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柚
木
は
さ
だ
子
に

　
　
　

火
が
つ
い
た
こ
と
を
知
っ
た
。

「
張
込
み
」は

昭
和
三
十
年
十
二
月
、

「
小
説
新
潮
」に
掲
載
さ
れ
た
。

　

横
浜
駅
か
ら
九
州
行
き
の
夜
行

列
車
に
と
び
乗
る
二
人
の
男
が
い

た
。柚
木
刑
事
と
下
岡
刑
事
で
あ
っ

た
。強
盗
殺
人
事
件
の
共
犯
、石
井

久
一
の
行
方
を
追
っ
て
、下
岡
は
石

井
の
山
口
県
の
生
家
に
向
か
い
、柚
木
は
石
井
の

昔
の
恋
人
、さ
だ
子
の
嫁
ぎ
先
に
張
込
む
た
め
で

あ
っ
た
。

　

S
市
に
着
い
た
柚
木
は
、さ
だ
子
の
家
の
向
か

い
に
あ
る
旅
館
の
二
階
に
陣
取
り
、さ
っ
そ
く
張

込
み
を
開
始
す
る
。彼
女
が
後
妻
に
入
っ
た
横
川

は
銀
行
員
で
、吝
嗇
な
男
だ
っ
た
。見
て
い
る
と
、

さ
だ
子
と
い
う
女
は
激
し
い
恋
愛
の
経
験
な
ど
想

像
も
で
き
な
い
、平
凡
な
主
婦
の
印
象
で
あ
っ
た
。

　

石
井
は
な
か
な
か
姿
を
現
わ
さ
な
い
。五
日
目
、

集
金
人
が
来
た
あ
と
、さ
だ
子
は
服
を
着
替
え
て

家
を
出
た
。慌
て
て
柚
木
は
後
を
追
う
が
、見
失
っ

て
し
ま
う
。懸
命
な
探
索
で
、さ
だ
子
が
男
と
一
緒

に
バ
ス
で
山
の
温
泉
の
方
に
登
っ
て
い
っ
た
こ
と

を
突
き
と
め
た
。山
道
で
柚
木
は
二
人
に
追
い
つ

い
た
。女
は
燃
え
て
い
た
。別
の
生
命
を
吹
き
こ
ま

れ
、躍
り
だ
す
よ
う
に
生
き
生
き
と
し
て
い
た
。

　

石
井
と
さ
だ
子
は
川
北
温
泉
の
松
浦
館
と
い
う

旅
館
に
入
っ
た
。地
元
署
の
応
援
を
得
て
柚
木
は

石
井
を
逮
捕
し
た
。何
も
知
ら
ず
に
湯
か
ら
戻
っ

て
き
た
さ
だ
子
に
、柚
木
は
今
な
ら
ま
だ
横
川
の

帰
宅
に
間
に
合
う
の
で
、「
す
ぐ
に
バ
ス
で
お
宅
に

お
帰
り
な
さ
い
」と
促
す
の
だ
っ
た
。

　

こ
の
作
品
は
、昭
和
三
十
三
年
、松
竹
・
大
船
で

映
画
化（
監
督
・
野
村
芳
太
郎
、脚
本
・
橋
本 

忍
）さ

れ
、「
キ
ネ
マ
旬
報
」ベ
ス
ト
・
テ
ン
で
第
八
位
を
獲

得
し
た
。清
張
自
身
、『
黒
い
画
集 

あ
る
サ
ラ
リ
ー

マ
ン
の
証
言
』『
砂
の
器
』と
と
も
に
、清
張
映
画
の

ベ
ス
ト
ス
リ
ー
に
挙
げ
て
い
る
。

（
学
芸
担
当
主
任　

中
川 

里
志
）
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二
〇
一
一
年
三
月
一
一
日
に
起
き
た
福
島
第
一
原

発
事
故
（
フ
ク
シ
マ
原
発
震
災
）
は
い
ま
だ
収
束
せ
ず
、放
射

能
汚
染
と
そ
の
影
響
は
と
ど
ま
る
と
こ
ろ
を
知
り
ま

せ
ん
。官
民
挙
げ
て
の
真
相
隠
し
も
深
刻
で
す
。東
日

本
大
震
災
か
ら
の
復
興
を
阻
む
最
大
の
要
因
に
な
っ

て
い
る
の
は
い
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

　

松
本
清
張
は
、今
か
ら
二
〇
年
前
の
一
九
九
二
年
、

「
現
存
し
た
社
会
主
義
」
の
大
崩
壊
を
目
の
当
た
り
に

し
つ
つ
亡
く
な
り
ま
し
た
。清
張
は
独
自
に
創
り
だ
し

た
社
会
派
ミ
ス
テ
リ
ー
で
権
力
や
権
威
に
よ
る
隠
蔽

は
も
と
よ
り
、私
た
ち
自
身
に
よ
る
日
々
の
隠
蔽
を

も
、執
拗
に
暴
露
し
告
発
し
続
け
ま
し
た
。し
か
し
な

ぜ
か
、今
回
の
フ
ク
シ
マ
原
発
震
災
で
は
っ
き
り
し
た

戦
後
社
会
最
大
級
の
隠
蔽
装
置
、原
子
力
発
電
所
を
め

ぐ
る
作
品
は
な
い
。

　

日
本
で
原
子
力
利
用
の
大
綱
が
定
め
ら
れ
る
の
は

一
九
五
五
年
の
原
子
力
基
本
法
で
す
が
、そ
の
時
示
さ

れ
た
原
子
力
三
原
則
は
「
民
主
・
自
主
・
公
開
」。当
初

か
ら
い
か
に
専
制
的
・
従
属
的
で
、そ
し
て
秘
密
と
隠

蔽
が
懸
念
さ
れ
る
特
異
な
領
域
だ
っ
た
か
が
分
り
ま

す
。「
隠
蔽
と
暴
露
」の
作
家
松
本
清
張
の
取
り
組
み
が

も
っ
と
も
期
待
さ
れ
る
領
域
の
は
ず
、で
し
た
が
つ
い

に
書
か
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

元
中
央
公
論
社
の
編
集
者
宮
田
毬
栄
さ
ん
が
書
い

た
『
追
憶
の
作
家
た
ち
』
と
い
う
本
が
あ
り
ま
す
。第

一
章
「
松
本
清
張
」
に
何
と
、清
張
が
一
九
九
一
年
暮

れ
に
、グ
ル
ノ
ー
ブ
ル
の
原
子
力
研
究
所
を
め
ぐ
る
小

説
を
企
画
し
て
い
た
こ
と
が
ち
ら
っ
と
出
て
き
ま
す
。

　

フ
ラ
ン
ス
の
グ
ル
ノ
ー
ブ
ル
市
と
い
え
ば
、

一
九
八
七
年
に
第
九
回
の
『
世
界
推
理
作
家
会
議
』
が

開
か
れ
、清
張
は
日
本
の
推
理
作
家
を
代
表
し
講
演
を

し
て
い
ま
す
。そ
の
講
演
は
死
後
出
版
さ
れ
た
『
グ
ル

ノ
ー
ブ
ル
の
吹
奏
』
に
収
録
さ
れ
ま
し
た
。興
味
深
い

の
は
、日
本
の
優
れ
た
推
理
小
説
が
カ
ワ
バ
タ
や
ミ
シ

マ
を
愛
好
す
る
偏
向
的
な
翻
訳
家
た
ち
に
よ
っ
て
無

視
、隠
蔽
さ
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
か
ら
話
が
始
ま
る

こ
と
で
す
。隠
蔽
さ
れ
て
き
た
も
の
の
暴
露（
こ
こ
で
は
顕

在
化
）
と
い
う
清
張
的
ス
ト
ー
リ
ー
の
講
演
で
す
。前
年

に
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
事
故
が
あ
り
、と
く
に
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
で
は
放
射
能
の
不
安
と
恐
怖
が
高
ま
っ
て
い
た
。会

