
『象の白い脚』 昭和49年6月  文春文庫

現在入手できる本
『松本清張全集』第22巻
文藝春秋

だ
か
ら
、彼
ら
は
戦
争
末
期
に
は

谷
口
は She is not 

・・・・・・ 
の

ダ
ブ
ル・ス
パ
イ
だ
っ
た
わ
け
だ
な
。

行
方
を
ま
だ
追
っ
て
い
た
。

「
象
の
白
い
脚
」（
原
題「
象
と
蟻
」）は
、昭
和

四
十
四
年
八
月
か
ら
四
十
五
年
八
月
ま
で
、

「
別
册
文
藝
春
秋
」に
連
載
さ
れ
た
。

　

谷
口
爾
郎
は
ラ
オ
ス
の
首
都
ビ

エ
ン
チ
ャ
ン
へ
や
っ
て
来
た
。こ
の
地

は
、知
人
の
石
田
伸
一
が
取
材
で
訪

れ
た
ま
ま
メ
コ
ン
川
で
水
死
体
と

な
っ
て
発
見
さ
れ
た
場
所
だ
っ
た
。

　

石
田
が
死
の
直
前
ま
で
使
っ
て
い
た
部
屋
に
泊

ま
る
た
め
、谷
口
は
ホ
テ
ル
に
向
う
が
、飛
行
機

で
隣
合
わ
せ
た
西
洋
人
が
す
で
に
チ
ェ
ッ
ク
イ
ン

し
て
お
り
、し
か
も
そ
の
部
屋
で
殺
さ
れ
て
し
ま

う
。

　
「
中
立
国
」で
ア
メ
リ
カ
の
莫
大
な
援
助
を
受

け
て
い
る
ラ
オ
ス
は
、C
I
A
暗
躍
の
場
で
も
あ
っ

た
。国
内
で
は
政
府
軍
と
共
産
軍
が
紛
争
を
繰
り

返
し
て
お
り
、ア
メ
リ
カ
の
軍
事
援
助
に
頼
る
政

府
軍
は
腐
敗
し
、将
軍
は
部
下
を
束
ね
る
た
め
に

金
を
使
う
。そ
の
金
は
山
岳
民
族
に
栽
培
さ
せ
た

ケ
シ
、す
な
わ
ち
阿
片
を
転
売
す
る「
商
売
」で

得
る
と
い
う
。

　

酔
い
ど
れ
の
女
性
通
信
員
・
シ
モ
ー
ヌ
や
、レ
ス

ト
ラ
ン
と
本
屋
を
経
営
す
る
平
尾
正
子
な
ど
、

長
年
在
住
し
て
い
る
謎
の
外
国
人
が
登
場
し
、阿

片
を
め
ぐ
る
工
作
と
過
去
の
出
来
事
が
解
明
さ

れ
る
が
…

（
専
門
学
芸
員　

�
原 

暁
子
）
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清
張
さ
ん
が
考
え
た
文
学
と
は
？

　

松
本
清
張
と
い
う
人
は
ご
承
知
の
よ
う
に
、あ
ま

り
豊
か
で
は
な
い
青
少
年
時
代
を
送
り
ま
し
た
。た

だ
、若
い
と
き
か
ら
大
変
に
好
奇
心
旺
盛
な
読
書
家

で
あ
っ
た
ろ
う
と
思
い
ま
す
。読
書
は
お
金
の
か
か
ら

な
い
趣
味
で
す
。古
本
屋
に
行
け
ば
安
く
買
え
る
し
、

図
書
館
で
た
だ
で
読
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。人
か
ら
借

り
る
と
い
う
手
も
あ
る
。比
較
的
安
く
楽
し
め
る
割
に

は
、非
常
に
深
い
内
容
を
持
っ
て
い
る
。だ
か
ら
、恵
ま

れ
な
い
少
年
、青
年
に
と
っ
て
は
、実
に
よ
い
趣
味
と

な
り
う
る
わ
け
で
す
。し
か
も
、清
張
さ
ん
は
好
奇
心

旺
盛
で
本
当
に
い
ろ
ん
な
も
の
を
読
ん
だ
で
あ
ろ
う

と
想
像
で
き
ま
す
。

　
「
週
刊
朝
日
」の
懸
賞
小
説
で「
西
郷
札
」を
応
募
し

て
、三
等
賞
を
も
ら
っ
た
。満
を
持
し
て
「
或
る
『
小
倉

日
記
』
伝
」
を
書
く
。こ
れ
が
目
出
度
く
芥
川
賞
を
受

賞
し
て
、い
よ
い
よ
デ
ビ
ュ
ー
し
た
と
い
う
プ
ロ
セ
ス

で
す
。「
西
郷
札
」が
あ
あ
い
う
歴
史
的
な
作
品
で
し
た

か
ら「
或
る『
小
倉
日
記
』伝
」も
最
初
直
木
賞
候
補
に

な
っ
た
の
で
す
が
、内
容
的
に
芥
川
賞
の
方
が
ふ
さ
わ

し
い
と
い
う
こ
と
で
、芥
川
賞
に
回
っ
た
と
い
う
経
緯

が
あ
り
ま
し
た
。

　

こ
ん
な
こ
と
を
お
話
し
し
た
の
は
、松
本
清
張
が
考

え
て
い
た
小
説
は
何
だ
っ
た
ん
だ
ろ
う
か
、と
い
う
こ

と
を
考
え
る
た
め
で
す
。松
本
清
張
と
い
う
人
は
《
小

説
は
面
白
く
な
く
て
は
い
け
な
い
》
と
い
う
考
え
を
、

ず
っ
と
貫
い
て
持
っ
て
い
ま
し
た
。そ
れ
は
、自
分
自

身
の
青
年
時
代
、一
日
の
労
働
を
終
え
て
、家
に
帰
っ

て
き
て
、わ
ず
か
な
時
間
、あ
ま
り
明
る
い
と
は
い
え

な
い
光
の
下
で
、一
生
懸
命
、夢
中
に
な
っ
て
小
説
を

読
む
。そ
う
い
う
状
況
で
読
む
本
は
や
っ
ぱ
り
面
白
く

な
く
て
は
と
て
も
た
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。松
本

清
張
の
読
書
は
、ス
タ
ー
ト
の
時
か
ら
《
面
白
い
も
の

を
読
む
》
と
い
う
読
書
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
と
、私
は
推

察
す
る
わ
け
で
す
。そ
の
た
め
、最
後
ま
で
松
本
清
張

は《
面
白
い
も
の
を
書
か
ね
ば
》い
け
な
い
と
考
え
た
。

《
小
説
は
面
白
く
な
く
て
は
い
け
な
い
》
と
は
、松
本

清
張
が
若
い
と
き
か
ら
自
分
の
読
書
を
通
し
て
感
じ

て
い
た
非
常
に
強
い
信
念
だ
っ
た
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

清
張
さ
ん
の
若
い
と
き
、当
時
の
面
白
い
も
の
と
い
う

と
、時
代
歴
史
小
説
が
多
か
っ
た
。吉
川
英
治
の
作
品

と
か
、大
佛
次
郎
の
「
鞍
馬
天
狗
」、あ
る
い
は
「
銭
形

平
次
」
に
「
富
士
に
立
つ
影
」、「
大
菩
薩
峠
」。清
張
さ

ん
が
考
え
た
文
学
は
、時
代
小
説
で
あ
ろ
う
と
現
代
小

説
で
あ
ろ
う
と
、大
衆
が
読
ん
で
面
白
い
文
学
を
漠
然

と
考
え
て
い
た
わ
け
で
す
。

松
本
清
張
は
推
理
小
説
作
家
だ
っ
た
の
か
？

　

松
本
清
張
は
推
理
小
説
の
作
家
と
し
て
、大
変
な
人

気
を
得
て
、大
変
評
価
さ
れ
て
い
る
。で
も
実
際
、清
張

さ
ん
は
推
理
小
説
の
作
家
で
あ
っ
た
の
か
。私
は
少
し

疑
問
を
持
っ
て
い
る
ん
で
す
。

　

ま
ず
デ
ビ
ュ
ー
の
と
き
は
、け
っ
し
て
推
理
小
説

を
書
こ
う
と
思
っ
て
い
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

「
西
郷
札
」
も
そ
う
で
す
が
、こ
の
時
代
は
特
に
大
衆

が
好
む
歴
史
時
代
小
説
が
多
い
。「
或
る
『
小
倉
日
記
』

伝
」
も
、知
的
好
奇
心
を
持
っ
て
、森
鷗
外
の
小
倉
で
の

生
活
を
懸
命
に
追
究
す
る
主
人
公
の
姿
を
克
明
に
つ

づ
っ
た
人
間
の
ド
ラ
マ
で
す
。「
張
込
み
」と
い
う
作
品

は
、推
理
小
説
に
手
を
染
め
た
初
め
だ
と
言
わ
れ
て
い

る
。確
か
に
殺
人
犯
も
刑
事
も
出
て
く
る
。で
も
、推
理

小
説
だ
ろ
う
か
。殺
人
犯
の
青
年
が
昔
の
恋
人
の
所
に

や
っ
て
く
る
に
違
い
な
い
と
思
っ
て
、刑
事
が
張
り
込

ん
で
い
る
。彼
女
は
後
妻
に
入
っ
て
先
妻
の
子
三
人
を

一
生
懸
命
育
て
て
い
る
。こ
の
味
気
な
い
生
活
を
送
っ

て
い
る
女
の
人
に
、か
つ
て
、殺
人
を
犯
す
ほ
ど
の
男

と
の
激
し
い
恋
が
あ
っ
た
ん
だ
ろ
う
か
。刑
事
が
向
か

い
の
二
階
か
ら
、女
の
生
活
を
ず
っ
と
朝
か
ら
晩
ま
で

見
て
い
る
。そ
こ
に
人
間
の
ド
ラ
マ
が
見
え
る
。別
に

推
理
小
説
で
は
な
く
、普
通
の
小
説
と
し
て
読
む
こ
と

も
で
き
る
わ
け
で
す
。

　

