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軍
部
は
、絶
え
ず「
二
・
二
六
」の

　

再
発
を
ち
ら
ち
ら
さ
せ
て

　
　

政
・
財
・
言
論
界
を
脅
迫
し
た
。

「
昭
和
史
発
掘
」は

昭
和
三
十
九
年
七
月
か
ら

四
十
六
年
四
月
ま
で
、

「
週
刊
文
春
」に
連
載
さ
れ
た
。。

　
「
昭
和
史
発
掘
」は
清
張
の
代
表

的
な
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
作
品
で

あ
る
。大
正
末
年
か
ら
昭
和
十
一

年
に
起
き
た
事
件
を
捉
え
な
お

し
、日
本
近
現
代
史
の
闇
に
光
を

当
て
た
。

　

昭
和
四
年「
満
洲
某
重
大
事
件
」が
起
こ
る
。総

理
大
臣
・
田
中
義
一
は
真
相
究
明
を
求
め
る
が
、

軍
内
部
の
反
対
で
阻
ま
れ
る
。陸
軍
出
身
で
大

将
・
大
臣
ま
で
務
め
た
田
中
で
す
ら
、陸
軍
を
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
い

た
の
だ
。

　

農
村
は
疲
弊
し
、社
会
不
安
は
増
し
て
い
た
。

政
財
界
へ
の
不
満
を
募
ら
せ
た
青
年
将
校
の
間

に
、武
力
ク
ー
デ
タ
ー
に
よ
る
国
家
改
造
を
求
め

る
動
き
が
高
ま
る
。彼
ら
の
計
画
を
利
用
し
よ

う
と
す
る
中
堅
将
校
も
あ
ら
わ
れ
る
。秘
密
結

社「
桜
会
」に
よ
る
ク
ー
デ
タ
ー
計
画
、右
翼
に
よ

る
血
盟
団
事
件
、海
軍
将
校
を
中
心
と
し
た
五
・

一
五
事
件
。思
想
・
言
論
へ
の
弾
圧
が
強
化
さ
れ

て
い
く
社
会
の
動
き
に
も
筆
を
向
け
な
が
ら
、清

張
は
丹
念
に
、昭
和
初
期
の
日
本
の
姿
を
多
角
的

に
追
う
。

　

軍
部
は
政
治
へ
の
影
響
力
を
強
め
、陸
軍
内
で

は
反
目
し
合
う
統
制
派
と
皇
道
派
の
軋
轢
が
深

ま
っ
て
い
っ
た
。そ
し
て
陸
軍
士
官
学
校
事
件
、

続
く
相
沢
事
件
が
引
き
金
と
な
り
、つ
い
に
昭
和

十
一
年
二
月
二
十
六
日
未
明
、皇
道
派
青
年
将
校

は
一
四
〇
〇
余
名
の
兵
を
率
い
て
蹶
起
す
る
の

で
あ
る
。

　
「
昭
和
史
発
掘
」の
圧
巻
は
後
半
を
占
め
る
二
・

二
六
事
件
で
あ
る
。膨
大
な
新
資
料
と
証
言
を
も

と
に
、秘
め
ら
れ
て
い
た
特
設
軍
法
会
議
を
は
じ

め
と
し
て
事
件
の
全
貌
を
克
明
に
描
き
出
す
。

　

考
察
は
緻
密
か
つ
厳
密
で
あ
り
な
が
ら
も
平

易
な
文
章
で
連
載
中
か
ら
読
者
の
支
持
を
集
め
、

「
作
家
と
史
家
の
融
合
」と
激
賞
さ
れ
た
大
作
。連

載
か
ら
約
半
世
紀
近
く
経
つ
い
ま
も
愛
読
さ
れ

続
け
て
い
る
。

（
専
門
学
芸
員　

小
野 

芳
美
）
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「
砂
の
器
」へ
の
思
い

　