議
の
合
間
に
は
当
然
、話
題
に
な
っ
た
は
ず
で
す
。そ

し
て
滞
在
中
に
、清
張
は
グ
ル
ノ
ー
ブ
ル
に
あ
る
有
名

な
原
子
力
研
究
所
（
民
生
科
学
セ
ン
タ
ー
）
を
知
っ
た
の
で

し
ょ
う
。調
べ
て
み
る
と
、こ
の
研
究
所
に
は
日
本
か

ら
の
研
究
者
も
い
る
。お
そ
ら
く
主
人
公
は
日
本
か
ら

の
研
究
者
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。「
久
々
に
壮
大
な

長
篇
推
理
を
書
く
」
と
意
気
込
ん
で
い
た
清
張
が
原
子

力
の
問
題
を
ど
こ
ま
で
暴
露
で
き
た
か
、ぜ
ひ
知
り
た

い
と
思
い
ま
す
が
、結
局
書
か
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

そ
の
と
き
清
張
は
、ヨ
ー
ロ
ッ
パ
取
材
を
実
行
す
る

宮
田
さ
ん
に
、『
黒
い
福
音
』（
一
九
六
一
年
）
の
取
材
を
思

い
出
せ
、と
言
っ
た
そ
う
で
す
。何
回
か
聴
取
を
受
け

た
ベ
ル
ギ
ー
人
の
神
父
が
突
如
出
国
し
、未
解
決
事
件

に
な
っ
た
「
ス
チ
ュ
ワ
ー
デ
ス
殺
人
事
件
」
を
モ
デ
ル

に
描
い
た
小
説
で
、清
張
の
眼
差
し
は
、個
人
の
犯
罪

の
背
後
に
あ
る
、社
会
シ
ス
テ
ム
（
こ
こ
で
は
キ
リ
ス
ト
教

団
）
に
届
い
て
い
ま
す
。清
張
の『
黒
い
福
音
』発
言
は
、

清
張
の
頭
の
中
に
、原
発
大
国
フ
ラ
ン
ス
の
グ
ル
ノ
ー

ブ
ル
原
子
力
研
究
所
で
起
き
た
大
き
な
事
件
と
、そ
の

背
後
に
あ
る
、世
界
を
ま
た
に
か
け
た
原
子
力
発
電
＝

「
原
子
力
の
平
和
利
用
」
体
制
の
黒
々
と
し
た
姿
が
う

か
ん
で
い
た
こ
と
を
示
唆
し
ま
す
。

　

清
張
に
は
兵
器
と
し
て
核
、原
水
爆
へ
の
怒
り
は

あ
っ
た
が
、原
子
力
発
電
の
危
険
を
指
摘
し
た
発
言
、

作
品
は
あ
り
ま
せ
ん
。こ
こ
に
、『
神
と
野
獣
の
日
』

（
一
九
六
三
年
）
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
、珍
し
く
S
F
的
作

品
で
あ
る
と
い
う
こ
と
以
外
、従
来
ほ
と
ん
ど
関
心
を

む
け
ら
れ
な
い
で
き
た
作
品
を
持
っ
て
き
ま
し
た
。こ

れ
を
読
む
と
、清
張
が
広
く
核
の
破
滅
的
影
響
を
ど
う

捉
え
て
い
た
か
が
分
か
る
。五
十
分
も
た
た
ず
東
京
に

水
爆
が
落
ち
る
、そ
の
と
き
政
府
、そ
し
て
人
々
は
ど

う
行
動
す
る
か
と
い
う
極
限
状
況
を
描
い
た
作
品
で

す
。こ
の
物
語
か
ら
は
、い
く
つ
か
の
重
要
な
問
題
点

が
う
か
び
あ
が
り
ま
す
。

　

問
題
点
の
第
一
は
、清
張
は
こ
の
ミ
サ
イ
ル
の
誤
射

を
、ア
メ
リ
カ
が
軸
と
な
る
西
側
諸
国
の
内
輪
の
出
来

事
に
し
て
い
る
こ
と
で
す
。米
ソ
が
原
水
爆
の
み
な
ら

ず
、平
和
利
用
を
め
ぐ
っ
て
も
競
争
を
繰
り
広
げ
て
い

た
冷
戦
時
代
で
す
か
ら
、誤
射
に
せ
よ
日
本
に
飛
ん
で

く
る
の
は
ソ
連
あ
る
い
は
東
側
か
ら
と
い
う
の
が
自

然
な
の
に
、清
張
は
そ
う
し
な
か
っ
た
。物
語
の
随
所

に
、ア
メ
リ
カ
へ
の
非
難
が
み
う
け
ら
れ
る
。ソ
連
が

登
場
し
な
い
の
は
、あ
る
い
は
、社
会
主
義
へ
の
支
持

と
同
時
に
、「
ソ
連
が
始
め
た
原
子
力
の
平
和
利
用
は

世
界
の
文
学
の
新
し
い
ペ
ー
ジ
を

開
く
」（
小
田
切
秀
雄
「
原
子
力
問
題
と
文

学
」
一
九
五
四
年
）
と
い
っ
た
見
方
が
清

張
の
頭
に
も
あ
っ
た
か
ら
か
も
し

れ
な
い
。し
か
し
ア
メ
リ
カ
嫌
い
な

ら
、一
九
七
九
年
の
ス
リ
ー
マ
イ
ル

島
事
故
が
あ
っ
た
と
き
に
、清
張
は

小
説
を
書
い
て
も
よ
か
っ
た
の
で

す
が
、書
い
て
い
ま
せ
ん
。謎
で
す

が
、少
な
く
と
も
こ
の
時
点
で
は
核

状
況
に
お
い
て
も
、ア
メ
リ
カ
へ
の
非
難
が
強
か
っ
た

こ
と
は
確
か
で
し
ょ
う
。

　

第
二
に
、す
で
に
防
衛
省
が
存
在
し
ま
す
。日
本
に

防
衛
省
が
誕
生
し
た
の
は
今
か
ら
五
年
前
に
す
ぎ
ま

せ
ん
。な
ぜ
か
防
衛
大
臣
は
お
ら
ず
、ま
ぬ
け
な
統
幕

議
長
が
出
て
き
ま
す
。第
三
に
、近
未
来
と
は
い
え
、あ

く
ま
で
も
ほ
ぼ
同
時
代
の
日
常
、し
か
も
多
く
の
視
点

か
ら
描
く
こ
と
で
リ
ア
リ
テ
ィ
と
と
も
に
ア
ク
チ
ュ

ア
リ
テ
ィ
ー
も
獲
得
し
て
い
る
。サ
ル
ト
ル
の
「
自
由

へ
の
道
」
な
ど
、二
十
世
紀
文
学
は
戦
争
を
は
じ
め
大

規
模
な
極
限
状
況
を
描
く
と
き
に
は
多
視
点
な
の
で

す
が
、こ
の
小
説
は
ま
さ
に
そ
の
典
型
で
、核
を
類
を

見
な
い
大
規
模
な
極
限
状
況
と
捉
え
て
い
る
の
で
す
。

　