そ
う
い
う
小
説
を
書
い
て
い
る
と
き
に
、「
旅
」と
い

う
旅
行
雑
誌
の
編
集
長
が
鋭
敏
な
方
で
、松
本
清
張
さ

ん
の
中
に
何
か
謎
を
追
究
す
る
資
質
が
あ
る
な
と
感

じ
て
お
願
い
し
、書
い
た
小
説
が
「
点
と
線
」
で
あ
っ

た
わ
け
で
す
。こ
れ
が
め
っ
ぽ
う
面
白
し
ろ
か
っ
た
。

し
か
し
、本
当
に
推
理
小
説
と
し
て
文
句
な
し
に
い
い

作
品
か
と
い
う
と
、ち
ょ
っ
と
疑
問
が
あ
る
。で
も
、日

本
人
と
し
て
ク
ロ
フ
ツ
を
超
え
る
よ
う
な
、非
常
に
面

白
い
鉄
道
ミ
ス
テ
リ
ー
を
書
い
た
と
い
う
こ
と
で
、一

気
に
松
本
清
張
と
い
う
作
家
に
み
ん
な
の
関
心
が
集

ま
っ
た
。そ
し
て
、「
眼
の
壁
」、「
ゼ
ロ
の
焦
点
」、少
し

間
を
置
い
て
「
砂
の
器
」
が
書
か
れ
て
い
っ
た
。何
よ

り
大
衆
が
非
常
に
喜
ん
だ
。清
張
さ
ん
は
自
分
の
興

味
の
在
り
方
や
小
説
に
対
す
る
考
え
方
は
き
ち
ん
と

持
っ
て
い
た
。が
、同
時
に
大
衆
が
求
め
る
も
の
を
書

い
て
楽
し
ま
せ
た
い
と
い
う
願
い
も
一
方
に
あ
っ
た
。

ミ
ス
テ
リ
ー
が
日
本
で
ブ
ー
ム
に
な
り
、結
果
と
し
て

『
推
理
小
説
の
作
家
』
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
が
松
本
清
張

に
貼
ら
れ
て
し
ま
っ
た
感
じ
が
あ
る
の
で
す
。

本
当
に
書
き
た
か
っ
た
小
説

　

し
か
し
、松
本
清
張
は
本
当
に
推
理
小
説
の
書
き
手

で
あ
っ
た
か
。本
当
は
普
通
の
小
説
を
書
こ
う
と
思
っ

て
い
た
と
思
う
。で
は
、普
通
の
小
説
と
は
何
な
の
か
。

《
人
間
を
描
き
、社
会
を
描
く
》
の
が
、簡
単
に
い
え
ば

普
通
の
小
説
だ
と
思
い
ま
す
。読
み
終
え
て
、「
こ
こ

に
一
つ
の
人
生
が
あ
る
な
、こ
こ
に
あ
る
時
代
の
姿
が

あ
る
な
」
と
実
感
さ
せ
て
く
れ
る
の
が
、私
は
普
通
の

小
説
だ
と
思
う
ん
で
す
ね
。推
理
小
説
は
必
ず
し
も
そ

う
で
は
な
い
。推
理
小
説
と
い
う
言
葉
自
体
が
松
本
清

張
の
登
場
と
共
に
成
立
し
た
言
葉
で
あ
っ
て
、そ
れ
以

前
は
『
探
偵
小
説
』
を
呼
ば
れ
て
い
た
。探
偵
小
説
は
、

犯
人
が
鍵
の
使
い
方
や
密
室
殺
人
な
ど
い
ろ
い
ろ
一

生
懸
命
考
え
て
、と
て
も
不
可
能
の
よ
う
な
殺
人
事
件

を
考
え
る
。非
常
に
現
実
生
活
と
は
違
う
も
の
を
作
っ

て
、そ
の
謎
解
き
の
面
白
さ
を
楽
し
ん
だ
わ
け
で
す
。

読
み
終
え
て
、人
生
や
社
会
に
つ
い
て
考
え
る
な
ん
て

こ
と
は
あ
ま
り
な
い
の
で
す
。

　

松
本
清
張
は
そ
れ
が
嫌
い
だ
っ
た
の
で
す
。普
通
の

小
説
を
書
き
た
い
。《
人
間
と
は
何
か
、社
会
と
は
何

か
》
を
書
き
た
い
と
思
っ
て
い
た
の
で
、そ
う
い
う
現
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実
か
ら
離
れ
た
殺
人
事
件
な
ど
、本
当
は
好
き
で
は
な

か
っ
た
ん
で
す
。け
れ
ど
も
、清
張
さ
ん
は
小
説
の
本

質
と
し
て
《
小
説
は
す
べ
て
ミ
ス
テ
リ
ー
で
あ
る
》
と

考
え
て
お
ら
れ
た
と
思
い
ま
す
。つ
ま
り
、小
説
は
そ

も
そ
も
何
か
し
ら
謎
が
最
初
に
提
示
さ
れ
て
、そ
の
謎

が
読
み
す
す
む
内
に
段
々
深
ま
っ
て
い
っ
て
、あ
る
頂

点
に
達
し
た
と
き
か
ら
そ
の
謎
が
段
々
解
け
て
い
っ

て
、最
後
に
一
応
解
決
を
見
る
。こ
れ
が
小
説
の
基
本

的
な
構
造
で
あ
っ
て
、小
説
の
楽
し
み
、ス
ト
ー
リ
ー

の
楽
し
み
と
は
結
局
、そ
こ
に
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
。

面
白
い
小
説
は
ほ
と
ん
ど
が
そ
う
い
う
構
造
に
な
っ

て
い
る
。世
の
中
に
は
謎
が
い
っ
ぱ
い
あ
る
。そ
の
謎

を
一
つ
ず
つ
解
き
ほ
ぐ
し
て
い
っ
て
、真
相
は
何
か
と

問
い
た
か
っ
た
。そ
れ
が
、ミ
ス
テ
リ
ー
と
い
う
謎
を

主
体
に
す
る
作
品
と
非
常
に
結
び
つ
き
易
か
っ
た
の

は
、そ
の
と
お
り
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。国
民
も
ミ
ス

テ
リ
ー
を
要
求
し
て
い
ま
し
た
。そ
う
い
う
時
代
と
合

致
し
た
の
で
す
。

　

で
も
、松
本
清
張
さ
ん
は
謎
解
き
を
す
る
と
き
に
、

「
自
分
は
動
機
を
大
事
に
し
た
い
」
と
考
え
ま
し
た
。

何
故
こ
の
男
は
殺
人
を
犯
す
よ
う
に
な
っ
た
か
。そ
の

動
機
を
重
視
す
れ
ば
、そ
こ
か
ら
人
間
と
い
う
も
の
が

見
え
て
く
る
。そ
の
人
に
は
そ
う
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
事
情
が
あ
っ
た
わ
け
で
す
。そ
こ
を
し
っ
か
り
捕
ま

え
れ
ば
、自
ず
と
人
間
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
だ
ろ

う
。従
来
の
探
偵
小
説
は
、殺
人
事
件
の
原
因
・
動
機
は

一
通
り
説
明
が
つ
け
ば
、そ
れ
で
い
い
ん
で
す
。

　