今
日
は
「
『
砂
の
器
』と
俳
句
」と
い
う
題
で

お
話
し
ま
す
。
実
は
「
砂
の
器
」と
「
俳
句
」が

何
か
関
わ
り
が
あ
る
と
い
う
確
信
が
あ
っ
た
訳

で
は
な
く
て
、「
砂
の
器
」が
清
張
の
作
品
の
中

で
い
ち
ば
ん
好
き
だ
と
い
う
こ
と
と
、僕
が
俳

句
を
や
っ
て
い
る
の
で
、こ
の
二
つ
を
足
せ
ば

何
と
か
な
る
だ
ろ
う
（
笑
）ぐ
ら
い
の
こ
と
だ
っ

た
ん
で
す
。
し
か
し
読
み
直
し
て
、実
際
に
深
い

関
わ
り
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

　

な
ぜ
「
砂
の
器
」が
、僕
の
い
ち
ば
ん
好
き
な

作
品
か
と
い
う
お
話
を
し
ま
す
。
僕
は
大
学
へ

進
学
す
る
時
、医
学
部
に
行
こ
う
か
法
学
部
に

行
こ
う
か
と
真
剣
に
悩
み
ま
し
た
。
医
学
部
と

い
う
の
に
は
、確
固
と
し
た
理
由
が
あ
り
ま
し

た
。
ハ
ン
セ
ン
病
救
済
に
一
生
を
捧
げ
た
、熊

本
・
八
代
の
宮
崎
松ま

つ
き記

先
生
の
仕
事
に
、僕
は
中

学
の
こ
ろ
か
ら
と
て
も
感
銘
を
受
け
て
い
ま
し

た
。
そ
れ
で
「
砂
の
器
」は
、僕
の
心
の
中
に
強

く
引
っ
掛
か
っ
て
い
る
作
品
な
ん
で
す
。

　
「
砂
の
器
」に
は
俳
句
が
数
箇
所
出
て
き
ま

す
が
、単
に
飾
り
物
で
は
な
く
、作
品
自
体
の
モ

チ
ー
フ
、あ
る
い
は
松
本
清
張
と
い
う
作
家
自

体
に
非
常
に
深
く
関
わ
っ

て
い
る
の
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
し
た
。
言
い
換
え

る
と
、清
張
が
俳
句
に
関
心

が
な
け
れ
ば
、「
砂
の
器
」

と
い
う
名
作
は
書
か
れ
な

か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。

作
中
で
詠
ま
れ
る
俳
句

　

さ
っ
そ
く
で
す
が
、ど
う
い
う
俳
句
が
こ
の

小
説
の
中
に
出
て
く
る
か
、見
て
み
た
い
と
思

い
ま
す
。

　

干
し
う
ど
ん 

若
葉
に
流
し
て 

光
り
け
り

　

北
の
旅 

海
藍
色
に 

夏
浅
し

　

寝
た
あ
と
に 

草
の
む
ら
が
る 

衣
川

今
西
栄
太
郎

　

算
盤
の 

掌
に
ひ
え
び
え
と 

秋
の
村

桐
原
小
十
郎

　

秋
田
県
の
羽う

ご後
亀か

め
だ田
に
、今
西
と
、彼
を
尊
敬

し
て
い
る
吉
村
と
い
う
若
い
刑
事
が
行
き
ま

す
。前
の
三
つ
は
そ
こ
で
出
て
く
る
俳
句
で
す
。

　

一
句
目
は
、羽
後
亀
田
は
干
し
う
ど
ん
の
産

地
で
、捜
査
で
ま
わ
る
と
干
し
て
い
る
場
面
に

ぶ
つ
か
る
、そ
こ
を
詠
ん
で
い
る
。
事
件
が
六
月

頃
で
す
か
ら
ち
ょ
っ
と
後
で
、東
北
の
若
葉
の

時
期
に
あ
た
る
。

　

二
句
目
は
、作
中
に
「
日
本
海
の
色
は
深
い
」

と
い
う
セ
リ
フ
が
出
て
き
ま
す
が
、そ
の
日
本

海
を
詠
ん
で
い
る
句
で
す
。〈
海
藍
色
に
〉と
い

う
と
こ
ろ
が
日
本
海
ら
し
い
で
す
ね
。「
夏
が

浅
い
」、季
節
を
表
わ
し
て
い
ま
す
。

　

