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北
陸
の
財
産
家
・
白
河
福
太
郎

と
、妻
・
球
磨
子
が
乗
っ
た
車
が
、新

港
湾
の
埠
頭
岸
壁
か
ら
海
に
飛
び
込

ん
だ
。夫
に
三
億
円
の
保
険
金
が
掛

け
ら
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、助
か
っ
た

妻
・
球
磨
子
に
よ
る
殺
害
が
疑
わ
れ
た
。

　

裁
判
が
始
ま
る
前
か
ら
、地
元
、北
陸
日
日
新
聞

の
社
会
部
記
者
・
秋
谷
茂
一は
、球
磨
子
の
犯
行
と

決
め
つ
け
、彼
女
の
過
去
を
誇
張
し
た
記
事
を
連
載

し「
女
鬼
ク
マ
」「
毒
婦
」と
書
き
立
て
た
。

　

弁
護
を
請
け
負
っ
た
原
山
正
雄
は
、自
身
の
病
気

と
年
齢
を
考
え
、東
京
の
大
物
弁
護
士
・
岡
村
謙
孝

に
共
同
弁
護
を
依
頼
す
る
。秋
谷
は
、裁
判
の
な
り

ゆ
き
を
追
い
か
け
な
が
ら
、球
磨
子
が
無
罪
に
な
っ

た
場
合
の
報
復
に
つ
い
て
、怖
れ
を
感
じ
始
め
た
。し

か
し
岡
村
は
弁
護
を
断
り
、原
山
も
病
の
た
め
弁
護

を
辞
任
す
る
。秋
谷
の
心
は
明
る
く
な
っ
た
。

　

裁
判
を
開
廷
す
る
た
め
に
は
国
選
弁
護
人
が
必

要
で
あ
っ
た
。こ
れ
に
選
ば
れ
た
佐
原
卓
吉
は
、秋
谷

の
予
想
を
裏
切
り
、法
廷
で
健
闘
す
る
。先
入
観
か

ら
形
成
さ
れ
た
状
況
証
拠
を
次
々
と
覆
し
、つ
い
に

無
罪
の
物
的
証
拠
を
掴
も
う
と
す
る
佐
原
。正
常

な
神
経
を
失
っ
た
秋
谷
は…

…

　

映
画
化
、ド
ラ
マ
化
で
有
名
な「
疑
惑
」だ
が
、原

作
と
映
像
で
は
か
な
り
異
な
る
。ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム

や
司
法
に
対
し
て
示
唆
に
富
ん
だ
作
品
。

（
学
芸
員　

柳
原
暁
子
）

『疑惑』昭和57（1982）年　東京創元社

「疑惑」は、昭和57（1982）年「オール讀物」2月号に掲載された。
原題「昇る足音」。

現在入手できる本：『疑惑』文春文庫

そ
れ
が
先
入
観
念
の
見
本
の
よ
う
な
も
の
だ
。

裁
判
は
ど
こ
ま
で
も
冷
静
に
審
理
を
す
す
め
る
。

あ
ら
ゆ
る
先
入
観
念
は
い
っ
さ
い
排
除
し
て
ね
。

ぼ
く
も
冷
静
に
、科
学
的
な
立
場
で
弁
護
す
る
よ

そそそそそそそそそそ
「
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」
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は
じ
め
に　

清
張
文
学
の
魅
力

　

私
の
専
門
は
歴
史
学
で
す
が
、清
張
の
膨
大
な
作
品
の
中
に
は
歴
史

を
題
材
に
し
た
も
の
が
多
く
あ
り
、最
近
で
は
清
張
を
歴
史
学
の
研
究

対
象
と
し
よ
う
と
す
る
動
き
も
あ
り
ま
す
。し
か
し
私
は
そ
れ
以
上

に
、松
本
清
張
と
い
う
人
間
が
日
本
の
社
会
や
政
治
に
対
し
て
、同
時
代

的
に
深
く
鋭
く
目
を
光
ら
せ
て
い
た
と
こ
ろ
に
関
心
を
持
って
い
ま
す
。

　

私
が
多
く
の
清
張
作
品
に
共
通
す
る
魅
力
と
し
て
感
じ
る
の
は
、あ

る
事
件
を
掘
り
下
げ
て
い
く
う
ち
に
、だ
ん
だ
ん
と
人
間
関
係
や
社
会
の

構
造
が
明
ら
か
に
な
って
い
き
、そ
し
て
表
面
か
ら
だ
け
で
は
見
え
な
か
っ

た
深
層
や
闇
に
ま
で
た
ど
り
着
く
と
い
う
と
こ
ろ
で
す
。さ
ら
に
は
出
来

事
の
背
後
に
あ
る
文
化
や
民
俗
・
風
習
、そ
し
て
歴
史
の
重
層
性
が
あ
わ

せ
て
描
か
れ
る
こ
と
で
、あ
る一定
の
秩
序
が
保
た
れ
た〝
現
在
〞へ
と
至
る

過
程
を
浮
き
彫
り
に
す
る
点
で
す
。つ
ま
り
清
張
は
、〝
社
会
を
構
造
的

に
把
握
す
る
〞、そ
し
て〝
物
事
が
折
り
重
な
っ
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
を
解
明

す
る
〞と
い
う
二
つ
の
作
法
を
持
って
い
た
と
言
え
ま
す
。一般
的
に
歴
史
家

は
こ
の
構
造
型
と
過
程
型
の
二
つ
の
タ
イ
プ
の
ど
ち
ら
か
に
分
け
ら
れ
ま

す
が
、清
張
に
は
そ
の
両
方
の
性
質
が
備
わ
って
い
た
わ
け
で
す
。そ
こ
に

清
張
は
、歴
史
家
が
な
か
な
か
手
を
出
し
に
く
い
同
時
代
史
的
な
視
点

を
も
い
ち
早
く
取
り
入
れ
て
い
る
の
で
す
。端
的
に
述
べ
る
な
ら
ば
、清
張

は
戦
後
を〝
歴
史
〞と
し
て
取
り
扱
っ
た
先
駆
け
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
。