特
に
「
ゼ
ロ
の
焦
点
」
に
は
、松
本
清
張
の
考
え
方

が
非
常
に
は
っ
き
り
と
現
れ
て
お
り
ま
す
。こ
の
作
品

は
、時
代
で
い
え
ば
、昭
和
二
十
年
代
の
初
め
で
、そ
の

時
代
だ
か
ら
初
め
て
成
立
す
る
ド
ラ
マ
で
す
。本
来
は

普
通
の
家
の
普
通
の
娘
と
し
て
育
つ
べ
き
女
の
人
が
、

戦
禍
に
あ
っ
て
一
族
を
み
ん
な
失
っ
て
し
ま
い
、闇
の

女
を
や
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。後
、金
沢
に
行
っ
て

社
長
さ
ん
の
後
妻
に
な
り
、も
と
も
と
賢
い
人
で
し
た

か
ら
、金
沢
の
文
化
人
と
し
て
そ
れ
な
り
の
女
性
と
し

て
の
立
場
を
回
復
す
る
わ
け
で
す
ね
。そ
こ
に
、た
ま

た
ま
昔
を
知
る
男
が
現
れ
る
。男
に
悪
意
は
な
い
が
、

彼
女
は
自
分
の
恥
部
を
考
え
る
と
、そ
の
男
の
存
在
が

気
に
な
っ
て
仕
方
が
な
い
。あ
る
と
き
、男
と
能
登
金

剛
の
崖
っ
ぷ
ち
に
立
つ
。ぽ
ん
と
突
き
落
と
せ
ば
、そ

の
男
は
死
ぬ
と
い
う
状
況
が
あ
っ
た
。そ
の
と
き
、つ

い
す
っ
と
押
し
て
し
ま
う
。松
本
清
張
さ
ん
は
あ
の
戦

争
が
一
人
の
普
通
の
女
の
人
に
も
た
ら
し
た
大
き
な

悲
劇
を
書
い
た
。そ
こ
か
ら
推
理
小
説
が
誕
生
し
た
。

動
機
を
重
要
視
す
る
こ
と
、そ
の
犯
罪
者
が
殺
人
を
犯

す
背
景
を
き
ち
っ
と
追
究
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、そ
の

人
の
人
間
性
、そ
の
時
代
の
社
会
を
描
こ
う
と
し
た
。

面
白
く
す
る
た
め
に
、ト
リ
ッ
ク
は
い
っ
ぱ
い
使
い
ま

し
た
。で
も
、基
本
に
あ
っ
た
の
は
、《
人
間
の
謎
、社
会

の
謎
》
を
解
く
姿
勢
で
、別
に
推
理
小
説
的
な
謎
解
き

は
絶
対
の
目
的
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
。

　
「
点
と
線
」
で
は
、東
京
駅
の
十
三
番
線
か
ら
十
五

番
線
ホ
ー
ム
を
見
通
し
て
、向
こ
う
に
二
人
づ
れ
の
男

と
女
が
い
る
場
面
を
見
た
と
い
う
、有
名
な
「
四
分
間

の
空
白
」
ト
リ
ッ
ク
が
、よ
く
話
題
に
な
り
ま
す
。し
か

し
、ゆ
っ
く
り
読
む
と
、だ
か
ら
ど
う
し
た
ん
だ
と
も

言
え
る
。多
少
の
顔
見
知
り
の
二
人
だ
っ
た
ら
、ホ
ー

ム
に
上
が
る
階
段
で
た
ま
た
ま
一
緒
に
な
っ
た
ら「
あ

な
た
も
こ
の
電
車
、じ
ゃ
あ
」
と
言
っ
て
一
緒
に
歩
い

て
い
く
こ
と
は
、い
く
ら
で
も
あ
る
わ
け
で
す
。ホ
ー

ム
を
一
緒
に
歩
い
て
い
た
か
ら
、こ
の
二
人
は
で
き
て

る
と
い
う
の
は
、も
う
少
し
説
明
し
て
く
れ
な
い
と
頼

り
な
い
。推
理
小
説
の
美
学
と
し
て
考
え
る
と
、あ
ま

り
素
敵
な
こ
と
で
は
な
い
ん
で
す
。

　

で
も
、清
張
さ
ん
が
書
き
た
か
っ
た
の
は
《
ミ
ス
テ

リ
ー
》な
ん
で
す
。ト
リ
ッ
ク
で
は
な
く
、本
当
の《
謎
》

な
ん
で
す
ね
。手
品
み
た
い
な
ト
リ
ッ
ク
や
伏
線
は

そ
ん
な
に
重
要
で
は
な
い
。大
衆
が
喜
ぶ
か
ら
、そ
れ

な
り
に
散
り
ば
め
た
け
ど
、本
当
に
好
き
だ
っ
た
の

は
や
っ
ぱ
り
《
社
会
の
謎
、人
間
の
謎
》
を
究
め
て
い

く
こ
と
だ
っ
た
だ
ろ
う
。そ
し
て
文
学
や
小
説
は
、中

に
ミ
ス
テ
リ
ー
の
構
造
を
含
ん
で
い
た
方
が
面
白
い
。

謎
が
提
示
さ
れ
、そ
の
謎
が
深
ま
り
、徐
々
に
解
け
て

い
っ
て
大
団
円
に
達
す
る
と
い
う
構
造
が
、読
者
を
喜

ば
せ
る
一
番
の
も
の
な
の
で
す
。た
ま
た
ま
殺
人
事
件

が
絡
ん
だ
推
理
小
説
が
そ
う
い
う
設
定
に
な
り
や
す

い
か
ら
、清
張
さ
ん
も
そ
れ
を
ど
ん
ど
ん
書
く
こ
と
に

な
っ
た
。私
は
、清
張
さ
ん
が
結
果
と
し
て
推
理
小
説

を
あ
れ
だ
け
書
き
、推
理
小
説
の
作
家
だ
と
な
っ
た
こ

と
は
、少
し
不
幸
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
と
思
い
ま

す
。推
理
小
説
で
は
な
く
、例
え
ば
、『
日
本
の
黒
い
霧
』

『
昭
和
史
発
掘
』
と
い
っ
た
時
代
の
闇
を
え
ぐ
る
よ
う

な
作
品
が
、本
当
は
清
張
さ
ん
の
一
番
む
い
て
い
る
作

品
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
な
と
思
い
ま
す
。

清
張
さ
ん
と
東
ア
ジ
ア

　

小
説
家
と
し
て
デ
ビ
ュ
ー
す
る
ま
で
に
具
体
的
に

体
験
し
た
海
外
は
、衛
生
兵
と
し
て
行
っ
た
韓
国
し
か

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。小
説
を
書
き
始
め
た
と
き
、そ

の
体
験
を
元
に
い
く
つ
か
の
作
品
を
書
い
て
い
ま
す
。

小
粒
な
が
ら
面
白
い
作
品
が
あ
り
ま
す
。『
絢
爛
た
る

流
離
』
の
中
に
も
、朝
鮮
半
島
で
終
戦
を
迎
え
た
人
た

ち
の
非
常
に
辛
い
哀
し
い
作
品
も
入
っ
て
い
ま
す
。徴

兵
制
度
と
い
う
軍
隊
の
シ
ス
テ
ム
を
批
判
し
な
が
ら

書
い
た
よ
う
な
作
品
「
遠
い
接
近
」
も
あ
る
。で
も
、こ

れ
ら
は
個
人
的
体
験
か
ら
知
っ
た
朝
鮮
半
島
で
、ま
だ

ま
だ
本
格
的
に
外
国
を
描
い
た
も
の
と
い
う
感
じ
は

し
ま
せ
ん
。

　

大
作
家
・
松
本
清
張
に
な
っ
て
か
ら
、海
外
に
旅
し
、

小
説
家
と
し
て
、も
の
を
書
く
人
間
と
し
て
、ジ
ャ
ー

ナ
リ
ス
ト
と
し
て
、海
外
を
見
る
と
い
う
機
会
が
増
え

ま
し
た
。大
き
な
目
で
現
代
の
リ
ア
ル
タ
イ
ム
の
海
外

を
見
る
と
い
う
眼
は
、む
し
ろ
後
半
生
に
な
っ
て
初
め

て
出
会
っ
た
チ
ャ
ン
ス
で
し
た
。日
本
の
太
平
洋
戦
争

を
め
ぐ
る
前
後
の
時
代
を
考
え
る
と
き
、中
国
を
初

め
と
す
る
東
ア
ジ
ア
、東
南
ア
ジ
ア
あ
た
り
と
の
関
わ

り
は
非
常
に
深
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。あ
る
時
代
、日

本
は
明
白
な
侵
略
者
で
あ
っ
た
し
、日
本
の
富
を
作

る
た
め
に
こ
う
い
う
国
々
を
利
用
し
た
時
代
も
あ
っ

た
。ア
メ
リ
カ
を
中
心
と
す
る
大
き
な
勢
力
が
ア
ジ
ア

に
対
し
て
独
特
の
関
心
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
て
き
た

の
は
、昭
和
二
十
年
代
以
降
、ま
さ
に
松
本
清
張
が
生

き
た
時
代
の
も
の
で
し
た
。や
は
り
日
本
と
戦
後
を
考

え
る
と
、ア
ジ
ア
に
対
し
て
興
味
が
深
ま
っ
て
い
く
。

い
く
つ
も
の
謎
が
あ
る
。大
き
な
、世
界
的
な
謎
が
横

た
わ
っ
て
い
る
。ベ
ト
ナ
ム
戦
争
な
ど
に
興
味
を
覚
え

て
、ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
形
で
直
接
そ
の
時
代
を
事

実
と
し
て
書
い
て
い
く
。や
が
て
、そ
う
い
う
ア
ジ
ア

の
謎
も
一
番
得
意
な
推
理
小
説
と
い
う
形
の
中
に
組

み
込
も
う
と
し
た
。「
熱
い
絹
」
や
「
象
と
蟻
」
と
い
う

推
理
小
説
で
す
。し
か
し
、そ
れ
が
一
番
幸
福
だ
っ
た

の
か
ど
う
か
。

　

特
に
後
半
生
、本
当
に
興
味
の
あ
る
も
の
を
書
い
て

い
け
る
し
、国
際
情
勢
に
対
し
て
も
ど
ん
ど
ん
興
味
が

深
く
な
っ
て
い
く
。題
材
を
正
面
か
ら
見
据
え
て
、《
社

会
の
謎
・
人
間
の
謎
》
を
追
究
し
て
書
く
方
が
、こ
の
作

家
に
は
向
い
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
私
は
考
え
ま

す
。も
っ
と
時
間
を
か
け
て
巧
み
に
書
い
た
ら
、こ
の

方
面
で
も
も
の
す
ご
い
作
品
が
出
て
く
る
可
能
性
が

あ
っ
た
。し
か
し
、ご
本
人
が
悔
し
が
っ
て
い
た
と
お

り
時
間
が
な
く
、書
き
尽
く
せ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い

か
。松
本
清
張
の
代
表
作
は
何
か
と
問
わ
れ
た
と
き
、

非
常
に
困
る
。推
理
小
説
は
弱
点
の
あ
る
も
の
が
多

い
。む
し
ろ
短
編
小
説
の
方
に
い
い
も
の
が
あ
る
。『
昭

和
史
発
掘
』
に
こ
の
方
の
代
表
作
を
求
め
る
べ
き
な
の

で
は
な
い
か
。「
神
々
の
乱
心
」は
そ
れ
を
ほ
の
め
か
し

て
い
る
が
、天
皇
家
を
中
核
と
し
た
日
本
の
ア
ジ
ア
政

策
と
い
う
あ
た
り
が
、本
当
の
代
表
作
が
出
る
と
こ
ろ

で
は
な
か
っ
た
の
か
な
あ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
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改
革
開
放
の
中
国
と
劉
心
武
と
い
う
作
家

　

