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だ
が
、個
々
の
殺
人
事
件
な
ど
は
と
る
に
た
り
な
い
。

エ
イ
ズ
・
ウ
イ
ル
ス
は
大
量
殺
人
を
行
な
っ
て
い
る
の
だ
。

そ
の
量
は
戦
争
に
次
い
で
い
る
。

『赤い氷河期』平成元（１９８９）年　新潮社

現在入手しやすい本
『赤い氷河期』新潮文庫、松本清張全集６３巻

「赤い氷河期」は、昭和６３（１９８８）年１月７日～平成元（１９８９）年３月９日

「週刊新潮」に掲載された。原題「赤い氷河――ゴモラに死を」。

　
ド
イ
ツ
・
バ
イ
エ
ル
ン
州
ミ
ュ
ン
ヘ
ン

の
南
に
あ
る
シ
ュ
タ
ル
ン
ベ
ル
ク
湖
で
、

首
の
な
い
死
体
が
見
つ
か
っ
た
。
発
見

し
た
の
は
、
日
本
の
国
会
議
員
で
構
成

す
る
視
察
団
の
一
人
だ
っ
た
。一
行
は
、
森

鷗
外
訳
『
う
た
か
た
の
記
』
で
ル
ー
ト

ヴ
ィ
ヒ
2
世
の
最
期
を
読
ん
だ
と
こ
ろ

で
あ
っ
た
。

　

I
H
C
（
国
際
健
康
管
理
委
員
会
）

は
、ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
か
ら
醵
金
さ
れ
た
「
エ
イ
ズ
研

究
基
金
」に
よ
っ
て
ス
イ
ス
・
チ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
に
設
立
さ

れ
た
、い
わ
ば
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
エ
イ
ズ
防
衛
共
同
体
で

あ
る
。
I
H
C
の
調
査
課
長
で
あ
る
山
上
爾
策
は
、エ

イ
ズ
が
猖
獗
を
極
め
る
世
界
の
最
前
線
で
働
い
て
い

る
。

　
名
刺
に
「
ア
イ
デ
ア
販
売
業
」
を
謳
う
福
光
福
太

郎
は
、
同
時
に
田
代
明
路
と
い
う
名
で
「
ヒ
ン
ト
・
コ

ン
サ
ル
タ
ン
ト
」
業
を
営
み
、パ
リ
本
社
以
外
に
ロ
ン

ド
ン
、ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
、
デ
ュ
ッ
セ
ル
ド
ル
フ
に
支
局
を

持
っ
て
い
る
。
福
光
か
ら
、
血
液
製
剤
に
よ
る
エ
イ
ズ

ウ
イ
ル
ス
感
染
の
可
能
性
と
、
事
件
と
の
関
連
を
知

ら
さ
れ
た
山
上
は
、そ
の
こ
と
を
ハ
ン
ゲ
マ
ン
局
長
に

報
告
す
る
。エ
イ
ズ
拡
大
の
課
題
に
立
ち
向
か
う
二

人
の
歯
車
は
、
福
光
を
交
え
あ
ら
ぬ
方
向
へ
と
狂
っ
て

い
く―

―

　
本
作
品
は
、
昭
和
か
ら
平
成
の
変
わ
り
目
で
あ
る

一
九
八
八
〜
八
九
年
に
発
表
さ
れ
た
、
近
未
来
小
説
で

あ
る
。
当
時
か
ら
す
れ
ば
未
知
の
「
二
十
一
世
紀
に

入
っ
た
二
〇
〇
五
年
の
こ
と
」
と
し
て
清
張
が
描
い

た
、エ
イ
ズ
に
よ
る
大
量
死
に
瀕
し
た
世
界
だ
っ
た
。

厚
生
労
働
省
の
デ
ー
タ
に
よ
る
と
、
現
在
に
お
い
て

は
、
感
染
者
・
エ
イ
ズ
患
者
の
報
告
数
は
横
ば
い
で
推

移
し
て
お
り
、
抗
H
I
V
治
療
も
進
み
、
差
別
を
な

く
す
活
動
が
叫
ば
れ
て
い
る
。
本
作
は
同
性
愛
者
や

感
染
者
に
対
す
る
人
権
意
識
の
点
に
お
い
て
現
在
と

は
隔
た
り
が
あ
る
も
の
の
、
晩
年
の
清
張
が
挑
ん
だ

意
欲
作
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
E
・
A
・
ポ
ー

「
赤
き
死
の
仮
面
」
を
ふ
ま
え
て
い
る
点
も
興
味
深

い
。

（
学
芸
員
　
柳
原
暁
子
）
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先
の
改
元
に
関
連
し
て
新
聞
や
テ
レ
ビ
を
は
じ
め

各
種
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
多
く
の
報
道
が
あ
り
ま
し

た
。平
成
の
大
事
件
や
流
行
歌
な
ど
回
顧
ト
ピ
ッ
ク

も
多
く
、そ
の
中
で
も
特
に“

天
皇
の
地
方
訪
問”

に

関
す
る
報
道
が
目
立
ち
ま
し
た
。

　

天
皇
の
地
方
訪
問
は
、昭
和
天
皇
に
よ
る
戦
後
の

地
方
巡
幸
の
流
れ
を
受
け
継
い
だ
一
面
が
あ
り
ま

す
。戦
後
の
地
方
巡
幸
で
は
、昭
和
21
年
か
ら
26
年

に
か
け
て
天
皇
は
未
返
還
の
沖
縄
な
ど
を
除
き
、国

内
各
地
を
訪
れ
、ご
当
地
の
北
九
州
に
も
昭
和
24

年
の
ち
ょ
う
ど
今
頃
の
時
季
に
訪
れ
て
い
ま
す
。た

だ
、こ
の
一
連
の
巡
幸
に
は
北
海
道
は
含
ま
れ
て
い
ま

せ
ん
で
し
た
。津
軽
海
峡
に
戦
時
中
の
機
雷
の
危
険

が
残
っ
て
い
た
か
ら
と
言
わ
れ
ま
す
。
北
海
道
の
巡

幸
は
、
昭
和
29
年
８
月
に
連
絡
船
洞
爺
丸
で
渡
っ
た

際
に
実
現
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
が
、
洞
爺
丸
は

翌
9
月
に
台
風
で
沈
没
し
、日
本
の
海
難
史
上
で

も
最
も
知
ら
れ
た
事
件
に
な
り
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
、平
成
の
天
皇
の
地
方
訪
問
に
は
、

“

市

井
の
人
々
や
社
会
の
片
隅
に
お
か
れ
た
人
々
を
訪
ね

て
回
る”

と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
一
般
的
に
も
定
着
し
て

い
る
と
思
い
ま
す
。天
皇
は
各
地
で
行
幸
行
事
に
出

席
す
る
だ
け
で
な
く
、そ
れ
に
付
随
し
て「
地
方
事

情
ご
視
察
」
、つ
ま
り
そ
の
地
域
の
福
祉
施
設
を
慰

問
し
た
り
、最
先
端
あ
る
い
は
伝
統
的
な
産
業
、そ

し
て
ス
ポ
ー
ツ
や
歴
史
な
ど
文
化
関
係
の
場
所
を

訪
問
し
た
り
し
ま
す
。そ
の
訪
問
先
を
見
る
と
、そ

の
地
方
が
ど
ん
な
と
こ
ろ
か
を
端
的
に
示
す
、い
わ

ば“

地
方
の
肖
像”

が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
ま
す
。

　

こ
の
こ
と
は
清
張
作
品
に
も
通
ず
る
気
が
し
ま

す
。な
ぜ
な
ら
、
清
張
が
作
品
で
描
い
た
紙
上
の
旅

や
舞
台
設
定
に
も
、地
方
の
肖
像
が
映
し
出
さ
れ
て

い
る
か
ら
で
す
。

　