　

松
本
清
張
が
こ
う
し
た
様
々
な
視
点
か
ら
見
え
て
く
る
内
容
を
小

説
世
界
の
中
で
描
い
た
こ
と
に
対
し
て
、私
は
歴
史
家
と
し
て
大
変
感

銘
を
受
け
て
い
ま
す
。

 

清
張
が
描
い
た
冷
戦
体
制

　

こ
れ
ま
で
も
清
張
作
品
に
関
し
て
数
多
く
の
論
評
や
研
究
が
積
み

重
ね
ら
れ
て
き
ま
し
た
が
、特
に
初
期
と
最
晩
年
の
作
品
に
関
心
が

集
中
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ま
す
。そ
こ
で
私
は
今
回
、1
9
6
0
年

代
か
ら
70
年
代
を
経
て
、80
年
代
中
頃
ま
で
の
作
品
に
着
目
し
ま
し

た
。清
張
が『
日
本
の
黒
い
霧
』や『
昭
和
史
発
掘
』と
いっ
た
ノ
ン
フ
ィ
ク

シ
ョ
ン
の
分
野
に
入
り
込
み
つ
つ
、小
説
も
書
き
続
け
た
時
期
に
あ
た

り
ま
す
。そ
し
て
ち
ょ
う
ど
冷
戦
体
制
の
新
た
な
展
開
や
本
格
的
な

高
度
経
済
成
長
の
時
期
で
も
あ
り
ま
す
。つ
ま
り
こ
れ
ら
の
作
品
に

は
、高
度
経
済
成
長
＝
冷
戦
期
の
政
治
や
社
会
、人
々
の
心
の
あ
り
よ

う
が
、清
張
の
視
点
か
ら
描
か
れ
て
い
る
の
で
す
。こ
こ
か
ら
は
、作
品

群
を
執
筆
時
期
に
よ
っ
て
大
き
く
三
つ
に
わ
け
、そ
れ
ぞ
れ
の
世
界
情

勢
等
と
照
ら
し
合
わ
せ
な
が
ら
見
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

○
１
９
６
０
年
代
前
半

　

清
張
は
1
9
6
0
年
の『
日
本
の
黒
い
霧
』で
占
領
下
の
日
本
で
起

き
た
様
々
な
事
件
を
取
り
上
げ
、そ
こ
に
占
領
軍
の
謀
略
や
権
力
構

造
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
ま
し
た
。こ
の
こ
と
は
現
在
で
こ
そ
ふ
つ
う
に

語
ら
れ
ま
す
が
、当
時
と
し
て
は
大
変
思
い
切
っ
た
叙
述
で
あ
っ
た
と

思
い
ま
す
。清
張
は
ま
だ
人
々
の
記
憶
に
生
々
し
く
、し
か
も
一
見
バ
ラ

バ
ラ
に
感
じ
ら
れ
る
出
来
事
を
、一
連
の
ま
と
ま
り
、す
な
わ
ち
歴
史
像

と
し
て
ま
と
め
上
げ
な
が
ら
記
述
す
る
こ
と
で
、占
領
下
の
構
造
や
時

代
認
識
を
読
者
に
提
示
し
た
の
で
す
。そ
こ
か
ら
保
守
支
配
や
利
権
の

構
造
、そ
し
て
そ
れ
ら
が
絡
み
あ
っ
て
い
る
こ
と
が
暴
露
さ
れ
、政
界
・

官
界
の
腐
敗
や
汚
職
の
し
く
み
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
こ
の
頃
の
清
張
は
、占
領
期
だ
け
で
な
く
そ
れ
に
前
後
す
る

ア
ジ
ア・
太
平
洋
戦
争
や
朝
鮮
戦
争
を
重
ね
合
わ
せ
な
が
ら
捉
え
、関

心
を
日
本
か
ら
東
ア
ジ
ア
へ
と
拡
大
し
て
い
き
ま
す
。朝
鮮
半
島
を
舞

台
と
し
た
小
説「
北
の
詩
人
」で
は
登
場
人
物
の
生
涯
の
背
後
に
戦
時

中
や
ア
メ
リ
カ
の
影
が
描
か
れ
る
な
ど
、同
時
期
の
フ
ィ
ク
シ
ョン
作
品
に

も
、清
張
の
そ
う
し
た
大
胆
な
視
点
や
発
想
が
反
映
さ
れ
て
い
ま
す
。

○
１
９
７
０
年
前
後

　

こ
う
し
た
清
張
の
認
識
も
1
9
7
0
年
前
後
に
な
る
と
新
た
な
展

開
を
迎
え
、東
南
ア
ジ
ア
に
ま
で
範
囲
が
広
が
っ
て
い
き
ま
す
が
、そ
の

背
景
に
は
激
化
す
る
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。推
理
小
説

「
象
の
白
い
脚
」や「
熱
い
絹
」の
舞
台
と
な
る
の
は
い
ず
れ
も
東
南
ア
ジ

ア
諸
国
で
す
が
、そ
こ
で
も
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
と
ア
メ
リ
カ
Ｃ
Ｉ
Ａ
の
黒
い

影
、そ
し
て
現
地
の
政
界
に
お
け
る
汚
職
と
腐
敗
の
構
造
、い
わ
ば〝
ア

ジ
ア
の
黒
い
霧
〞が
描
か
れ
て
い
ま
す
。さ
ら
に
そ
こ
に
は
、高
度
経
済

成
長
期
の
た
だ
中
に
あ
る
日
本
が
東
南
ア
ジ
ア
へ
向
け
る
ま
な
ざ
し

や
、現
地
に
残
る
旧
日
本
軍
の
痕
跡
と
いっ
た
も
の
ま
で
も
が
織
り
込

ま
れ
て
お
り
、物
語
は
大
変
重
層
的
な
も
の
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