劉リ
ウ
・
シ
ン
ウ
ー

心
武
と
い
う
有
名
な
中
国
人
作
家
が
い
ま
す
。

一
九
四
二
年
生
ま
れ
。一
九
七
六
年
に
毛
沢
東
が
亡
く

な
り
、そ
こ
に
中
国
人
の
期
待
を
集
め
て
登
場
し
た
の

が
鄧
小
平
で
し
た
。鄧
小
平
は
『
改
革
開
放
政
策
』
を

進
め
ま
す
が
、彼
が
中
国
共
産
党
の
主
流
派
に
な
る
の

は
一
九
八
〇
年
ご
ろ
で
、そ
の
過
渡
期
の
中
国
文
壇
に

デ
ビ
ュ
ー
し
た
の
が
、劉
心
武
な
の
で
す
。文
革
が
終

わ
っ
た
翌
年
一
九
七
七
年
に
、中
国
共
産
党
直
系
の
権

威
の
高
い
雑
誌「
人
民
文
学
」に「
ク
ラ
ス
担
任
」と
い

う
作
品
を
発
表
し
ま
す
。

　
「
ク
ラ
ス
担
任
」
の
内
容
は
、『
松
本
清
張
研
究
』
第

十
二
号
掲
載
の
論
文
に
詳
し
い
の
で
省
略
し
ま
す
が
、

当
時
は
ま
だ
直
接
の
毛
沢
東
批
判
は
憚
ら
れ
る
の
で
、

文
革
前
は
革
命
小
説
の
名
著
と
さ
れ
て
い
た
が
、文
革

中
は
焼
き
捨
て
ら
れ
た
『
牛
虻
』
と

い
う
外
国
文
学
の
翻
訳
を
復
活
さ

せ
る
と
い
う
物
語
を
通
じ
て
、毛
沢

東
路
線
の
教
育
シ
ス
テ
ム
を
批
判

し
た
内
容
と
言
え
ま
す
。つ
ま
り
、

鄧
小
平
を
支
持
し
て
い
る
わ
け
で

す
。こ
う
見
る
と
、劉
心
武
と
い
う

人
は
か
な
り
政
治
が
読
め
る
方
な

ん
で
す
ね
。劉
さ
ん
は
重
用
さ
れ
、

と
ん
と
ん
と
ん
と
出
世
し
て
、三
十

代
と
い
う
若
さ
で
、共
産
党
政
府
が

お
金
を
出
し
て
運
営
す
る
中
国
作

家
協
会
の
理
事
に
抜
擢
さ
れ
ま
し

た
。

正
反
対
の
松
本
清
張
イ
メ
ー
ジ
と
そ
の
謎

　

そ
し
て
、一
九
八
一
年
に
日
本
に
や
っ
て
き
ま
す
。

文
藝
春
秋
の
招
待
で
し
た
。劉
心
武
は
そ
の
と
き
の
経

験
を「
中
国
作
家
の
見
た『
初
め
て
の
日
本
』」と
い
う

エ
ッ
セ
イ
に
書
い
て
、「
文
藝
春
秋
」に
発
表
し
て
い
ま

す
。そ
の
な
か
で
、劉
さ
ん
は「
松
本
清
張
先
生
の
お
宅

を
訪
問
し
ま
し
た
と
き
、先
生
は
自
ら
書
斎
や
書
庫
を

案
内
し
て
く
れ
ま
し
た
。そ
こ
で
感
銘
を
受
け
た
こ
と

は
、研
究
、趣
味
を
含
め
て
、先
生
の
関
心
が
各
方
面
に

わ
た
り
、し
か
も
非
常
に
学
識
が
深
い
こ
と
で
す
」
と

絶
賛
し
て
い
る
わ
け
で
す
。と
こ
ろ
が
、十
一
年
後
、清

張
が
亡
く
な
り
ま
す
と
、劉
心
武
は
「
松
本
清
張
ひ
と

た
び
去
り
て
返
ら
ず
」と
い
う
エ
ッ

セ
イ
を
、そ
の
名
も
「
随
筆
」
と
い

う
中
国
の
雑
誌
に
書
き
ま
す
。

　
「
作
家
が
こ
ん
な
に
醜
く
て
良
い

の
か
？ 

有
名
作
家
が
こ
ん
な
容
貌

と
い
う
こ
と
は
有
り
う
る
の
か
？ 

正
直
に
言
う
と
、こ
れ
が
十
一
年
前

に
私
が
日
本
の
東
京
で
推
理
小
説

の
大
家
松
本
清
張
に
会
っ
た
時
の

第
一
印
象
で
あ
っ
た
。」と
あ
り
、続

け
て
「
驚
い
た
の
は
彼
の
顔
つ
き

で
あ
る
。（
中
略
）
両
眼
は
深
い
ほ
ら

洞
に
隠
れ
て
い
る
か
の
よ
う
、ほ
の
暗
く
冷
た
い
光
を

放
っ
て
い
る
。ギ
ョ
ッ
！
」 

最
後
は「
ギ
ョ
ッ
！
」な
ん

で
す
ね
。な
ぜ
こ
の
十
一
年
間
で
、劉
心
武
の
松
本
清

張
イ
メ
ー
ジ
が
正
反
対
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
。

謎
解
き

《
劉
心
武
と
中
国
社
会
は
ど
の
よ
う
に
変
わ
っ
た
の
か
》

　

劉
心
武
の
追
悼
文
を
読
む
と
、映
画
『
砂
之
器
』
が

大
変
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

一
月
前
に
、た
ま
た
ま
テ
レ
ビ
の
深
夜
放
送
で
『
砂
之

器
』
を
二
度
目
に
見
た
と
書
い
て
い
ま
す
。今
回
は
息

子
さ
ん
も
二
十
歳
く
ら
い
で
、し
っ
か
り
受
け
と
め
て

父
親
に
向
か
っ
て
議
論
を
ふ
っ
か
け
て
く
る
。「
こ
の

作
品
を
書
い
た
人
は
、（
つ
ま
り
松
本
清
張
で
す
ね
）そ

の
内
心
は
き
っ
と
も
の
す
ご
く
孤
独
な
ん
だ
と
思
う
」

と
い
う
息
子
さ
ん
の
言
葉
を
受
け
て
、父
親
で
あ
る
劉

さ
ん
は
「
そ
う
だ
、私
は
松
本
先
生
が
も
の
す
ご
く
孤

独
だ
と
感
じ
た
」
と
思
い
出
す
わ
け
で
す
。突
然
、清
張

は
《
孤
独
》
だ
と
書
く
の
で
す
。こ
の
変
化
の
原
因
の

一
つ
は
、映
画
『
砂
之
器
』
を
二
度
目
に
見
て
、父
と
息

子
の
孤
独
な
状
況
に
深
い
印
象
を
受
け
た
か
ら
で
は

な
い
か
と
思
え
る
の
で
す
。

　

も
う
一
つ
、こ
の
間
に
劉
心
武
に
も
大
き
な
変
化
が

起
き
て
い
ま
す
。八
十
年
代
の
半
ば
、彼
は
「
人
民
文

学
」
の
編
集
長
に
な
っ
て
い
た
。大
変
高
い
地
位
で
す
。

と
こ
ろ
が
、一
九
八
九
年
に
突
如
、解
任
さ
れ
て
し
ま

い
ま
す
。こ
の
年
の
六
月
四
日
に
民
主
化
運
動
を
圧
殺

し
た
『
天
安
門
事
件
』
が
起
き
て
い
た
。「
人
民
文
学
」

も
こ
の
時
期
は
割
と
リ
ベ
ラ
ル
で
し
た
。そ
の
と
き
の

編
集
長
が
劉
心
武
で
、事
件
の
余
波
で
解
任
さ
れ
て
し

ま
う
。そ
し
て
、中
国
の
経
済
的
繁
栄
の
記
念
碑
的
な

原
点
の
年
一
九
九
二
年
に
、劉
心
武
は
華
麗
な
転
身
を

と
げ
て
エ
ッ
セ
イ
ス
ト
と
な
り
ま
す
。

映
画『
砂
之
器
』に
よ
る
イ
メ
ー
ジ
操
作

　

追
悼
文
を
読
む
と
、劉
心
武
は
ど
う
も
松
本
清
張
の

作
品
は
読
ん
で
い
な
い
み
た
い
で
す
。「
私
は
息
子
に

言
っ
た
。『
砂
之
器
』
の
例
の
音
楽
家
は
、大
泣
き
し
な

が
ら
あ
の
大
曲
を
演
奏
す
る
と
き
、彼
は
内
心
で
ど
ん

な
に
苦
し
ん
で
い
た
こ
と
か
！
」
と
書
く
よ
う
に
、映

画
の
方
の
印
象
が
強
か
っ
た
よ
う
で
す
。加
藤
剛
が
演

じ
る
息
子
が
、ハ
ン
セ
ン
氏
病
だ
っ
た
父
と
流
浪
の
旅

を
し
て
い
っ
た
あ
の
辛
い
日
々
を
、自
ら
作
曲
し
た
曲

を
ピ
ア
ノ
で
弾
き
な
が
ら
思
い
返
し
て
い
く
。あ
の
非

常
に
切
々
と
迫
る
名
場
面
、あ
れ
は
原
作
の
小
説
に
は

な
い
ん
で
す
ね
。

　