三
句
目
は
、羽
後
亀
田
で
不
思
議
な
男
が
う

ろ
う
ろ
し
て
、土
手
の
草
原
で
寝
て
い
た
、と
い

う
の
を
詠
ん
だ
句
で
す
。
衣
川
と
い
う
と
俳
句

を
や
っ
て
い
る
人
は
「
奥
の
細
道
」の
平
泉
の

場
面
で
衣
川
と
い
う
川
が
出
て
き
ま
す
か
ら

そ
っ
ち
か
と
思
う
ん
で
す
が
、秋
田
に
こ
う
い

う
川
が
あ
る
ん
で
し
ょ
う
ね
。
こ
の
句
に
は
実

は
季
語
が
あ
り
ま
せ
ん
。

　

桐
原
小
十
郎
と
い
う
出
雲
の
山
奥
の
亀か

め
だ
け嵩

の
人

が
、名
産
品
の
算
盤
を
送
っ
て
く
る
。
そ
の
送
り

状
に
添
え
ら
れ
た
句
が
最
後
の
一
句
で
す
。

　

こ
う
し
て
四
句
並
べ
て
み
る
と
、あ
る
共
通

点
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
ま
ず
ひ
と
つ
は
、

色
彩
感
覚
が
鮮
や
か
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、そ

の
背
後
に
あ
る
の
は
〝
光
〟で
す
。
一
句
目
に
は

〈
干
し
う
ど
ん
〉が
ま
さ
に
〈
光
〉っ
て
い
る
。

二
句
目
は〈
海
〉が〈
藍
色
〉、夏
の
日
本
海
の
冷

や
や
か
な
、や
わ
ら
か
な
光
を
感
じ
る
、三
句
目

も
草
の
緑
が
鮮
や
か
に
見
え
て
き
ま
す
ね
、夏

の
日
差
し
が
降
り
注
い
で
い
る
。
四
句
目
の
桐

原
老
人
の
句
も
、〈
掌
に
ひ
え
び
え
と
秋
の
村
〉

と
、新
し
い
算
盤
の
艶
や
か
な
秋
の
光
を
感
じ

さ
せ
る
句
で
す
。
こ
れ
は
四
つ
と
も
色
や
光
へ

の
関
心
を
核
と
し
て
詠
ま
れ
た
句
で
あ
る
と
い

う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

松
本
清
張
は
、色
と
か
、色
を
蘇
ら
せ
る
光
と

い
う
も
の
対
し
て
、と
て
も
敏
感
な
作
家
だ
っ
た

と
い
う
こ
と
が
こ
の
四
句
か
ら
推
測
で
き
ま
す
。

作
家
の
ひ
と
つ
の
性
向
が
、俳
句
と
な
っ
て
表
れ

て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

光
と
闇

　

刑
事
と
い
う
職
業
は
、闇
に
閉
ざ
さ
れ
た
世

界
に
光
を
当
て
て
明
る
み
に
出
し
て
い
く
と
い

う
仕
事
で
す
。
蒲
田
の
操
車
場
で
夜
の
闇
に
紛

れ
て
殺
人
が
行
わ
れ
、明
け
方
に
発
見
さ
れ
事

件
が
始
ま
り
ま
す
。
事
件
を
解
き
明
か
す
と
い

う
こ
と
は
、闇
に
閉
ざ
さ
れ
た
物
事
に
光
を
当

て
る
作
業
で
す
。
次
に
、推
理
小
説
と
い
う
も
の

が
、や
は
り
闇
に
光
を
当
て
る
と
い
う
文
芸
の

形
式
と
い
え
ま
す
。
そ
れ
と
も
う
ひ
と
つ
は
、清

張
の
描
写
の
方
法
が
、ま
さ
に
光
の
描
写
で
あ

る
と
い
う
こ
と
。

　

そ
う
す
る
と
、今
西
と
い
う
刑
事
も
、清
張

も
、光
と
と
て
も
繫
が
り
の
深
い
人
物
で
す
。
光

が
あ
る
と
こ
ろ
に
は
、必
ず
そ
こ
に
闇
が
あ
り

ま
す
。
闇
と
光
の
ど
ち
ら
側
に
立
つ
か
で
、そ
の

人
の
生
き
方
が
変
わ
っ
て
き
ま
す
。

　