た
と
え
ば
、昭
和
32
年
か
ら
33
年
に
か
け
て
連
載

さ
れ
た「
点
と
線
」は
、ご
存
じ
の
通
り
、
遠
く
離
れ

た
北
海
道
と
九
州
を
結
ぶ
ト
リ
ッ
ク
が
事
件
の
カ
ギ

と
な
る
作
品
で
す
。
現
代
の
私
た
ち
の
感
覚
で
は
、

飛
行
機
を
利
用
す
る
と
い
う
発
想
が
当
た
り
前
に

な
っ
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。し
か
し
先
に
述
べ
た
と
お

り
、
当
時
の
人
々
に
は“

北
海
道
へ
渡
る
の
は
海
路

で”

と
い
う
印
象
が
、
数
年
前
の
天
皇
の
北
海
道
訪

問
や
そ
の
直
後
の
洞
爺
丸
事
故
に
よ
っ
て
植
え
付
け

ら
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。つ
ま
り
清
張
は
、当
時
の
読
者
に
と
っ
て
北
海
道

や
九
州
が
ど
う
い
う
場
所
か
と
い
う
大
衆
化
さ
れ

た
認
識
を
う
ま
く
利
用
し
て
、ト
リ
ッ
ク
を
組
み
立

て
た
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

　

清
張
作
品
に
は
、日
本
の
社
会
や
歴
史
の
中
で
育

ま
れ
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
方
や
地
域
の
特
色
が
、
時

代
性
と
と
も
に
描
か
れ
て
い
ま
す
。
松
本
清
張
は
、

自
ら
も
地
方
人
で
あ
り
、
地
方
と
地
方
人
を
描
く

こ
と
か
ら
出
発
し
、そ
れ
を
創
作
上
の
戦
略
と
し
た

作
家
で
す
。

　

清
張
が
昭
和
28
年
に「
或
る『
小
倉
日
記
』伝
」で

芥
川
賞
を
受
賞
し
た
直
後
、
当
時
の
小
説
の
大
半

が
東
京
を
舞
台
に
し
て
い
る
と
指
摘
し
た
文
芸
時

評
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
、
清
張
は
小
倉
で
、

小
倉
の
物
語
を
書
い
た
の
で
す
。上
京
以
降
の
作
品

に
つ
い
て
も
、そ
の
ほ
と
ん
ど
が
地
方
を
舞
台
に
し
て

い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。松
本

清
張
記
念
館
の
企
画
展
の
図
録
に
、
作
品
の
舞
台

を
示
し
た
日
本
地
図
が
あ
り
ま
す
が
、ほ
ぼ
す
べ
て

の
都
道
府
県
に
印
が
つ
い
て
い
ま
す
。

　

一
貫
し
て
地
方
を
描
き
続
け
た
清
張
に
は
、自
身

が
地
方
出
身
者
だ
か
ら
と
い
う
理
由
で
は
な
く
、小

説
を
通
し
て
地
方
色
を
描
き
、
そ
う
し
た
地
方
色

や
地
方
の
事
情
を
事
件
全
体
の
構
造
と
関
連
さ
せ

る
と
い
う
小
説
の
戦
略
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま

す
。た
と
え
ば
短
編「
凶
器
」は
、佐
賀
県
の
農
村
を

舞
台
に
、
若
い
未
亡
人
が
自
分
に
言
い
寄
っ
て
き
た

男
を
固
い
餅
で
殺
害
す
る
話
で
す
が
、穀
倉
地
帯
の

産
物
で
あ
る
餅
を
凶
器
と
す
る
あ
た
り
は
地
方
色

か
ら
の
発
想
が
あ
る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。さ
ら
に
、

農
家
の
副
業
と
し
て
藁
を
使
っ
た
家
内
工
業
に
携

わ
る
貧
し
い
未
亡
人
と
、藁
製
品
の
仲
買
人
と
し
て

彼
女
を
搾
取
す
る
男
と
の
関
係
、つ
ま
り
殺
人
事

件
に
限
れ
ば
加
害
者
と
被
害
者
と
の
力
関
係
を
通

し
て
、そ
の
地
方
の
社
会
環
境
や
社
会
構
造
な
ど
地

方
的
な
特
色
や
性
格
を
炙
り
出
す
の
で
す
。

　

雑
誌『
旅
』に
連
載
さ
れ
た「
点
と
線
」の
第
２
回

に
は
、
香
椎
潟
の
死
体
発
見
現
場
で
刑
事
と
発
見

者
が
会
話
す
る
場
面
が
あ
り
、
そ
こ
で
は
博
多
方

言
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。と
こ
ろ
が
連
載
第
４
回
の

香
椎
市
街
地
で
の
聞
き
込
み
の
場
面
で
は
、博
多
方

言
を
使
う
は
ず
の
地
元
住
民
の
発
言
が
標
準
語
で

記
さ
れ
て
い
ま
す
。こ
う
し
た
違
い
は
、
物
語
や
場

面
の
文
脈
や
背
景
か
ら
、方
言
の
使
用
を
意
図
的
に

使
い
分
け
て
い
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

第
２
回
で
は
香
椎
の
歴
史
や
風
土
に
つ
い
て
地
方

色
豊
か
な
説
明
が
あ
り
、そ
の
流
れ
の
延
長
上
で
、

登
場
人
物
た
ち
の
会
話
と
し
て
地
域
性
の
証
で
あ

る
方
言
や
訛
り
が
効
果
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で

す
。読
者
は
、あ
た
か
も
観
光
ガ
イ
ド
を
読
む
よ
う

に
物
語
の
舞
台
で
あ
る
香
椎
に
引
き
込
ま
れ
て
い

き
、寂
し
い
海
岸
の
情
景
が
目
に
浮
か
ん
で
く
る
仕

組
み
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

　

「
菊
枕
」や「
断
碑
」
、そ
し
て「
父
系
の
指
」と
い
っ

た
作
品
に
お
い
て
も
、
同
一
人
物
の
発
言
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
場
面
に
よ
っ
て
方
言
と
標
準
語
を
使
い
分

け
、
同
郷
の
出
身
者
で
も
境
遇
に
応
じ
て
話
し
言

葉
に
差
異
が
あ
る
例
な
ど
が
見
ら
れ
ま
す
。こ
れ
ら

は
登
場
人
物
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
に
潜
在
す
る
地
方
性

や
、話
者
と
周
囲
の
人
物
と
の
微
妙
な
距
離
感
や
関

係
性
を
示
す
手
段
と
し
て
、
方
言
を
意
識
的
に
活

用
し
て
い
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。清
張
が
小
説

で
用
い
る
方
言
は
、
地
方
色
の
演
出
に
と
ど
ま
ら

ず
、
高
度
成
長
期
の
上
京
者
の
多
く
が
そ
う
で
あ

る
よ
う
に
、
方
言
を
使
う
地
方
人
と
社
会
生
活
に

順
応
し
共
通
語
を
使
う
都
市
生
活
者
と
い
っ
た
、一

人
の
人
間
の
中
に
あ
る
重
層
性
ま
で
も
描
き
出
し

て
い
ま
す
。

　