も
ち
ろ
ん
清
張
は
こ
の
時
期
に
も
、日
本
国
内
を
舞
台
と
し
た
小

説
を
数
多
く
書
い
て
い
ま
す
。そ
れ
ら
の
作
品
か
ら
も
、日
本
に
お
け

る
腐
敗
や
汚
職
の
構
造
は
高
度
経
済
成
長
の
さ
な
か
で
も
依
然
と
し

て
続
い
て
い
る
こ
と
、そ
れ
が
さ
ら
に
国
際
的
な
広
が
り
を
有
し
て
い

く
と
い
う
、清
張
の
鋭
い
洞
察
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

○
１
９
８
０
年
代
中
葉
ま
で

　

そ
の
後
、1
9
7
0
年
代
の
終
わ
り
頃
か
ら
80
年
代
中
葉
に
か
け

て
清
張
が
描
い
た
の
は
、高
度
経
済
成
長
を
経
た
日
本
が
、国
際
的
な

関
係
の
中
で
新
た
な〝
黒
い
霧
〞を
自
ら
生
み
出
し
て
い
く
様
相
で
す
。

実
在
の
国
際
企
業
破
綻
を
モ
デ
ル
に
し
た「
空
の
城
」や
、イ
ラ
ン
で
の

清
張
自
身
の
経
験
が
執
筆
の
契
機
と
な
っ
た「
白
と
黒
の
革
命
」、そ
し

て
ス
イ
ス
銀
行
の
内
幕
を
描
い
た「
聖
獣
配
列
」や
バ
チ
カ
ン
の
宗
教
・

金
融
界
が
か
ら
む「
霧
の
会
議
」な
ど
、こ
の
時
期
に
は
作
品
の
舞
台
も

世
界
各
地
へ
と
広
が
っ
て
い
き
ま
す
。

松
本
清
張
研
究
会
　
第
39
回
研
究
発
表
会

平
成
30
年
12
月
1
日
（
土
） 

午
後
2
時
　
東
京
学
芸
大
学

講
　
演

松
本
清
張
の
冷
戦
体
制

―
ア
ジ
ア
の
「
黒
い
霧
」
の
構
造
を
描
く

成
田
　
龍
一

日
本
女
子
大
学
教
授
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ま
た
同
時
期
の
国
内
を
舞
台
と
し
た
小
説
を
み
て
も
、裏
社
会
の

生
態
や
企
業
内
の
権
力
抗
争
、総
裁
選
を
め
ぐ
る
政
党
の
内
情
や
建

設
業
界
の
談
合
な
ど
、経
済
大
国
と
な
っ
た
日
本
に
は
び
こ
る
問
題
を

テ
ー
マ
と
し
た
作
品
が
目
立
ち
ま
す
。

 

ま
と
め

　

以
上
の
と
お
り
、時
期
ご
と
に
清
張
作
品
の
特
徴
や
推
移
を
み
て
き

ま
し
た
が
、あ
ら
ゆ
る
清
張
作
品
に
は
一
貫
し
て
認
め
ら
れ
る
大
き
な

特
徴
が
あ
り
ま
す
。そ
れ
は
、〝
私
的
な
動
機
〞つ
ま
り
個
人
の
意
識
が

〝
公
的
な
構
造
〞つ
ま
り
社
会
の
仕
組
み
の
中
で
踏
み
つ
ぶ
さ
れ
た
が
故

に
事
件
や
犯
罪
に
至
っ
て
し
ま
う
と
い
う
流
れ
で
す
。個
人
の
怒
り
も

多
く
の
人
々
に
共
有
さ
れ
れ
ば
、や
が
て
社
会
の〝
公
憤
〞と
し
て
運
動

化
さ
れ
て
い
く
の
で
し
ょ
う
が
、清
張
は
そ
こ
に
行
き
着
く
以
前
の
段

階
を
描
い
た
の
で
す
。

　
こ
の
よ
う
に
、冷
戦
体
制
と
高
度
経
済
成
長
の
時
代
を
通
じ
て
世
界

の〝
黒
い
霧
〞を
描
き
続
け
た
清
張
は
、そ
の
背
後
に
様
々
な
形
で
存
在

す
る
ア
メ
リ
カ
の
影
、

そ
し
て
ア
ジ
ア
・
太
平

洋
戦
争
か
ら
続
く
戦

時
の
残
滓
と
い
っ
た
も

の
を
剔
出
し
、そ
う
し

た
歴
史
の
折
り
重
な

り
の
上
に
現
在
の
社
会

と
秩
序
が
成
り
立
っ
て

い
る
構
造
を
私
た
ち
に

示
し
て
い
ま
す
。現
代

の
私
た
ち
が
清
張
作

品
を
読
み
返
し
、そ
の

視
点
を
学
ぶ
こ
と
で
、

今
こ
の
時
代
に
漂
っ
て

い
る〝
黒
い
霧
〞が
よ
り

は
っ
き
り
と
見
え
て
く

る
は
ず
で
す
。

 

要　

旨

　

松
本
清
張
は
最
晩
年
、小
説
の
テ
ー
マ
と
し
て
日
本
再
軍
備
計
画
に

取
り
組
も
う
と
し
、米
軍
占
領
下
の
日
本
で
暗
躍
し
た
荒
木
光
子

（
1
9
0
2
1
9
8
6
）に
関
心
を
持
って
い
た
。

　