ハ
ン
セ
ン
氏
病
で
手
が
曲
が
ら
な
い
、顔
も
変
わ
っ

て
し
ま
っ
て
い
る
、父
親
の
加
藤
嘉
の
名
演
技
が
頭
に

入
っ
て
い
て
、そ
れ
が
十
一
年
間
の
間
に
、「
醜
い
孤

独
な
人
」
と
い
う
清
張
イ
メ
ー
ジ
を
膨
ら
ま
せ
、松
本

清
張
の
顔
と
重
な
っ
て
「
ギ
ョ
ッ
！
」
と
い
う
反
応
に

な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。ま
た
、ハ
ン
セ
ン
氏
病
患
者

と
し
て
社
会
的
に
差
別
さ
れ
る
親
子
の
醜
さ
と
孤
独

を
、劉
心
武
は
清
張
本
人
に
当
て
は
め
て
し
ま
っ
た
の

で
は
な
い
か
、と
も
感
じ
ま
す
。こ
れ
が
、劉
心
武
を
め

ぐ
る
謎
解
き
の
一
つ
で
す
。

一
九
八
○
年
代
の
清
張
ブ
ー
ム

　

中
国
の
読
者
と
清
張
ミ
ス
テ
リ
ー
と
の
出
会
い
は
、

ま
さ
に
「
改
革
開
放
」
と
と
も
に
始
ま
っ
た
出
来
事
の

一
つ
だ
と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。私
は
ち
ょ
う
ど
、高

校
は
一
九
七
八
年
に
入
学
し
て
、大
学
は
一
九
八
一

年
。ま
さ
に
私
個
人
の
成
長
と
と

も
に
「
改
革
開
放
」
の
三
十
年
間
を
経
験
し
て
ま
い
り

ま
し
た
。そ
の
中
で
、清
張
と
の
出
会
い
は
私
に
と
っ

て
も
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
お
り
ま
す
。一
九
七
九
年

に
出
版
さ
れ
た
『
点
と
線
』
は
初
め
て
の
推
理
小
説
で

し
た
。面
白
い
こ
と
に
出
版
し
た
の
は
警
察
官
向
け
の

パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン『
東
ア
ジ
ア
で
読
ま
れ
る
松
本
清
張
』

パ
ネ
リ
ス
ト 

藤
井 

省
三 

（
東
京
大
学
教
授
）

パ
ネ
リ
ス
ト 

王 

成 

（
中
国
・
清
華
大
学
教
授
）

司
会
・
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー 

奥
田 

智
子 

（
九
州
朝
日
放
送
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
）

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー 

野
上 

隆
生 

（
朝
日
新
聞
西
部
本
社
）

中
国
に
お
け
る
翻
訳『
砂
器
』と
映
画『
砂
之
器
』

　
―
現
代
中
国
を
映
し
出
す
両
面
鏡
と
し
て
の
松
本
清
張

清
張
ミ
ス
テ
リ
ー
と『
改
革
開
放
』の
中
国

基調講演

基調講演

藤
井 

省
三

王
　
成

第2部
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出
版
物
を
出
す
出
版
社
な
ん
で
す
。し
か
し
、「
点
と

線
」
の
面
白
さ
は
一
般
読
者
の
間
に
も
す
ぐ
に
広
ま
り

ま
し
た
。

　

松
本
清
張
の
作
品
が
中
国
の
読
者
の
間
で
よ
く
知

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、実
は
先
ほ
ど
藤
井
先
生

が
ご
紹
介
さ
れ
た
よ
う
に
映
画
『
砂
の
器
』
の
ヒ
ッ
ト

か
ら
な
の
で
す
。一
九
八
〇
年
に
中
国
大
陸
で
上
映

さ
れ
ま
し
た
が
、私
は
大
学
受
験
で
忙
し
い
中
で
も
、

友
だ
ち
と
授
業
を
さ
ぼ
っ
て
二
、三
回
は
観
た
と
思

い
ま
す
。そ
れ
ま
で
中
国
人
は
『
砂
の
器
』
の
よ
う
な

映
画
は
観
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
ん
で
す
。『
砂
の

器
』
の
ヒ
ッ
ト
の
余
波
と
し
て
、中
国
全
土
で
清
張
ミ

ス
テ
リ
ー
の
出
版
ラ
ッ
シ
ュ
が
起
き
ま
す
。統
計
し
て

み
ま
す
と
、四
十
の
出
版
社
か
ら
五
十
点
以
上
の
長
編

小
説
が
出
版
さ
れ
ま
し
た
。当
時
の
文
芸
雑
誌
に
清
張

の
短
篇
も
た
く
さ
ん
翻
訳
さ
れ
掲
載
さ
れ
ま
し
た
。例

え
ば
、『
歪
ん
だ
複
写
』
と
い
う
小
説
が
あ
り
ま
す
。翻

訳
者
は
大
学
で
の
私
の
先
生
な
ん
で
す
。金
中
先
生
、

現
在
も
中
国
で
有
名
な
翻
訳
者
で
す
。『
歪
ん
だ
複
写
』

は
初
版
で
十
八
万
部
刷
っ
た
そ
う
で
す
。今
は
初
版
で

五
、六
万
で
も
多
い
方
で
す
。

清
張
の
中
国
初
訪
問
と
そ
の
影
響

　

も
う
一
つ
ご
紹
介
し
た
い
の
は
、一
九
八
〇
年
代
、

中
国
の
読
者
が
松
本
清
張
を
注
目
し
た
も
う
一
つ
の

出
来
事
で
す
。そ
れ
は
、一
九
八
三
年
の
初
め
て
の
中

国
訪
問
で
す
。そ
の
際
に
、北
京
で
周
揚
中
国
文
学
芸

術
連
合
会
主
席
な
ど
と
会
見
な
さ
っ
た
ん
で
す
。そ
の

中
で
語
ら
れ
た
清
張
の
文
学
論
が
、当
時
の
中
国
の
文

学
界
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
を
強
調
し
た
い

と
思
い
ま
す
。清
張
さ
ん
は
特
に
「
文
学
は
面
白
い
こ

と
が
第
一
」「
説
教
調
の
も
の
で
は
読
者
に
飽
き
ら
れ

る
」
と
強
調
さ
れ
ま
し
た
。そ
の
言
葉
は
、当
時
の
中
国

の
作
家
た
ち
、あ
る
い
は
文
学
界
に
と
っ
て
、非
常
に

示
唆
の
あ
る
こ
と
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、北
京
で
の
訪
問
は
短
か
っ
た
が
、私
が
最
近

調
べ
た
資
料
で
は
、歴
史
小
説
作
家
の
姚
雪
垠
氏
と
の

対
談
が
あ
り
ま
し
た
。当
時
中
国
で
、彼
が
書
い
た『
李

自
成
』
と
い
う
歴
史
小
説
が
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
な
っ

て
い
た
ん
で
す
。そ
れ
を
め
ぐ
っ
て
の
対
談
の
中
で
も

「
小
説
は
や
っ
ぱ
り
面
白
く
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
」

と
、繰
り
返
し
て
語
ら
れ
ま
し
た
。そ
れ
ま
で
中
国
で

は
、ス
ロ
ー
ガ
ン
的
な
、あ
る
い
は
紋
切
り
型
の
作
品

が
横
行
し
て
い
た
わ
け
で
す
。清
張
の
中
国
訪
問
が
中

国
の
文
学
界
に
新
風
を
吹
き
こ
ん
だ
と
私
は
強
調
し

た
い
と
思
い
ま
す
。

　

一
九
九
〇
年
代
以
降
の
中
国
は
、日
本
の
高
度
成
長

期
と
良
く
も
悪
く
も
似
て
い
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

そ
う
い
う
社
会
背
景
を
持
っ
た
読
者
は
清
張
ミ
ス
テ

リ
ー
に
よ
り
大
き
な
共
鳴
を
感
じ
た
の
だ
と
思
い
ま

す
。

清
張
ミ
ス
テ
リ
ー
風
推
理
小
説
の
登
場

　

一
九
八
〇
年
代
、革
命
リ
ア
リ
ズ
ム
に
束
縛
さ
れ
て

い
た
作
家
は
清
張
文
学
に
新
し
さ
を
感
じ
ま
し
た
。数

多
く
の
作
家
が
清
張
ミ
ス
テ
リ
ー
を
愛
読
し
ま
し
た
。

例
え
ば
、中
国
現
代
文
学
の
代
表
作
家
の
一
人
で
あ
る

王
蒙
氏
は
「
生
活
の
息
吹
を
傾
け
て
」
の
中
で
、「
私
は

松
本
清
張
の
推
理
小
説
を
面
白
く
読
ん
で
い
る
」
と
彼

の
読
書
経
験
を
語
っ
て
い
ま
す
。若
い
世
代
の
作
家
た

ち
に
も
、私
は
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
取
り
ま
し
た
。藤
井

先
生
も
翻
訳
な
さ
っ
た
莫
言
さ
ん
、余
華
さ
ん
、格
非

さ
ん
、彼
ら
は
口
を
そ
ろ
え
て「
松
本
清
張
の
小
説
、私

た
ち
は
よ
く
読
み
ま
し
た
よ
」と
言
い
ま
し
た
。

　