幕
末
の
佐
賀
鍋
島
藩
が
舞
台
の「
啾
々
吟
」に
は
、

水
面
が
輝
く
堀
に
浮
か
べ
た
大
き
な
タ
ラ
イ
に
乗
っ

て
菱
の
実
を
採
る
若
い
女
性
の
姿
を
美
し
く
描
い
た

場
面
が
あ
り
ま
す
。こ
れ
も
佐
賀
な
ら
で
は
の
水
郷

風
景
で
あ
り
、
地
方
色
の
演
出
の
一
種
と
考
え
ら
れ

ま
す
。雑
誌『
旅
』に
寄
稿
し
た
エ
ッ
セ
イ
に
は
、清
張

自
身
が
実
際
に
佐
賀
で
こ
う
し
た
光
景
に
ふ
れ
た

体
験
も
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
雑
誌『
旅
』の
表
紙
に
は
、地
方
の
山
や

海
で
働
く
美
人
の
娘
を
撮
っ
た
写
真
が
よ
く
使
わ

れ
て
い
ま
す
。
被
写
体
の
女
性
は
、お
そ
ら
く
地
元

の
農
家
な
ど
の
娘
さ
ん
で
は
な
く
、
撮
影
用
の
モ
デ

ル
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。つ
ま
り
、
景
色
は
実
景
で

す
が
、地
方
色
が
演
出
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
地
方
の
労
働
の
現
場
で
あ
る
よ
う
な
場
所

に
美
人
を
立
た
せ
る
と
い
う
表
紙
写
真
の
構
図
は
、

「
啾
々
吟
」で
清
張
が
描
い
た
光
景
と
非
常
に
よ
く

似
て
い
ま
す
。
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
有
名
な
観
光

地
で
は
な
く
、人
々
が
あ
ま
り
訪
れ
な
い
鄙
び
た
場

所
を
背
景
に
、そ
こ
で
働
く
者
の
美
し
さ
を
表
現
し

た
も
の
だ
と
言
え
ま
す
。
先
述
の
エ
ッ
セ
イ
で
清
張

は
、こ
の
よ
う
な
水
郷
が
世
間
に
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ

て
な
い
こ
と
を
嘆
き
、
風
景
に
も
運
・
不
運
が
あ
る

と
指
摘
し
て
い
ま
す
。

　

清
張
が
作
中
で
地
方
を
描
く
際
、
中
央
に
は
あ

ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い“

不
運
な
風
景”

に
光
を
当

て
、
そ
の
魅
力
を
伝
え
る
描
き
方
を
し
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
眼
差
し
は
、
新
聞
社
で
広
告
意
匠
を
担

当
し
て
い
た
清
張
の
経
歴
に
よ
っ
て
も
養
わ
れ
た
で

し
ょ
う
。
そ
こ
で
培
わ
れ
た
の
は
、
多
種
多
様
な
広

告
の
対
象
に
つ
い
て
、種
々
の
構
図
や
デ
ザ
イ
ン
を
通

し
て
、
そ
の
魅
力
を
伝
え
る
技
術
で
し
ょ
う
が
、
そ

う
し
た
技
術
は
、小
説
家
に
な
っ
た
後
も
見
事
に
活

用
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

清
張
の
作
品
に
は
、地
方
を
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
、

た
と
え
具
体
的
に
中
央
に
つ
い
て
詳
し
く
書
か
れ
て

い
な
く
と
も
、

“

地
方
と
中
央”

と
い
う
構
造
が
浮
き

彫
り
に
な
る
と
い
う
特
徴
が
あ
り
ま
す
。

　

デ
ビ
ュ
ー
作
「
西
郷
札
」は
、
宮
崎
の
士
族
の
家
に

生
ま
れ
、維
新
後
は
東
京
で
車
夫
と
な
っ
た
男
が
主

人
公
の
小
説
で
す
。
彼
の
義
妹
は
東
京
で
明
治
政

府
の
官
僚
の
妻
に
な
り
ま
す
が
、そ
の
官
僚
の
策
略

に
よ
っ
て
主
人
公
は
宮
崎
の
地
で
破
滅
さ
せ
ら
れ
ま

す
。こ
の
物
語
の
背
景
に
あ
る
の
は
西
南
戦
争
で
す

が
、こ
の
戦
争
に
も
不
平
不
満
を
抱
く
地
方
士
族

を
中
央
政
府
が
鎮
圧
す
る
と
い
う
性
格
が
あ
り
ま

し
た
。

　

つ
ま
り
地
方
と
中
央
の
そ
れ
ぞ
れ
を
象
徴
す
る

登
場
人
物
た
ち
を
通
し
て
、そ
の
対
立
構
造
、そ
し

て“

中
央
に
滅
ぼ
さ
れ
て
い
く
地
方”

が
幾
重
に
も

描
き
出
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。以
降
の
多
く
の
作
品

か
ら
も
、繰
り
返
し
こ
の
構
造
を
読
み
取
る
こ
と
が

で
き
る
と
思
い
ま
す
。

　

こ
こ
ま
で
み
て
き
た
通
り
、特
に
初
期
の
清
張
作

品
に
は
、地
方
の“

敗
れ
去
る
人
々”

や“

消
え
て
い
く

風
景”

が
多
く
描
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ら
の
作
品

が
書
か
れ
た
時
代
は
、ち
ょ
う
ど
高
度
経
済
成
長
の

進
展
に
伴
っ
て
日
本
か
ら
地
方
性
や
郷
土
色
が
急

速
に
失
わ
れ
て
い
っ
た
時
期
と
重
な
っ
て
い
ま
す
。た

だ
し
、消
え
て
い
く
時
期
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、テ
レ
ビ

な
ど
の
メ
デ
ィ
ア
は
報
道
コ
ン
テ
ン
ツ
と
し
て
注
目
し

た
一
面
も
あ
っ
た
わ
け
で
す
。地
方
と
そ
の
問
題
に
ス

ポ
ッ
ト
を
当
て
た
清
張
の
眼
差
し
は
、
そ
う
し
た
メ

デ
ィ
ア
と
も
呼
応
し
な
が
ら
、地
方
の
行
く
末
を
見

て
い
た
よ
う
な
気
が
し
て
な
り
ま
せ
ん
。
現
在
の
地

方
は
、当
時
よ
り
も
さ
ら
に
複
雑
か
つ
深
刻
な
状
況

を
抱
え
て
い
ま
す
。盛
ん
に
地
方
創
生
が
叫
ば
れ
て

い
ま
す
が
、私
た
ち
は
ど
の
よ
う
な“

地
方”

を
目
指

し
て
創
っ
て
い
け
ば
よ
い
で
し
ょ
う
か
。

天
皇
が
巡
っ
た
地
方

清
張
が
描
く
地
方
の
肖
像

小
説
の
舞
台
と
し
て
の
地
方

九
州
大
学
大
学
院
教
授

〈
講
師
〉

松

本 

常

彦

●
講
演「
清
張
文
学
の
土
壌

 

」

地
方
・
人

松
本
清
張
研
究
会  

第
40
回
研
究
発
表
会

令
和
元
年
6
月
8
日
（
土
）
午
後
2
時

松
本
清
張
記
念
館 

地
階 

企
画
展
示
室
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先
の
改
元
に
関
連
し
て
新
聞
や
テ
レ
ビ
を
は
じ
め

各
種
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
多
く
の
報
道
が
あ
り
ま
し

た
。平
成
の
大
事
件
や
流
行
歌
な
ど
回
顧
ト
ピ
ッ
ク

も
多
く
、そ
の
中
で
も
特
に“

天
皇
の
地
方
訪
問”

に

関
す
る
報
道
が
目
立
ち
ま
し
た
。

　