本
研
究
は
ほ
と
ん
ど
先
行
研
究
の
な
い
荒
木
光
子
の
1
9
4
0
〜

5
0
年
代
の
活
動
に
焦
点
を
当
て
、関
係
史
資
料
の
収
集
・
分
析
を

通
じ
て
占
領
軍
や
旧
軍
参
謀
ら
と
の
つ
な
が
り
を
解
明
す
る
こ
と

で
、新
た
な
歴
史
像
を
見
出
す
と
と
も
に
、清
張
の
未
完
に
終
わ
っ
た

仕
事
の一
端
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

光
子
は
戦
前
の
ド
イ
ツ
留
学
等
を
経
て
戦
時
中
も
ナ
チ
高
官
や
ゾ
ル

ゲ
と
も
親
交
が
あ
り
、敗
戦
後
は
夫
で
元
東
大
教
授
の
荒
木
光
太
郎

や
旧
軍
関
係
者
ら
と
と
も
に
G
H
Q
参
謀
第
二
部（
G
2
）の
日
本
側

ス
タ
ッ
フ
と
し
て『
マッ
カ
ー
サ
ー
元
帥
レ
ポ
ー
ト
』編
纂
に
従
事
し
た
人

物
で
あ
る
。日
米
双
方
の
関
係
者
の
証
言
に
よ
る
と
、彼
女
は
そ
の
海

外
経
験
や
語
学
力
、社
交
的
な
性
格
な
ど
か
ら
Ｇ
２
部
長
で
あ
る
ウ
ィ

ロ
ビ
ー
少
将
の
信
頼
を
得
て
、レ
ポ
ー
ト
に
掲
載
す
る
日
本
側
の
戦
争

画
等
の
資
料
収
集
を
一
手
に
任
さ
れ
莫
大
な
経
費
を
獲
得
す
る
と
と

も
に
、絶
大
な
権
力
を
持
っ
て
レ
ポ
ー
ト
編
纂
に
関
わ
っ
て
い
た
と
さ
れ

る
。さ
ら
に
は
そ
の
背
後
で
進
め
ら
れ
て
い
た
ウ
ィ
ロ
ビ
ー
に
よ
る
朝
鮮

戦
争
へ
の
旧
軍
参
謀
の
利
用
、そ
し
て
旧
軍
参
謀
ら
に
よ
る
日
本
の
再

軍
備
計
画
に
も
彼
女
が
深
く
関
係
し
て
い
た
こ
と
も
窺
わ
れ
る
が
、こ

の
時
期
の
彼
女
に
つ
い
て
日
本
国
内
に
は
ほ
と
ん
ど
記
録
が
な
い
た
め
、

未
だ
多
く
の
謎
に
包
ま
れ
て
い
る
。

　

先
般
渡
米
し
て
現
地
で
保
管
さ
れ
て
い
る
資
料
を
調
査
し
た
と
こ

ろ
、光
子
に
関
す
る
記
録
が
い
く
つ
か
見
つ
か
っ
た
。ア
メ
リ
カ
公
文
書
館

（
N
A
R
A
Ⅱ
）に
残
る
レ
ポ
ー
ト
作
成
時
の
校
正
や
図
版
と
いっ
た
資

料
の
中
に
、〝
収
録
さ
れ
た
戦
争
画
は
い
ず
れ
も
ミ
セ
ス・ア
ラ
キ
の
指
示

に
よ
っ
て
集
め
ら
れ
た
〞旨
の
メ
モ
が
含
ま
れ
て
い
た
ほ
か
、Ｇ
Ｈ
Ｑ
向
け

に
開
催
さ
れ
た
戦
争
画
の
展
覧
会
図
録
に
は
光
子
の
署
名
に
よ
る
序

文
が
掲
載
さ
れ
て
い
た
。ま
た
メ
リ
ー
ラ
ン
ド
大
学
ホ
ー
ン
ベ
イ
ク
図
書

館（
G
o
r
d
o
n  

W
． 

P
r
a
n
g
e  

P
a
p
e
r
s
）で
は

光
子
を
含
む
Ｇ
２
日
本
人
ス
タ
ッ
フ
の
名
簿
が
確
認
で
き
た
。こ
れ
ら
の

文
書
資
料
は
、前
述
し
た
光
子
の
戦
争
画
収
集
活
動
を
裏
付
け
る
も

の
で
あ
る
。加
え
て
同
コ
レ
ク
シ
ョン
に
は
、光
子
か
ら
米
側
の
編
纂
責
任

者
プ
ラ
ン
ゲ
博
士
に
宛
て
た
私
信
も
何
通
か
残
って
お
り
、そ
の
内
容
か

ら
は
両
名
が
か
な
り
親
密
な
間
柄
で
あ
っ
た
こ
と
が
読
み
と
ら
れ
る
。つ

ま
り
こ
れ
は
彼
女
が
ア
メ
リ
カ
側
に
も
強
い
影
響
力
を
持
って
い
た
こ
と

を
示
唆
す
る
資
料
の
一
つ
だ
と
言
え
よ
う
。

　

清
張
が
執
筆
に
向
け
1
9
9
0
年
頃
か
ら
日
本
の
再
軍
備
計
画
に

関
す
る
調
査
を
進
め
る
な
か
で
、当
初
は
旧
陸
軍
参
謀
の
辻
正
信
や

服
部
卓
四
郎
に
興
味
を
持
っ
て
い
た
こ
と
や
、光
子
の
甥
で
あ
る
弁
護

士
と
面
会
し
聞
き
取
り
を
行
っ
て
い
た
こ
と
、そ
し
て
病
に
斃
れ
る
直

前
に
は〝
ま
も
な
く
執
筆
に
着
手
す
る
が
光
子
は
実
名
で
登
場
さ
せ

る
〞旨
を
編
集
部
に
告
げ
て
い
た
こ
と
な
ど
が
、こ
れ
ま
で
に
担
当
編

集
者
の
回
顧
な
ど
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
て
い
た
。し
か
し
本
研
究
の
た
め