そ
し
て
、第
四
で
す
。ア
メ
リ
カ
か
ら
も
た
ら
さ
れ

た
誤
射
ミ
サ
イ
ル
迫
る
の
情
報
を
、官
房
長
官
は
、暴

動
・
パ
ニ
ッ
ク
が
起
き
る
か
ら
伏
せ
ろ
、民
衆
は
何
も

知
ら
な
い
で
死
ん
だ
方
が
よ
い
、と
主
張
し
ま
す
。こ

ん
な
に
弱
気
の
官
房
長
官
で
も
、秩
序
の
側
に
立
つ
者

は
い
つ
も
暴
動
を
恐
怖
し
て
事
実
を
隠
蔽
し
よ
う
と

す
る
の
で
す
。実
際
の
暴
動
が
秩
序
防
衛
の
た
め
の
軍

隊
か
ら
先
に
起
き
、三
分
の
一
が
逃
亡
し
た
と
い
う
皮

肉
な
事
態
も
記
さ
れ
ま
す
。

　

五
番
目
は
「
死
の
灰
」
の
こ
と
で
す
。こ
の
小
説
に

は
二
つ
の
ヒ
バ
ク
、す
な
わ
ち
「
被
爆
」
と
「
被
曝
」
が

き
ち
ん
と
書
き
分
け
ら
れ
て
い
ま
す
。「
被
爆
」か
ら
免

れ
た
と
し
て
も
、風
で
飛
ぶ
「
死
の
灰
」
に
よ
っ
て
死

ぬ
か
も
し
れ
な
い
。分
っ
て
い
て
も
、人
々
に
は
見
え

な
い
「
死
の
灰
」
に
つ
い
て
は
発
表
さ
れ
な
か
っ
た
。

さ
ら
な
る
絶
望
を
与
え
な
い
た
め
、と
い
う
理
由
で
。

言
う
ま
で
も
な
く
、第
四
、第
五
に
つ
い
て
は
、フ
ク
シ

マ
原
発
震
災
で
の
政
府
、東
電
の
対

応
に
あ
ら
わ
れ
、「
安
全
」「
安
心
」

を
繰
り
返
し
な
が
ら
、多
く
の
人
々

に
避
け
ら
れ
た
被
曝
を
強
い
て
し

ま
い
ま
し
た
し
、今
も
強
い
て
い
ま

す
。こ
の
首
都
圏
も
被
曝
か
ら
無
関

係
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

そ
し
て
、第
六
に
観
測
陣
の
科
学

者
た
ち
に
つ
い
て
。人
々
が
大
混
乱

の
中
、「
生
き
が
い
を
感
じ
、張
り

『
三
・
一
一
以
後
の
松
本
清
張
』

高
橋 

敏
夫

○
早
稲
田
大
学
教
授

講
師 講

　
演

幻
の
原
子
力
研
究
所
も
の

核
時
代
と
松
本
清
張

　
―
『
神
と
野
獣
の
日
』を
め
ぐ
っ
て

松
本
清
張
研
究
会  
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回 

研
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会

平
成
24
年
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早
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大
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記
念
講
堂
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■
「
報
道
を
禁
じ
た
駐
留
軍
犯
罪
＝
小
倉
キ
ャ
ン
プ

黒
人
部
隊
の
反
乱
事
件
」（『
北
九
州
日
日
新
聞
』
昭

和
三
十
二
年
五
月
十
四
日
）

　
昭
和
三
十
二
年
の
秋
に
、小
倉
に
取
材
に
来
た
と
き
に
、

清
張
さ
ん
は
こ
の
記
事
を
読
ん
で
参
考
に
し
た
と
思
う
。

「
黒
地
の
絵
」
の
中
で
被
害
届
の
件
数
は
七
十
八
件
、新
聞

記
事
に
も
七
十
八
件
と
書
い
て
あ
る
。祇
園
太
鼓
の
音
に

つ
い
て
、記
事
に
は
「
ア
フ
リ
カ
土
人
、イ
ン
デ
ィ
ア
ン
時

代
の
血
を
わ
き
た
た
せ
、い
っ
そ
う
の
郷
愁
を
駆
り
立
て

た
」と
あ
る
。

〈
太
鼓
の
鈍
い
音
律
が
、彼
ら
の
狩
猟
の
血
を
ひ
き
出

し
た
〉（「
黒
地
の
絵
」）

■ 

米
軍
資
料
か
ら
見
る「
黒
地
の
絵
」

〇『
七
月
十
五
日
付
の
ウ
イ
ー
ク
リ
ー
サ
マ
リ
ー
』

　
以
下
の
と
お
り
、小
倉
で
の
黒
人
兵
の
集
団
脱
走
事
件

が
本
部
に
報
告
さ
れ
て
い
る
。

①
七
月
十
日
夕
方
に
小
倉
郊
外
で
起
こ
っ
た
集
団
脱

走
事
件
に
つ
い
て
は
、地
方
警
察
が
七
月
十
一
日
に

P
S
D（
公
安
課
）に
報
告
し
て
い
る
。

②
約
百
名
の
黒
人
兵
が
脱
走
し
た
よ
う
だ
が
、翌
日
朝

鮮
半
島
に
送
ら
れ
る
兵
隊
の
よ
う
で
あ
る
。

③
多
く
の
犯
罪
を
起
こ
し
た
が
、日
本
人
一
名
死
亡
、

一
名
重
傷
。

④
C
I
C
（
防
諜
隊
）
に
よ
る
調
査
で
は
、関
係
し
た
兵

隊
は
十
名
で
、死
亡
や
怪
我
を
し
た
人
は
い
な
い
。そ

の
地
区
の
M
P
が
事
態
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
い
る
。

⑤
第
八
軍
の
M
P
は
そ
の
事
件
に
気
付
い
て
は
い
な

か
っ
た
。

⑥
十
一
日
午
後
に
は
、百
名
の
集
団
脱
走
は
誇
張
で
あ

る
こ
と
が
分
か
っ
た
。

⑦
約
十
名
の
黒
人
兵
が
許
可
を
得
ず
に
、日
本
を
出
発

す
る
前
に
逃
げ
出
し
た
と
思
わ
れ
る
。

⑧
脱
走
兵
を
隊
に
戻
す
際
に
、黒
人
兵
は
発
砲
し
た
。

⑨
日
本
人
に
も
兵
隊
に
も
け
が
人
は
出
て
い
な
い
。

⑩
兵
隊
は
予
定
通
り
の
出
発
の
た
め
に
隊
に
戻
っ
た
。

〇「
黒
地
の
絵
」を
彷
彿
と
さ
せ
る
被
害
届

◇
「
不
法
侵
入
」
夜
の
九
時
、三
人
の
黒
人
兵
が
「
こ

ん
ば
ん
は
」
と
言
っ
て
入
っ
て
き
た
。兵
隊
た
ち

は
こ
の
被
害
届
を
出
し
た
人
が
外
に
出
て
関
係

者
に
報
告
す
る
と
、す
ぐ
に
立
ち
去
っ
た
。

◇
「
不
法
行
為
」
夜
の
十
一
時
、隣
に
住
ん
で
い
る

あ
る
女
性
が
、「
か
く
ま
っ
て
」
と
家
に
来
た
。被

害
届
を
出
し
た
人
は
「
便
所
に
隠
れ
な
さ
い
」
と

言
っ
た
が
、二
人
の
兵
隊
が
入
っ
て
き
て
彼
女
を

連
れ
出
し
、夜
の
闇
に
消
え
て
い
っ
た
。

◇
「
暴
行
未
遂
」
十
一
時
、三
人
の
黒
人
兵
が
家
に

や
っ
て
き
て
、「
一
緒
に
寝
て
く
れ
」
と
言
っ
た
。

き
っ
ぱ
り
と
断
っ
た
ら
、一
人
が
口
を
両
手
で
押

さ
え
て
、も
う
一
人
が
く
す
ぐ
り
始
め
た
。
M
P

が
現
れ
た
の
で
、兵
隊
た
ち
は
消
え
た
。

〈
一
人
が
シ
ュ
ミ
ー
ズ
の
上
か
ら
乳
房
を
玩
弄
し

た
。が
、表
に
M
P
の
ジ
ー
プ
の
音
が
聞
え
る
と
、

彼
ら
は
ガ
ラ
ス
戸
を
破
っ
て
逃
げ
だ
し
た
〉（「
黒

地
の
絵
」）

◇「
強
盗
」夜
の
九
時
、四
人
の
黒
人
兵
が
酒
屋
か
ら
、

ビ
ー
ル
三
本
、ス
イ
カ
四
つ
、現
金
二
千
七
百
円

を
と
っ
て
逃
げ
た
。

■ 

A
G
R
S（
米
軍
基
地
登
録
部
隊
）と

　 

