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個
人
を
伝
す
る
は
、

そ
の
時
代
な
り
歴
史
な
り
の

側
面
を
叙
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　

文
筆
家
・
杉
田
省
吉
は
、青
山
光
子

（
ミ
ツ
コ
・
ク
ー
デ
ン
ホ
ー
フ
＝
カ
レ

ル
ギ
ー
）
に
つ
い
て
調
査
す
る
た
め

ウ
ィ
ー
ン
を
訪
れ
る
。

　

青
山
光
子
は
明
治
時
代
「
正
式
に

西
洋
の
貴
族
と
国
際
結
婚
を
し
た
最
初
の
日
本

人
女
性
」
と
し
て
知
ら
れ
る
。オ
ー
ス
ト
リ
ア
＝

ハ
ン
ガ
リ
ー
に
渡
り
、夫
亡
き
後
も
伯
爵
家
を
守

り
、生
涯
日
本
に
戻
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。息
子

リ
ヒ
ャ
ル
ト
は
汎
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
主
義
を
提
唱
し

た
こ
と
か
ら
「
欧
州
連
合
の
父
」
と
称
さ
れ
る
。ミ

ツ
コ
論
の
多
く
は
リ
ヒ
ャ
ル
ト
の
著
述
に
拠
る

が
、杉
田
は
よ
り
第
三
者
的
に
ミ
ツ
コ
の
実
像
と

ク
ー
デ
ン
ホ
ー
フ
家
の
真
実
に
迫
ろ
う
と
取
材

を
重
ね
、ミ
ツ
コ
の
過
ご
し
た
一
九
世
紀
末
か
ら

二
〇
世
紀
初
頭
の
、華
麗
な
ウ
ィ
ー
ン
と
ボ
ヘ
ミ

ア
の
曠
野
を
物
語
の
背
景
に
し
よ
う
と
考
え
る
。

　

ミ
ツ
コ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
激
動
の
時
代
に
直

面
す
る
。そ
の
ひ
と
つ
に
一
九
一
四
年
六
月
の
サ

ラ
エ
ボ
事
件
が
あ
る
。皇
位
継
承
者
フ
ェ
ル
デ
ィ

ナ
ン
ト
と
共
に
銃
弾
に
倒
れ
た
妃
ゾ
フ
ィ
ー
が

宮
廷
で
冷
遇
さ
れ
て
い
た
原
因
は
、彼
女
の
出
身

地
が
ボ
ヘ
ミ
ア
で
あ
っ
た
ゆ
え
だ
と
杉
田
は
思

い
至
る
。ボ
ヘ
ミ
ア
の
も
つ
歴
史
的
背
景
と
は
何

で
あ
ろ
う
か
。血
縁
で
結
束
を
高
め
て
き
た
ハ
プ

ス
ブ
ル
ク
家
の
落
日
の
遠
因
に
も
「
暗
い
血
」
が

あ
っ
た
こ
と
に
気
づ
き
、杉
田
は
小
説
の
構
想
を

練
り
は
じ
め
る
。

（
専
門
学
芸
員　

小
野 

芳
美
）
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本
題
に
入
る
前
に
ば
か
話
を
一
席
。清
張
さ
ん
は

浜
田
山
に
住
ん
で
お
ら
れ
ま
し
た
。私
は
、永
福
町

に
住
ん
で
い
た
ん
で
す
。ほ
ん
と
困
っ
た
こ
と
に
、

清
張
さ
ん
は
日
曜
日
に
な
る
と
、家
に
電
話
を
か
け

て
き
ま
し
て
、チ
リ
ン
チ
リ
ン
と
朝
に
鳴
る
ん
で
す

ね
。九
時
半
ご
ろ
、家
内
が
出
て
「
も
し
も
し
」
と
い

う
と
、「
松
本
だ
が
」
と
言
う
。う
ち
の
家
内
が
「
ど

ち
ら
の
松
本
さ
ん
で
す
か
？
」
と
訊
く
と
、「
浜
田

山
の
松
本
だ
が
」
と
お
っ
し
ゃ
る
。「
は
あ
、清
張
さ

ん
」
と
び
っ
く
り
す
る
家
内
に
、「
半
藤
く
ん
、い
る

か
ね
？
」
と
い
う
こ
と
で
、私
が
出
る
と
、「
ち
ょ
っ

と
急
用
が
あ
る
か
ら
来
て
く
れ
」
と
い
う
ん
で
す
。

し
ば
ら
く
、家
内
は
「
朝
の
電
話
、私
、出
な
い
」
と

い
っ
て
頑
張
っ
て
ま
し
た
が
、し
ょ
う
が
な
い
の

で
、下
駄
は
い
て
自チ

ャ

リ

転
車
に
乗
っ
て
、清
張
さ
ん
の

家
に
行
き
ま
し
た
。そ
し
て
、門
の
外
に
自
転
車
を

立
て
か
け
て
鍵
を
し
め
て
、中
に
入
る
。別
に
何
も

用
は
な
い
ん
で
す
よ
。（
笑
）「
編
集
者
が
日
曜
日
に

休
ん
で
い
る
の
は
け
し
か
ら
ん
」
と
言
う
ん
で
す

よ
。ひ
ど
い
人
で
す
ね
。「
お
れ
は
働
い
て
る
ん
だ
。

そ
れ
な
の
に
編
集
者
ど
も
は
日
曜
日
に
の
う
の
う

と
休
ん
で
い
る
。こ
れ
は
良
く
な
い
こ
と
だ
」
と
、

「
だ
か
ら
、今
日
お
ま
え
は
お
れ
と
話
を
し
ろ
」と
、

そ
れ
だ
け
の
こ
と
な
ん
で
す
。

　

つ
い
で
に
ち
ょ
っ
と
脱
線
し
ま
す
が
、も
う
一

つ
ば
か
話
を
。話
が
終
っ
て
帰
ろ
う
と
す
る
と
、私

の
履
い
て
き
た
下
駄
が
な
い
ん
で
す
よ
ね
。私
が

「
下
駄
が
な
い
ん
で
す
が
」
と
い
っ
た
ら
、お
手
伝

い
さ
ん
が
「
あ
ん
ま
り
汚
い
の
で
捨
て
ち
ゃ
い
ま

し
た
」
と
い
う
。（
笑
）
ひ
ど
い
も
ん
だ
と
思
い
ま
し

た
け
ど
、そ
う
い
う
仲
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、日
曜
日

の
休
み
に
呼
ば
れ
て
い
ろ
い
ろ
な
話
を
し
た
。そ

の
と
き
の
一
つ
の
話
を
今
日
は
さ
せ
て
い
た
だ
き

た
い
と
思
い
ま
す
。

　

二
・
二
六
事
件
に
お
け
る
石
原
莞
爾
は
非
常
に

む
ず
か
し
い
方
で
す
。む
ず
か
し
い
人
で
す
が
、石

原
莞
爾
の
と
こ
ろ
だ
け
を
拾
っ
て
見
る
と
、事
件

に
際
し
て
非
常
に
カ
ッ
コ
い
い
人
な
ん
で
す
ね
。

石
原
は
反
乱
軍
に
対
し
て「
討
伐
せ
よ
、こ
う
い
う

こ
と
は
許
さ
ん
」と
、最
初
か
ら
最
後
ま
で
び
く
と

も
し
な
か
っ
た
と
い
う
見
方
も
で
き
る
と
思
い
ま

す
が
、カ
ッ
コ
い
い
こ
と
を
や
っ
て
い
る
が
、本
心

は
ど
っ
ち
か
分
ら
ん
ぞ
と
い
う
と
こ
ろ
も
見
ら
れ

る
の
で
す
。ど
っ
ち
の
見
方
も
で
き
る
。そ
こ
で
、

こ
の
石
原
莞
爾
を
め
ぐ
っ
て
は
清
張
さ
ん
と
私
と

は
真
っ
向
か
ら
ぶ
つ
か
り
合
っ
た
の
で
す
。清
張

さ
ん
が
あ
ん
ま
り
石
原
莞
爾
を
褒
め
た
た
え
る

と
、そ
ん
な
も
の
じ
ゃ
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か

と
、つ
い
清
張
さ
ん
に
文
句
を
言
い
た
く
な
る
ん

で
す
ね
。清
張
さ
ん
、け
っ
こ
う
褒
め
て
い
る
ん
で

す
よ
。

　

