぼる）

昭和32年東京都生まれ。

新聞記者、フリーライターを経て、平成10年「陰
の季節」で第5回松本清張賞を受賞。
平成12年「動機」で第53回日本推理作家協
会賞・短編部門を受賞。

著書に「半落ち」「顔 FACE」「深追い」「第三
の時効」「真相」「クライマーズ・ハイ」「影踏み」

「看守眼」「臨場」「出口のない海」「震度0」な
どがある。最新作「64（ロクヨン）」は、〈週刊文春
ミステリーベスト10〉1位などを獲得している。

聞
き
手

文藝春秋「オール讀物」副編集長。
平成15年「クライマーズ・ハイ」より、
横山氏の担当をつとめる。
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う
が
人
の
心
に
近
く
、武
器
と
し
て
も
強

い
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
こ
の
世
界
に

転
じ
た
わ
け
で
す
。

▼
横
山
さ
ん
は
日
航
機
事
故
（
昭
和
六
〇
年
）

当
時
に
記
者
と
し
て
取
材
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

「
ク
ラ
イ
マ
ー
ズ
・
ハ
イ
」
で
は
現
場
の
描
写

は
殆
ど
書
か
れ
て
い
ま
せ
ん
。事
故
か
ら
一
八

年
と
い
う
年と

し
つ
き月
に
色
々
考
え
た
末
に
そ
う
い

う
形
に
行
き
着
か
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　

記
者
を
辞
め
て
生
活
に
窮
し
て
い
た
こ

ろ
、日
航
機
事
故
の
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を

書
い
て
ほ
し
い
と
い
う
依
頼
が
あ
り
、こ
れ

で
本
を
出
せ
る
か
と
一
度
は
実
際
に
書
き

出
し
た
り
も
し
た
ん
で
す
よ
。結
局
筆
が
止

者
は
、作
家
か
ら
原
稿
を
受
け
取
っ
た
時

に
、突
き
返
す
か
、没
に
す
る
か
、通
す
か
で

編
集
者
生
命
を
賭
け
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。

お
互
い
全
人
格
を
個
別
に
発
揮
し
た
真
剣

勝
負
こ
そ
が
、結
果
的
に
い
い
も
の
を
つ
く

る
と
信
じ
て
い
ま
す
。

▼
普
段
か
ら
「
編
集
者
が
関
所
だ
」
と
お
っ

し
ゃ
っ
て
い
ま
す
ね
。

『
地
方
紙
を
買
う
女
』

も
ど
き
を
書
い
て
み
る

▼
こ
こ
で
皆
さ
ん
に
ひ
と
つ
お
伝
え
し
た

い
の
で
す
が
、宮
部
み
ゆ
き
さ
ん
が
責
任
編

集
を
さ
れ
た
『
松
本
清
張
傑
作
短
編
コ
レ

ク
シ
ョ
ン
』（
文
春
文
庫
、平
成
一
六
年
）
に
は
、松

本
清
張
賞
作
家
の
方
が
好
き
な
短
編
を
ひ

と
つ
選
ん
で
書
い
た
エ
ッ
セ
イ
を
掲
載
し

て
い
ま
す
。横
山
さ
ん
は
「
『
地
方
紙
を
買

う
女
』
も
ど
き
を
書
い
て
み
る
」
と
い
う
作

品
を
書
い
て
く
だ
さ
っ
た
の
で
す
が
、こ

れ
が
エ
ッ
セ
イ
で
も
あ
り
短
編
小
説
に
も

な
っ
て
い
て
驚
き
ま
し
た
。非
常
に
時
間
と

労
力
を
か
け
て
い
た
だ
い
て
申
し
訳
な
い

と
思
っ
た
ぐ
ら
い
で
す
。本
当
に
面
白
い
の

で
、未
読
の
方
が
い
た
ら
ぜ
ひ
読
ん
で
い
た

だ
き
た
い
で
す
。

　