C
I
U（
中
央
個
人
識
別
班
）

　
こ
こ
に
三
人
の
日
本
人（
古
江
忠
雄
、埴
原
和
郎『
骨

を
読
む
』、香
原
志
勢
）
の
法
医
人
類
学
者
が
勤
務
し
、

遺
体
の
個
人
識
別
の
仕
事
を
し
て
い
た
。「
認
識
票
」
や

「
ラ
ン
ド
リ
ー
（
洗
濯
）マ
ー
ク
」、「
入
れ
墨
」を
調
べ
、

「
骨
を
並
べ
る
」「
歯
の
記
録
」
を
と
る
。こ
こ
ま
で
は
前

段
階
で
、記
録
係
や
歯
科
医
が
す
る
。「
黒
地
の
絵
」
に

も
歯
科
医
が
出
て
く
る
。こ
の
後
に
、法
医
人
類
学
者
が

「
骨
の
識
別
・
人
種
の
確
定
」を
行
う
。

　
首
の
な
い
死
体
も
入
墨
を
見
た
ら
鑑
別
で
き
る
。自
分

を
判
別
し
て
も
ら
う
た
め
に
入
れ
る
の
で
は
な
い
か
。『
認

識
票
』の
番
号
を
入
れ
墨
で
入
れ
て
い
た
兵
隊
も
い
た
。

〈
黒
ん
ぼ
の
人
相
は
み
ん
な
同
じ
よ
う
に
見
え
て
、

見
分
け
が
つ
き
ま
せ
ん
ね
。け
れ
ど
、刺
青
を
見
た
ら

す
ぐ
わ
か
り
ま
す
ね
〉

〈
刺
青
の
鑑
別
方
法
だ
っ
て
ち
ゃ
ん
と
や
っ
て
い
る
〉

〈
頸
の
な
い
胴
体
に
は
や
は
り
刺
青
だ
け
が
完
全
な

絵
で
残
っ
て
い
た
。〉（「
黒
地
の
絵
」）

切
っ
て
い
る
」。こ
れ
ら
の
者
た
ち
に
は「
千
載
一
遇
の

機
会
」で
あ
り
、あ
る
意
味
で
は「
生
体
実
験
」で
あ
る

と
。第
七
に
、東
京
が
危
い
と
な
る
と
、首
都
機
能
は
即

座
に
大
阪
に
移
る
。こ
の
第
六
、第
七
も
現
在
に
あ
て

は
ま
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

以
上
の
よ
う
に
、五
〇
年
近
く
前
に
書
か
れ
た
『
神

と
野
獣
の
日
』
に
は
、核
の
も
つ
破
滅
的
な
力
に
つ
い

て
の
、今
で
も
充
分
通
用
す
る
清
張
の
見
方
、考
え
方

が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。に
も
か
か
わ
ら
ず
、一
九
七
〇

年
代
の
原
発
反
対
運
動
や
原
発
労
働
の
告
発
、ス
リ
ー

マ
イ
ル
島
原
発
事
故
、チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
原
発
事
故
と

き
て
、ま
だ
清
張
は
う
ご
か
な
か
っ
た
の
で
す
。

　

昨
年
の
三
月
一
一
日
以
後
、わ
た
し
は
な
ん
と
も
悔

し
い
、重
苦
し
い
思
い
と
と
も
に
、核
を
め
ぐ
る
多
く

の
言
説
、作
品
の
読
み
直
し
を
始
め
ま
し
た
。そ
こ
で
、

井
上
光
晴
と
松
本
清
張
が
同
じ
年
に
亡
く
な
っ
て
い

る
の
に
気
づ
き
ま
し
た
。と
も
に
九
州
出
身
で
す
。井

上
の
原
子
力
問
題
に
つ
い
て
の
深
い
不
安
と
危
惧
、そ

し
て
想
像
力
は
戦
後
作
家
、現
代
作
家
の
中
で
群
を
抜

い
て
い
ま
す
。戯
曲
「
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
の
秋
」（
一
九
七
八

年
）。そ
し
て
『
西
海
原
子
力
発
電
所
』（
一
九
八
六
年
）
は

チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
事
故
よ
り
も
前
に
書
き
出
さ
れ
た
。

使
用
済
み
核
燃
料
輸
送
時
の
事
故
を
め
ぐ
る
『
輸
送
』

（
一
九
八
九
年
）
も
あ
り
ま
す
。二
人
は
文
学
的
ポ
ジ
シ
ョ

ン
は
異
な
り
ま
す
が
、戦
前
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
を

そ
れ
ぞ
れ
の
仕
方
で
引
き
継
い
だ
作
家
だ
と
、わ
た
し

は
思
い
ま
す
。わ
た
し
の
希
望
は
、井
上
と
清
張
と
の

あ
い
だ
に
原
発
問
題
を
め
ぐ
っ
て
も
繋
が
り
が
あ
っ

て
欲
し
い
と
い
う
こ
と
で
す
。記
念
館
館
長
の
藤
井
康

栄
さ
ん
に
先
ほ
ど
控
室
で
、「
井
上
光
晴
さ
ん
と
清
張

さ
ん
、付
き
合
い
は
な
か
っ
た
で
す
か
？
」
と
訊
ね
ま

し
た
と
こ
ろ
、即
座
に
「
ど
の
作
家
と
も
ほ
と
ん
ど
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
」
と
答
え
ら
れ
ま
し
た
。確
か
に
そ

う
な
の
で
し
ょ
う
。し
か
し
そ
れ
で
も
な
お
、清
張
は

井
上
の
こ
れ
ら
の
作
品
を
意
識
し
て
い
た
と
、わ
た
し

は
夢
想
す
る
の
で
す
。「
井
上
光
晴
が
こ
こ
ま
で
書
い

た
か
ら
、こ
れ
で
い
い
」
そ
し
て
死
の
直
前
に
は
よ
う

や
く
「
自
分
に
は
別
の
書
き
方
が
あ
る
」
と
思
い
始
め

て
い
た
の
で
は
な
い
か
。そ
の
手
始
め
が
グ
ル
ノ
ー
ブ

ル
原
子
力
研
究
所
を
め
ぐ
る
作
品
な
の
で
は
な
い
か
。

　