ま
ず
石
原
莞
爾
は
、反
乱
軍
将
校
の
方
か
ら
み
る

と
、ど
う
い
う
ふ
う
に
見
ら
れ
た
か
。磯
部
浅
一
の

『
行
動
記
』
と
い
う
膨
大
な
手
記
が
残
っ
て
お
り
ま

し
て
、そ
れ
で
反
乱
軍
側
の
動
き
と
か
気
持
ち
と
か

精
神
と
い
う
も
の
を
だ
い
た
い
察
す
る
こ
と
が
で

き
る
わ
け
で
す
。清
張
さ
ん
も
『
二
・
二
六
事
件
』
の

中
に
そ
れ
を
十
分
に
お
使
い
に
な
っ
て
い
る
。

　
『
第
二
回
被
告
人
訊
問
調
書
（
磯
部
浅
一
）』
を
み

る
と
、決
行
の
十
日
前
、二
月
の
十
六
日
く
ら
い
の

と
き
に
、『
私
共
ノ
気
持
ガ
判
ツ
テ
下
サ
ル
方
々
』

と
し
て
名
前
が
ず
ら
っ
と
載
っ
て
る
ん
で
す
。つ

ま
り
、反
乱
軍
将
校
側
が
ど
う
し
て
立
た
な
き
ゃ

い
け
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
気
持
ち
を
よ
く
分

か
っ
て
く
れ
る
方
々
と
し
て
、ず
ら
ー
っ
と
名
前

が
挙
が
っ
て
ま
す
。牟
田
口
廉
也
、鈴
木
貞
一
、小

畑
敏
四
郎
、岡
村
寧
次
、山
下
奉
文
、本
庄
繁
、荒
木

貞
夫
、真
崎
甚
三
郎
、川
島
義
之
、今
井
清
と
い
う

面
々
が
並
ん
で
お
り
ま
し
て
、そ
の
中
に
石
原
莞

爾
と
い
う
名
前
も
あ
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。と

い
う
こ
と
は
、決
行
十
日
く
ら
い
前
に
は
、石
原
は

こ
っ
ち
組
と
反
乱
軍
の
人
た
ち
は
見
て
い
た
こ
と

が
、若
干
分
る
ん
で
す
。

　

と
こ
ろ
が
、不
思
議
な
こ
と
は
、決
行
当
日
に

な
っ
た
と
き
に
、磯
部
は
『
行
動
記
』
の
中
で
『
余

の
作
成
し
た
惨
殺
す
べ
き
軍
人
』と
し
て
、林
銑
十

郎
、片
倉
衷
、武
藤
章
と
い
う
名
前
と
並
ん
で
、石

原
莞
爾
と
い
う
名
前
が
挙
っ
て
い
る
ん
で
す
ね
。

で
す
か
ら
、ス
タ
ー
ト
の
と
き
か
ら
、石
原
莞
爾
は

反
乱
軍
の
方
か
ら
見
る
と
、鵺ぬ

え

み
た
い
に
ど
っ
ち

の
側
か
よ
く
分
か
ん
な
い
人
だ
っ
た
、と
見
れ
ば

見
れ
る
ん
で
す
。た
だ
、磯
部
が
ど
こ
ま
で
反
乱
軍

将
校
全
員
の
意
思
を
代
表
し
て
い
る
か
は
分
り
ま

せ
ん
。惨
殺
す
べ
き
軍
人
と
し
て
挙
げ
て
い
る
名

前
は『
余
の
』で
、『
私
』が
こ
う
考
え
る
と
い
う
わ

け
で
す
か
ら
。で
も
一
応
、林
銑
十
郎
に
し
ろ
、片

倉
衷
に
し
ろ
、武
藤
章
に
し
ろ
、統
制
派
の
錚
々
た

る
面
々
で
す
か
ら
、皇
道
派
の
方
か
ら
み
れ
ば
、ま

さ
に
惨
殺
す
べ
き
人
間
で
あ
っ
た
か
と
思
い
ま

す
。そ
の
中
に
、石
原
莞
爾
の
名
前
が
ひ
ょ
こ
ん
と

出
て
く
る
ん
で
す
ね
。『
我
々
の
心
が
分
っ
て
い

る
人
』
の
中
に
も
出
て
く
る
し
、『
切
り
殺
す
方
』

編
集
者
が
日
曜
日
に
休
む
の
は
け
し
か
ら
ん

反
乱
軍
将
校
か
ら
み
た
石
原
莞
爾

講 

演
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に
も
出
て
く
る
。た
っ
た
十
日
の
差
な
ん
で
す
よ
。

で
す
か
ら
、こ
れ
、ま
こ
と
に
や
や
こ
し
い
ん
で
す

ね
。従
っ
て
、清
張
さ
ん
も
こ
の
両
方
を
見
て
い

る
か
ら
、お
書
き
に
な
り
な
が
ら
「
さ
て
さ
て
」
と

思
っ
た
に
ち
が
い
な
い
と
思
う
の
で
す
が
、そ
れ

は
こ
れ
か
ら
の
話
に
な
り
ま
す
。

　

さ
ら
に
、も
う
一
つ
石
原
莞
爾
の
出
番
は
、午
前

十
時
過
ぎ
で
す
。磯
部
浅
一
と
い
う
反
乱
軍
の
中

心
人
物
が
、た
っ
た
一
人
で
戒
厳
司
令
部
に
乗
り

込
ん
で
く
る
わ
け
で
す
。軍
事
参
議
官
を
追
い
出

し
た
今
の
話
は
、午
前
十
時
十
分
ご
ろ
の
話
だ
っ

た
の
で
、ほ
と
ん
ど
前
後
し
て
、香
椎
戒
厳
司
令
部

司
令
官
と
最
後
の
談
判
を
す
る
た
め
に
磯
部
が
乗

り
込
ん
で
き
ま
し
た
。我
々
の
今
の
思
い
を
伝
え

た
い
か
ら
、香
椎
に
会
わ
せ
て
く
れ
と
言
っ
て
、強

引
に
会
い
ま
し
た
。そ
し
て
、磯
部
は
滔
々
と
言
う

わ
け
で
す
。す
る
と
、そ
こ
に
石
原
が
来
て
、清
張

さ
ん
は
こ
う
書
く
ん
で
す
。〈
突
然
、石
原
莞
爾
大

佐
が
入
っ
て
き
た
。石
原
は
磯
部
の
横
に
来
て
、

「
君
等
は
奉
勅
命
令
が
下
っ
た
ら
ど
う
す
る
か
」と

問
う
た
〉。実
際
は
、す
で
に
石
原
自
身
が
今
朝
、命

令
受
領
者
を
集
合
さ
せ
て
命
令
を
伝
え
て
い
る
わ

け
で
す
。〈
こ
れ
は
磯
部
ら
の
出
方
を
見
る
た
め
の

打
診
だ
。「
ハ
ア
、い
い
で
す
ね
」
と
、磯
部
は
腹
を

立
て
て
突
放
す
〉。勝
手
に
し
ろ
と
い
う
こ
と
で
す

ね
。〈
い
い
で
す
ね
で
は
分
ら
ん
、き
く
か
、き
か
ぬ

か
だ
」「
其
れ
は
問
題
で
は
な
い
で
は
あ
り
ま
せ
ん

か
」と
、磯
部
は
わ
ざ
と
答
え
に
な
ら
ぬ
答
え
を
し

た
。両
方
の
話
は
噛
み
合
わ
な
い
〉。と
清
張
さ
ん

は
書
い
て
い
る
。

　