わ
た
し
は
作
家
の
か
た
と
ほ
と
ん
ど
お

つ
き
あ
い
が
な
い
ん
で
す
が
、宮
部
み
ゆ
き

さ
ん
は
す
ご
く
好
き
で
尊
敬
も
し
て
い
ま

し
て
、こ
の
と
き
は
宮
部
さ
ん
が
責
任
編
集

と
い
う
こ
と
で
、簡
単
に
言
う
と
張
り
切
っ

た
訳
で
す
。（
笑
） 

た
だ
の
エ
ッ
セ
イ
で
は
気

が
済
ま
な
く
て
小
説
一
本
書
い
ち
ゃ
い
ま

し
た
。宮
部
さ
ん
も
「（
収
録
さ
れ
て
い
る
）
下
巻

が
一
番
売
れ
た
」
と
言
っ
て
く
だ
さ
い
ま

し
た
。辛
い
時
期
に
声
を
か
け
て
い
た
だ
い

ま
り
ま
し
た
が
、自
分
の
浅
ま
し
さ
が
恐
ろ

し
く
も
あ
り
、間
違
っ
て
も
お
金
に
困
っ
て

い
る
と
き
や
世
の
中
に
出
て
い
な
い
と
き

に
は
書
か
な
い
と
誓
い
ま
し
た
。作
家
と
し

て
デ
ビ
ュ
ー
し
て
、仕
事
が
安
定
し
て
き
て

か
ら
、ど
う
書
く
か
本
気
で
考
え
始
め
ま
し

た
。「
ク
ラ
イ
マ
ー
ズ
・
ハ
イ
」
を
出
せ
る
よ

う
に
な
る
ま
で
に
一
八
年
か
か
っ
た
と
い

う
こ
と
で
す
ね
。

　
「
ク
ラ
イ
マ
ー
ズ
・
ハ
イ
」
は
ノ
ン
フ
ィ

ク
シ
ョ
ン
に
近
い
と
思
わ
れ
て
い
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。け
れ
ど
事
故
の
事
実
関
係
以

外
は
ほ
ぼ
私
が
創
作
し
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
な

ん
で
す
よ
。地
方
メ
デ
ィ
ア
の
葛
藤
や
マ
ス

コ
ミ
の
本
質
や
、大
い
な
る
も
の
を
背
負
っ

た
人
々
が
ど
う
感
じ
、何
を
す
る
か
と
い
う

話
を
、事
実
で
は
な
く
真
実
の
視
点
で
描
き

た
か
っ
た
。本
の
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
の
「
記

憶
で
も
記
録
で
も
な
い
も
の
を
書
く
た
め

に
一
八
年
か
か
っ
た
」
と
い
う
の
は
、そ
う

い
う
意
味
だ
っ
た
ん
で
す
よ
ね
。

▼
取
材
に
つ
い
て
の
質
問
も
多
い
か
と
思

い
ま
す
。

　

編
集
者
に
は
何
を
取
材
す
る
か
言
わ
な

い
し
、一
緒
に
取
材
旅
行
も
し
ま
せ
ん
。た

と
え
ば
武
田
さ
ん
の
こ
と
は
好
き
だ
け
ど
、

編
集
者
は
一
応
敵
と
見
な
し
て
い
ま
す
。

（
笑
） 

ど
ん
な
商
品
で
あ
れ
品
質
試
験
を
突

破
し
な
け
れ
ば
、世
の
中
に
出
な
い
わ
け

じ
ゃ
な
い
で
す
か
。本
だ
っ
て
同
じ
で
す
。

関
所
を
突
破
し
た
も
の
が
書
店
に
並
ん
で

い
る
と
い
う
信
頼
感
を
読
者
の
方
に
持
っ

て
も
ら
わ
な
い
と
、ま
す
ま
す
紙
媒
体
は
衰

退
す
る
と
危
惧
し
て
い
ま
す
。取
材
し
て
書

く
ま
で
は
作
家
の
責
任
に
お
い
て
や
る
こ

と
。一
緒
に
取
材
す
る
こ
と
を
否
定
す
る
訳

で
は
な
い
け
れ
ど
、私
は
分
業
に
し
て
馴
れ

合
い
を
排
し
た
い
。そ
う
す
る
こ
と
で
編
集

た
こ
と
が
あ
っ
て
、ど
う
に
か
お
返
し
が
し

た
か
っ
た
。そ
ん
な
わ
け
で
す
か
ら
面
白
い

に
決
ま
っ
て
い
ま
す
よ
。（
会
場
拍
手
）

▼
最
初
に
「
短
編
が
好
き
」
と
お
っ
し
ゃ
い

ま
し
た
が
、清
張
さ
ん
の
短
編
小
説
を
ど
う

捉
え
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
か
。

　