天
皇
の
地
方
訪
問
は
、昭
和
天
皇
に
よ
る
戦
後
の

地
方
巡
幸
の
流
れ
を
受
け
継
い
だ
一
面
が
あ
り
ま

す
。戦
後
の
地
方
巡
幸
で
は
、昭
和
21
年
か
ら
26
年

に
か
け
て
天
皇
は
未
返
還
の
沖
縄
な
ど
を
除
き
、国

内
各
地
を
訪
れ
、ご
当
地
の
北
九
州
に
も
昭
和
24

年
の
ち
ょ
う
ど
今
頃
の
時
季
に
訪
れ
て
い
ま
す
。た

だ
、こ
の
一
連
の
巡
幸
に
は
北
海
道
は
含
ま
れ
て
い
ま

せ
ん
で
し
た
。津
軽
海
峡
に
戦
時
中
の
機
雷
の
危
険

が
残
っ
て
い
た
か
ら
と
言
わ
れ
ま
す
。
北
海
道
の
巡

幸
は
、
昭
和
29
年
８
月
に
連
絡
船
洞
爺
丸
で
渡
っ
た

際
に
実
現
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
が
、
洞
爺
丸
は

翌
9
月
に
台
風
で
沈
没
し
、日
本
の
海
難
史
上
で

も
最
も
知
ら
れ
た
事
件
に
な
り
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
、平
成
の
天
皇
の
地
方
訪
問
に
は
、

“

市

井
の
人
々
や
社
会
の
片
隅
に
お
か
れ
た
人
々
を
訪
ね

て
回
る”

と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
一
般
的
に
も
定
着
し
て

い
る
と
思
い
ま
す
。天
皇
は
各
地
で
行
幸
行
事
に
出

席
す
る
だ
け
で
な
く
、そ
れ
に
付
随
し
て「
地
方
事

情
ご
視
察
」
、つ
ま
り
そ
の
地
域
の
福
祉
施
設
を
慰

問
し
た
り
、最
先
端
あ
る
い
は
伝
統
的
な
産
業
、そ

し
て
ス
ポ
ー
ツ
や
歴
史
な
ど
文
化
関
係
の
場
所
を

訪
問
し
た
り
し
ま
す
。そ
の
訪
問
先
を
見
る
と
、そ

の
地
方
が
ど
ん
な
と
こ
ろ
か
を
端
的
に
示
す
、い
わ

ば“

地
方
の
肖
像”

が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
ま
す
。

　

こ
の
こ
と
は
清
張
作
品
に
も
通
ず
る
気
が
し
ま

す
。な
ぜ
な
ら
、
清
張
が
作
品
で
描
い
た
紙
上
の
旅

や
舞
台
設
定
に
も
、地
方
の
肖
像
が
映
し
出
さ
れ
て

い
る
か
ら
で
す
。

　

た
と
え
ば
、昭
和
32
年
か
ら
33
年
に
か
け
て
連
載

さ
れ
た「
点
と
線
」は
、ご
存
じ
の
通
り
、
遠
く
離
れ

た
北
海
道
と
九
州
を
結
ぶ
ト
リ
ッ
ク
が
事
件
の
カ
ギ

と
な
る
作
品
で
す
。
現
代
の
私
た
ち
の
感
覚
で
は
、

飛
行
機
を
利
用
す
る
と
い
う
発
想
が
当
た
り
前
に

な
っ
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。し
か
し
先
に
述
べ
た
と
お

り
、
当
時
の
人
々
に
は“

北
海
道
へ
渡
る
の
は
海
路

で”

と
い
う
印
象
が
、
数
年
前
の
天
皇
の
北
海
道
訪

問
や
そ
の
直
後
の
洞
爺
丸
事
故
に
よ
っ
て
植
え
付
け

ら
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。つ
ま
り
清
張
は
、当
時
の
読
者
に
と
っ
て
北
海
道

や
九
州
が
ど
う
い
う
場
所
か
と
い
う
大
衆
化
さ
れ

た
認
識
を
う
ま
く
利
用
し
て
、ト
リ
ッ
ク
を
組
み
立

て
た
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

　

清
張
作
品
に
は
、日
本
の
社
会
や
歴
史
の
中
で
育

ま
れ
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
方
や
地
域
の
特
色
が
、
時

代
性
と
と
も
に
描
か
れ
て
い
ま
す
。
松
本
清
張
は
、

自
ら
も
地
方
人
で
あ
り
、
地
方
と
地
方
人
を
描
く

こ
と
か
ら
出
発
し
、そ
れ
を
創
作
上
の
戦
略
と
し
た

作
家
で
す
。

　

清
張
が
昭
和
28
年
に「
或
る『
小
倉
日
記
』伝
」で

芥
川
賞
を
受
賞
し
た
直
後
、
当
時
の
小
説
の
大
半

が
東
京
を
舞
台
に
し
て
い
る
と
指
摘
し
た
文
芸
時

評
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
、
清
張
は
小
倉
で
、

小
倉
の
物
語
を
書
い
た
の
で
す
。上
京
以
降
の
作
品

に
つ
い
て
も
、そ
の
ほ
と
ん
ど
が
地
方
を
舞
台
に
し
て

い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。松
本

清
張
記
念
館
の
企
画
展
の
図
録
に
、
作
品
の
舞
台

を
示
し
た
日
本
地
図
が
あ
り
ま
す
が
、ほ
ぼ
す
べ
て

の
都
道
府
県
に
印
が
つ
い
て
い
ま
す
。

　

一
貫
し
て
地
方
を
描
き
続
け
た
清
張
に
は
、自
身

が
地
方
出
身
者
だ
か
ら
と
い
う
理
由
で
は
な
く
、小

説
を
通
し
て
地
方
色
を
描
き
、
そ
う
し
た
地
方
色

や
地
方
の
事
情
を
事
件
全
体
の
構
造
と
関
連
さ
せ

る
と
い
う
小
説
の
戦
略
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま

す
。た
と
え
ば
短
編「
凶
器
」は
、佐
賀
県
の
農
村
を

舞
台
に
、
若
い
未
亡
人
が
自
分
に
言
い
寄
っ
て
き
た

男
を
固
い
餅
で
殺
害
す
る
話
で
す
が
、穀
倉
地
帯
の

産
物
で
あ
る
餅
を
凶
器
と
す
る
あ
た
り
は
地
方
色

か
ら
の
発
想
が
あ
る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。さ
ら
に
、

農
家
の
副
業
と
し
て
藁
を
使
っ
た
家
内
工
業
に
携

わ
る
貧
し
い
未
亡
人
と
、藁
製
品
の
仲
買
人
と
し
て

彼
女
を
搾
取
す
る
男
と
の
関
係
、つ
ま
り
殺
人
事

件
に
限
れ
ば
加
害
者
と
被
害
者
と
の
力
関
係
を
通

し
て
、そ
の
地
方
の
社
会
環
境
や
社
会
構
造
な
ど
地

方
的
な
特
色
や
性
格
を
炙
り
出
す
の
で
す
。

　

雑
誌『
旅
』に
連
載
さ
れ
た「
点
と
線
」の
第
２
回

に
は
、
香
椎
潟
の
死
体
発
見
現
場
で
刑
事
と
発
見

者
が
会
話
す
る
場
面
が
あ
り
、
そ
こ
で
は
博
多
方

言
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。と
こ
ろ
が
連
載
第
４
回
の

香
椎
市
街
地
で
の
聞
き
込
み
の
場
面
で
は
、博
多
方

言
を
使
う
は
ず
の
地
元
住
民
の
発
言
が
標
準
語
で

記
さ
れ
て
い
ま
す
。こ
う
し
た
違
い
は
、
物
語
や
場

面
の
文
脈
や
背
景
か
ら
、方
言
の
使
用
を
意
図
的
に

使
い
分
け
て
い
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

第
２
回
で
は
香
椎
の
歴
史
や
風
土
に
つ
い
て
地
方

色
豊
か
な
説
明
が
あ
り
、そ
の
流
れ
の
延
長
上
で
、

登
場
人
物
た
ち
の
会
話
と
し
て
地
域
性
の
証
で
あ

る
方
言
や
訛
り
が
効
果
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で

す
。読
者
は
、あ
た
か
も
観
光
ガ
イ
ド
を
読
む
よ
う

に
物
語
の
舞
台
で
あ
る
香
椎
に
引
き
込
ま
れ
て
い

き
、寂
し
い
海
岸
の
情
景
が
目
に
浮
か
ん
で
く
る
仕

組
み
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

　