そ
の
と
き
は
そ
の
ま
ま
分
か
れ
た
ん
で
す
が
、

ま
た
十
時
四
十
分
頃
に
な
っ
て
、〈
再
び
石
原
大
佐

が
入
り
来
り
、『
司
令
官
に
強
硬
な
る
意
見
具
申
し

た
る
も
、き
か
れ
ず
、司
令
官
は
奉
勅
命
令
は
実
施

せ
ぬ
訳
に
は
ゆ
か
ぬ
。お
上
を
欺
く
事
は
出
来
ぬ

と
言
ひ
、断
乎
た
る
決
心
だ
』〉
つ
ま
り
、戒
厳
司

令
官
と
し
て
は
天
皇
の
奉
勅
命
令
が
出
た
ん
だ
か

ら
、命
令
を
聞
か
な
い
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
ず
、

断
固
た
る
決
心
を
固
め
て
い
る
ん
だ
か
ら
、お
ま

え
が
何
を
言
っ
て
も
ダ
メ
な
ん
だ
と
言
っ
た
わ
け

で
す
ね
。そ
し
て
、〈
『
ど
う
だ
、君
等
は
引
い
て
呉

れ
ぬ
か
、こ
の
上
は
男
と
男
の
腹
で
は
な
い
か
』と

言
ふ
た
〉。そ
こ
で
、石
原
莞
爾
は
涙
を
ぽ
ろ
ぽ
ろ

流
し
な
が
ら
、磯
部
の
手
を
と
っ
て
握
手
を
し
な

が
ら
「
引
い
て
く
れ
な
い
か
」
と
言
っ
た
ら
し
い

ん
で
す
よ
ね
。

　

で
、清
張
さ
ん
は
こ
う
書
く
ん
で
す
。〈
石
原
は

戒
厳
参
謀
中
、奉
勅
命
令
の
即
時
下
達
論
者
で
あ

り
、討
伐
も
辞
せ
な
い
最
強
硬
論
者
で
あ
る
〉。こ

れ
が
清
張
さ
ん
の
石
原
莞
爾
論
な
ん
で
す
ね
。〈
石

原
が
杉
山
参
謀
次
長
の
尻
を
叩
き
、決
行
幹
部
に

心
情
的
に
同
調
し
て
、態
度
の
煮
え
切
ら
な
い
香

椎
司
令
官
を
引
張
り
、遂
に
香
椎
を
し
て「
決
心
変

更
、討
伐
を
断
行
せ
ん
」と
杉
山
に
言
明
さ
せ
た
の

は
、こ
れ
ま
で
み
て
き
た
通
り
で
あ
る
。し
た
が
っ

て
、石
原
が
香
椎
に
「
強
硬
な
る
意
見
具
申
」
を
し

た
が
、香
椎
が
こ
れ
を
承
知
し
な
か
っ
た
、と
い
う

の
は
、事
実
の
顛
倒
で
、石
原
が
磯
部
の
手
前
、司

令
官
の「
断
乎
た
る
決
心
」の
せ
い
に
し
て
し
ま
っ

た
の
で
あ
る
。実
力
者
が
自
己
の
意
見
を
無
能
な

上
長
の
言
葉
に
ス
リ
か
え
る
の
は
常
套
手
段
で
あ

る
〉。と
、石
原
は
実
に
上
手
い
芝
居
を
う
っ
た
と

言
っ
て
い
る
で
す
よ
ね
。〈
討
伐
の
強
硬
意
見
を
持

ち
な
が
ら
、実
は
石
原
も
撤
退
を
最
善
の
策
と
し

た
〉。と
、清
張
さ
ん
は
書
い
て
い
る
ん
で
す
ね
。

〈
石
原
も
、こ
の
事
件
を
応
用
し
て
、あ
わ
よ
く
ば

自
己
の
抱
い
て
い
る
国
内
体
制
の
改
革
策
を
遂
行

し
よ
う
と
い
う
肚
が
あ
っ
た
（
二
十
六
日
夜
、帝
国
ホ
テ

ル
で
橋
本
欣
五
郎
、満
井
佐
吉
の
会
談
に
参
加
し
た
の
も
そ
の
現

れ
で
あ
る
）
か
ら
、討
伐
は
必
ず
し
も
彼
の
望
む
と
こ

ろ
で
は
な
か
っ
た
。ま
た
、討
伐
を
決
行
す
れ
ば
、

軍
と
国
民
と
が
分
裂
す
る
結
果
に
な
る
の
で
、石

原
の
改
革
案
遂
行
も
困
難
と
な
り
、彼
が
育
て
て

き
た
「
満
洲
経
営
策
」
に
も
大
き
く
影
響
す
る
〉、

〈
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
い
ろ
い
ろ
考
え
て
い
た
石

原
は
、磯
部
に
「
引
い
て
く
れ
」
と
頼
ん
だ
の
だ
ろ

う
が
「
握
手
を
し
て
落
涙
」
し
た
と
い
う
の
は
、石

原
に
し
て
は
珍
し
く
軍
人
的
感
傷
だ
。少
々
芝
居

が
か
っ
て
み
え
る
の
も
、そ
の
場
の
昂
奮
で
あ
ろ

う
か
〉と
清
張
さ
ん
は
書
く
。石
原
も
撤
退
を
最
善

の
策
と
し
た
。石
原
の
本
心
は
討
つ
ん
じ
ゃ
な
く

引
か
せ
よ
う
と
い
う
思
い
に
あ
っ
た
ん
だ
と
清
張

さ
ん
は
言
う
わ
け
で
す
。

　

そ
の
辺
は
ど
う
で
し
ょ
う
？　

皆
さ
ん
、こ
れ

は
面
白
い
こ
と
だ
と
思
う
ん
で
す
よ
ね
。

　

中
国
の
印
章
の
研
究
を
や
っ
て
き
て
、日
本
の

古
代
史
を
見
ま
す
と
、松
本
清
張
先
生
が
四
十
年

前
に
指
摘
さ
れ
た
『
火
の
路
』
と
い
う
小
説
の
コ

ア
の
部
分
が
、ど
う
考
え
て
も
当
っ
て
い
る
ん
で

は
な
い
か
と
い
う
気
が
し
て
な
ら
な
い
ん
で
す
。

『
火
の
路
』の「
火
」は
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
の「
火
」

で
、ペ
ル
シ
ア
の
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
が
日
本
の
飛

鳥
ま
で
入
っ
て
い
る
と
い
う
の
が
、清
張
先
生
の

自
説
で
す
。一
番
感
心
し
た
の
は
そ
れ
が
単
な
る

思
い
付
き
で
は
な
い
こ
と
で
す
。実
証
が
あ
る
。

資
料
も
信
頼
性
の
確
認
を
し
た
上
で
組
み
立
て

て
い
る
ん
で
す
。驚
い
た
の
は
、中
国
の
陳
垣
と

い
う
学
者
の『
火
祆
教
入
中
国
考
』や
、日
本
で
は

東
洋
学
者
石
田
幹
之
助
の
『
長
安
の
春
』
な
ど
を

読
ま
れ
た
り
、専
門
家
の
生
の
論
文
が
『
火
の
路
』

に
は
い
っ
ぱ
い
出
て
い
る
こ
と
で
す
。本
当
に
こ

ん
な
と
こ
ろ
ま
で
勉
強
す
る
の
か
と
い
う
く
ら

い
、細
か
い
掘
り
さ
げ
を
し
て
そ
れ
を
積
み
重
ね

て
論
を
作
っ
て
い
る
ん
で
す
。

　