長
編
小
説
も
短
編
小
説
も
人
生
の
一
部

分
を
す
ぱ
っ
と
切
り
取
っ
て
い
る
と
い
う

点
で
は
同
じ
で
す
。た
と
え
何
千
枚
書
い
て

も
人
生
の
全
部
に
は
な
り
え
な
い
と
い
う

意
味
で
す
。な
ら
ば
短
編
の
ほ
う
が
潔
い
で

は
な
い
か
、落
と
し
に
落
と
し
削
り
に
削
っ

て
、あ
る
一
面
を
際
立
た
せ
る
こ
と
こ
そ
が

本
来
の
小
説
で
は
な
い
か
と
思
う
こ
と
が

多
い
ん
で
す
ね
。

　

清
張
さ
ん
の
短
編
は
切
れ
味
が
鋭
い
の

に
、淡
々
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。多
く
の
作

家
は
、と
り
わ
け
ミ
ス
テ
リ
ー
を
取
り
入
れ

る
作
家
は
キ
モ
を
強
調
し
て
書
い
て
し
ま

う
傾
向
が
あ
り
ま
す
。印
象
に
も
残
り
た
い

し
、こ
う
い
う
話
だ
と
決
定
づ
け
た
い
と
い

う
意
識
が
働
く
ん
で
す
よ
ね
。だ
か
ら
清
張

さ
ん
の
作
品
を
読
み
は
じ
め
た
こ
ろ
は
何

だ
か
物
足
り
な
い
感
じ
を
受
け
た
り
も
し

ま
し
た
。こ
こ
に
キ
モ
が
あ
る
の
に
、ま
っ

た
く
筆
圧
が
同
じ
で
、さ
ら
り
と
書
か
れ
て

い
る
。け
れ
ど
、そ
の
「
さ
ら
り
」
こ
そ
が
凄

み
な
の
だ
と
次
第
に
わ
か
っ
て
く
る
。こ
こ

で
こ
う
い
う
言
葉
を
使
え
ば
ド
ラ
マ
チ
ッ

ク
に
な
っ
た
り
、読
み
手
の
感
動
が
高
ま
っ

た
り
す
る
と
当
然
わ
か
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ

る
の
に
、力
み
な
く
普
通
の
言
葉
を
使
っ
て

表
現
し
て
い
く
。そ
れ
が
短
編
だ
け
に
な
お

恐
ろ
し
い
。余
程
の
力
が
な
い
と
で
き
な
い

こ
と
で
し
ょ
う
し
、小
説
を
書
く
行
為
は
特

別
な
こ
と
で
は
な
い
と
い
う
強
い
覚
悟
を

お
持
ち
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
な
と
感
じ

ま
す
ね
。

来場者からの質問にも快く応じていただきました。



　五市合併以前の小倉市に、松本清張は育ちました。しかし、北九州市は以前から、
清張にとってひとつの郷土です。
　清張は、上京後もふるさと北九州市と関わりを持ち続けました。本展では、市制50周
年並びに開館15周年を記念して、松本清張と北九州市との絆をご紹介します。

　清張が小学校時代を過ごした
頃の小倉は、「或る『小倉日記』
伝」の情景にも通じる、静かな城
下町の風情を残した街でした。
その一方で、軍都として、生産工
業の拠点として、発展してゆく北
九州の姿があります。

思い出の中の小倉―少年期Ⅰ
　「西郷札」入選、「或る『小倉日記』伝」の芥川賞受賞に
より、作家としての道を歩き始めた清張は、朝日新聞東京
本社への転勤を経て、専業作家となりました。東京での活
躍は、旧知の者にとって
は、清張が遠く感じられ
るような飛躍でした。しか
し清張は、事ある毎に故
郷・北九州市に戻り、厚
情を示しています。

遙かな故郷―上京以後Ⅳ

　平成4年、松本清張は亡くなりました。
　北九州市では、清張を故郷に迎え記念館を作りたいと
いう機運が高まり、平成10年には「北九州市立松本清張
記念館」が開館しました。以来、様々な研究や普及事業が
実り、国内外から注目され多くの人々が来館しています。
　ここ北九州市は、清張文学の原点（ふるさと）なのです。