「
菊
枕
」や「
断
碑
」
、そ
し
て「
父
系
の
指
」と
い
っ

た
作
品
に
お
い
て
も
、
同
一
人
物
の
発
言
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
場
面
に
よ
っ
て
方
言
と
標
準
語
を
使
い
分

け
、
同
郷
の
出
身
者
で
も
境
遇
に
応
じ
て
話
し
言

葉
に
差
異
が
あ
る
例
な
ど
が
見
ら
れ
ま
す
。こ
れ
ら

は
登
場
人
物
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
に
潜
在
す
る
地
方
性

や
、話
者
と
周
囲
の
人
物
と
の
微
妙
な
距
離
感
や
関

係
性
を
示
す
手
段
と
し
て
、
方
言
を
意
識
的
に
活

用
し
て
い
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。清
張
が
小
説

で
用
い
る
方
言
は
、
地
方
色
の
演
出
に
と
ど
ま
ら

ず
、
高
度
成
長
期
の
上
京
者
の
多
く
が
そ
う
で
あ

る
よ
う
に
、
方
言
を
使
う
地
方
人
と
社
会
生
活
に

順
応
し
共
通
語
を
使
う
都
市
生
活
者
と
い
っ
た
、一

人
の
人
間
の
中
に
あ
る
重
層
性
ま
で
も
描
き
出
し

て
い
ま
す
。

　

幕
末
の
佐
賀
鍋
島
藩
が
舞
台
の「
啾
々
吟
」に
は
、

水
面
が
輝
く
堀
に
浮
か
べ
た
大
き
な
タ
ラ
イ
に
乗
っ

て
菱
の
実
を
採
る
若
い
女
性
の
姿
を
美
し
く
描
い
た

場
面
が
あ
り
ま
す
。こ
れ
も
佐
賀
な
ら
で
は
の
水
郷

風
景
で
あ
り
、
地
方
色
の
演
出
の
一
種
と
考
え
ら
れ

ま
す
。雑
誌『
旅
』に
寄
稿
し
た
エ
ッ
セ
イ
に
は
、清
張

自
身
が
実
際
に
佐
賀
で
こ
う
し
た
光
景
に
ふ
れ
た

体
験
も
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
雑
誌『
旅
』の
表
紙
に
は
、地
方
の
山
や

海
で
働
く
美
人
の
娘
を
撮
っ
た
写
真
が
よ
く
使
わ

れ
て
い
ま
す
。
被
写
体
の
女
性
は
、お
そ
ら
く
地
元

の
農
家
な
ど
の
娘
さ
ん
で
は
な
く
、
撮
影
用
の
モ
デ

ル
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。つ
ま
り
、
景
色
は
実
景
で

す
が
、地
方
色
が
演
出
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
地
方
の
労
働
の
現
場
で
あ
る
よ
う
な
場
所

に
美
人
を
立
た
せ
る
と
い
う
表
紙
写
真
の
構
図
は
、

「
啾
々
吟
」で
清
張
が
描
い
た
光
景
と
非
常
に
よ
く

似
て
い
ま
す
。
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
有
名
な
観
光

地
で
は
な
く
、人
々
が
あ
ま
り
訪
れ
な
い
鄙
び
た
場

所
を
背
景
に
、そ
こ
で
働
く
者
の
美
し
さ
を
表
現
し

た
も
の
だ
と
言
え
ま
す
。
先
述
の
エ
ッ
セ
イ
で
清
張

は
、こ
の
よ
う
な
水
郷
が
世
間
に
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ

て
な
い
こ
と
を
嘆
き
、
風
景
に
も
運
・
不
運
が
あ
る

と
指
摘
し
て
い
ま
す
。

　

清
張
が
作
中
で
地
方
を
描
く
際
、
中
央
に
は
あ

ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い“

不
運
な
風
景”

に
光
を
当

て
、
そ
の
魅
力
を
伝
え
る
描
き
方
を
し
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
眼
差
し
は
、
新
聞
社
で
広
告
意
匠
を
担

当
し
て
い
た
清
張
の
経
歴
に
よ
っ
て
も
養
わ
れ
た
で

し
ょ
う
。
そ
こ
で
培
わ
れ
た
の
は
、
多
種
多
様
な
広

告
の
対
象
に
つ
い
て
、種
々
の
構
図
や
デ
ザ
イ
ン
を
通

し
て
、
そ
の
魅
力
を
伝
え
る
技
術
で
し
ょ
う
が
、
そ

う
し
た
技
術
は
、小
説
家
に
な
っ
た
後
も
見
事
に
活

用
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

清
張
の
作
品
に
は
、地
方
を
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
、

た
と
え
具
体
的
に
中
央
に
つ
い
て
詳
し
く
書
か
れ
て

い
な
く
と
も
、

“

地
方
と
中
央”

と
い
う
構
造
が
浮
き

彫
り
に
な
る
と
い
う
特
徴
が
あ
り
ま
す
。

　

デ
ビ
ュ
ー
作
「
西
郷
札
」は
、
宮
崎
の
士
族
の
家
に

生
ま
れ
、維
新
後
は
東
京
で
車
夫
と
な
っ
た
男
が
主

人
公
の
小
説
で
す
。
彼
の
義
妹
は
東
京
で
明
治
政

府
の
官
僚
の
妻
に
な
り
ま
す
が
、そ
の
官
僚
の
策
略

に
よ
っ
て
主
人
公
は
宮
崎
の
地
で
破
滅
さ
せ
ら
れ
ま

す
。こ
の
物
語
の
背
景
に
あ
る
の
は
西
南
戦
争
で
す

が
、こ
の
戦
争
に
も
不
平
不
満
を
抱
く
地
方
士
族

を
中
央
政
府
が
鎮
圧
す
る
と
い
う
性
格
が
あ
り
ま

し
た
。

　

つ
ま
り
地
方
と
中
央
の
そ
れ
ぞ
れ
を
象
徴
す
る

登
場
人
物
た
ち
を
通
し
て
、そ
の
対
立
構
造
、そ
し

て“

中
央
に
滅
ぼ
さ
れ
て
い
く
地
方”

が
幾
重
に
も

描
き
出
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。以
降
の
多
く
の
作
品

か
ら
も
、繰
り
返
し
こ
の
構
造
を
読
み
取
る
こ
と
が

で
き
る
と
思
い
ま
す
。

　

こ
こ
ま
で
み
て
き
た
通
り
、特
に
初
期
の
清
張
作

品
に
は
、地
方
の“

敗
れ
去
る
人
々”

や“

消
え
て
い
く

風
景”