今
回
新
た
に
寄
せ
ら
れ
た
編
集
者
メ
モ
か
ら
は
、清
張
の
関
心
が
次
第

に
旧
軍
人
か
ら
光
子
へ
と
移
っ
て
い
く
経
過
や
、最
終
的
な
作
品
の
構

想
は
ウ
ィ
ロ
ビ
ー
が
率
い
た「
戦
史
資
料
室
」（
＝
参
謀
第
二
部
）を
舞

台
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
が
読
み
と
ら
れ
る
。一
方
、記
念
館

に
残
る
清
張
手
持
ち
の
光
子
関
連
資
料
を
確
認
し
た
と
こ
ろ
、い
ず
れ

も
一般
的
に
入
手
可
能
な
も
の
で
あ
り
、分
量
も
多
く
は
な
か
っ
た
。

　

今
後
も
存
命
関
係
者
へ
の
聞
き
取
り
や
荒
木
光
太
郎
関
連
文
書
の

調
査
、渡
米
し
て
得
た
資
料
の
分
析
等
、研
究
を
継
続
し
成
果
と
し
て

ま
と
め
た
い
。

松
本
清
張
、
未
完
の
仕
事

　
　
　
―
《
荒
木
光
子
の
戦
後
史
》

―
『
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
元
帥
レ
ポ
ー
ト
』を
中
心
に
―

北
原
　
恵

大
阪
大
学
教
授
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過去の功績への市長感謝状贈呈

「清張オマージュ展」オープニング

西工大とのコラボ事業

寄附金贈呈式

20年の軌跡展

横山秀夫氏講演会

「砂の器」シネマ・コンサート

「松本清張『砂の器』展」
オープニング

トークショー
「TVプロデューサーと脚本家が
　　　語る清張ドラマの世界」

清張サロン
「砂の器」子役 春田和秀氏
トークタイム

▲島田陽子氏来館

◀内山聖子氏&浅野妙子氏

◀春田和秀氏
　　　&
　樋口尚文氏

▲みうらじゅん氏来館
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過去にNHKから寄贈をうけたドラマ5作品を上映いたします。
松本清張本人が出演している1970年代に放映されたＮＨＫ土曜ドラマです。

松本清張原作ドラマ 上映会のお知らせ

2019年4月27日（土）～5月6日(月)

10：30～／14：00～　1日2回同じ作品を上映します。

松本清張記念館　地階 企画展示室
※上映会だけの参加の場合、入場無料となります。事前申込不要。上映作品については、直接お問合せください。

ゴールデンウィークにはぜひ記念館へ!!

日　　程

会　　場

上演時間

い。

8あふれる想いを…
今回は、松本清張記念館友の会会長で元朝日新聞社記者の小林慎也さんです。

朝日新聞の企画で松本清張にインタビューしたときの思い出を書いてくださいました。

20周年
記念企

画

『私の会った清張さん』

松本清張記念館友の会

小林 慎也 氏会長

　私が初めて松本清張さん
にお会いしたのは、昭和56年
春だった。
　当時、朝日新聞西部版（九
州、山口）の夕刊に連載して
いた管内の著名人や出身者
の半生を紹介する「人物シ
リーズ」という企画が始まって
いた。
　最初は、政治家や経済人
が多かったが、文化人にも広
げることになり、学芸部から

候補を出すことになった。文化面ではまず文芸、そして北
九州市出身の『松本清張』の名が挙がった。ただ、超の
字がつく売れっ子作家。果たして、取材する時間がとっ
てもらえるか。先輩で清張を知る記者がいて、とにかく、
福岡市に来た時に交渉した。一日だけ（午後）ならとＯＫ
が出て、約40年の「小倉時代」を中心に私が書くことに
なった。上京して、午後の４，５時間、テープをとりながらイ
ンタビューした。「何でも自由に書いて下さい。」と、質問に
はすべて答えてくれた。4，5時間分をテープにおさめた。
外からの電話も来客も一切なかった。（取りつがなかった
らしい。）帰り道で足を引きづった記憶がある。緊張して
いたのだろう。
　「小倉時代の松本清張」の題で、23回連載した。掲載
誌は毎日送った。奥さんが切り抜いて保存していたらしい。

23回連載して終わった。小説からではうかがえない、清
張さんの実像が少しでも読者に伝わればという思いだっ
たが、自信はない。ただ、ご本人からクレームが来なかっ
たのでほっとした。
　連載が終わりかけたころ、電話があり、「大分に来てい
る。来ないか」とのこと。とくに用事があったわけではない
が、料亭で昼食をご馳走になった。連載最終回の写真は、
そこで撮ることができた。
　連載が終わって、ご自宅に御礼にうかがった。記事に
ついては、全くふれなかったが、昔いっしょだった朝日の
記者や社員のことを「どうしてるか」と聞かれた。
　多くの人はすでに退職している。私には、清張さんの
故郷小倉への優しい思いが、言葉のはしばしに感じとれ
た。この時、清張さんは71歳だった。

20周年記念企画として始めたこの連載も今回が最後となります。
ご協力してくださった皆様、ありがとうございました。

連載記事のコピー　第一回（左）と最終回
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「或る『小倉日記』伝」
　

ま
ず
初
め
に
言
っ
て
お
く
と
、

今
回
紹
介
す
る「
或
る『
小
倉
日

記
』伝
」の
直
筆
原
稿
は
、当
館
が

現
物
を
所
蔵
し
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
。展
示
し
て
い
る
の
は
、開
館

以
来
ず
っ
と
レ
プ
リ
カ
で
あ
る
。

　