清張文学の原点として―没後Ⅴ

　中学校進学が叶わなかった清張は、東洋陶器や八幡製
鐵の職工たちと、文学を論じ合う仲間になります。また、演劇
や映画が北九州各地で上演・上映されたこの頃、清張も足
をはこび、観劇し
たのではないで
しょうか。

翼を広げて―青年期Ⅱ

　清張は、画工として独立したことを契機に、朝日新聞入社
へのチャンスを掴みます。所帯を持つと、家長としての責任
からますます仕事に没頭することになりました。戦後は、商業
デザイナーとして研鑽を積む一方で、小倉郷土会の人たち
や、岩下俊作、火野葦平らとも交際を始めます。

この地に根を張り―壮年期Ⅲ

※常設展示観覧料に含む

平成26年1月18日（土）～3月31日（月）開催期間

一　般　500円　　中高生　300円　　小学生　200円入 場 料
松本清張記念館地階　企画展示室場　　所

大正11年 天神島小学校
卒業時の松本清張

北九州市立小倉中央小学校所蔵
昭和50年 清張自筆の北九州市立

中央図書館著書寄贈目録
北九州市立中央図書館所蔵

『近代思想十六講』
（大正4年12月 新潮社）

清張旧蔵

昭和52年 北九州青年会議所 創立25周年記念講演会

昭和55年 「骨壺の風景」原稿

ふ る さ と

昭和27年
清張デザイン

「古代生活資料展」ポスター

市制50周年 開館15周年記念特別企画展

MATSUMOTO SEICHO MEMORIAL MUSEUM NEWS Vol.445
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石
岡
貞
三
郎
が
料
理
屋
で
通
さ

れ
た
部
屋
で
相
席
と
な
り
、先
に

食
事
し
て
い
た
そ
の
男
こ
そ
、匿

名
の
手
紙
で
自
分
を
呼
び
出
し

た
、井
野
良
吉
だ
っ
た
。当
然
な
が

ら
、こ
の
時
点
で
は
、二
人
は
ま
だ

お
互
い
の
正
体
を
知
ら
な
い
。井

野
の
日
記
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ

れ
て
い
る
。

　
少
し
腹
が
空
い
た
。何
を
食

べ
よ
う
か
と
考
え
た
。京
都
に

来
た
の
だ
か
ら
、東
京
で
食
え

な
い
も
の
を
食
お
う
か
。そ
れ

で
は
、い
も
ぼ
う
に
で
も
し
よ

う
と
思
っ
た
。電
車
を
八
坂
神

社
の
前
で
降
り
て
、円
山
公
園

の
方
に
上
っ
て
ゆ
く
。（
略
）
部

屋
に
通
さ
れ
て
、運
ば
れ
た
い

も
ぼ
う
を
た
べ
る
。（
略
）
女
中

は
、三
人
連
れ
の
客
を
一
緒
に

詰
め
さ
せ
て
く
れ
、と
い
っ

た
。い
い
よ
、と
ぼ
く
は
う
な

ず
い
た
。三
人
の
客
が
入
っ
て

き
た
。（
略
）
正
面
の
石
岡
貞
三

郎
が
静
か
に
ぼ
く
の
方
を
見

た
。

（
文
藝
春
秋
『
松
本
清
張
全
集
36
』
よ
り
）

　
「
顔
」
と
い
う
小
説
は
、井
野
良

吉
と
石
岡
貞
三
郎
、そ
れ
ぞ
れ
の

視
点
か
ら
交
互
に
描
か
れ
る
構
成

と
な
っ
て
い
る
。読
者
は
、両
者
が

相
席
と
な
っ
て
し
ま
う
場
面
に
近

づ
く
と
、思
わ
ず
引
き
込
ま
れ
て

し
ま
う
。そ
の
舞
台
が
、「
い
も
ぼ

う
」
の
店
で
あ
る
。

　

円
山
公
園
内
で
「
い
も
ぼ
う
」

を
供
す
る
店
は
二
軒
あ
り
、い
ず

れ
も
川
端
康
成
や
吉
川
英
治
ら
文

豪
に
愛
さ
れ
た
と
し
て
知
ら
れ
て

い
る
（「
平
野
家
本
家
」「
平
野
家
本
店
」
公

式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
参
照
）。

　