が
多
く
描
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ら
の
作
品

が
書
か
れ
た
時
代
は
、ち
ょ
う
ど
高
度
経
済
成
長
の

進
展
に
伴
っ
て
日
本
か
ら
地
方
性
や
郷
土
色
が
急

速
に
失
わ
れ
て
い
っ
た
時
期
と
重
な
っ
て
い
ま
す
。た

だ
し
、消
え
て
い
く
時
期
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、テ
レ
ビ

な
ど
の
メ
デ
ィ
ア
は
報
道
コ
ン
テ
ン
ツ
と
し
て
注
目
し

た
一
面
も
あ
っ
た
わ
け
で
す
。地
方
と
そ
の
問
題
に
ス

ポ
ッ
ト
を
当
て
た
清
張
の
眼
差
し
は
、
そ
う
し
た
メ

デ
ィ
ア
と
も
呼
応
し
な
が
ら
、地
方
の
行
く
末
を
見

て
い
た
よ
う
な
気
が
し
て
な
り
ま
せ
ん
。
現
在
の
地

方
は
、当
時
よ
り
も
さ
ら
に
複
雑
か
つ
深
刻
な
状
況

を
抱
え
て
い
ま
す
。盛
ん
に
地
方
創
生
が
叫
ば
れ
て

い
ま
す
が
、私
た
ち
は
ど
の
よ
う
な“

地
方”

を
目
指

し
て
創
っ
て
い
け
ば
よ
い
で
し
ょ
う
か
。

地
方
色
の
演
出
と
し
て
の
方
言
の
機
能

地
方
の
風
景
描
写

地
方
と
中
央
と
い
う
構
造

お
わ
り
に
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清
張
は
幼
少
期
の
数
年
間
を
、両
親
や
祖
父
母
と
と
も
に
下
関
で

暮
ら
し
た
。「
半
生
の
記
」や「
骨
壺
の
風
景
」等
の
自
伝
的
作
品
を
慎

重
に
比
較
し
、
古
地
図
も
参
考
に
し
て
読
み
解
く
こ
と
で
、ま
ず
清

張
の
生
活
空
間
と
し
て
の「
下
関
」を
浮
き
彫
り
に
す
る
。旧
壇
之
浦

で
餅
屋
を
開
く
祖
父
母
を
頼
り
、松
本
家
は
小
倉
か
ら
下
関
に
移
っ

た
。清
張
一
歳
。夜
に
対
岸
の「
門
司
の
灯
が
小
さ
な
珠
を
つ
な
い
だ
よ

う
に
燦
く
」の
を
、
海
に
は
み
出
た
家
か
ら
眺
め
、「
壇
之
浦
の
時
代

は
、私
に
と
っ
て
幼
い
こ
ろ
の「
詩
」で
あ
っ
た
」と
書
く
記
述
は
興
味
深

い
。さ
ら
に「
も
し
、少
年
に「
未
知
へ
の
憧
れ
」が
あ
る
と
し
た
ら
、私

の
そ
の
思
慕
は（
中
略
）
門
司
の
夜
景
か
ら
は
じ
ま
っ
た
の
か
も
し
れ

な
い
」と
の
言
葉
も
見
逃
せ
な
い
。

　
下
関
が
舞
台
の「
骨
壺
の
風
景
」や「
恩
誼
の
紐
」で
は
、祖
母
カ
ネ

と
の
血
縁
以
上
に
固
い「
絆
」が
テ
ー
マ
で
あ
る
。火
ノ
山
の
崖
崩
れ
を

機
に
田
中
町
に
移
る
。
家
は
父
親
の
遊
郭
通
い
で「
地
獄
の
よ
う
」に

な
り
、祖
母
は
女
中
と
し
て
他
家
に
住
込
む
。実
体
験
で
あ
ろ
う
。祖

母
の
奉
公
先(

外
国
航
路
の
船
長
宅)

を
訪
ね
て
の
外
泊
は「
恩
誼
の

紐
」の
、
祖
母
の
葬
儀
で
大
声
で
泣
い
た
こ
と
は「
骨
壺
の
風
景
」の
、

作
品
の
不
可
欠
の
背
景
で
あ
る
。
特
に
作
品
理
解
の
上
で
重
要
な
の

は
、清
張
を
溺
愛
し
た
祖
母
が
よ
く
言
っ
て
い
た「
ま
ぶ
っ
て（
守
っ
て
）

や
る
け
ん
の
う
」と
い
う
深
い
響
き
を
持
つ
言
葉
で
あ
る
。

　
清
張
に
と
っ
て「
下
関
」は
ど
の
よ
う
な
街
で
あ
っ
た
か
。国
際
港
門

司
の
夜
景
か
ら
始
ま
っ
た
清
張
少
年
の「
未
知
へ
の
憧
れ
」は
、身
近
に

船
長
や
船
員
の
い
る
、
海
峡
の
街
下
関
で
、
朝
鮮
半
島
・
大
陸
へ
と
繋

が
る
関
釡
連
絡
船
や
遠
洋
漁
業
の
ト
ロ
ー
ル
船
団
を
日
常
的
に
眼
に

す
る
こ
と
で
、
世
界
の
海
や
町
々
へ
の
具
体
的
な
想
像
へ
と
育
ち
、
清

張
に「
世
界
へ
の
広
い
視
野
」「
世
界
的
思
考
」の
萌
芽
を
植
え
付
け
た

の
で
は
な
い
か
。ま
た
下
関
時
代
に
、清
張
の
心
に
深
く
刻
ま
れ
た
も

の
は
、「
ま
ぶ
っ
て
や
る
け
ん
の
う
」と
い
う
言
葉
に
象
徴
さ
れ
る
祖
母

の
強
い
愛
情
で
あ
り
、二
人
の
強
固
な「
絆
」で
は
な
か
っ
た
か
。
祖
母

に
強
く「
ま
ぶ
ら
れ
て
い
る
」と
い
う「
絆
」の
安
心
感
と
、祖
母
の
そ
の

「
恩
誼
」に
報
い
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
意
味
で
の
、極
め
て
日
本
的
な

庶
民
的
正
義
感
が
、清
張
の
貧
苦
の
生
活
と
成
長
を
支
え
た
。そ
し

て
、作
家
清
張
は
生
涯
そ
の
庶
民
的
正
義
と
ペ
ン
を
武
器
に
世
界
と

闘
い
続
け
た
の
で
あ
る
。

　
清
張
の
人
間
形
成
に
お
け
る
祖
母
の
存
在
や
、世
界
的
視
野
・
思

考
方
法
の
獲
得
と
い
う
面
か
ら
、「
下
関
」
時
代
は
も
っ
と
注
目
さ
れ

研
究
さ
れ
て
い
い
。

第　　回
松本清張研究奨励事業
入選企画決定

松本清張文学のメディアミックスに関する
基礎的研究
志村 三代子

（都留文科大学准教授）

代表

松本清張におけるGHQ占領に関する表象と
言説の総合研究
川崎 賢子
（立教大学特任教授）

21
第 回
22

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

応募期限

　「松本清張研究奨励事業」は21回目を迎えました。選考委員会に

よる厳正な審査の結果、2件の研究企画が入選しました。
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120万円を上限とする研究奨励

金を支給します。

令和2年3月31日

松
本
清
張
研
究
会

〈
発
表
者
〉

中
川 

里

志

●
研
究
発
表

要
　
旨

松
本
清
張
研
究
会  

第
40
回
研
究
発
表
会

松
本
清
張
の
地
理
的
理
解(

二) 

」

「
下
関
で
の〈
清
張
〉と
清
張
の〈
下
関
〉
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ポー 松本清張松本清張松本清張