な
ぜ
、清
張
の
代
表
作
の
直
筆

原
稿
が
、松
本
清
張
記
念
館
に
無

い
の
か
？
そ
れ
な
ら
ど
こ
に
あ
る

の
だ
？
と
思
っ
た
方
も
お
ら
れ
よ

う
。実
は
、東
京
・
駒
場
の
日
本
近

代
文
学
館
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
。

　
一
九
六
七
年
に
開
館
し
た
日
本

近
代
文
学
館
は
、わ
が
国
に
お
い

て
文
学
館
の
草
分
け
で
も
あ
る
。

当
然
な
が
ら
、松
本
清
張
記
念

館
が
開
館
す
る
ず
っ
と
以
前
か

ら
、資
料
の
収
集
等
を
行
っ
て
き

た
。一九
七
五
年
、「
芥
川
賞
・
直
木

賞
四
十
年
記
念
展
」を
開
催
し

た
折
に
、文
藝
春
秋
社
を
通
し
て

受
賞
作
と
選
評
原
稿
が
ま
と
め

て
寄
贈
さ
れ
た
。「
或
る『
小

倉
日
記
』伝
」の
直
筆
原
稿

（「
文
藝
春
秋
」掲
載
に
あ
た

り
書
か
れ
た
も
の
）も
そ
の

中
に
含
ま
れ
て
い
た
。清
張

の
原
稿
が
、芥
川
賞
作
品
と

し
て
保
管
さ
れ
て
い
る
こ

と
、少
な
く
と
も
散
逸
せ
ず

に
残
っ
た
こ
と
は
喜
ば
し
い
。

　
こ
れ
を
契
機
と
し
て
、芥

川
・
直
木
賞
作
品
の
原
稿
は

日
本
近
代
文
学
館
に
納
め

ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。そ
こ

で
気
に
な
る
の
が
、ワ
ー
プ
ロ

で
原
稿
を
書
く
作
家
が
増

え
て
こ
の
か
た
、こ
の
慣
例
は

ど
う
な
って
い
る
の
か
と
い
う
こ
と

だ
っ
た
。同
館
に
問
い
合
わ
せ
る
と

「
お
願
い
状
と
と
も
に
原
稿
用
紙

を
お
渡
し
し
て
冒
頭
浄
書
の
ご
寄

贈
を
お
願
い
し
て
い
ま
す
。」と
の

こ
と
。つ
ま
り
、原
稿
用
紙
一
枚
分

だ
け
、受
賞
作
の
冒
頭
を
書
い
て

い
た
だ
く
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。こ

う
し
て
現
在
も
受
賞
作
の
原
稿

が
収
集
さ
れ
続
け
て
い
る
。

　

繰
り
返
し
に
な
る
が
、「
或
る

『
小
倉
日
記
』伝
」の
直
筆
原
稿
は
、

当
館
が
現
物
を
所
蔵
し
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
。な
の
に
、展
示
品
紹

介
で
取
り
上
げ
る
の
は
少
々
厚
か

ま
し
い
か
も
し
れ
な
い
。加
え
て
誤

解
を
生
む
可
能
性
も
あ
る
。し
か

し
、以
上
の
よ
う
な
背
景
を
明
ら

か
に
し
て
お
く
ほ
う
が
、有
意
義

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、そ
う
思
い

立
っ
た
次
第
で
あ
る
。

（
学
芸
員　

柳
原
暁
子
）

　

前
回（
第
57
号
）、峰
岡
の
行
動
に
つい
て「
寒
い
最
中
に
四
十
分

も
じ
っ
と
し
て
い
ら
れ
る
の
か
」と
疑
問
を
な
げ
た
が
、三
原
警
部

補
は
簡
単
に
峰
岡
の
話
を
嘘
だ
と
看
破
し
、峰
岡
は
定
期
券
売
り

場
で
誰
か
に
定
期
券
を
買
って
与
え
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

そ
れ
が
相
模
湖
畔
で
消
え
た
女
性
な
の
で
は
と
見
当
を
つ
け
て
探

る
も
の
の
、峰
岡
の
周
辺
に
特
定
の
女
性
の
名
は
あ
がって
こ
な
い
。

三
原
警
部
補
が
あ
せ
る
な
か
、福
岡
で
次
の
事
件
が
起
こ
る
。

　

太
宰
府
近
く
の
水
城
で
若
い
男
性
の
絞
殺
死
体
が
見
つ
か
り
、

そ
の
死
亡
推
定
日
時
に
、福
岡
に
い
る
鳥
飼
刑
事
が
反
応
す
る
。

相
模
湖
で
の
事
件
に
関
連
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
と
思
い
あ
た

り
、三
原
警
部
補
に
連
絡
を
と
る
。

　

三
原
は
、被
害
者
に
は
気
の
毒
だ
が
、こ
の
第
二
の
殺
人
事
件

の
勃
発
に
よ
っ
て
そ
の
捜
査
進
展
に
期
待
し
た
。（
中
略
）水
城
の

事
件
が
相
模
湖
畔
の
事
件
に
関
連
が
あ
る
と
い
う
推
定
は
、鳥

飼
と
ま
っ
た
く
同
じ
考
え
だ
。

（
文
藝
春
秋『
松
本
清
張
全
集
１
』「
時
間
の
習
俗
」よ
り
）

　