次
号
で
は
、「
い
も
ぼ
う
」
が

登
場
す
る
も
う
一
つ
の
作
品
「
球

形
の
荒
野
」
の
舞
台
に
つ
い
て
記

す
。

（
加
地 

尚
子
）

　

第
二
展
示
室
の
階
段

を
上
が
っ
て
す
ぐ
左
の

ケ
ー
ス
の
中
に
、ガ
ン

ダ
ー
ラ
仏
の
頭
部
（
写

真
1
）
が
か
ざ
ら
れ
て

い
る
。正
面
か
ら
見
る

と
、小
さ
め
の
口
も
と

の
両
端
に
窪
み
が
あ
り
、か
す
か
に
微
笑
み
を
湛
え
て

見
え
る
。瞑
想
ふ
う
の
眼
と
豊
頬
の
仏
陀
の
表
情
に

は
、静
け
さ
と
優
し
さ
が
う
か
ぶ
。四
世
紀
以
降
の
、

ス
ト
ゥッコ（
石
灰
を
用
い
た
漆
喰
）
像
で
あ
る
。

　

仏
伝
図
（
今
生
に
お
け
る
釈
尊
の
生
涯
・
伝
説
）
の
浮
彫
や

単
独
仏
な
ど
を
合
わ
せ
て
、松
本
清
張
は
ガ
ン
ダ
ー

ラ
仏
を
十
九
体
所
蔵
し
て
い
た
。「
銅
鼓
と
ガ
ン
ダ
ー

ラ
仏
」（「
芸
術
新
潮
」
昭
和
五
十
年
七
月
）
に
、「
火
の
路
」（「
朝

日
新
聞
」
昭
和
四
十
八
年
六
月
～
四
十
九
年
十
月
）
執
筆
中
に
、

〈
偶
然
の
機
縁
〉
で
骨
董
屋
か
ら
数
個
手
に
入
れ
た
と

あ
る
。同
作
で
、清
張
は
〈
中
国
に
入
っ
た
と
き
の
仏

教
は
、イ
ン
ド
仏
教
と
西
方
宗
教
で
あ
る
太ミ

ト
ラ陽

信
仰

と
の
混
血
と
い
う
考
え
〉
を
書
い
た
が
、そ
の
混
血
が

〈
具
体
的
に
〉
ガ
ン
ダ
ー
ラ
仏
に
〈
見
ら
れ
る
よ
う
で

興
味
深
い
〉
と
感
じ
、購

入
し
た
よ
う
で
あ
る
。

　

出
口
に
向
う
通
路
の

左
手
、再
現
家
屋
の
一
部

に
ガ
ラ
ス
張
り
の
部
屋
が

あ
る
。「
資
料
室
」（
写
真

2
）
で
あ
る
。正
面
の
ガ
ラ

ス
ケ
ー
ス
に
は
、横
長
い

仏
伝
図
の
プ
レ
ー
ト
が
三

つ
の
ほ
か
、最
下
段
に
、縦

長
の
チ
ャ
イ
テ
ィ
ヤ
（
仏

塔
を
本
尊
と
し
て
祀
る
祠
堂
）・

ア
ー
チ
形
の
浮
彫
（
写
真
3
）
が
置
か
れ
て
い
る
。

　