一
九
七
〇
年
代
は
、日
本
史
が
や
っ
と
東
ア
ジ

ア
で
位
置
付
け
ら
れ
る
時
代
で
し
た
。中
国
と
か

朝
鮮
半
島
を
視
野
に
入
れ
て
日
本
の
歴
史
を
論

ず
る
こ
と
が
始
ま
っ
た
。と
こ
ろ
が
、清
張
先
生

は
『
火
の
路
』
連
載
の
七
三
、四
年
の
時
点
で
、そ

こ
に
ペ
ル
シ
ア
を
入
れ
る
ん
で
す
ね
。何
で
す

か
、こ
れ
は
？

　

西
方
の
ト
カ
ラ
人
と
か
ペ
ル
シ
ア
人
が
日
本
に

来
た
と
い
う
こ
と
は
、『
日
本
書
紀
』
や
『
続
日
本

紀
』
な
ど
の
文
献
を
調
べ
る
と
、白
雉
五
（
六
五
四
）

年
、斉
明
三
（
六
五
七
）
年
、斉
明
六
（
六
六
〇
）
年
、天

平
八（
七
三
六
）年
な
ど
、ち
ゃ
ん
と
出
て
き
ま
す
。

　

次
に
物
証
で
す
。ま
ず
正
倉
院
の
文
物
で
す
。

「
白
瑠
璃
碗
」、「
漆
胡
瓶
」
は
ペ
ル
シ
ア
で
す
ね
。

そ
れ
か
ら
法
隆
寺
の「
龍
首
水
瓶
」は
、胴
部
に
ペ

ガ
サ
ス
の
彫
り
物
が
あ
り
ま
す
。「
四
騎
獅
子
狩

文
錦
」
も
法
隆
寺
の
所
蔵
で
、ペ
ル
シ
ア
人
が
獅

子
狩
り
を
し
て
い
る
。ま
た
、大
阪
芸
大
の
近
く

の
安
閑
天
皇
陵
と
か
奈
良
の
新
沢
千
塚
と
か
に
、

印
章
研
究
と『
火
の
路
』

清
張
さ
ん
の
石
原
莞
爾
論

松
本
清
張『
火
の
路
』と
ペ
ル
シ
ア
文
化
の
飛
鳥
東
漸

―
法
隆
寺
烙
印
十
字・明
日
香
石
造
物・胡
印
及
び
景
教
遺
物
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ

久
米 

雅
雄

○
大
阪
芸
術
大
学
客
員
教
授

発
表
者

研
究
発
表

ト
カ
ラ
人
・
ペ
ル
シ
ア
人
の
来
朝
と
文
物
の
東
漸
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ペ
ル
シ
ア
の
ガ
ラ
ス
碗
が
入
っ
て
い
る
。正
倉
院

と
か
法
隆
寺
に
入
る
前
の
段
階
、六
世
紀
の
古
墳

の
中
か
ら
出
た
の
で
す
。ペ
ル
シ
ア
人
と
の
交
流

は
も
っ
と
早
い
時
期
か
も
し
れ
な
い
。

　

松
本
先
生
も
ふ
れ
ら
れ
て
ま
す
が
、法
隆
寺
の

伎
楽
面
で
す
ね
。七
世
紀
、八
世
紀
の
も
の
で
、『
酔

胡
王
』
と
『
酔
胡
従
』
を
選
び
ま
し
た
。西
域
の
ペ

ル
シ
ア
人
の
顔
を
写
し
た
も
の
だ
と
言
わ
れ
て
い

ま
す
。

　
『
石
造
男
女
像
』
は
、噴
水
で
水
が
飛
び
出
す
よ

う
に
な
っ
て
い
ま
す
。松
本
先
生
は
『
酒
船
石
』
を

ハ
オ
マ
酒
醸
造
の
た
め
の
設
備
と
さ
れ
ま
し
た
。

そ
し
て
、こ
う
い
う
石
造
物
は
朝
鮮
半
島
に
は
稀

有
で
、ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。噴
水
と
い
う
文
化

も
朝
鮮
に
は
な
い
、ペ
ル
シ
ア
独
特
の
文
化
だ
と

論
じ
ら
れ
た
わ
け
で
す
。『
猿
石
』
も
朝
鮮
半
島
で

は
ち
ょ
っ
と
見
か
け
な
い
。大
き
な
も
の
で
は『
亀

石
』が
あ
る
。『
二
面
石
』は
橘
寺
に
あ
り
ま
す
。

　

橘
寺
の
道
路
を
隔
て
て
広
い
公
園
が
あ
っ
て
、

礎
石
が
並
ん
で
い
ま
し
た
。お
寺
の
礎
石
は
円
形

の
も
の
が
多
い
が
、こ
こ
の
は
い
く
つ
か
十
字
形

を
し
て
い
ま
す
。仏
教
徒
以
外
の
寄
進
者
（
ペ
ル
シ
ア

系
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
？
）
の
気
持
ち
が
現
れ
て
い
る
の

か
な
あ
と
思
っ
た
り
し
ま
し
た
。川
原
寺
の
遺
跡

で
す
。薬
師
寺
の
北
端
に
「
十
字
廊
」
と
い
う
、十

字
形
の
建
物
跡
が
出
て
き
ま
し
た
。何
で
寺
院
の

北
の
端
に
十
字
廊
を
造
る
必
要
が
あ
る
の
か
。

　

印
章
研
究
の
中
で
、例
え
ば
、ヨ
ト
カ
ン
で
ペ
ガ

サ
ス
、ホ
ー
タ
ン
で
は
ヘ
ラ
ク
レ
ス
像
と
か
ア
テ
ナ

像
と
か
エ
ロ
ス
像
と
か
、ギ
リ
シ
ア
の
神
々
の
判
子

や
封
泥
が
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
か
ら
大
量
に
出
て
い
る

わ
け
で
す
。ソ
グ
ド
と
ト
カ
ラ
の
間
に
バ
ク
ト
リ
ア

と
い
う
国
が
あ
り
ま
す
。ギ
リ
シ
ア
人
が
移
住
し
て

作
っ
た
国
で
す
。ペ
ル
シ
ア
の
力
が
強
く
な
っ
て
バ

ク
ト
リ
ア
を
包
摂
し
て
し
ま
う
と
、ギ
リ
シ
ア
文

化
を
ペ
ル
シ
ア
が
呑
み
込
ん
で
し
ま
う
。す
る
と
、

ギ
リ
シ
ア
や
ロ
ー
マ
の
も
の
も
ペ
ル
シ
ア
に
融
合

さ
れ
て
、中
国
に
入
り
、遣
唐
使
経
由
で
飛
鳥
ま
で

入
っ
て
き
て
な
い
か
、と
思
う
わ
け
で
す
ね
。

　