井
上
光
晴
の『
輸
送
』の「
あ
と
が
き
」の
一
部
で
す
。

　
〈
創
作
『
輸
送
』
は
そ
の
悔
恨
を
踏
ま
え
て
書
い
た
、

核
使
用
済
み
燃
料
の
輸
送
に
ま
つ
わ
る
小
説
で
あ
る
。

核
廃
棄
物
の
輸
送
は
、今
わ
れ
わ
れ
の
生
存
す
る
地
点

で
絶
え
間
な
く
行
な
わ
れ
て
お
り
、キ
ャ
ス
ク
（
核
廃
棄

物
容
器
）
に
万
一
の
事
故
が
あ
れ
ば
、間
違
い
な
く
チ
ェ

ル
ノ
ブ
イ
リ
を
再
現
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
〉

　
〈
あ
え
て
い
う
が
、『
輸
送
』
は
近
未
来
小
説
で
は
な

く
、S
F
で
も
な
い
。こ
の
作
の
主
題
は
文
字
通
り「
明

日
」
に
か
か
わ
る
「
今
日
」
そ
の
も
の
の
現
実
に
お
か

れ
て
い
る
。
／
ス
ト
ー
リ
ー
の
行
く
末
に「
壊
滅
の
状

況
」
を
あ
え
て
採
ら
な
か
っ
た
の
も
、飽
く
ま
で
「
今

日
」
の
生
活
に
密
着
し
た
人
間
の
痛
苦
と
情
感
を
描
写

し
た
か
っ
た
の
だ
〉

　

井
上
光
晴
は
自
ら
の
方
法
と
し
て
「
今
日
」
の
日
常

に
密
着
し
た
人
間
の
痛
苦
と
情
感
を
描
写
し
た
か
っ

た
と
書
い
て
い
ま
す
が
、そ
れ
は
じ
つ
は
松
本
清
張
が

社
会
派
ミ
ス
テ
リ
ー
で
、そ
し
て
S
F
的
な
『
神
と
野

獣
の
日
』
に
お
い
て
も
変
わ
ら
ず
実
践
し
た
方
法
で
あ

り
ま
し
た
。社
会
派
ミ
ス
テ
リ
ー
の
最
も
果
敢
な
試
み

と
、現
代
小
説
の
社
会
へ
肉
迫
す
る
試
み
が
、急
接
近

す
る
。つ
ま
り
は
、松
本
清
張
と
井
上
光
晴
が
そ
れ
ぞ

れ
の
文
学
ジ
ャ
ン
ル
の
富
を
持
ち
寄
り
、急
接
近
し
て

社
会
の
暗
部
を
い
き
い
き
と
暴
露
す
る
―
。

　

フ
ク
シ
マ
原
発
震
災
で
、戦
後
ず
っ
と
「
隠
蔽
」
さ

れ
て
き
た
「
原
子
力
ム
ラ
」
の
一
部
が
、明
ら
か
に
な

り
ま
し
た
。「
隠
蔽
」は
、政
府
・
行
政
・
原
子
力
産
業
・
既

成
の
学
問
等
に
よ
っ
て
ほ
と
ん
ど
変
ら
ず
、む
し
ろ
か

え
っ
て
露
骨
に
行
使
さ
れ
て
お
り
、そ
れ
は
今
後
も
長

く
続
く
で
し
ょ
う
。松
本
清
張
の
実
践
し
た
「
隠
蔽
と

暴
露
」
を
、清
張
文
学
の
再
読
か
ら
確
認
し
つ
つ
、わ
た

し
た
ち
が
そ
れ
を
、そ
れ
ぞ
れ
の
場
所
、そ
れ
ぞ
れ
の

仕
事
、そ
れ
ぞ
れ
の
実
践
に
お
い
て
引
き
継
ぐ
こ
と
が

求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。《
い
ま
こ
そ
松
本
清
張
的
「
隠

蔽
と
暴
露
」
の
文
学
を
！
》
を
、ス
ロ
ー
ガ
ン
で
は
な

く
、日
々
の
実
践
と
し
て
わ
た
し
は
少
し
ず
つ
実
現
す

る
。本
日
の
話
も
そ
の
一
部
な
の
で
す
。

松
本
清
張
の『
黒
地
の
絵
』を

ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョン
と
し
て
読
む
試
み

加
島 

巧

○
長
崎
外
国
語
大
学
教
授

講
師

研
究
発
表

井
上
光
晴『
輸
送
』の「
あ
と
が
き
」

※本文中、現在では不適切と思われる表現がありますが、原作を尊重しそのままにしています。ご了承ください。
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¦
松
永
さ
ん
が
育
た
れ
た
門
司
は
ど
ん
な

街
だ
っ
た
の
で
す
か
。

　

私
は
昭
和
一
〇
（
一
九
三
五
）
年
、門
司
で
生

ま
れ
ま
し
た
。当
時
の
門
司
は
横
浜
・
神
戸
に

次
ぐ
大
規
模
な
港
町
で
、県
下
で
も
屈
指
の

賑
や
か
な
大
都
市
で
し
た
。た
と
え
ば
新
聞

社
の
九
州
支
社
も
門
司
に
置
か
れ
て
い
た
よ

う
に
、人
や
情
報
が
集
ま
り
、そ
し
て
文
化
も

運
ん
で
き
た
の
で
し
ょ
う
、東
京
の
流
行
も

い
ち
早
く
伝
わ
る
街
で
し
た
。

　

明
治
三
六
年
に
東
京
・
浅
草
に
日
本
最
初

の
映
画
専
用
常
設
館
・
電
気
館
が
開
館
し
ま

す
が
、早
く
も
四
三
年
に
は
門
司
に
も
「
電
気

館
」
が
開
館
し
ま
す
。九
州
で
は
長
崎
に
次
ぐ

二
館
目
の
常
設
館
で
す
。古
川
緑
波
は
、明
治

末
期
か
ら
大
正
の
初
め
門
司
で
少
年
時
代
を

過
ご
し
映
画
に
熱
中
し
ま
し
た
。そ
の
頃
の

こ
と
を
の
ち
に
「
門
司
港
は
活
動
映
画
の
ふ

る
さ
と
」
と
書
き
残
し
て
い
ま
す
。私
が
物
心

つ
い
た
こ
ろ
は
既
に
い
く
つ
も
の
映
画
館
が

あ
り
ま
し
た
。

　

祖
母
は
門
司
市
小
森
江
（
現
在
の
北
九
州
市
門

司
区
小
森
江
）
で
遊
郭
を
営
ん
で
い
ま
し
て
ね
。

当
時
の
小
森
江
は
軍
需
品
の
下
請
け
の
町
工

場
が
多
く
、関
森
航
路
と
い
う
下
関
と
の
輸

送
ル
ー
ト
も
あ
る
賑
や
か
な
地
域
で
し
た
。

う
ち
に
い
た
お
姉
さ
ん
た
ち
は
子
ど
も
連
れ

だ
と
外
出
し
や
す
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
、代

わ
る
代
わ
る
毎
日
の
よ
う
に
映
画
に
連
れ
て

行
っ
て
貰
っ
て
い
ま
し
た
。映
画
館
は
子
ど

も
が
そ
う
そ
う
行
く
場
所
で
は
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
が
、私
は
恵
ま
れ
た
環
境
で
し
た
ね
。

覚
え
て
い
る
最
も
古
い
映
画
は
「
フ
ク
チ
ャ

ン
の
潜
水
艦
」（
昭
和
一
九
年
）、そ
れ
か
ら
「
潜

水
艦
西
へ
」（
一
九
四
〇
年
、ド
イ
ツ
、ギ
ュ
ン
タ
ー
・

リ
ッ
ト
ウ
監
督
。日
本
公
開
・
昭
和
一
八
年
）
で
す
ね
。

あ
の
時
代
の
少
年
で
す
か
ら
、わ
く
わ
く
し

な
が
ら
観
て
い
ま
し
た
。

¦
松
永
さ
ん
に
は
と
り
わ
け
映
画
は
身
近

な
存
在
だ
っ
た
の
で
す
ね
。

　