以
上
の
こ
と
を
考
え
る
と
、な
ぜ
松
本
清
張

が
小
説
家
に
な
り
、し
か
も
推
理
小
説
を
沢
山

書
い
た
か
、と
い
う
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。
彼

は
も
と
も
と
、光
を
求
め
る
と
い
う
か
、彼
自
身

が
光
と
い
う
か
、そ
う
い
う
体
質
の
人
で
は
な

か
っ
た
か
と
思
い
ま
す
。
清
張
が
手
が
け
た
分

野
は
推
理
小
説
だ
け
で
は
な
く
、古
代
史
、現
代

史
の
分
野
に
も
及
ん
で
お
り
、例
え
ば
古
代
史

な
ら
謎
に
つ
つ
ま
れ
た
古
代
の
歴
史
に
光
を
当

て
て
、そ
こ
か
ら
何
か
を
明
る
み
に
出
し
て
い

く
作
業
で
あ
る
し
、現
代
史
の
「
日
本
の
黒
い

霧
」で
も
、暗
闇
に
閉
ざ
さ
れ
た
現
代
の
暗
部
に

対
し
、清
張
な
り
の
光
を
差
し
込
ま
せ
て
明
ら

か
に
し
て
い
く
と
い
う
作
業
で
す
。
つ
ま
り
、

闇
を
光
が
照
ら
す
、と
い
う
の
が
、清
張
文
学
が

持
っ
て
い
る
ひ
と
つ
の
原
型
で
は
な
い
か
と
い

う
ふ
う
に
思
い
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、清
張
と

は
〝
光
〟と
深
い
関
係
に
あ
る
人
で
あ
っ
た
と

い
う
こ
と
を
、ま
ず
申
し
上
げ
て
お
き
た
い
。

　
「
砂
の
器
」に
あ
る
光
の
描
写
を
い
く
つ
か

ご
紹
介
し
ま
す
。
ま
ず
冒
頭
部
分
、ト
リ
ス
バ
ー

が
で
て
く
る
一
行
目
で
す
。

　

国
電
蒲
田
駅
の
近
く
の
横
丁
だ
っ
た
。
間

口
の
狭
い
ト
リ
ス
バ
ー
が
一
軒
、窓
に
灯
を
映

し
て
い
た
。

　

こ
れ
が
ま
さ
に
松
本
清
張
の
基
本
の
描
写
で
す
。

　

検
車
係
は
若
い
男
だ
っ
た
が
、最
後
部
の

七
両
目
の
車
輪
に
懐
中
電
灯
の
光
を
当
て

て
、棒
立
ち
に
な
っ
た
。　
（
略
）

　

七
両
目
に
来
て
、検
車
係
は
遠
く
の
方
か

ら
懐
中
電
灯
を
車
の
下
に
さ
し
向
け
た
。
そ

の
光
の
中
に
、た
し
か
に
、真
赤
に
な
っ
た
人

間
ら
し
い
も
の
が
、車
輪
の
す
ぐ
前
の
レ
ー
ル

に
横
た
わ
っ
て
い
た
。

　

次
は
今
西
が
自
宅
に
帰
っ
て
き
た
と
こ
ろ
を

奥
さ
ん
が
迎
え
て
く
れ
た
場
面
で
す
。

講
師
　
長
谷
川 

櫂

「
砂
の
器
」と
俳
句

●
平
成
二
十
四
年
八
月
四
日（
土
）

●
北
九
州
市
立
男
女
共
同
参
画
　

　
セ
ン
タ
ー 

ム
ー
ブ 

二
階
ホ
ー
ル

●
参
加
者 

三
五
〇
名
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格
子
戸
が
開
い
て
、妻
の
芳
子
が
顔
を
出

し
た
が
、灯
で
肩
だ
け
が
明
る
か
っ
た
。

　

実
に
印
象
的
な
場
面
で
す
ね
。
次
に
、刑
事
た

ち
が
夜
行
列
車
に
乗
る
場
面
で
す
。

　

東
北
の
方
は
初
め
て
と
い
う
二
人
は
、十
一

時
ご
ろ
ま
で
は
眠
れ
な
か
っ
た
。
暗
い
窓
に

疎
ら
な
人
家
の
灯
が
流
れ
て
行
く
。
夜
で
景

色
は
何
も
わ
か
ら
な
か
っ
た
が
、そ
れ
で
も
、

そ
の
闇
の
中
か
ら
東
北
の
匂
い
が
し
て
く
る

よ
う
な
気
が
し
た
。

　