次
の
貨
幣
の
図
は
ペ
ガ
サ
ス
で
、裏
側
が
ア
テ

ナ
。次
の
『
二
面
』
は
ヤ
ヌ
ス
と
い
う
神
様
。僕
は

橘
寺
の
『
二
面
石
』
に
、ペ
ル
シ
ア
経
由
で
か
な
り

加
工
さ
れ
た
ロ
ー
マ
的
な
要
素
が
入
っ
て
い
る
よ

う
な
気
が
し
て
な
ら
な
い
ん
で
す
。

　
『
猿
石
』な
ど
も
、山
王
権
現
の
耳
の
と
こ
ろ
は
、

「
角
」で
は
な
く
て
ま
さ
に「
ウ
ィ
ン
グ（
翼
）」で
す

ね
。ヘ
ル
メ
ス
と
い
う
ギ
リ
シ
ア
の
神
の
足
に
は
、

翼
が
く
っ
付
い
て
く
る
こ
と
が
多
い
。こ
の
写
真
の

ヘ
ル
メ
ス
は
横
に
ウ
ィ
ン
グ
が
付
い
て
い
る
兜
（
か

ぶ
と
）
を
、頭
に
被
っ
て
い
ま
す
ね
。旅
の
守
護
神
ヘ

ル
メ
ス
の
影
響
が
な
い
か
、ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
神

話
の
影
響
が
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

次
は
ペ
ル
シ
ア
の
貨
幣
で
す
。表
に
国
王
の
肖

像
、裏
は
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
の
拝
火
壇
と
祭
司
像

で
す
。王
様
の
王
冠
に
月
と
星
が
出
て
く
る
。傍
に

七
曜
文
が
描
か
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

印
章
で
は
、サ
サ
ン
朝
ペ
ル
シ
ア
時
代
の
ペ
ガ

サ
ス
、次
は
ヘ
ル
メ
ス
像
で
す
。こ
う
い
う
の
を
見

ま
す
と
、ペ
ガ
サ
ス
の
像
が
法
隆
寺
に
入
っ
て
い

て
、石
造
物
も
清
張
先
生
が
お
っ
し
ゃ
る
よ
う
に
ペ

ル
シ
ア
系
で
あ
る
可
能
性
は
高
い
け
れ
ど
、た
だ
そ

の
場
合
、ギ
リ
シ
ア
と
か
ロ
ー
マ
的
な
要
素
も
含
ん

だ
ペ
ル
シ
ア
な
の
か
な
と
い
う
感
じ
が
し
ま
す
。

　

二
〇
一
三
年
に「
景
教
印
研
究
」を
発
表
し
ま
し

た
が
、問
題
と
し
て
残
っ
た
の
は
、景
教
（
ネ
ス
ト
リ

ウ
ス
派
キ
リ
ス
ト
教
）
の
判
子
も
宋
・
元
の
も
の
は
確
認

で
き
る
け
れ
ど
、唐
の
時
代
は「
大
秦
景
教
中
国
流

行
碑
」（
七
八
一
年
）
や
墓
誌
な
ど
の
遺
物
は
出
て
く

る
の
に
、な
ぜ
判
子
は
な
い
の
か
と
い
う
疑
問
で

す
。本
当
は
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
な
が
ら
、

最
後
に
辿
り
つ
く
の
が
今
回
の
『
法
隆
寺
烙
印
十

字
』（
香
木
に「
字
五〔
7
6
1
〕年
」の
墨
書
）の
研
究
で
す
。

　
『
法
隆
寺
烙
印
十
字
』
は
江
戸
時
代
か
ら
注
目

（
穂
井
田
忠
友
、長
谷
川
延
年
）
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、刻

印
や
烙
印
の
字
は
よ
く
分
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
『
火
の
路
』
の
お
仕
事
を
い
ち
早
く
評
価
さ
れ

た
伊
藤
義
教
先
生
は
、刻
銘
の
末
尾
は
lk
で
あ
る

か
ら
「
ボ
ー
フ
ト
ー
イ
」
で
な
く
て
「
ボ
ー
フ
ト

ラ
ー
ク
」
と
読
ん
だ
方
が
よ
く
、そ
の
意
味
は
「
あ

な
た
が
救
わ
れ
て
（
ま
し
ま
す
よ
う
に
）」
と
い
う
祈
願

文
で
、意
訳
す
る
と
「
あ
な
た
の
霊
よ
、安
か
れ
」

で
、人
名
で
は
な
く
祈
願
文
だ
と
お
っ
し
ゃ
っ
て

い
る
。井
本
英
一
先
生
は
ペ
ル
シ
ア
語
の
部
分
を

「
ボ
ー
フ
ト
ー
ル
」と
読
み
、「
救
世
主
」と
い
う
意

味
の
方
言
形
で
あ
る
と
位
置
付
け
ら
れ
ま
し
た
。

　

た
だ
焼
印
の
方
は
、東
野
治
之
先
生
も
の
べ
る

よ
う
に
「
ニ
ー
ム
・
シ
ー
ル
」（
半
両
）
で
は
意
味
に

発
展
が
な
い
。茨
木
市
の
隠
れ
キ
リ
シ
タ
ン
の
墓

碑
や
京
都
の
墓
碑
、景
教
遺
物
を
見
る
と
、十
字
は

ど
こ
に
あ
る
か
。信
仰
者

の
目
で
見
る
と
、十
字
架

は
上
方
に
仰
ぎ
見
る
も
の

で
、ふ
つ
う
上
に
あ
る
。私

は
天
地
を
逆
転
さ
せ
て
、

十
字
を
上
に
し
て
、文
字

を
ソ
グ
ド
語
で
読
め
な
い

か
と
思
っ
た
の
で
す
。

　

焼
印
の
「
ニ
ー
ム
・
シ
ー

ル
」
は
、ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト

で
は「
N
Y
M 
S
Y
R
」で

す
。こ
れ
を
逆
転
さ
せ
る

と
、左
側
が
「
R
Y
S
」
に

な
り
、右
側
が
「
M
Y
N
」。

『
ア
ラ
ム
語
―
日
本
語
単
語
集
』
を
調
べ
る
と
、

「
R
Y
S
」
は
「
頭
（
か
し
ら
）」
と
か
「
始
ま
り
」
と

出
て
く
る
。「
レ
ー
シ
ュ
」
で
す
。も
う
一
つ
の

「
M
Y
N
」
は
「
メ
ー
ン
」
で
、「
水
」、「
国
、国
民
」

と
あ
り
ま
す
。合
わ
せ
て
、「
諸
国
民
の
頭（
か
し
ら
）・

始
ま
り
」、そ
う
い
う
意
味
だ
と
思
っ
た
ん
で
す
。

と
こ
ろ
が
、ア
ラ
ム
語
に
は
「
S
」
の
音
が
二
つ
あ

る
の
で
、厳
密
に
探
す
と
、セ
ム
語
関
係
の
辞
典
の

中
に
「
救
い
」
と
い
う
単
語
が
出
て
き
た
。で
、「
諸

国
民
の
救
い
or 

頭
」、原
音
的
に
は
「
救
い
」
の
方

が
い
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

ペ
ル
シ
ア
語
の
刻
銘
を
井
本
英
一
先
生
は
「
救

世
主
」
と
訳
し
、十
字
は
ネ
ス
ト
リ
ウ
ス
派
か
マ

ニ
教
の
十
字
、印
文
は
イ
ラ
ン
系
の
ソ
グ
ド
文
字

で
書
か
れ
て
い
ま
す
か
ら
、ペ
ル
シ
ア
系
で
あ
る

こ
と
は
は
っ
き
り
し
て
い
る
。「
諸
国
民
の
救
い
」

と
い
う
言
葉
に
、十
字
架
の
キ
リ
ス
ト
を
イ
メ
ー

ジ
す
る
の
も
間
違
っ
て
は
い
な
い
と
思
い
ま
す
。

従
っ
て
法
隆
寺
に
、光
明
皇
后
追
善
供
養
の
た
め

に
ソ
グ
ド
人
が
香
木
を
献
納
し
た
、そ
う
い
う
結

論
に
な
る
わ
け
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、ア
ジ
ア
最
古
の
ソ
グ
ド
語
の
キ