私
が
ね
だ
る
の
で
、家
族
で
も
映
画
館
に

行
き
ま
し
た
ね
。母
は
晴
れ
着
を
着
、特
別
な

日
で
し
た
。家
か
ら
一
番
近
か
っ
た
の
は
豊

国
館
で
、建
物
は
今
も
残
っ
て
い
ま
す
。稲
荷

座
で
は
「
実
演
」
と
い
う
、役
者
の
芝
居
と
映

画
と
の
組
み
合
わ
せ
を
覚
え
て
い
ま
す
。

　

先
生
の
引
率
で
映
画
館
に
行
く
こ
と
も
あ

り
ま
し
た
。校
庭
に
ス
ク
リ
ー
ン
を
張
る
日

没
後
の
上
映
会
に
は
大
人
も
詰
め
か
け
ま
し

た
。戦
時
中
は
戦
意
高
揚
の
た
め
か
戦
争
映

画
ば
か
り
で
し
た
が
。娯
楽
の
少
な
い
時
代

で
す
し
、内
容
は
と
も
か
く
映
画
と
い
う
だ

け
で
本
当
に
楽
し
み
で
し
た
ね
。

　

学
校
で
の
上
映
会
は
昭
和
二
三
、四
年
ご

ろ
ま
で
あ
り
ま
し
た
。
G
H
Q
の
意
向
か
、

あ
ま
り
内
容
が
面
白
か
っ
た
記
憶
は
な
い
で

す
が
、と
に
か
く
映
画
だ
と
い
う
の
で
嬉
し

か
っ
た
で
す
ね
。

¦
お
一
人
で
映

画
館
に
行
く
よ
う
に

な
っ
た
の
は
い
つ
ご

ろ
で
す
か
。

　

十
五
、
六
歳
で

し
ょ
う
か
、戦
後
で

す
ね
。就
職
し
て
か

ら
は
仕
事
の
後
、毎

日
の
よ
う
に
あ
ち
こ
ち
の
映
画
館
に
行
っ
て

い
ま
し
た
。門
司
だ
け
で
は
な
く
、小
倉
に
も

足
を
延
ば
し
て
い
ま
し
た
よ
。

　

夜
十
時
半
頃
か
ら
翌
朝
の
始
発
頃
ま
で
の

オ
ー
ル
ナ
イ
ト
上
映
や
、朝
に
は
モ
ー
ニ
ン

グ
と
、映
画
館
に
は
活
気
が
あ
り
ま
し
た
。夜

勤
や
三
交
代
の
人
も
い
ま
す
し
、港
湾
労
働

者
の
多
い
街
で
す
が
、悪
天
候
の
日
は
映
画

で
時
間
を
潰
す
姿
を
よ
く
見
ま
し
た
。映
画

館
は
安
く
て
入
り
や
す
か
っ
た
ん
で
し
ょ

う
。い
つ
も
多
く
の
客
が
い
ま
し
た
。ど
こ
も

だ
い
た
い
一
階
は
椅
子
席
、二
階
は
桟
敷
席

と
い
う
構
造
で
、お
茶
子
さ
ん
が
い
ま
し
た

ね
。

　

私
が
物
心
つ
い
た
と
き
は
既
に
ト
ー
キ
ー

の
時
代
で
し
た
が
、戦
後
し
ば
ら
く
ま
で
無

声
映
画
を
上
映
す
る
巡
業
隊
も
い
ま
し
た
。

か
け
る
の
は
だ
い
た
い
戦
前
の
チ
ャ
ン
バ
ラ

映
画
で
、弁
士
の
ほ
か
、バ
イ
オ
リ
ン
、ク
ラ

リ
ネ
ッ
ト
、和
太
鼓
と
三
味
線
の
五
人
一
組

で
廻
る
の
で
す
。

　

役
者
で
は「
ふ
ん
ど
し
も
も
ち
ゃ
ん
」と
の

愛
称
で
人
気
だ
っ
た
市
川
百
々
之
助
を
よ
く

憶
え
て
い
ま
す
。若
松
出
身
の
石
山
稔
監
督

作
品
に
多
く
出
て
い
ま
す
し
、戦
前
か
ら
北

九
州
で
も
多
く
上
映
さ
れ
、

人
気
が
あ
り
ま
し
た
。

¦
映
画
は
ど
の
よ
う
な
存

在
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

　

楽
し
み
が
少
な
い
時
代
で

す
し
、ま
ず
第
一
に
娯
楽
で

し
た
。ニ
ュ
ー
ス
も
あ
る
か

ら
報
道
の
役
目
も
担
っ
て
い

昭和33年、若草映画劇場（門司）のプログラム

東映会館（昭和36年）
提供：福岡銀行

 インタビュー　北九州の映画文化を語る
松永　武

　映画産業の華やかなりし時代、スクリーンに映し出される夢の世界に人々は魅了
され、こぞって映画館に足を運びました。
　その中の一人だった清張は、やがて観客から原作者へと立場を広げます。
　そのころのお話を、映画愛好家・松永 武さんに伺いました。
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ま
し
た
ね
。ニ
ュ
ー
ス
と
本
編
の
間
に
流
れ

る
予
告
編
も
楽
し
み
で
し
た
よ
。内
風
呂
が

普
及
す
る
ま
で
は
銭
湯
が
情
報
交
換
の
場
で

し
た
ね
、皆「
あ
の
映
画
を
観
た
」「
こ
れ
は
ど

う
だ
っ
た
」と
情
報
交
換
が
盛
ん
で
し
た
。

　

戦
後
は
ス
ク
リ
ー
ン
に
映
る
海
外
の
文
化

が
眩
し
く
て
。今
も
そ
う
で
す
が
、ヨ
ー
ロ
ッ

パ
映
画
は
音
楽
も
素
敵
で
雰
囲
気
が
あ
り
、

ア
メ
リ
カ
映
画
は
派
手
で
華
や
か
。女
性
に

は
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
の
お
手
本
で
も
あ
っ
た
で

し
ょ
う
ね
。豊
か
さ
に
圧
倒
さ
れ
、ア
メ
リ
カ

に
対
し
て
は
、戦
争
に
負
け
た
複
雑
な
思
い

と
憧
れ
と
、相
反
す
る
気
持
ち
を
抱
い
た
も

の
で
す
。

　

小
倉
の
玉
屋
デ
パ
ー
ト
前
に
あ
っ
た
「
小

倉
大
劇
」
は
G
H
Q
に
接
収
さ
れ
て
い
ま
し

た
。昭
和
二
五
年
に
解
除
さ
れ
、私
た
ち
が
入

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
後
の
劇
場
プ
ロ
グ
ラ

ム
の
広
告
か
ら
は
、当
時
の
街
の
様
子
も
伝

わ
っ
て
く
る
よ
う
で
、い
ま
見
て
も
面
白
い

で
し
ょ
う
。

　

テ
レ
ビ
放
送
が
始
ま
っ
て
も
、白
黒
だ
し

放
送
時
間
も
限
ら
れ
て
い
る
し
、は
じ
め
は

ま
っ
た
く
別
の
も
の
と
い
う
感
じ
で
し
た
。

私
が
映
画
産
業
の
斜
陽
を
肌
で
感
じ
た
の
は

一
九
七
〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら
で
す
ね
。カ

ラ
ー
テ
レ
ビ
が
普
及
し
、週
休
二
日
も
増
え
、

経
済
も
上
向
い
て
レ
ジ
ャ
ー
の
形
が
変
わ
っ

た
の
で
し
ょ
う
ね
。

¦
清
張
原
作
の
映
画
は
、北
九
州
で
は
話

題
に
な
り
ま
し
た
か
。

　