こ
の
破
風
型
パ
ネ
ル
の
浮
彫
は
上
下
三
段
に
仕

切
ら
れ
、仏
伝
を
表
す
。離
れ
て
い
る
の
で
注
視
し

て
ほ
し
い
が
、頂
部
は
削
損
が
は
げ
し
く
仏
陀

の
顔
も
判
然

と
し
な
い
。た
だ
手
首
か
ら
先
の
な
い
そ
の
右
手
は
下

が
り
、触
地
印
を
結
ん
で
い
る
か
と
想
像
さ
れ
る
こ
と
、ペ

シ
ャ
ワ
ル
博
物
館
蔵
の
タ
フ
テ
ィ
バ
ー
イ
ー
出
土
の
浮
彫

の
頂
部
（
大
半
欠
）
が
こ
れ
と
似
て
い
る
こ
と
か
ら
、こ
の
最

上
段
は
「
降
魔
成
道
」
の
場
面
で
は
な
い
か
と
推
察
さ

れ
る
。二
段
目
は
、台
座
に
き
ま
り
の
法
輪
と
二
鹿
は
な

い
が
、施
無
畏
印
を
結
ぶ
仏
陀
と
、説
法
を
聞
く
五
人
の

比
丘
を
配
し
て
い
る
、「
初
転
法
輪
」
の
場
面
だ
ろ
う
。

そ
し
て
、最
下
段
は
仏
陀
を
中
に
し
て
両
側
に
合
掌
す

る
人
物
を
配
し
て
い
る
が
、未
比
定
の
場
面
で
あ
る
。清

張
は
こ
れ
を
〈
瞑
想
中
の
釈
迦
を
女
人
が
〉
囲
む
〈
誘

惑
〉
の
場
面
と
解
釈
し
、頂
部
を
〈
成
仏
〉
の
場
面
と
し

た
た
め
、物
語
は
普
通
の
仏
伝
図
と
は
逆
に
〈
下
か
ら
上

に
〉
な
って
い
る
と
、前
記
の
エッ
セ
イ
で
は
書
い
て
い
る
。

　

左
の
幅
狭
い
ケ
ー
ス
側
面
の
奥
を
覗
き
込
む
と
、遠
く

に
、菩
薩
立
像
（
写
真
4
）の
横
顔
が
小
さ
く
見
え
る
。〈
東

京
国
立
博
物
館
に
陳
列
さ
れ
て
あ
る
（
当
時
）二
体
の
ガ
ン

ダ
ー
ラ
仏
と
同
系
統
〉
の
も
の
で
、〈
ヘ
レ
ニ
ス
テ
ィッ
ク
仏

教
美
術
の
典
型
〉
で
あ
る
と
、清
張
は
書
い
て
い
る
。そ
の

面
貌
は〈
ま
っ
た
く
ギ
リ
シ
ャ
人
の
顔
〉で
興
味
を
ひ
く
。

近
い
将
来
、じ
っ
く
り
見
て
い
た
だ
く
機
会
を
作
り
た
い
。

乞
う
ご
期
待
。

（
学
芸
担
当
主
任　

中
川 

里
志
）

作
品
の
舞
台
を
訪
ね
て

「
顔
」「
球
形
の
荒
野
」
|
京
都・い
も
ぼ
う 

②

円山公園

（写真2）

（写真1）（写真4）

（写真3）

八坂神社・西楼門

ガンダーラ仏
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友の会 活動報告
●平成25年度年次総会・懇親会

　横山秀夫講演会の後、平成25年度友の会年次総会が開催
されました。前年度の事業報告・決算、幹事選任、新年度の事
業計画・予算の審議が行われ、拍手をもって承認されました。総
会終了後の懇親会は、会場を松本清張記念館地階ホールに移
して盛大に行われました。横山秀夫様も特別参加され、会員向
けに特別にサイン会をして頂き、皆様大変感激していました。小
林慎也会長や藤井康栄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「清張古代史」伊都国、末盧国等を訪ねて

TEL. 093-582-2761
友の会入会のお申し込みは、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。

8月4日（日）　参加者52名
北九州市立男女共同参画センター・ムーブ 5階

　今回は「糸島市・唐津市」を訪ねました。清張が小説のモデルに書き
たかった「原田大六」氏ゆかりの伊都国歴史博物館では、世界最大の
国宝「内行花文鏡（銅鏡）」や国宝「ガラス勾玉」などを鑑賞。名護屋城
博物館では企画展「秀吉の宇宙」を見学し、復元された「黄金の茶室」
や「茶の湯」などを間近で見る事ができ、また、旧高取邸では見事な「杉
戸絵」や「能舞台」に驚嘆させられました。各施設では解説員や学芸員
から詳しい説明を受け、最後は清張も訪れた「鏡山」から夕暮れの唐
津湾や虹の松原を眺め、清張古代史への思いを巡らせました。今回
も、遠方から沢山の方にご参加
頂き、会員同士の会話もはずみ
楽しい1日となりました。多くの参
加者から「盛りだくさんの内容で
良かった」「次回の文学散歩が
楽しみ」などの声を頂きました。

11月1日（金）　参加者44名

■ 記念館 地階会議室●清張サロン
　平成25年度の第1回清張サロンは、特別企画展「松本清
張と邪馬台国」をテーマに、又、第2回清張サロンは、特別企
画展に関連して「陸行水行」をテーマに講師にお話してい
ただきました。清張サロンならではの詳細な資料を準備して
いただき、大変有意義で充実した清張サロンとなりました。