リ
ス
ト
教
印
が
飛
鳥
に
伝
来
し
て
い
る
こ
と
が
分

か
っ
た
。『
火
の
路
』
に
い
う
ペ

ル
シ
ア
文
化
の
飛
鳥
東
漸
は
確

実
で
あ
る
と
い
う
の
が
私
の
結

論
で
す
。

　

そ
れ
に
し
ま
し
て
も
、松
本

清
張
と
い
う
方
は
巨
人
だ
な
あ

と
本
当
に
感
じ
ま
す
。四
十
年

前
の
『
火
の
路
』
の
先
見
性
も
、

よ
く
こ
こ
ま
で
見
通
せ
た
と
思

い
ま
し
た
。一
つ
一
つ
追
っ
か

け
て
い
く
と
証
拠
が
あ
が
っ
て

く
る
、そ
の
立
証
性
に
は
、本
当

に
脱
帽
も
脱
帽
、脱
ぐ
帽
子
が

な
い
感
じ
で
す
。

法
隆
寺
伝
来
香
木
烙
印
十
字

―
唐
代
ペ
ル
シ
ア
系
基
督
教
印
、

奈
良
の
都
に
入
る

―

『
火
の
路
』と
明
日
香
の
石
造
物
等
の
調
査



　「暗い血の旋舞」は清張が1987年に発表した作品です。こ
こで描かれるミツコ・クーデンホーフ=カレルギー（青山光子 
1874～1941）は文明開化間もない東京で生まれ、オーストリ
ア=ハンガリーの外交官と結婚、渡欧しました。「最初に国際
結婚をした日本人女性」として知られています。
　第一次世界大戦の勃発、オーストリア=ハンガリー帝国の

崩壊、ナチス・ドイツの台頭̶ミツコはヨーロッパの激動の
時代に直面します。そして夫亡きあとも逞しく生き抜き、ふたた
び日本の地を踏むことなく人生の幕を閉じます。
　清張はミツコを通して、中欧近代史の真実に迫ろうとしまし
た。本展では、ミツコ・クーデンホーフ=カレルギーの数奇な運
命に光をあて、「暗い血の旋舞」の作品世界をご紹介します。

　「暗い血の旋舞」は、NHK特集「ミツコ 二つの世紀
末」（出演：吉永小百合）との共同取材に基づくメディア
ミックス作品としても注目を集めました。

松本清張記念館開館16周年記念特別企画展

清張が描いた“ミツコ”Ⅰ

　ミツコは「暗い血の旋舞」
のほか、評伝も多く、漫画、
演劇など、様々なかたちで愛
されています。

光子からMITSUKOへⅢ

平成26年8月1日（金）～11月3日（月・祝）開催期間

松本清張記念館地階　企画展示室

※常設展示観覧料に含む

場　　所

一　般 500円　中高生 300円
小学生 200円

入 場 料

吉永小百合とウィーン・ホーフブルク宮殿で取材する清張
写真提供：吉田節子

　ミツコは夫ハイン
リッヒとの間に、の
ちに「EUの父」とし
て知られる次男リ
ヒャルトをはじめ、
七人の子どもたち
に恵まれました。

ミツコを取り巻く世界Ⅱ

「ロングネックレスの伯爵夫人」
ミヒャエル・クーデンホーフ=カレルギー筆

　清張はオーストリア・スイ
ス・チェコスロバキア（当
時）を丹念に取材し、考察
を深めます。自ら手がけた
写真やスケッチを通して、
その取材紀行を追体験し
ます。

国境を越える探求心
清張の取材旅行

Ⅳ

『暗い血の旋舞』
1987年4月、日本放送出版協会

清張が帯文を書いた木村毅著
『クーデンホーフ光子伝』
1971年6月、鹿島研究所出版会

ミツコが晩年を過ごした家を
取材する清張

清張のスケッチ（ホテック分家の館）

写真提供：飯田隆夫

「暗い血の旋舞」直筆原稿
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板
櫃
川
は
、松
本
清
張
記
念
館
の
あ
る
、こ
こ
北
九

州
市
を
流
れ
る
川
の
一
つ
で
あ
る
。地
元
の
河
川
愛

護
活
動
が
盛
ん
で
、沿
川
住
民
で
構
成
す
る
「
か
わ
ば

た
会
議
」
が
組
織
さ
れ
る
等
、市
民
参
加
に
よ
る
川
づ

く
り
が
進
め
ら
れ
て
き
た
と
聞
く
。街
中
の
流
域
で
、

整
備
さ
れ
た
散
策
道
を
行
く
と
、犬
を
連
れ
た
人
と

す
れ
違
い
、水
辺
で
語
ら
う
姿
が
あ
っ
た
。

　

ふ
と
見
る
と
、橋
の
側
に
一
枚
の
案
内
板
が
立
っ

て
い
る
。「
板
櫃
川
古
戦
場
跡
」。時
を
遡
る
こ
と

千
二
百
有
余
年
、天
平
一
二
（
七
四
○
）
年
、大
宰
府

の
次
官
で
あ
っ
た
藤ふ

じ
わ
ら
の
ひ
ろ
つ
ぐ

原
広
嗣
が
当
時
の
失
政
を
指

摘
し
、天
地
災
異
の
原
因
と
み
な
す
僧
「
玄
昉
」
と

下し
も
つ
み
ち
の
ま
き
び

道
真
備
（
の
ち
の
吉きび
の
ま
き
び

備
真
備
）
の
追
放
を
求
め
て
挙
兵

し
た
。い
わ
ゆ
る「
藤
原
広
嗣
の
乱
」と
し
て
知
ら
れ

る
合
戦
の
舞
台
が
、こ
こ
板
櫃
川
で
あ
る
。

　
小
倉
市
（
旧
）
の
板
櫃
尋
常
小
学
校
に
一
時
学

ん
だ
こ
と
が
あ
り
、こ
の
板
櫃
川
の
あ
た
り
は

よ
く
歩
い
た
も
の
で
あ
る
。板
櫃
川
は
川
幅
も

せ
ま
く
な
っ
て
い
て
、と
て
も
両
軍
が
川
を
は

さ
ん
で
対
峙
し
た
よ
う
な
大
き
な
も
の
で
は
な

か
っ
た
。先
生
か
ら
広
嗣
合
戦
の
話
を
聞
い
て

も
ぴ
ん
と
こ
な
か
っ
た
こ
と
を
憶
え
て
い
る
。

　
　
　（
講
談
社『
古
代
の
終
焉 

清
張
通
史
6
』よ
り
）

　

清
張
が
奈
良
時
代
を
描
い
た

唯
一
の
小
説
「
眩
人
」
は
、昭
和

五
二
年
か
ら
五
五
年
ま
で
『
中
央

公
論
』
に
掲
載
さ
れ
た
。複
数
の

史
料
に
そ
の
名
が
散
見
す
る
、僧

「
玄
昉
」が
主
人
公
で
あ
る
。

　