も
ち
ろ
ん
。「
顔
」（
昭
和
三
二
年
）
か
ら
観
ま

し
た
が
、や
は
り
「
地
元
出
身
の
作
家
」
と
話

題
で
し
た
。主
人
公
が
女
性
に
変
え
て
あ
る

の
が
印
象
的
で
し
た
し
、そ
れ
ま
で
の
探
偵

映
画
と
も
異
な
る
新
し
い
ジ
ャ
ン
ル
の
映
画

が
出
て
き
た
と
思
い
ま
し
た
。

　
「
張
込
み
」（
昭
和
三
三
年
）
は
九
州
で
の
ロ
ケ

も
話
題
で
、当
時
の
予
告
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
は

「
九
州
・
博
多
・
佐
賀
・
柳
川
・
熊
本
・
大
分 

長
期

大
ロ
ケ
話
題
作
！
」
と
謳
わ
れ
て
い
ま
す
。現

在
の
よ
う
な
有
料
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
は
大
作
映

画
に
し
か
な
く
、映
画
会
社
制
作
の
プ
レ
ス

シ
ー
ト
を
元
に
各
劇
場
が
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
作

り
、配
布
し
ま
し
た
。こ
れ
を
私
た
ち
フ
ァ
ン

は
楽
し
み
に
し
て
い
た
ん
で
す
よ
。冒
頭
部
、

刑
事
た
ち
が
九
州
ま
で
夜
行
で
一
昼
夜
か
け

て
来
る
場
面
は
、映
画
雑
誌
で
は
「
長
す
ぎ

る
」
と
良
い
評
価
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た

が
、私
た
ち
に
は
東
京
か
ら
の
距
離
が
リ
ア

ル
に
感
じ
ら
れ
ま
し
た
ね
。

　

も
う
「
点
と
線
」（
昭
和
三
三
年
）
の
頃
に
は
、

清
張
さ
ん
の
名
前
も
す
っ
か
り
浸
透
し
、併

せ
て
宣
伝
さ
れ
て
い
た
の
を
憶
え
て
い
ま

す
。原
作
を
読
ん
だ
と
い
う
話
も
よ
く
聞
き

ま
し
た
。清
張
作
品
に
は
謎
解
き
だ
け
で
は

な
く
独
特
の
魅
力
が
あ
り
ま
す
。平
穏
な
日

常
が
揺
さ
ぶ
ら
れ
た
り
、一
見
何
も
な
い
社

会
機
構
に
隠
さ
れ
た
悪
が
露
呈
し
た
り
。映

像
化
し
た
く
な
る
よ
う
な
表
現
や
描
写
も
多

い
で
す
し
ね
。

　

な
ん
と
い
っ
て
も
「
砂
の
器
」（
昭
和
四
九
年
）

は
北
九
州
で
も
人
気
で
し
た
。度
々
上
映
さ

れ
て
い
ま
す
が
、い
つ
も
大
盛
況
で
す
ね
。私

も
何
回
も
観
て
い
ま
す
。

¦
清
張
映
画
の
上
映
に
尽
力
も
さ
れ
て
い

ま
す
ね
。

　

昭
和
六
二
年
五
月
の
「
一
日
だ
け
の
門
司

港
映
画
祭
」
で
す
ね
。ま
だ
清
張
記
念
館
も
な

い
時
代
で
し
ょ
う
（
笑
）、北
九
州
が
清
張
さ
ん

の
ふ
る
さ
と
だ
と
も
っ
と
多
く
の
人
に
知
っ

て
欲
し
く
て
開
催
し
ま
し
た
。「
砂
の
器
」
の

上
映
会
や
、野
村
芳
太
郎
監
督
を
招
い
て
の

ト
ー
ク
シ
ョ
ー
な
ど
を
行
い
ま
し
た
。

　

野
村
監
督
は
「
砂
の
器
」
の
撮
影
時
、ク
ラ

イ
マ
ッ
ク
ス
で
演
奏
会
の
観
客
が
手
ぶ
ら
で

は
変
だ
か
ら
と
、小
道
具
と
し
て
音
楽
会
の
パ

ン
フ
レ
ッ
ト
を
作
っ
て
エ
キ
ス
ト
ラ
全
員
に

配
っ
た
話
を
さ
れ
ま
し
た
。こ
れ
が
そ
う
で

す
、表
が
ち
ゃ
ん
と
「
宿
命
」
と
な
っ
て
い
る

で
し
ょ
う
。中
面
は
映
画
の
あ
ら
す
じ
で
す
。

　
「
砂
の
器
」
は
、「
北
九
州
シ
ネ
マ
フ
ェ
ス

テ
ィ
バ
ル
」（
平
成
元
年
七
月
）と
、「
北
九
州
シ
ネ

マ
サ
ロ
ン
」
第
六
回
（
平
成
一
三
年
一
〇
月
）
と
第

一
七
回
（
平
成
一
九
年
四
月
）
に
上
映
し
ま
し
た

が
、い
ず
れ
も
大
盛
況
で
し
た
。映
画
人
口
が

減
っ
た
今
で
も
不
動
の
人
気
で
す
。多
く
の

方
に
清
張
映
画
を
観
て
貰
え
る
の
は
嬉
し
い

で
す
ね
。（
談
）

平
成
二
三
年
一
〇
月
一
日
松
永
文
庫
に
て

1935年3月、福岡県門司市（現・北九州市門司区）生まれ。
1997年10月、私設図書館「松永文庫」を開設、収集した
12,000点を超える映画関連の資料を公開展示。
資料は2009年10月に北九州市に寄贈、現在は「門司市民
会館松永文庫」として公開されている。

松永 武 （まつなが たけし）
新世界映劇（昭和32年11月）
提供：門司区役所

和賀 英良の演奏会プログラム
仕立ての小道具

き
き
て
・
構
成
●
小
野 

芳
美

大
西 

政
寛

写
真
●
中
川 

里
志



　最初の原作映画『顔』と最初のテレビドラマ『地方紙を買う
女』は同年、昭和32（1957）年に公開・放映されました。以来、55
年、3年前の映画『ゼロの焦点』や昨年のドラマ『砂の器』にいた
るまで、映画は36本、テレビドラマは500作品以上が制作され、今
もリメイクが続いています。本展では、《清張映画》の魅力ある全
貌を紹介し、清張と映画の濃密な関係に多面的に迫ります。

　清張作品の特徴の一つは《映像的》であることです。加
えて、強い構成力とドラマ性が映像作家の創作意欲をかき
立て、多くの原作映画・ドラマを制作させました。

　元松竹の助監督で推理小説家の著
者が、洋・邦画のミステリー映画について
縦横に論じています。清張原作映画も
『点と線』から『天城越え』まで5作品を取
り上げ、『黒い画集 あるサラリーマンの証
言』には〈ミステリ映画の脚色の見事さ〉が
見られ、『張込み』は〈画期的なミステリ映
画〉であると評価しています。

　十二日の午後三時から川井と
浜崎とは新宿で映画を見て、六
時ごろ館を出た。二人が小平町
の鈴木ヤスの家についたのが七
時前であった。（「声」）

　「それはKという俳優が主演で、平
手造酒の役でした。最初の場面は…」
　静子は話しだしたが、映画が好きだ
とみえて、なかなかたのしそうな表情で
あった。（「紐」）

松本清張没後20年記念特別企画展

松本清張と《映画》Ⅰ

　『砂の器』、『張込み』、『黒い画集 あるサラリーマンの証
言』は清張自身が高く評価し、「キネマ旬報」でも高い順位
を獲得した名作です。

《清張映画》館Ⅱ

平成24年8月1日（水）～10月31日（水）開催期間

松本清張記念館地階　企画展示室

企 画 展 協 賛 映 画 祭

第1週

小倉昭和館 （北九州市小倉北区魚町4-2-9 旦過市場横）

※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

　清張は青年期から小倉でたくさんの映画を観ており、洋
画をはじめとする映画ファンでした。邦画では、溝口健二監
督の『浪華悲歌（エレジー）』や『　園の姉妹』などをその社
会的リアリズムに共感して観ていました。