実
際
は
も
っ
と
あ
り
ま
す
。
清
張
が
い
か
に

闇
を
照
ら
す
光
と
い
う
も
の
に
反
応
し
て
い
た

か
が
わ
か
り
ま
す
。
作
家
の
光
へ
の
関
心
が
俳

句
に
表
れ
て
い
る
、そ
う
い
う
意
味
で
は
、清
張

と
俳
句
は
実
に
関
わ
り
が
深
い
と
い
う
こ
と
に

な
り
ま
す
が
、そ
れ
だ
け
で
は
な
く
て
「
砂
の

器
」の
登
場
人
物
も
、俳
句
に
よ
っ
て
ひ
と
つ
仕

切
ら
れ
て
い
ま
す
。

対
立
の
構
図

　

こ
の
作
品
の
中
に
俳
句
に
関
わ
る
人
が
何
人

か
出
て
き
ま
す
が
、先
ほ
ど
の
今
西
刑
事
、桐
原

小
十
郎
と
い
う
老
人
、殺
さ
れ
た
三
木
と
い
う

人
も
亀
嵩
で
桐
原
と
付
き
合
い
俳
句
を
詠
む
よ

う
に
な
っ
た
と
あ
り
ま
す
。
そ
こ
の
と
こ
ろ
を

紹
介
し
ま
す
。
桐
原
老
人
の
セ
リ
フ
。

　
「
い
や
、こ
の
土
地
は
、が
ん
ら
い
、俳
句
の

盛
ん
な
と
こ
で
し
て
ね
。
毎
年
、松
江
や
米
子
、

そ
れ
に
浜
田
あ
た
り
か
ら
も
、わ
ざ
わ
ざ
俳
人

が
こ
こ
に
集
ま
る
く
ら
い
で
し
。と
い
う
の
は
、

昔
、子
琴
と
い
う
芭
蕉
の
系
統
を
引
く
俳
諧
師

が
、こ
の
出
雲
に
く
だ
ら
っ
し
ゃ
っ
て
、私
の
先

祖
の
代
に
こ
の
邸
に
長
く
お
ら
っ
し
ゃ
っ
た
こ

と
が
ご
ざ
ァ
ま
し
た
。
そ
げ
な
因
縁
で
、松
江

藩
の
文
化
的
な
藩し

き
た
り風
も
あ
っ
て
、こ
の
亀
嵩
は

俳
句
で
も
知
ら
れ
て
き
た
の
で
し
」

　
〈
私
が
か
ね
て
駄う

た句
を
ひ
ね
る
も
ん
で
し
か

ら
、三
木
さ
ん
も
そ
れ
に
く
ゎ
ん
け
い
し
て
俳

句
を
作
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
〉と
い
う
ふ
う
に

桐
原
老
人
が
語
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
少
な

く
と
も
作
品
の
登
場
人
物
の
う
ち
今
西
、桐
原
、

殺
さ
れ
た
三
木
、そ
れ
と
吉
村
と
い
う
若
い
刑

事
も
、今
西
に
俳
句
を
見
せ
て
く
れ
と
し
ょ
っ

ち
ゅ
う
せ
が
む
く
ら
い
で
す
か
ら
俳
句
に
対
し

て
悪
い
気
持
は
持
っ
て
い
な
い
。
こ
の
四
人
（
厳

密
に
い
う
と
三
人
）は
、古
め
か
し
い
け
れ
ど
も
地
道

な
人
た
ち
の
グ
ル
ー
プ
で
す
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、も
う
ひ
と
つ
の
グ
ル
ー
プ