清
張
ミ
ス
テ
リ
ー
の
手
法
、技
巧
は
中
国
現
代
作
家

の
学
ぶ
対
象
で
も
あ
り
ま
し
た
。特
に
ご
紹
介
し
た
い

の
は
、清
張
文
学
受
容
の
実
り
と
し
て
最
近
二
〇
〇
七

年
六
月
に
刊
行
さ
れ
た『
火
の
杏
』と
い
う
小
説
で
す
。

中
国
語
で
は
『
杏
焼
紅
』。ず
ば
り
「
中
国
初
社
会
推
理

小
説
」
と
銘
打
た
れ
ま
し
た
。中
国
の
南
部
地
方
で
不

動
産
会
社
を
経
営
す
る
有
力
者
の
二
人
が
相
次
い
で

死
亡
す
る
事
件
が
起
き
ま
す
。雑
誌
記
者
が
現
れ
一
生

懸
命
調
べ
、警
察
に
協
力
し
て
事
件
に
挑
ん
で
い
き
ま

す
。事
件
の
解
決
と
と
も
に
、二
十
八
年
前
、都
会
の
若

者
た
ち
が
農
村
部
に
下
放
さ
れ
た
歴
史
を
背
景
と
し

た
殺
人
事
件
だ
っ
た
こ
と
が
判
明
し
ま
す
。文
化
大
革

命
の
暗
い
一
面
は
、未
だ
に
中
国
人
の
心
に
ト
ラ
ウ

マ
と
し
て
残
っ
て
い
る
の
で
す
。あ
と
が
き
に
「
文
学

性
を
損
な
わ
な
い
ト
リ
ッ
ク
や
殺
人
事
件
の
裏
に
隠

さ
れ
た
社
会
性
を
、小
説
の
両
翼
と
し
て
求
め
ら
れ
る

姿
勢
は
清
張
ミ
ス
テ
リ
ー
の
特
徴
に
よ
く
似
て
い
ま

す
。」
と
あ
り
ま
す
。ま
さ
に
清
張
ミ
ス
テ
リ
ー
風
の
推

理
小
説
の
登
場
で
す
。清
張
ミ
ス
テ
リ
ー
の
中
国
で
の

影
響
力
の
大
き
さ
が
う
か
が
え
ま
す
。

■
司
会
・
奥
田　
『
点
と
線
』
が
警
察
官
向
け
の
教
材

だ
っ
た
と
い
う
お
話
で
す
が
。

■
王
成　

ま
ず
当
時
、ミ
ス
テ
リ
ー
は
中
国
で
出
版
す

る
こ
と
が
難
し
か
っ
た
。そ
う
い
う
背
景
が
一
つ
。

　

も
う
一
つ
は
、改
革
開
放
で
「
外
国
の
も
の
を
取
り

入
れ
よ
う
」
と
な
り
ま
し
た
が
、編
集
者
た
ち
に
は

「
で
も
、大
丈
夫
か
」
と
ま
だ
不
安
が
あ
り
ま
し
た
。

で
す
か
ら
、警
察
官
の
参
考
書
と
す
れ
ば
、無
難
だ

と
い
う
よ
う
な
歴
史
が
あ
っ
た
の
で
す
。

■
司
会
・
奥
田　

お
二
人
の
話
で
、映
画
『
砂
の
器
』
が

大
き
な
ポ
イ
ン
ト
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

■
王
成　

私
自
身
、観
る
た
び
に
涙
を
流
し
た
ん
で

す
。今
回
も
来
る
前
に
、学
生
諸
君
と
一
緒
に
観
ま

し
た
。も
う
全
員
、涙
ぼ
ろ
ぼ
ろ
流
し
た
ん
で
す
。

映
画
『
砂
の
器
』
は
、人
に
よ
っ
て
い
ろ
ん
な
読
み

と
り
が
で
き
る
。例
え
ば
、人
間
誰
で
も
触
れ
ら

れ
た
く
な
い
自
分
の
過
去
が

あ
る
こ
と
と
か
、あ
る
い
は

人
間
社
会
に
残
る
差
別
と
い

う
構
造
の
問
題
と
か
。特
に

一
九
八
〇
年
代
ま
で
の
中
国

社
会
は
階
層
に
よ
っ
て
差
別

が
あ
っ
た
。革
命
は
平
等
を

う
た
い
な
が
ら
実
現
で
き
な

か
っ
た
。藤
井
先
生
も
お
っ

し
ゃ
っ
た
よ
う
に
階
層
や
貧

富
の
差
、差
別
も
大
き
な
テ
ー

マ
だ
と
思
い
ま
す
。

　
　

例
え
ば
、父
と
子
の
物
語
、

要
す
る
に
一
九
七
〇
年
代
、文

化
大
革
命
の
中
で
隣
同
士
で
も
密
告
さ
れ
た
り
、

親
子
で
も
自
分
の
革
命
性
を
強
調
す
る
た
め
に
子

が
親
を
裏
切
る
と
か
、割
と
あ
っ
た
わ
け
で
す
。そ

う
い
う
歴
史
的
な
事
件
の
ト
ラ
ウ
マ
を
持
っ
て
い

た
私
た
ち
が
、映
画
『
砂
の
器
』
の
親
子
に
共
鳴
を

感
じ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。た
だ
今
の

中
国
人
は
そ
れ
ほ
ど
ト
ラ
ウ
マ
を
持
っ
て
い
ま
せ

ん
が
。

■
司
会
・
奥
田　

今
日
の
ま
と
め
と
し
て
、お
話
を
。

■
王
成　

最
後
に
、清
張
文
学
を
通
し
て
の
ア
ジ
ア
や

東
ア
ジ
ア
の
交
流
の
大
事
さ
を
個
人
的
に
呼
び
か

け
た
い
と
思
い
ま
す
。「
怖
い
国
だ
」
と
色
眼
鏡
は

付
け
ず
に
、実
際
お
互
い
に
交
流
し
て
み
る
こ
と

が
大
切
で
す
。私
が
こ
こ
に
座
る
こ
と
の
意
味
も

そ
こ
に
あ
る
の
で
す
。

■
藤
井　

松
本
清
張
を
は
じ
め
村
上
春
樹
も
吉
本
ば

な
な
も
、推
理
小
説
の
東
野
圭
吾
も
、た
く
さ
ん
の

作
家
が
中
国
で
翻
訳
さ
れ
て
い
ま
す
。し
か
し
、

我
々
日
本
人
は
中
国
の
現
代
作
家
の
こ
と
や
、若

い
人
か
ら
高
齢
者
ま
で
の
中
国
人
の
考
え
方
と
か

を
実
は
あ
ま
り
知
ら
な
い
。中
国
で
清
張
の
推
理

小
説
が
た
く
さ
ん
読
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
、我
々

も
、先
ほ
ど
王
先
生
が
ご
紹
介
の『
火
の
杏
』や
、ほ

か
に
も
た
く
さ
ん
あ
る
中
国
人
の
推
理
小
説
を
ど

ん
ど
ん
日
本
語
に
翻
訳
し
て
読
み
、中
国
の
こ
と

を
理
解
す
べ
き
だ
と
思
う
。

■
司
会
・
奥
田　

最
後
に
、藤
井
先

生
、「
東
ア
ジ
ア
の
松
本
清
張
」
を

テ
ー
マ
に
し
た
国
際
共
同
研
究
の
ご

提
案
で
す
が
。

■
藤
井　

東
ア
ジ
ア
各
国
の
そ
れ
ぞ

れ
違
う
松
本
清
張
体
験
や
読
み
方
の

比
較
研
究
を
、王
成
さ
ん
の
よ
う
な

中
国
の
第
一
流
の
研
究
者
や
、韓
国

や
台
湾
や
香
港
や
、あ
る
い
は
シ
ン

ガ
ポ
ー
ル
な
ど
の
研
究
者
や
批
評
家

た
ち
と
一
緒
に
な
っ
て
共
同
研
究
と

し
て
立
ち
上
げ
ら
れ
た
ら
い
い
な
と

い
う
の
が
、三
ヶ
月
前
の
初
夢
で
し

た
。こ
の
北
九
州
市
を
拠
点
と
し
て
。

パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
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松
本
清
張
は
、魏
志
倭
人
伝
は
中
国
と
朝
鮮
を
含
め

た
東
ア
ジ
ア
世
界
全
体
で
考
え
る
べ
き
だ
と
指
摘
し

ま
し
た
。

　

私
が
「
東
夷
伝
」
の
序
文
の
重
要
性
に
気
づ
い
て
発

表
し
た
の
が
、二
〇
〇
九
年
三
月
「
三
国
志
東
夷
伝
の

文
化
環
境
」（
歴
博
研
究
報
告
一
五
一
集
）
で
す
。序
文

に
は
、ま
ず
「
書
称
」（
書
に
い
わ
く
）
と
あ
り
ま
す
。こ

の
「
書
」
は
『
尚
書
』
で
す
。そ
し
て
、「
東
は
海
に
い
た

り
、西
は
流
砂
に
お
よ
ぶ
」
ま
で
の
範
囲
が
ま
さ
に
中

国
の
天
下
な
の
だ
と
い
う
と
ら
え
方
で
す
。「
九
服
之

制
」（『
周
礼
』）
で
す
。清
張
は
こ
の
序
文
に
す
で
に
注

目
し
て
い
ま
し
た
。

　

中
国
に
は
戦
国
時
代
か
ら
「
天
下
観
」
が
あ
り
ま
し

た
。『
尚
書
』や『
周
礼
』の
思
想
に
基
づ
い
た
理
想
の
国

家
像
、天
下
像
で
す
。「
方
万
里
の
天
下
」で
す
。ま
ず「
方

千
里
」の「
王
畿
」が
あ
り
ま
す
。こ
の「
畿
内
」を
中
心

と
し
た
千
里
の
世
界
が
王
侯
の
統
治
す
る
地
域
で
す
。

そ
し
て
周
辺
に
五
百
里
ご
と
に
、「
候
服
」「
甸
服
」「
男

服
」「
采
服
」と
い
う
形
で
拡
が
っ
て
い
く
。「
方
三
千
里
」

か
ら
「
方
五
千
里
」
と
世
界
が
拡
が
っ
て
い
く
。漢
の
時

代
に
す
で
に
、「
方
万
里
」
と
い
う
彊
域
が
存
在
し
て
い

ま
し
た
。「
方
万
里
」
の
外
の
世
界
は
蛮
族
の
世
界
、夷

狄
の
世
界
で
す
。こ
の
よ
う
な
「
方
万
里
」
九
服
制
に
基

づ
く
天
下
思
想
が
「
東
夷
伝
」
の
序
に
も
貫
か
れ
て
い

る
こ
と
に
、私
自
身
気
づ
か
さ
れ
た
わ
け
で
す
。

　
『
漢
書
』
地
理
志
に
は
「
西
域
伝
」
が
あ
り
、西
の
こ

と
が
わ
か
る
。東
夷
諸
国
に
つ
い
て
は
魏
が
公
孫
氏
を

滅
ぼ
し
、天
子
の
権
威
が
及
ば
な
い
「
絶
域
」
が
解
放

さ
れ
、次
い
で
高
句
麗
を
滅
ぼ
し
て
初
め
て
記
述
で
き

る
よ
う
に
な
っ
た
。「
西
域
伝
」
を
意
識
し
て
書
い
て

い
ま
す
。こ
の
序
文
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
は
ま
さ
に

「
天
下
思
想
」で
、そ
の
ま
ま『
三
国
志
』を
貫
い
て「
東

夷
伝
」に
展
開
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

　