そ
の
経
歴
を
、勅
撰
史
書
「
続

日
本
紀
」
は
、〈
入
唐
し
て
学
問
に

励
〉
み
、〈
帰
国
に
際
し
て
仏
教
の

経
典
お
よ
び
そ
の
注
釈
書
五
千

余
巻
と
各
種
の
仏
像
を
も
た
ら
し
〉、〈
日
本
の
朝

廷
で
も
〉〈
尊
ん
で
僧
正
に
任
じ
〉
ら
れ
た
が
、そ
の

後
〈
天
皇
の
は
で
な
寵
愛
が
目
立
つ
よ
う
に
な
り
、

次
第
に
僧
侶
と
し
て
の
行
な
い
に
背
く
行
為
が
多

く
な
〉り
、〈
左
遷
さ
れ
た
場
所
で
死
ん
だ
〉と
記
す

（
※
1
）
。一
方
で
「
今
昔
物
語
集
」
な
ど
は
皇
后
と
の

醜
聞
を
仄
め
か
し
、こ
の
路
線
を
踏
襲
し
た
史
料

も
複
数
あ
る
。

　

最さ
い
ご期

も
、謎
に
包
ま
れ
て
い
る
。「
続
日
本
紀
」
は

広
嗣
の
霊
に
殺
さ
れ
た
と
の
風
説
を
記
す
に
留
め

る
が
、清
張
は
、作
中
、登
場
人
物
に
も
っ
と
現
実

的
な
言
葉
で
語
ら
せ
る
。す
な
わ
ち
、〈
玄
昉
・
真
備

の
罪
を
弾
劾
し
て
謀
反
し
、〉
敗
戦
に
よ
り
〈
斬
ら

れ
た
〉〈
広
嗣
の
残
党
が
襲
撃
し
〉て〈
殺
害
〉し
た
、

あ
る
い
は
、〈
宮
廷
の
秘
密
を
あ
ま
り
に
知
り
す
ぎ

た
〉
と
し
て
、時
の
権
力
者
が
〈
放
っ
た
刺
客
〉
に

〈
暗
殺
〉さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
疑
う
。

　

清
張
は
、「
気
を
つ
け
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の

は
、歴
史
は
時
の
権
力
者
の
手
で
作
ら
れ
る
と
い

う
こ
と
。」（
※
2
）
と
述
べ
て
い
る
。史
料
の
行
間
に

作
為
臭
を
嗅
ぎ
取
り
、独
自
の
推
理
で
復
元
す
る

こ
と
で
、玄
昉
と
い
う
名
の
人
間
が
、天
平
の
世
を

躍
動
す
る
。幾
多
の
歴
史
上
の
人
物
の
な
か
、あ
え

て
玄
昉
に
眼
を
と
め
た
清
張
。そ
の
謎

め
い
た
生
涯
と
、僧
侶
ら
し
か
ら
ぬ
行

な
い
ゆ
え
に
、惹
き
付
け
ら
れ
る
も
の

が
あ
っ
た
の
か
。

　

今
に
残
る
風
景
の
向
こ
う
に
、清
張

が
見
た
玄
昉
の
面
影
を
求
め
、ゆ
か
り

の
地
を
訪
ね
る
。次
号
へ
続
く
。

（
※
1
） 『
続
日
本
紀（
上
）全
現
代
語
訳
』宇
治
谷
孟
著

（
一
九
九
二
年
、講
談
社
学
術
文
庫
）

（
※
2
） 

壮
大
に
描
く
日
本
民
族
の
歩
み
「
清
張
通
史
」
三

年
間
の
ロ
ン
グ
ラ
ン
　
松
本
清
張
氏
に
聞
く
　
岸
田
今
日

子
さ
ん（
東
京
新
聞
一
九
七
五
年
一
二
月
一
四
日
掲
載
）

（
加
地 

尚
子
）

　

作
家
専
業
に
な
る
以
前
の
、清
張
の
職

業
と
い
え
ば
、石
版
印
刷
の
職
人
か
ら
ス

タ
ー
ト
し
て
、朝
日
新
聞
社
で
は
広
告
デ

ザ
イ
ン
を
手
が
け
て
い
た
こ
と
は
、皆
さ

ん
ご
存
知
だ
ろ
う
。

　

か
つ
て
の
職
業
柄
か
、小
説
の
相
棒
で

あ
る
『
挿さ

し
え絵

』
に
は
、格
別
思
い
入
れ
が
あ

る
ら
し
く
、「
西
郷
札
」が「
週
刊
朝
日
」に

掲
載
さ
れ
た
と
き
の
こ
と
を
〈
岩
田
専
太

郎
氏
の
挿
絵
で
、さ
す
が
に
朝
日
で
、大

家
の
画
家
を
た
の
ん
で
く
れ
る
も
の
だ

な
と
感
激
し
た
。お
か
げ
で
作
品
は
引
き

立
ち
、予
想
以
上
に
読
ま
れ
た
よ
う
で
あ

る
〉（
※
1
）
と
書
い
て
い
る
。

　

記
念
館
に
、「
点
と
線
」
の
資
料
が
展

示
さ
れ
て
い
る
場
所
が
あ
る
。年
譜
で
、

清
張
が
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
作
家
に
な
っ
た

頃
を
示
す
あ
た
り
に
ケ
ー
ス
展
示
し
て

い
る
。そ
の
中
で
、「
点
と
線
」
の
直
筆
原

稿
の
一
枚
を
裏
返
し
、そ
こ
に
う
っ
す
ら

と
描
か
れ
た
落
書
き
の
よ
う
な
も
の
を

見
せ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。

　

こ
の
絵
だ
け
で
は
、何
の
こ
と
や
ら
わ

か
ら
な
い
が
、連
載
さ
れ
た
「
旅
」
の
第

二
回
目
を
見
る
と
、ほ
ぼ
同
じ
構
図
の
挿

絵
が
冒
頭
に
あ
る
。つ
ま
り
、清
張
が
原

稿
の
裏
に
、挿

絵
画
家
へ
の

メ
ッ
セ
ー
ジ
を

描
い
て
い
た
の

だ
。

　

こ
の
絵
は
、香
椎
海
岸
で
佐
山
と
お
時

の
遺
体
が
発
見
さ
れ
る
場シ

ー
ン面

。メ
モ
は
素

描
だ
が
、清
張
が
伝
え
た
か
っ
た
の
は
、

い
っ
た
い
何
だ
ろ
う
。

　

昭
和
八
年
、清
張
は
博
多
の
嶋
井
精
華

堂
印
刷
所
に
、半
年
間
ほ
ど
修
行
の
た
め

に
住
み
込
ん
だ
。そ
の
頃
か
、香
椎
海
岸
か

ら
和
白
海
岸
の
あ
た
り
に
よ
く
行
っ
た
よ

う
だ
（
※
2
）
。万
葉
集
に
も
詠
わ
れ
た
当
時

の
面
影
残
る
風
情
だ
っ
た
と
い
う
。そ
の

時
の
印
象
が
、「
点
と
線
」
に
生
か
さ
れ
て

い
る
。

　

作
家
が
挿
絵
に
ま
で
干
渉
す
る
、と
い

う
の
は
、挿
絵
画
家
に
と
っ
て
は
、少
し

有
難
迷
惑
な
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。前

号
（
「
館
報
」
45
号
）
に
掲
載
し
た
山
本
幸
正

氏
の
研
究
発
表
に
よ
る
と
、新
進
作
家
の

清
張
が
、大
物
挿
絵
画
家
の
生
沢
朗
に
、

度
々
細
か
く
指
示
す
る
も
、け
っ
こ
う
無

視
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
、興
味
深

か
っ
た
。一
方
で
、「
砂
の
器
」
連
載
に
あ

た
り〈
作
者
、さ
し
絵
（
朝
倉
摂
氏
）、編
集
者

の
三
身
一
体
と
な
っ
て
協
力
す
れ
ば
成

功
に
漕
ぎ
つ
け
る
自
信
は
あ
り
ま
す
〉と

の
言
葉
も
あ
り
、こ
れ
も
注
目
さ
れ
る
。

　