開催期間

開催場所

観覧料：常設展観覧料に含む（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

EDGAR ALLAN POE　　SEICHO MATSUMOTO

　2019年は、松本清張が生まれて110年、エドガー・アラン・ポーが生まれて210年にあたります。清張は、

ポーが生を受けたちょうど100年後に、誕生したのです。

　これを記念し、エドガー・アラン・ポーと松本清張についての企画展を開催します。

　清張は、若いころからポーを愛読していました。ポーは推理小説の始祖と言われ、清張のみならず、日本はも

ちろん世界のミステリー界にとって重要な作家です。

　この二人の作家の記念すべき節目の年に、清張作品に見えるポーの世界を紹介するとともに、両作家の直筆

資料など、貴重な品々を展示いたします。

令和元年 令和2年1511月 日（金）～ 13月 日（日）

清張生誕110年・ポー生誕210年記念

E・A・ポーと松本清張
エドガー アラン

特別企画展

EDGAR ALLAN POE　　SEICHO MATSUMOTO&

松本清張記念館  企画展示室

令和元年 令和2年1511月 日（金）～ 13月 日（日）

松本清張記念館  企画展示室

主催：「E・A・ポーと松本清張」展 実行委員会　 後援：日本ポー学会  主催：「E・A・ポーと松本清張」展 実行委員会　 後援：日本ポー学会  

1.先覚者・エドガー・アラン・ポー
ポーの生涯、その比類ない文学的位置づけなど、貴重な直筆資料とともに紹介。

2.松本清張が出逢ったポー文学
日本におけるポー文学の受容を、清張との関連を中心に紹介。ポーが日本文学に与えた多大
な影響について振り返る。

3.清張作品にみるポー
ポーに触れた清張の小説やエッセイの紹介、生原稿の複数点展示。清張が高等小学校時代に
投稿したと思われる詩や、作家になって書いた詩について紹介する。

4.ミステリー史概観
ポーから始まる世界のミステリーの歴史を概観する。

5.Illustration（イラストレーション/挿絵の世界）
ハリー・クラーク、オーブリー・ビアズリーほか、ポー作品を豊かに支える挿絵とその魅力を紹介。

その他 笠井潔氏（ミステリー作家・評論家）による寄稿
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陸
行
水
行

作
品
の
舞
台
を
訪
ね
て

　

松
本
清
張
記
念
館
で
は
、こ
の
夏
、清
張
生

誕
１
１
０
年
を
記
念
し
て
、ミ
ニ
展
示
「
清
張

映
画
ポ
ス
タ
ー
展
」を
開
催
し
ま
す
。

　

松
本
清
張
は
約
４０
年
の
作
家
生
活
を
通

し
、
約
１
０
０
０
編
も
の
作
品
を
遺
し
、多
く

の
読
者
に
愛
さ
れ
ま
し
た
。１
９
５
８
年
に

「
点
と
線
」「
眼
の
壁
」が
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
な
っ

た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
清
張
の
推
理
小
説
・
現

代
小
説
が
広
く
親
し
ま
れ
た
の
は
皆
さ
ん
ご

存
知
の
と
お
り
で
す
。

　

清
張
作
品
は
映
像
化
も
非
常
に
早
く
、

１
９
５
７
年
１
月
に「
顔
」が
公
開
さ
れ
た
の

が
最
初
の
映
画
化
作
品
で
し
た
。
人
気
作
品

が
映
像
化
さ
れ
る
こ
と
で
、
読
者
の
裾
野
を

広
げ
る
こ
と
と
も
な
り
ま
し
た
。

　

現
在
ま
で
で
清
張
の
原
作
映
画
は
３６
作
品

が
制
作
・
上
映
さ
れ
て
い
ま
す
。
昨
年
、
当
館

の
開
館
２０
周
年
記
念
事
業
で
実
施
し
た「
砂

の
器
」シ
ネ
マ
コ
ン
サ
ー
ト
で
満
員
の
観
客
の

涙
を
誘
っ
た
記
憶
は
新
し
い
と
こ
ろ
で
す
が
、

ほ
か
に
も
多
く
の
作
品
が
現
在
も
親
し
ま
れ

て
い
ま
す
。

　

今
回
の
展
示
で
は
、
北
九
州
市
立
映
画
資

料
館 

松
永
文
庫
の
協
力
を
得
て
、数
多
く
の

清
張
原
作
映
画
の
ポ
ス
タ
ー
が
一
堂
に
会
し
ま

す
。映
画
の
顔
と
も
い
え
る
ポ
ス
タ
ー
を
通
じ

て
、
多
彩
な
清
張
映
画
の
魅
力
に
触
れ
て
く

だ
さ
い
。

　

「
陸
行
水
行
」は
1
9
6
3
年

１１
月
か
ら
翌
年
１
月
に「
週
刊
文

春
」に
連
載
さ
れ
た
。邪
馬
台
国
の

謎
と
独
創
的
な
説
は
、
多
く
の
読

者
を
邪
馬
台
国
ブ
ー
ム
に
巻
き
込

ん
だ
。

　

物
語
は
東
京
の
某
大
学
の
歴
史

科
の
万
年
講
師
で
あ
る
川
田
修
一

が
、
宇
佐
神
宮
の
研
究
の
た
め
大

分
県
宇
佐
郡
安
心
院
町
を
訪
れ

る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。
川
田
は

「
妻
垣
神
社
」と
い
う
大
変
古
い
神

社
の
ご
神
体
の
石
を
カ
メ
ラ
に
お

さ
め
て
一
服
し
て
い
る
と
き
、
あ
る

男
と
出
会
う
。
そ
の
男
は
浜
中
浩

三
と
名
乗
り
、
愛
媛
県
の
村
役
場

の
書
記
で
邪
馬
台
国
の
所
在
を
研

究
し
て
い
た
。

「
妻
垣
」の
名
前
は
古
風
だ
。
例
の

古
歌
「
妻
ご
め
に
八
重
垣
つ
く

る
・
・
・
」な
ど
が
想
起
さ
れ
よ
う
。そ

ん
な
こ
と
を
思
い
な
が
ら
、百
姓
家
の

前
か
ら
山
林
の
間
を
分
け
入
っ
て
、

胸
を
突
く
よ
う
な
急
な
坂
を
登
っ

た
。石
こ
ろ
が
ご
ろ
ご
ろ
し
て
い
て
大

そ
う
登
り
に
く
い
。
樹
が
蔽
い
茂
っ
て

日
光
も
射
さ
な
い
か
ら
、し
ば
ら
く

は
ト
ン
ネ
ル
の
よ
う
に
薄
暗
か
っ
た
。

　
　

（
略
）

　

よ
う
や
く
坂
を
途
中
ま
で
登
っ

た
と
こ
ろ
で
、や
や
広
い
棚
地
に
出

た
。そ
こ
に
は
、
粗
末
な
木
で
囲
っ
た

垣
の
中
に
古
い
石
が
一
個
ぽ
つ
ん
と
置

か
れ
て
あ
っ
た
。石
は
苔
に
蔽
わ
れ
て

暗
鬱
な
色
を
呈
し
て
い
た
。

　

実
は
、こ
れ
が
こ
の
神
社
の
神
体

な
の
だ
。こ
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
も
こ

の
神
社
の
古
さ
が
分
る
。

（
文
藝
春
秋
『
松
本
清
張
全
集
７
』よ
り
）

　

実
際
に
共
鑰
山
の
山
腹
に
あ
る

妻
垣
神
社
の
ご
神
体
の
石
を
訪
ね

て
み
た
。

　

木
や
竹
が
茂
っ
て
い
る
山
道
は

竹
が
風
に
揺
れ
て
し
な
り
、
上
部

が
ぶ
つ
か
り
あ
う
音
が
響
い
て
い

た
。
神
社
か
ら
こ
の
急
な
山
道
を

３
５
０
ｍ
ほ
ど
進
ん
だ
と
こ
ろ
に
玉

垣
に
囲
ま
れ
た
ご
神
体
が
鎮
座
し

て
お
り
、
古
事
記
や
日
本
書
紀
に

登
場
す
る「
足
一
騰
宮
」の
神
話
の

舞
台
の
ひ
と
つ
と
な
っ
て
い
る
。

　