し
か
し
い
く
ら
捜
査
し
て
も
、な
か
な
か
水
城
の
事
件
と
相
模

湖
畔
の
事
件
の
共
通
点
は
あ
が
っ
て
こ
な
い
。あ
せ
る
三
原
警
部

補
だ
っ
た
が
、水
城
の
現
場
に
落
ち
て
い
た
あ
る
も
の
か
ら
、小
さ

な
糸
口
を
見
つ
け
る
。そ
し
て
、鳥
飼
刑
事
が
上
京
し
捜
査
は
佳

境
に
入
って
行
く
。

　
こ
こ
か
ら
先
は
ト
リ
ッ
ク
に
つ
い
て
ふ
れ
る
こ
と
に
な
る
た
め
、

詳
細
は
控
え
る
が
、捜
査
の

カ
ギ
と
な
る
の
は
、俳
句
の

吟
行
で
あ
り
、吟
行
を
行
っ

た
鐘
崎
で
あ
っ
た
。

　
〝
鐘
崎
〞
は
、福
岡
の
東
北
か
ら
遠
賀
川
の
河
口
に
至
る
線

が
、玄
界
灘
に
向
か
っ
て
ふ
く
れ
あ
が
っ
て
い
る
中
央
あ
た
り
に

あ
っ
た
。

「（
前
略
）吟
行
の
あ
っ
た
所
は
、山
が
海
岸
に
迫
っ
て
い
る
と
こ
ろ

で
、そ
の
山
に
は
織
幡
神
社
と
い
う
の
が
あ
っ
て
、そ
の
鳥
居
が
山

裾
に
立
っ
て
い
ま
す
。」（

文
藝
春
秋『
松
本
清
張
全
集
１
』「
時
間
の
習
俗
」よ
り
）

　

宗
像
市
に
あ
る〝
鐘
崎
〞の
織
幡
神
社
に
行
って
み
た
。小
説
の

と
お
り
、山
裾
に
織
幡
神
社
の
鳥
居
が
立
ち
、鳥
居
の
す
ぐ
近
く

に
海
岸
線
が
あ
っ
た
。宗
像
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
よ
る
と
、天
気

の
良
い
日
に
は
、こ
こ
か
ら
、2
0
1
7
年
に
世
界
遺
産
登
録
さ

れ
た「
神
宿
る
島
」と
い
わ
れ
る「
沖
ノ
島
」を
望
む
こ
と
が
で
き

る
と
い
う
。残
念
な
が
ら「
沖
ノ
島
」を
見
る
こ
と
は
か
な
わ
な

かっ
た
け
れ
ど
、早
春
の
玄
界
灘
は
真
っ
青
で
キ
ラ
キ
ラ
し
て
い
た
。

　
「
時
間
の
習
俗
」は
、三
原
警
部
補
と
鳥
飼
刑
事
が
二
人
で
列

車
に
乗
って
い
る
場
面
で
終
わ
る
。

　
「
鳥
飼
さ
ん
、今
度
は
ぼ
く
が
自
分
で
行
き
ま
す
よ
。〇
〇（
※

１
）を
引
取
り
に
ね
。あ
な
た
も
いっ
し
ょ
に
行
き
ま
せ
ん
か
？
」

「
そ
り
ゃ
喜
ん
で
行
き
ま
す
た
い
」

成
田
線
の
列
車
の
内
に
は
、畑
か
ら
吹
く
風
が
溢
れ
こ
ん
で
い
る
。

「
そ
れ
に
し
て
も
、〇
〇
が
土
肥
を
殺
す
動
機
で
す
が
…
」

と
、鳥
飼
は
二
等
車
の
椅
子
に
掛
け
て
、向
か
い
側
の
三
原
に

言
っ
た
。

（
中
略
）

列
車
が
走
る
に
つ
れ
て
、広
い
平
野
に
麦
の
熟
れ
が
す
す
ん
で
い
た
。

（
文
藝
春
秋『
松
本
清
張
全
集
１
』「
時
間
の
習
俗
」よ
り
）

　
の
ど
か
な
景
色
の
中
を
走
る
列
車
と
、事
件
が
解
決
し
て
ホ
ッ

と
し
た
二
人
の
表
情
が
見
え
る
よ
う
な
読
後
感
の
い
いエン
デ
ィ
ン

グ
に
、先
日
み
た
玄
界
灘
の
キ
ラ
キ
ラ
し
た
風
景
が
重
な
っ
た
。

（
檜
垣
一
美
）

作
品
の
舞
台
を
訪
ね
て

「
時
間
の
習
俗
」③ 

―
鐘
崎

 「
或
る『
小
倉
日
記
』伝
」の
直
筆
原
稿

織幡神社

※
１　

犯
人
の
名
前
な
の
で
、未
読
の
方
の
た
め
に
、こ
こ
で
は
伏
字
と
す
る
。

お
り
は
た

お
ん 

が 

か
わ
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友の会 活動報告

　松本清張記念館友の会は8月1日～翌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。

● 友の会会員 更新のお知らせと新規会員募集 ●

友の会入会のお申込は、松本清張記念館友の会事務局まで

TEL.093-582-2761

● 清張サロン
平成30年12月7日（金）14：30～16：30　参加者52名
松本清張記念館・企画展示室

　清張サロンは毎回、清張作品や清張に関する話題をテーマ
に、講師を招いてのお話や参加者との意見交換・交流を目的に
開催しています。第2回清張サロンは、特別企画展「松本清張
『砂の器』展」の小野芳美学芸員による解説と、映画「砂の器」
で、子役として少年時代の本浦秀夫を演じられた春田和秀さん
のトークを行いました。トークの聞き手は、映画監督・映画評論家
として活躍されている樋口尚文さんでした。
　春田さんは、16歳の時に俳優を引退し、現在は自動車関係の
お仕事をされていますが、日本各地を10か月にわたり巡ったロケ
のこぼれ話や共演者との思い出などを語り、春田さんの誠実な
お人柄と、樋口さんの春田さんに対するリスペクトが伺える、大
変暖かなトークとなりました。

● 生誕祭

第2回　1月26日（土）15：00～16：30　参加者91名
　●会　場 ： 生涯学習総合センター　３階ホール
　●テーマ ： ～展示と映画で探る～『砂の器』魅力再発見
　●講　師 ： 第1部 小野 芳美 学芸員
 第２部 春田 和秀氏（元俳優・映画「砂の器」に出演）
  樋口 尚文氏（映画監督・映画評論家）