清張が観た映画〈小倉時代〉Ⅳ
『ミステリ映画博物誌』
小林久三著　平成2（1990）年1月
勁文社刊

『砂の器』撮影風景
制作：松竹=橋本プロ 公開：1974年10月
監督：野村芳太郎 脚本：橋本 忍・山田洋次
写真提供：野村芳樹・松竹

『望郷』
1937年制作　フランス
ジュリアン・デュヴィヴィエ監督
写真提供：川喜多記念映画文化財団

8月4日（土）～10日（金）
『眼の壁』
（1958年　清張原作）

『鬼婆』
（1964年　新藤兼人作品）

第2週 8月11日（土）～17日（金）
『点と線』
（1958年　清張原作）

『原爆の子』
（1952年　新藤兼人作品）

第3週 8月18日（土）～24日（金）
『内海の輪』
（1971年　清張原作）

『北斎漫画』
（1981年　新藤兼人作品）

『第三の男』
1949年制作　イギリス
キャロル・リード監督
写真提供：川喜多記念映画文化財団

『砂の器』絵コンテ
野村芳太郎監督自筆の絵コンテ
野村芳樹所蔵

『張込み』
制作：松竹・大船 公開：1958年1月
監督：野村芳太郎 脚本：橋本 忍
写真提供：松竹

『ゼロの焦点』
台本・準備稿（橋本忍用）
橋本忍記念館所蔵

直筆原稿「声」

『黒い画集2』
昭和34（1959）年12月
光文社刊 （「紐」収録）

　清張独自の《映画》観は戦前からの長い映画経験を経て
形成され、その影響は、清張作品の中に〈映画〉と〈映画館〉
が効果的に使われていることにも現われています。

松本清張の《映画》観Ⅲ

松本清張と映画
― 観た  書いた  創った

※上映時間など詳細は小倉昭和館にお問合せください。（093-551-4938）

入場料
1,000円
二本立て
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友の会 活動報告
●朗読劇「波の塔」

　今年で9回目を迎える朗読劇は、雨のため館内での開催
となりました。照明や音響効果を最大限に活かし、屋外とは
一味違った臨場感溢れる朗読劇となりました。今年も見事
な脚本と役者さんの熱演に、参加者から「とても感動しまし
た」「大変すばらしかった」「来年もまた来ます」など称賛の
声を多数いただきました。

●文学散歩「球形の荒野」の舞台を訪ねて

TEL. 093-582-2761
友の会入会のお申し込みは、松本清張記念館友の会事務局まで

●友の会会員 更新のお知らせと新規会員募集●
松本清張記念館友の会は8月1日～翌年7月31日を1年度として、文
学散歩や清張サロン、講演会、生誕祭、『友の会だより』の発行、記
念館に関する情報提供など多彩な事業を展開しています。
年会費は3,000円です。皆様のご入会を心よりお待ちしています。

4月21日（土）　参加者 112名
記念館 地階ホール

　今回は、「球形の荒野」の舞台を訪ねてをテーマに京都・奈良
の旅（2泊3日）を企画しました。天候にも恵まれ、訪問先では普段
聞くことのできない詳しい説明や清張さん直筆の書や絵なども見
せていただきました。
　また、「いもぼう」では実食
もあり、参加された皆様から
「他では味わえない企画内
容だった」「楽しく勉強がで
きました」などの感想が寄せ
られました。

5月13日（日）～15日（火）　参加者 35名

■ 記念館 地階企画展示室ほか●清張サロン
　清張サロンは毎回テーマを設定し、講師を招いてのお話
や参加者との意見交換・会員同士の交流などを目的に開
催しています。第6回、第7回は、友の会会員だけでなく一
般市民の皆様も多数参加され、清張や清張作品を楽しん
でいただくことができ、充実したサロンとなりました。

第6回 3月22日（木） 14：00～16：00 参加者 48名
  ●特別講演会　テーマ 「清張と地方史」
 ●講師　松本常彦氏（九州大学大学院教授）

第7回 6月15日（金） 14：00～16：00 参加者 57名
  ●特別講演会　テーマ 「張込み」
 ●講師　久保田裕子氏（福岡教育大学教授）

1日目 京都駅→昼食（嵐山）→西芳寺→南禅寺→いもぼう平野家本店
2日目 飛鳥寺→石舞台古墳→昼食（あすか野）→橘寺→吉野山蔵王堂
3日目 唐招提寺→薬師寺→昼食（草の戸）→東大寺→新大阪駅
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作
品
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訪
ね
て

「
天
城
越
え
」
③重要文化財 天城山隧道 記念碑

旧天城トンネル（天城山隧道）北口
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松本清張没後20年記念事業

■4月1日（日）～10月31日（水）
松本清張没後20年記念
平成24年度中学生・高校生読書感想文コンクール

■4月1日（日）～25年3月31日（日）
松本清張没後20年記念
第15回松本清張研究奨励事業募集

■6月1日（金）～8月31日（金）
松本清張没後20年記念
東京・八重洲ブックセンター『清張フェア』

■7月15日（日）
松本清張没後20年記念 劇団前進座朗読劇『波の塔』
会場： 東京・八重洲ブックセンター本店 8階ギャラリー

■8月1日（水）～10月31日（水）
松本清張没後20年記念 特別企画展
「松本清張と映画 ̶ 観た・書いた・創った」

■8月1日（水）
松本清張没後20年記念 常設展展示品リニューアル

■8月4日（土）
松本清張没後20年記念・
松本清張記念館開館14周年記念講演会
　演題　「砂の器」と俳句 
　長谷川 櫂（俳人）
会場： 北九州市立男女共同参画センター・ムーブ2階ホール

■8月4日（土）～
松本清張没後20年記念 特別企画展関連映画祭
清張原作映画の上映 小倉昭和館

■12月1日（土）
松本清張没後20年記念 松本清張研究会第27回研究発表会

　松本清張が平成4年8月4日に亡くなってから20年となる
今年度の主な記念事業を紹介します。

常設展展示品リニューアル

主な新資料

■ 松本清張作詞
 足立中学校校歌 原稿（初公開）

■ 「黒地の絵」 原稿

■ 「時間の習俗」 原稿

■ 「黒革の手帖」 原稿

■ 「火の路」創作ノート　など

　記念館では、開館以来継続的に資料の収集を行ってきました。この
夏、松本清張没後20年を記念して、展示品の一部を差し替え、追加し、
常設展示を充実します。

第　    回

1208044B

　松本清張が亡くなってから20
年目の8月4日がきました。この

20年の間に1995年の阪神・淡路大震災と昨年の東日本大
震災という2つの大震災が起こりました。東北地方の復興に
は時間がかかりそうです。また、今年7月には、九州北部に「こ
れまでに経験したことのないような大雨」（12日付気象庁発
表の短文情報）が降り、多くの被災者が出ました。その後一転
して猛暑となり、電力不足が懸念されています。暑い日々が続
きますが、8月1日からの特別企画展『松本清張と映画』で清
張と一緒に昭和を旅してみませんか。　　　　　（西本　衛）

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14回目を迎え、清張研究の促進と成果の蓄積
がようやく目に見えてきたところです。今回の入選は1点だけでしたが、地味ながら
清張研究の更なる発展を支える基礎的研究として期待されます。
　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。

松本清張と地方紙 — 「黄色い風土」を中心に
山本 幸正（早稲田大学教育学術院非常勤講師）

55万円
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第 回15 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25
年3月31日までに応募してください。

企画名

入選者

奨励金