第1回 9月20日（金） 14：00～16：00 参加者25名
 ●テーマ　特別企画展「松本清張と邪馬台国」
 ●講師　中川 里志氏（記念館学芸担当主任）

第2回 10月25日（金） 14：00～16：00 参加者23名
 ●テーマ　「陸行水行」
 ●講師　小林 慎也氏（元・梅光学院大学教授、友の会会長）

伊都国歴史博物館→名護屋城博物館→名護屋城跡→旧高取邸→鏡山

■8月1日（木）→11月4日（月・休）
■松本清張記念館 企画展示室松本清張と邪馬台国 開催

しました

北九州市制50周年・記念館開館15周年記念特別企画展

―『魏志』「東夷伝」倭人条の謎に挑む
開催期間中、多くの清張や邪馬台国のファンが来館され、
8,500人を超える方々が観覧されました。

図録は、記念館及び通信販売で販売中

私たち素人には難解な清張古代史を年代順、課題順、論争点など
で整理され、簡潔に展示されていることに感激！ 又、清張さんの古
代史への並々ならぬ執念（!!）・強靭な精神とその持続力にふれるこ
とができました。企画展を観て、心が動きました。これを手引きとして、
未踏の清張古代史へ一歩踏み込む勇気と知的エネルギーを満タ
ンにしてくれた企画展でした。（友の会会員Y生）

清張の邪馬台国研究の全体

像がうまくまとめられています。

清張と他の学者との対立点が

わかりやすく展示されています。

（アンケート）

ありがとうございま

した。魂に触れまし

た。（アンケート）

素晴らしかった。清張の古代史に

ひたる事が出来た。又、1冊900円

の企画展のパンフレットも非常によ

く出来ていた。内容もていねいでし

た。（アンケート）

邪馬台国と松本清張の

関係を初めて知ったが、

コレクションがすごいと

思った。（アンケート）

『古代史疑』関連資料

安心院町の皆さん

清
張
コ
レ
ク
シ
ョ
ン（
銅
鏡
・
古
銭
な
ど
）

召集（昭和19年）に際し、
清張自身が蔵書印を
押した書物。 （蔵書印）
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入館者120万人達成！
　平成25年9月
13日（金）、記念館
の入館者が120万
人に達しました。
120万人目の入館
者は山口県下関市
の萩原佐和子さん
で、お友達に連れ
られて、初めて入
館されたとのこと
でした。
　萩原佐和子さんには、認定書と記念品が贈られま
した。

当館の栁原専門学芸員が講師を務める
　平成25年10月16日（水）、午前10時から
2時間、小倉みなみ市民塾「わがまち講演
会」で栁原専門学芸員が「松本清張『黒
地の絵』－キャンプ城野・黒人兵集団脱走
事件－」と題して講演を行いました。

　約70名が聴講、熱心にメモをとる姿もみられ、会場は
熱気に包まれました。

　2013年が暮れようとしています。
今年も多くの皆様にご来場いただ

きまして、有難うございました。
　今後も清張の研究拠点として充実した活動に努めてま
いります。先ずは、初春開催の特別企画展「北九州市と松
本清張」で、北九州市制50周年・開館15周年記念事業を
締め括ります。その後も多彩な事業を計画中。来年も清張
記念館にご期待ください。　　　　　　　　　　（N.K）

1308077B

研 究 奨 励 事 業 入 選 者

平成25年8月4日（日）、第15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16 松本清張研究奨励事業募集
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150万円を上限
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26年3
月31日までに応募してください。

企画名

企画名

入選者

入選者

松
本
清
張
研
究
奨
励
事
業

奨
励
金
贈
呈
式

松本清張「火の路」と漢魏晋以来「胡印」
及び「景教印」等の研究
―印章の世界にペルシャ文化とその東漸をよむ―

久米 雅雄（大阪芸術大学客員教授）

松本清張の研究
―「回想的自叙伝」を中心に、社会教育・自己教育
の視点から―

福永 義臣（元・九州国際大学教授）

第　    回15

※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。

（左）福永 義臣氏　（右）久米 雅雄氏