　松本清張さんの109回目の誕生日を、友の会会員でお祝いす
る「生誕祭」を開催しました。今回は、長崎外国語大学教授の加
島巧さんに「松本清張は『砂の器』をどう書いたのか―事件発
生から紙吹雪の女まで―」というテーマで講演いただいた後、
友の会の小林慎也会長と一緒に、中央に置かれたケーキに立
てた109の数字のローソクを吹き消していただきました。
　各テーブルに配られたケーキとコーヒーで、歓談の輪も拡が
り、会員同士の交流も深まった生誕祭でした。

り
よ
だ
館
念
記

記
後
集
編

特
集

清
張
と
地
理

今
尾
恵
介
・
原
武
史

「
清
張
ジ
オ
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク

　
　―

作
品
が
語
る
歴
史
と
風
土
」

対
談

研
究
誌 

「
松
本
清
張
研
究
」 

〜
第
二
十
号
発
刊
〜

文
論

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

高
橋
敏
夫

綾
目
広
治

…
…
…
…
…

松
本
清
張
一九
八
〇
年
代
日
本
に
逆
ら
う

  ―
―

「
海
外
も
の
」長
篇
小
説
の
意
義

旅
が
物
語
を
創
造
す
る―

―

時
刻
表
と
地
図
と

赤
塚
隆
二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

大
津
忠
彦

…
…
…
…
…
…
…

清
張
作
品
に
描
か
れ
た
中
近
東
の
地
理
風
土

中
川
里
志

…
…
…
…
…

清
張
と
筑
豊―

―

松
本
清
張
の
地
理
的
理
解（
一）

山
か
げ
の
遠
い
日
々―

―

清
張
と
山
陰

多
田
康
廣

稿
投

…
…
…

鴻
農
映
二

池
河
連
小
説
攷―
―

『
北
の
詩
人
』林
和
の
妻
に
つい
て―

―

『
両
像・森
鷗
外
』私
考（
二
）

―
―

「
鷗
外
と
乃
木
に
み
る
明
治
の
精
神
に
関
す
る

　
　
　
　
　
　
　  

松
本
清
張
の
疑
念
と
考
察―

―

柳
原
暁
子

…
…
…
…
…
…
…
…

若
き
日
の「
詩
」と「
詩
情
」

 ―
―

エ
ド
ガ
ー・ア
ラ
ン・ポ
ー
と
松
本
清
張
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県立神奈川近代文学館で開催中。
松本清張記念館は、資料貸与等で
協力しています。

日付
10/4
10/18
11/10
11/10
12/26
1/10
1/19

藤松市民センター
清水市民センター
生涯学習課
八幡西図書館
北九州大学
やまびこの会
北九州文学サロン

主催者・会場等 日付
1/22
1/26
2/1
2/8
2/13
3/13
3/23

観光案内ボランティア若戸ブロック
北九州文学サロン
穴生学舎
穴生学舎
引野市民センター
観光ボランティア 小倉地区会
香椎公民館

主催者・会場等

平成30年度下半期の講演実績です。 特別展

2019/3/16～5/12

講演に行ってきました

リバーウォーク
北九州

り
通
張
清

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

リーガロイヤル
ホテル小倉

小倉リーセント
ホテル

小倉城・松本清張
記念館前 井筒屋

文学サロン

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

街
天
銀
町
魚

JR山陽新幹線

小倉北
警察署

勝山公園

川
紫

制 作　㈱ハーティブレーン

午前9：30～午後6：00（入館は午後5：30まで）
年末（12月29日～12月31日）
一　般／600円（480円）　中・高生／360円（280円）
小学生／240円（190円）　（　）は30人以上の団体

第1809161B号

　また桜の季節が巡ってきました。改修工事で休館していた小倉城がリニューアル
オープンし、いつにもましてにぎやかな記念館周辺です。4月1日から入館料が600円

になりましたが、3館チケットは700円のまま据え置きとなっています。ぜひ、リニューアルした小倉城や小倉
城庭園といっしょに、松本清張記念館をご観覧ください。５頁にも書いておりますが、ゴールデンウィークに
はドラマ上映会も行います。みなさまのお越しをお待ちしています。（K.H）

■ 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

「眼の壁」 （『眼の壁』新潮文庫）
「陸行水行」 （『陸行水行』文春文庫）
「或る『小倉日記』伝」 （『或る「小倉日記」伝』新潮文庫、角川文庫）
■ 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わかる
　よう応募用紙に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。必要な人はコピーをおとりください。

■ 応募締切 2019年９月30日（月） ※当日消印有効

2019年度

中学生・高校生 読書感想文コンクール
若年層に清張作品に親しんでもらうとともに、表現力を学び、豊かな心を育む
契機となればという思いから始まりました。
新時代を切り開く若者達へ、探求の人・松本清張の精神の伝達を働きかけるものです。

■ 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、１１月中旬頃、本人と学校に通知し後日
表彰式を行います。なお、入選の結果は、当館発行の「館報」で発表する
予定です。その場合、著作権は松本清張記念館に帰属します。

■後援　西日本新聞社　　●協力　モンブランジャパン

■ 賞（受賞人数等変更の場合もあります。）
○最優秀賞（１人）

○優秀賞（中学の部…１人）（高校の部…１人）

○佳　作（中学の部…３人）（高校の部…３人）
※なお、最優秀賞は中学の部、高校の部で各１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〉として当館発行の「館
報」掲載を予定しています。

※応募用紙は記念館HPからダウンロードできます。
応　募　先
問い合わせ

〒803-0813 北九州市小倉北区城内２番３号　松本清張記念館　読書感想文コンクール係
 TEL 093-582-2761　FAX 093-562-2303