当
時
、遠
い
諸
国
は
す
べ
て
「
万
二
千
余
里
」
で
あ

る
。そ
れ
は
中
国
か
ら
は
「
遠
絶
の
地
域
」
を
い
う
形

容
的
な
表
現
で
、距
離
数
や
戸
数
は
実
数
で
は
な
く
虚

数
で
あ
る
。そ
れ
が
倭
人
伝
の
世
界
で
あ
る
と
、松
本

清
張
は
見
抜
い
て
い
ま
し
た
。そ
し
て
、「
そ
れ
は
す
べ

て
陳
寿
が
机
上
で
作
り
上
げ
た
も
の
だ
」「
虚
妄
だ
」

と
、数
字
を
切
っ
て
捨
て
た
。し
か
し
、陳
寿
は
、魏
の

天
下
観
に
も
と
づ
い
て
記
述
し
た
と
い
う
こ
と
が
重

要
で
す
。そ
こ
か
ら
私
は
出
発
し
て
い
る
の
で
す
。根

拠
は
「
東
夷
伝
」
の
序
文
の
検
討
に
よ
っ
て
う
ら
づ
け

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。「
方
万
里
」
の
彼
方
は
蕃
国
の

世
界
と
い
う
捉
え
方
で
す
。新
彊
の
西
の
方
、カ
シ
ュ

ガ
ル
の
西
の
方
に
、大
月
氏
国
が
あ
り
ま
す
。こ
こ
も

「
万
一
千
六
百
里
」。倭
国
は「
万
二
千
里
」で
す
。東
西
、

同
じ
時
代
に
記
録
が
あ
り
、二
三
九
年
に
親
魏
倭
王
の

金
印
が
、二
二
九
年
に
親
魏
大
月
氏
王
の
金
印
が
出
て

く
る
ん
で
す
。こ
れ
は
清
張
も
考
察
し
て
い
ま
す
。

　
「
東
夷
伝
」「
倭
人
伝
」の
距
離
数
、里
数
は
す
べ
て
整

合
性
の
あ
る
よ
う
な
数
字
で
す
。帯
方
郡
か
ら
韓
国
金

海
の
狗
耶
韓
国
ま
で
の
距
離
も
七
千
里
で
、そ
こ
か
ら

千
余
里
で
対
馬
、対
馬
か
ら
壱
岐
が
千
余
里
、九
州
に

入
っ
て
末
盧
国
か
ら
伊
都
国
ま
で
が
五
百
里
。あ
と
百

里
に
な
っ
て
い
く
。た
と
え
ば
、邪
馬
台
国
は
七
万
余

戸
、そ
し
て
、投
馬
国
が
五
万
戸
、あ
と
奴
国
と
か
全
部

含
め
て
三
万
戸
。こ
れ
は
陰
陽
五
行
説
に
よ
る
好
数
の

七
・
五
・
三
で
す
ね
。最
初
は
白
鳥
庫
吉
が
述
べ
た
こ
と

で
す
が
、そ
れ
に
着
想
を
得
て
、松
本
さ
ん
は
陰
陽
五

行
説
に
も
と
づ
き
里
程
論
を
展
開
し
て
い
き
ま
し
た
。

全
部
数
字
合
わ
せ
で
陳
寿
が
創
作
し
て
い
る
。意
味
の

あ
る
数
字
を
作
っ
て
い
る
こ
と
が
重
要
な
の
で
す
。

　

墓
の
構
造
、鏡
の
出
方
、前
方
後
円
墳
の
様
式
と
か
を

み
て
、邪
馬
台
国
の
範
囲
は
の
ち
の
「
畿
内
」
に
ほ
ぼ
該

当
す
る
の
は
事
実
で
す
。大
阪
平
野
か
ら
奈
良
盆
地
、山

城
盆
地
を
含
め
た
範
囲
で
、「
逃
げ
水　

邪
馬
台
国
」
に

出
て
く
る
椿
井
大
塚
山
古
墳
も
ま
さ
に
邪
馬
台
国
の
中

に
お
さ
ま
る
の
で
す
。王
都
は
纒
向
附
近
で
す
。

　

ホ
ケ
ノ
山
古
墳
は
、三
世
紀
の
前
半
の
古
墳
で
す

が
、大
事
な
古
墳
で
す
。こ
れ
か
ら
箸
墓
古
墳
や
桜
井

茶
臼
山
古
墳
に
変
化
し
て
い
く
。石
室
の
構
造
は
積
石

木
槨
墓
で
す
。私
は
こ
の
邪
馬
台
国
の
中
に
二
つ
の
系

列
の
墓
、倭
王
系
列
の
墓
と
邪
馬
台
王
系
列
の
墓
が
あ

る
こ
と
を
従
来
か
ら
主
張
し
て
お
り
ま
す
。邪
馬
台
王

系
列
は
ホ
ケ
ノ
山
古
墳
か
ら
桜
井
茶
臼
山
古
墳
へ
つ

ら
な
る
。べ
つ
に
倭
国
王
の
墓
が
あ
り
、そ
れ
が
倭
王

卑
弥
呼
の
墓
で
あ
り
、箸
墓
古
墳
だ
と
思
い
ま
す
。

　

三
角
縁
神
獣
鏡
問
題
と
い
う
難
題
に
、清
張
は
と
り

く
み
ま
し
た
。三
角
縁
神
獣
鏡
は
私
は
魏
鏡
だ
と
考
え

て
い
ま
す
が
、呉
の
工
人
が
日
本
で
つ
く
っ
た
と
い
う

説
が
あ
り
ま
す
。清
張
は
王
仲
殊
説
に
立
つ
な
ら
ば
と

し
て
、新
た
な
解
釈
を
う
ち
だ
し
て
い
ま
す
。

　
『
三
国
志
』「
倭
人
伝
」
関
係
の
私
の
説
の
一
つ
が
、黒

塚
古
墳
で
出
土
し
た
U
字
形
の
鉄
製
品
は
『
黄
幢
』
で
、

古
墳
の
被
葬
者
は
難
升
米
と
考
え
て
い
ま
す
。『
黄
幢
』

は
軍
旗
で
す
。軍
旗
だ
と
明
言
し
て
い
る
人
は
、ご
く

わ
ず
か
で
す
。そ
の
一
人
が
清
張
で
す
。そ
の
政
治
・
権

力
・
軍
事
へ
の
感
覚
は
さ
す
が
で
す
。二
四
五
年
に
難
升

米
に
『
黄
幢
』
を
仮
授
し
て
い
る
。私
は
魏
と
倭
の
軍
事

同
盟
の
象
徴
が
こ
の
軍
旗
だ
ろ
う
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で

展
開
し
て
い
ま
す
。二
四
七
年
、狗
奴
国
と
の
戦
い
の
中

で
、難
升
米
に
詔
書
と
と
も
に
わ
た
し
て
い
ま
す
が
、仮

授
は
あ
く
ま
で
高
句
麗
戦
争
の
た
め
で
し
た
。

　

そ
し
て
、「
逃
げ
水 

邪
馬
台
国
」
で
、清
張
は
邪
馬

台
国
「
近
畿
説
」
に
傾
い
て
い
か
れ
た
よ
う
な
気
が
し

ま
す
。三
角
縁
神
獣
鏡
が
三
十
二
枚
出
土
し
た
椿
井
大

塚
山
古
墳
の
被
葬
者
は
、空
想
だ
が
と
断
っ
て
は
い
る

が
、難
升
米
の
子
孫
だ
ろ
う
と
言
わ
れ
て
い
る
。確
か

に
椿
井
大
塚
山
古
墳
は
重
要
で
、五
尺
に
近
い
長
い
刀

も
見
つ
か
っ
て
い
る
。黒
塚
古
墳
で
も
出
て
い
る
が
、

最
高
の
武
器
な
ん
で
す
。鏡
の
多
さ
も
あ
る
し
、記
録

に
出
て
く
る
相
当
の
人
物
で
し
ょ
う
。し
か
し
、難
升

米
子
孫
論
は
残
念
な
が
ら
年
代
が
合
わ
な
い
。難
升
米

の
墓
は
黒
塚
古
墳
だ
と
思
い
ま
す
。

　

魏
の
甲
冑
も
出
土
し
て
い
ま
す
。そ
の
時
期
の
日
本

列
島
で
作
り
え
な
い
も
の
で
す
。魏
の
使
者
が
持
っ
て

き
た
甲
冑
で
す
。魏
と
の
深
い
関
係
が
見
ら
れ
ま
す
。

黒
塚
古
墳
、椿
井
大
塚
山
古
墳
、兵
庫
西
求
女
塚
古
墳
、

岡
山
浦
間
茶
臼
山
古
墳
、福
岡
豊
前
石
塚
山
古
墳
、つ

ま
り
三
世
紀
の
こ
ろ
に
勢
力
を
誇
っ
た
地
域
に
分
布

し
て
い
ま
す
。各
地
各
地
の
埋
葬
祭
祀
の
諸
要
素
を
奪

い
か
す
め
と
り
な
が
ら
、自
ら
の
権
力
の
基
盤
に
し
て

巨
大
な
前
方
後
円
墳
が
造
営
さ
れ
た
。箸
墓
古
墳
で

す
。こ
れ
が
倭
国
王
卑
弥
呼
の
墓
で
す
。

『
清
張
古
代
学

—

魏
志
倭
人
伝
か
ら
魏
志
東
夷
伝
の
考
古
学
』

東
　
潮

○
徳
島
大
学
大
学
院 

教
授

○
専
攻 

東
ア
ジ
ア
考
古
学

 