物
語
で
は
、こ
の
史
跡
の
場
所

で
川
田
修
一
と
浜
中
浩
三
は
出
会

い
名
刺
交
換
を
す
る
。そ
し
て
、浜

中
の
新
た
な
着
想
を
も
っ
た
邪
馬

台
国
の
所
在
の
話
が
展
開
さ
れ
て

い
く
。

（
村
上
美
智
代
）

期　間／令和元年８月１日（木）～９月３０日（月）

会　場／企画展示室

観覧料／無料（常設展示の観覧料は別途必要です）

協　力／北九州市立映画資料館  松永文庫

清張生誕１１０年記念ミニ展示

（妻垣神社奥宮巨石） （神社の眼下に広がる盆地） （妻垣神社拝殿）

あ
し
ひ
と
つ
あ
が
り
の
み
や

と
も 

か
ぎ

や
ま



友の会 活動報告

● 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みは、
松本清張記念館友の会事務局まで

TEL.093-582-2761

　松本清張記念館友の会は8月1日～翌7月31日を一年度として、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。

5／7 北九州市立年長者研修大学校  周望学舎

6／7 北九州市立大学

6／18 北九州プロバスクラブ

7／16 一般社団法人　北九州銀行協会

日 付 主催者・会場等

講演に行ってきました

ドラマ上映会を行いました清張生誕110年記念事業への協力

　４月２７日（土）～５月６日（月）の１０日間、ゴールデンウィーク特別イベントと

して「ドラマ上映会」を記念館の企画展示室で行いました。

　過去にNHKから寄贈された１４作品のうち、「事故」「天城越え」など５作品を

上映し、延べ５５８名の皆様にご参加いただきました。上映作品には松本清張

本人が特別出演していましたので、参加者の皆様は、ストーリーはもちろん、清

張の演技にも注目して楽しまれていました。

　清張生誕１１０年を記念して、県立神奈川近代文学館で、清張

作品の世界とその時代を紹介する「特別展『巨星・松本清張』」

（3月16日～5月12日）が

開催され、15,000名を超

える来場者が訪れました。

当館からは藤井名誉館長

の編集委員への就任とと

もに原稿や愛用品などの

資料提供等の協力を行い

ました。

　また AXNミステリーが

清張生誕110年記念事業

として開催したスカイツ

リーや記念館でのイベント

に協力しました。

● 朗読劇「聞かなかった場所」
令和元年6月1日（土）参加者162名

松本清張記念館・屋外特設スタンド

● 春の文学散歩

令和元年5月14日（火）～15日（水）参加者29名

１日目　天橋立ビューランド→伊根の舟屋

２日目　網野神社→橋本忍記念館（市川町文化センター）→

　　　　日本のへそ記念碑→明石市立天文科学館・柿本（人丸）

　　　　神社

テーマ：「Dの複合」～東経135度線と丹後半島を巡る旅

　令和最初の春の文学散歩は、松本清張の小説「Ｄの複合」にち

なみ、京都府京丹後市から兵庫県明石市までを、東経135度線に

沿って南下する旅を企画しました。初日は、急に雨に降られるなど、

あいにくの天候でしたが、日本三景の一つでもある天橋立と、同じく

この地区の代表的な観光地の一つである「伊根の舟屋」を訪れま

した。２日目は打って変わり汗ばむほどの陽気となり、その中、今回の

テーマである東経135度線南下の旅に赴きました。京都府北部の

京丹後市にある網野神社から、橋本忍記念館（兵庫県市川町）、

「日本のへそ」兵庫県西脇市を経て明石市立天文科学館と柿本

神社まで行きました。「Dの複合」や清張ゆかりの、普通のツアーで

はまず訪れないような場所を中心に巡り、思い出深い文学散歩とな

りました。参加者の皆さんからは、「個人旅行ではとても行けない

旅。参加できてありがたい。」「日本の標準時、いつもここと一緒に過

ごしているのだなと嬉しかったです。」「多くの場所に仲間と行けて

楽しかった。」といった声が寄せられました。

　劇団前進座による朗読劇は、今年で16回目を迎え、春の恒例事

業となっています。今年の演目は、「聞かなかった場所」でした。小

倉城の石垣をバックに、中庭全体を舞台として使い、照明、音響、そ

して出演者の皆さんの、声だけとは思えない巧みな演技が一体と

なり、参加者からは、「緊迫感が強く出ていてよかった。」「ストーリー

が映像で観るよりもリアルに思い起こされ、いつまでも余韻にひたっ

ていられます。」等の感想が寄せられました。

伊根の舟屋 橋本忍記念館

網野神社 経緯度の標柱

7 MATSUMOTO SEICHO MEMORIAL MUSEUM NEWS  Vol.61 
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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
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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

こども図書館

北九州市立
文学館
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街
天
銀
町
魚
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小倉北
警察署

勝山公園

川
紫

制 作　㈱コムディア

北九州市印刷物登録番号第1909047B号

ト ピ ッ ク ス

読書感想文コンクール
　中高生に松本清張の作品に親しんでもらうこと、清張の人と作品についての理解を深める機

会を作ることを目的としています。新時代を切り開く若者達へ、探求の人・松本清張の精神を伝

えることができれば幸いです。

中学生・高校生

■応募対象

■課題図書

■応 募 先

■選　　考
■発　　表

■賞

「眼の壁」

全国の中学生・高校生

（中学生・高校生ともに下記から１作品）

〒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

※応募用紙は記念館HPからダウンロードできます。

（受賞人数等変更の場合もあります。）

松本清張記念館内の選考委員会により選考します。

■応募方法

■応募締切 令和元年９月３０日（月）

■後　　援 西日本新聞社

■協　　力 モンブランジャパン※当日消印有効

（『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）

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。

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
発表します。その場合、著作権は松本清張記念館に帰属します。

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。

○

○最優秀賞（１名）
○優秀賞（中学の部…１名）（高校の部…１名）
○佳　作（中学の部…３名）（高校の部…３名）

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。

○

※

　８月を迎えました。記念館の周りでは朝早

くから、たくさんの蝉が鳴いています。

　毎年、夏に開館記念講演会を実施して

いますが、今年は8月4日に作家の柚月裕子氏をお迎えし、「小説が

なくならないわけ」をテーマにお話をしていただきます。内容は次回

の館報でお届けします。

　また、今回の館報でもお知らせしていますが、清張生誕110年を

記念して、８月1日から「清張映画ポスター展

」、11月15日から「E・A・ポーと松本清張」

展を開催します。どうぞ、記念館に足をお運

びいただき、清張作品の魅力に触れてみて

ください。　　　　　　　　（M.M）

〒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

093-582-2761TEL 093-562-2303FAX

応　募　先
問い合わせ

エドガー アラン

600円（480円）

240円（190円）

360円（280円）

ミュージアムショップの新グッズ紹介

　記念館・地階ミュージア

ムショップには、清張の本や

当館発行の研究誌・図録は

もちろんのこと、オリジナル

グッズも販売しています。

　今回は新たに取り扱いを

始めた書籍とグッズをご紹

介します。

　ご来館の際は、ぜひ、

ミュージアムショップをのぞ

いてみてください。
松本清張生誕110年記念  みうらじゅんの松本清張ファンブック  
清張地獄八景（文藝春秋） 1,080円（税込み）
しおり　２５０円（税込み）
ポストカード　モリナガ・ヨウの探訪 松本清張記念館  １枚200円（税込み）
ポストカード2種とルーペのセット　500円（税込み）

①

②
③

12

3
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