当
館
で
も
、こ
れ
ま
で
何
度
か
挿
画
展

を
開
催
し
た
。風
間
完
、杉
全
直
、濱
野
彰

親
氏
い
ず
れ
の
画
家
も
、清
張
と
の
同
行

取
材
や
、挿
画
を
書
く
た
め
の
材
料
の
提

供
、指
示
な
ど
が
あ
っ
た
こ
と
を
、思
い
出

と
と
も
に
語
っ
て
い
る
。出
来
栄
え
を
見

る
限
り
、幸
福
な
ケ
ー
ス
と
思
わ
れ
る
。初

出
で
な
く
て
は
味
わ
え
な
い
作
品
の
彩
り

―
そ
こ
へ
添
え
ら
れ
た
の
は
、読
者
へ

の
気
遣
い
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
※
1
）  

エ
ッ
セ
イ「『
西
郷
札
』の
こ
ろ
」

（
※
2
） 

西
島
伊
三
雄
氏（
博
多
の
デ
ザ
イ
ナ
ー
・
故
人
）

の
証
言
や
、清
張
の「
自
作
再
見
」に
よ
る
。

（
専
門
学
芸
員　

�
原 

暁
子
）

作
品
の
舞
台
を
訪
ね
て

「
眩
人
」
|
玄
昉
と
い
う
人 

① 

板
櫃
川

げ
ん
じ
ん

げ
ん
ぼ
う

い
た

び
つ

「点と線」直筆原稿のメモ
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友の会 活動報告

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。

● 朗読劇 『球形の荒野』

　劇団前進座による朗読劇は、
今年で11回目を迎えました。今
回の演目は、「球形の荒野」。長
編推理小説の名作が、迫力と
感動に溢れる朗読劇の作品と

して見事に描き出されました。屋外特設
スタンドでしか味わえない臨場感も醍醐
味の一つとなっています。観客を惹きつ
けて止まない素晴らしい脚本と熱演に、
今回も参加者から多くの称賛の声をい
ただきました。

● 春の文学散歩『ゼロの焦点』の舞台等を訪ねて
4月19日（土）　参加者 135名　記念館 屋外特設スタンド

　今回は、「ゼロの
焦点」をテーマに、
小説や映画の舞台
となった金沢、能登
金剛を訪ねる2泊3
日の旅でした。3日
間とも天気に恵まれて気温が連日30度を超える中、東尋坊や
巌門から望む日本海は碧く、冬とは違った絶景を味わいまし

た。また、旅先での親睦会は
会話も弾み、会員同士の交流
を一層深めました。
　参加された皆様から「楽し
い毎日だった」「勉強になっ
た」「次回も参加したい」など
の感想をいただきました。

6月1日（日）～3日（火）　参加者 25名

● 清張サロン
　清張サロンは、清張作品や清
張に関する話題をテーマとし
て、講師を招いてのお話や参加
者との意見交換・交流等を目的
として開催しています。第7回は、記念館との共催による「特別
講演会」として、友の会会員のほか一般市民の参加も募りまし
た。講師の分かりやすく掘り下げた解説により、清張や清張作
品への理解が深まる充実したサロンになりました。

第6回 3月20日（木）　参加者 26名　記念館 地階ホール
  ●テーマ  ： 火野葦平と松本清張
 ●講師 ： 小林慎也氏（元梅光学院大学教授・友の会会長）

第7回 6月14日（土）　参加者 70名　記念館 企画展示室
【特別講演会】  ●テーマ ： 松本清張「表象詩人」と田中角栄「日本列島改造論」
 ●講師 ： 松本常彦氏（九州大学大学院教授）

1日目 福井駅→永平寺→東尋坊

2日目 鶴来白山比咩神社→千里浜なぎさドライブウェイ→妙成寺→
 巌門・清張歌碑→ヤセの断崖・義経の舟隠し

3日目 金沢城公園→石川四高記念文化交流館→兼六園

■開催日　3月1日（土）
■参加者　一般の方々約40名

「松本清張を育んだ読書
　～大切なことはすべて故郷・北九州で学んだ～」

市立八幡西図書館
特別教養講座

　講演終了後にも、質問やご意見など、講師席まで熱い思い
を届けてくださいました。

■開催日　4月30日（水）
■参加者　観光案内ボランティアの方々約40名

「松本清張と
 北九州市との関わり」

北九州市観光案内
ボランティア研修

　市立生涯学習総合センターでの講演後、記念館で、企画展
「北九州市と松本清張」を解説付きで観覧していただきました。

出前講演に行ってきました！
両講演とも、講師は栁原専門学芸員が務めました。
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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

  「軍師の境遇」 （『軍師の境遇』角川文庫、『軍師の境遇』河出文庫）
　●黒田官兵衛の生涯を描いた長編時代小説。

  「顔」 （『張込み』新潮文庫、『声』光文社文庫）
　●短編推理小説。

  「眼の壁」 （『眼の壁』新潮文庫）
　●長編推理小説。

■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26年10月31日（金） ※当日消印有効
■応 募 先　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

最優秀賞、優秀賞の受賞者には、12月下旬頃、本人と学校に通知
し表彰式を行います。なお、入選の結果は、当館発行の「館報」で
発表します。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） 図書カード その他
※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。過去の受賞者からの
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。

●協力　モンブランジャパン

第　    回

1408010B

　前回企画展「北九州市と松本清張」には7,000
人を超える方々にご来場いただき、感謝申し上げま

す。新企画展では、結婚後欧州に渡り、彼の地で第一次世界大戦下に生き
た黒髪の伯爵夫人「ミツコ」に迫ります。清張さんが彼女を描いていたこと
をご存知ない方も多いのではないでしょうか。どうぞご期待ください。
　開館16周年記念講演会は、昨年の松本清張賞を受賞し、｢食堂のお姉さ
ま｣ として話題をさらった作家・山口恵以子さんをお招きします。受賞作「月
下上海」は、第二次世界大戦中の上海を舞台に、折り重なる不幸にもめげ
ず強靭に生きる財閥令嬢がヒロインです。女性パワー全開の夏。記念館に
は今、涼やかな風がそよいでいます。　　　　　　　　　　　　　  （N.K）

松本清張記念館

松本清張研究奨励事業
入選企画決定

　「松本清張研究奨励事業」は16回目を迎えましたが、多様なアプローチの応
募企画が寄せられました。選考委員会による厳正な審査の結果、次のとおり入
選者が決まりました。
　第一線で活躍される入選者も増え、成果の蓄積が清張研究をさらに発展させてい
ます。今回の入選企画も、松本清張の活動の幅広さを示し、成果が期待されます。

松本清張の見た関東州　―平石氏人資料を手がかりとして―

平石 淑子（日本女子大学教授）

500,000円

松本清張とラオス　―ベトナム戦争の記述をめぐる研究―

尾崎 名津子（日本大学・早稲田大学 非常勤講師）

400,000円
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第 回17 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。個人又は団体も可。
入選者（団体）に130万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分かる企
画書、予算書、参考資料（様式は自由、ただし日本語）を、平成27
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

奨励金

奨励金

平成26年度

中学生・高校生
読書感想文
コンクール