朝
鮮
韓
国
考
古
学

講
師

研
究
発
表

発
表
者

『
東
夷
伝
』序
文
の
重
要
性

『
魏
志
』「
倭
人
伝
」の
里
数
、日
数
は
虚
数

 

邪
馬
台
国
論

松
本
清
張
研
究
会  

第
24
回 

研
究
発
表
会

平
成
23
年
6
月
4
日（
土
）午
後
2
時
　 

昭
和
女
子
大
学

『
清
張
推
理
小
説
に
み
る
動
機
と
性
格
に
対
す
る
検
討
』

和
田 

稜
三 

（
京
都
外
国
語
大
学
非
常
勤
講
師
）



友の会 活動報告
●朗読劇「断碑」
4月16日（土）　参加者 81名

　今年で8回目を迎える朗読劇は『断碑』。考古学の
保守的な世界での主人公の不屈の生涯を描いてい
る原作と、「作家・編集者」の登場という二重構成がと
ても新鮮で、うまく組み合わさり、観ている私達の気持
ちがグッと惹きつけられました。
　役者の方々の臨場感あふれる「さまざまな声」、そ
れぞれの場面を連想させるような「照明」、想像力を

かきたてる「音楽」とす
べてが一体となって作
り上げていく特別な空
間に参加者の皆様か
らも感嘆の声を多数い
ただきました。

●文学散歩「飯塚」5月20日（金）　参加者43名
　今回は、清張さんの青春時代の想い出の地「飯塚・幸袋」を中心に、
盛りだくさんなコース設定となりました。また、今回の文学散歩は、訪問
先にうれしい出来事が続いたことでさらに私達の心に想い出深いもの
となりました。
　飯塚市幸袋→旧伊藤伝右衛門邸→嘉穂劇場→飯塚市歴史資料
館→王塚装飾古墳館を訪れました。旧伊藤伝右衛門邸では庭園の美
しさや建物の造り、調度品等に柳原白蓮に対する伊藤伝右衛門の想
いを感じました。また、「庭園」が国の名勝に指定されることが文学散歩
の翌日に発表されました。嘉穂劇場では時代を超えた趣きを感じまし
た。飯塚市歴史資料館で鑑賞した「山本作兵衛」氏の『炭鉱記録画』
が、文学散歩の一週間後に国内初の
「世界記憶遺産」に登録されたことが
報道され、記念館内でも大いに話題と
なりました。王塚装飾古墳館では清張
さんもここを訪れ同じものを見たのか
と思うと胸が熱くなりました。

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日から翌年7月31日までを1年度として取り扱っています。
今年度も引き続き更新いただきますようお願いします。
また、新規会員も募集中です！ 友の会では清張ゆかりの地の見学、読書会・講演会の開催、会報の発行など多彩な事業を展開しています。
会費は1年間で3,000円です。
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原
稿
を
活
字
に
し
た
試
し
刷
り
の

校
正
紙
を
「
ゲ
ラ
」
と
呼
ぶ
。最
初
を

「
初
校
」
と
い
い
、著
者
の
ほ
か
担
当
編

集
者
や
校
正
者
に
よ
る
チ
ェ
ッ
ク
も

反
映
し
修
正
さ
れ
、版
が
改
ま
る
た
び

に
「
二
校
（
再
校
）」「
三
校
」
…
…
と
数

え
る
。

　

常
設
展
示
室
2
の
書
斎
前
に
展
示

さ
れ
て
い
る
の
は
、「
古
代
探
求
」（「
古

代
へ
の
探
求
」
と
し
て
昭
和
四
十
六
年

一
月
か
ら
翌
年
十
一
月
ま
で
『
文
學

界
』
に
連
載
）
の
う
ず
た
か
い
ゲ
ラ
の

束
で
あ
る
。こ
の
作
品
で
は
清
張
は
緻

密
な
推
敲
を
重
ね
、な
ん
と
六
校
ま
で

取
っ
た
。出
版
界
で
は
通
常
二
校
か
三

校
で
校
了
に
す
る
か
ら
、異
例
の
回
数

で
あ
る
。

　

初
め
に
単
行
本
の
原
稿
と
し
て
、雑

誌
を
一
ペ
ー
ジ
分
ず
つ
一
回
り
大
き

な
紙
に
張
り
、作
業
し
や
す
く
し
た
う

え
で
加
筆
が
行
わ
れ
て
い
る
。そ
の

後
、修
正
を
反
映
し
た
印
刷
所
か
ら
の

校
正
紙
に
も
さ
ら
に
筆
が
加
わ
り
、最

終
的
に
全
体
の
半
分
近
く
が
改
稿
さ

れ
て
い
る
。清
張
自
身
、作
中
で
「
当
時

の
考
え
を
そ
の
後
の
進
展
で
訂
正
し

た
り
、新
し
く
つ
け
加
え
た
」
と
述
べ

て
い
る
が
、単
行
本
（
全
集
）
で
刊
行
さ

れ
再
び
読
者
の
目
に
触
れ
る
ま
で
の

約
一
年
三
ヶ
月
の
間
に
も
、考
究
が
深

め
続
け
ら
れ
て
い
る
の
だ
。

　

校
正
紙
の
変
化
を
つ
ぶ
さ
に
追
っ

て
い
く
と
、印
象
的
な
一
文
「
わ
た
し

は
日
本
古
代
史
に
は
ア
マ
チ
ュ
ア
で

あ
り
、門
外
漢
で
あ
る
。だ
が
、専
門
外

の
『
特
権
』
を
み
だ
り
に
振
り
回
す
こ

と
は
つ
つ
し
ん
で
い
る
。」
も
、雑
誌
掲

載
後
に
加
筆
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分

か
る
。一
旦
は
「
わ
た
し
は
学
問
に
は

い
わ
ゆ
る
素
人
で
あ
る
。だ
が
、専
門

外
の
『
特
権
』
を
振
り
回
す
こ
と
は
つ

つ
し
ん
で
い
る
。」
だ
っ
た
が
、表
現
が

練
ら
れ
、ニ
ュ
ア
ン
ス
も
変
化
し
て
い

る
。

　

校
正
は
、出
版
の
プ
ロ
セ
ス
の
ひ
と

つ
に
す
ぎ
な
い
か
も
し
れ
な
い
。し
か

し
、こ
の
本
の
校
正
の
軌
跡
は
、二
十

代
の
終
わ
り
頃
か
ら
考
古
学
に
関
心

を
持
ち
、史
跡
に
も
で
き
る
限
り
足
を

運
び
、史
料
や
資
料
、論
文
や
専
門
書

も
渉
猟
し
て
き
た
清
張
の
、常
に
探
求

し
続
け
る
姿
勢
が
う
か
が
え
る
貴
重

な
資
料
で
あ
る
。

（
専
門
学
芸
員　

小
野 

芳
美
）

「古代探求」校正
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紫
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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

「球形の荒野」 （文春文庫『長篇ミステリー傑作選 球形の荒野』上・下）
「断碑」 （新潮文庫『傑作短編集（一） 或る「小倉日記」伝』、光文社文庫『松

本清張短編全集3 張込み』、カッパノベルス『同』、角川文庫『或る
「小倉日記」伝』）

「腹中の敵」 （新潮文庫『傑作短編集（四） 佐渡流人行』、光文社文庫『松本
清張短編全集3 張込み』、カッパノベルス『同』）

■応募方法
○中学生、高校生ともに1,200 ～ 2,000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23年10月31日（月） ※消印有効
■応 募 先　〒803-0813　福岡県北九州市小倉北区城内2番3号
　　　　　　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　審査結果は、12月下旬頃、本人と学校に通知します。

最優秀賞、優秀賞の受賞者には、表彰式を行います。
なお、入選の結果や受賞作品を記念館刊行物等に掲載すること
があります。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）

記念館グッズと図書カード
※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。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「館報」掲載
を予定しています。

●主催　北九州市教育委員会
●主管　北九州市立松本清張記念館
●協力　モンブランジャパン

第　    回

平成23年度

中学生・高校生
読書感想文
コンクール

1131067B

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」も13回目を迎えました。今回も多彩な研究企画の
応募が16点ありましたが、『松本清張と東アジア』をテーマとした研究が2点入選
し、特に国際共同研究は注目されます。
　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。

韓国における清張作品の受容に関する調査・分析
（映像化された作品を中心に）

森脇 錦穂（共同研究代表・翻訳家）

40万円

松本清張と昭和30年代「中間小説誌」
高橋 孝次（共同研究代表・千葉大学非常勤講師）

40万円

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（共同研究代表・東京大学教授）

100万円
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　今年3月の東日本大震災の時発生した福島原発事故は、日本列島全体
にいろんな影響を与えています。電力不足が懸念されており、記念館も節
電に努めています。
　今号は、前号で概要をお伝えした『松本清張と東アジア』記念シンポジウ
ムの内容を詳しく掲載しております。
　8月4日（木）開催の開館13周年記念講演会の内容は次号に掲載します
ので、楽しみにお待ちください。　　　　　　　　　　　　　（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

奨励金

入選者

奨励金

入選者

奨励金