は
、ヌ
ー
ボ
ー
・
グ
ル
ー
プ
で
す
。
評
論
家
や
音

楽
家
、演
劇
関
係
、建
築
家
で
、時
代
の
最
先
端

を
行
く
よ
う
な
人
々
で
す
。
時
代
設
定
が
昭
和

三
十
年
代
半
ば
、戦
後
十
数
年
し
か
経
っ
て
い

な
い
時
代
に
、当
時
圧
倒
的
な
影
響
力
を
持
っ

て
い
た
ア
メ
リ
カ
の
文
化
を
振
り
か
ざ
し
て
威

張
っ
て
い
る
、そ
う
い
う
人
た
ち
で
す
。
表
面
上

は
華
や
か
だ
け
ど
、実
際
や
っ
て
い
る
こ
と
は

ど
う
か
。
和
賀
は
利
己
的
に
政
治
家
の
娘
と
婚

約
す
る
俗
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
、関
川
も
、

俗
情
に
流
さ
れ
い
く
ら
で
も
筆
を
変
え
る
よ
う

な
男
な
の
に
、和
賀
の
こ
と
を「
政
略
結
婚
す
る

よ
う
な
奴
は
許
せ
な
い
」と
陰
で
は
言
う
。
和

賀
は
、婚
約
が
決
ま
る
と
恋
人
を
捨
て
、関
川
は

妊
娠
し
た
銀
座
の
女
給
（
今
で
言
う
ホ
ス
テ
ス
さ
ん
）

を
殺
害
し
ま
す
。
表
は
華
や
か
な
ん
だ
け
ど
、一

皮
捲
る
と
真
っ
黒
で
す
。

　

こ
れ
を
ま
と
め
る
と
、俳
句
を
詠
む
グ
ル
ー

プ
は
「
光
」の
側
で
す
。
つ
ま
り
物
事
に
光
を
当

て
て
い
く
「
善
」の
側
の
人
た
ち
で
す
。
そ
れ
に

対
し
て
ヌ
ー
ボ
ー
・
グ
ル
ー
プ
の
側
の
人
た
ち

は
「
闇
」で
す
。
表
は
キ
ラ
キ
ラ
し
て
い
る
け
れ

ど
実
は
暗
闇
が
輝
い
て
い
る
よ
う
な
人
た
ち
で

す
。
こ
う
い
う
人
々
を
対
比
し
な
が
ら
、清
張
は

こ
の
「
砂
の
器
」を
描
き
綴
っ
て
い
ま
す
。
作
家

自
身
が
俳
句
を
作
る
人
だ
か
ら
、新
時
代
的
な
、

上
っ
面
だ
け
の
華
や
か
さ
に
対
し
て
、と
て
も

批
判
的
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。
僕
も
ず
っ
と
俳

句
を
や
っ
て
い
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、「
砂
の

器
」の
こ
の
構
図
を
み
る
と
実
に
頼
も
し
い
気

持
に
な
り
ま
す
。

　

関
川
の
書
い
た
文
章
が
い
く
つ
か
引
用
さ
れ

て
い
ま
す
。
清
張
の
創
作
か
、あ
る
い
は
当
時
の

生
意
気
な
文
章
を
ち
ょ
っ
と
真
似
て
書
い
た
文

章
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
ひ
と
言
で
言
う

と
「
難
解
」で
す
。「
難
解
」と
は
、こ
れ
が
解
ら

な
い
連
中
は
馬
鹿
な
ん
だ
と
い
う
裏
側
の
気
持

が
あ
る
。
今
で
も
い
ま
す
ね
。
自
分
た
ち
だ
け

が
偉
い
、芸
術
的
に
優
れ
て
い
る
、そ
う
い
う
夜

郎
自
大
的
な
考
え
を
持
っ
て
い
る
人
物
と
し
て

描
か
れ
て
い
る
。
二
、三
行
ご
紹
介
し
ま
す
。
関

川
が
和
賀
の
音
楽
を
批
評
し
て
い
る
文
章
で
す
。

　

こ
の
新
し
い
前
衛
的
な
手
法
が
、単
に
演

奏
家
を
要
求
す
る
理
由
が
な
く
な
っ
て
し

ま
っ
た
と
い
う
副
次
的
な
問
題
を
、皮
肉
に
も

作
曲
家
自
体
の
観
念
不
在
に
置
き
替
え
そ
う

で
あ
る
。
少
な
く
と
も
そ
の
危
険
は
あ
る
。

　

何
を
言
っ
て
い
る
か
解
ら
な
い
文
章
で
す
。

作
中
で
も
今
西
刑
事
が
、何
を
書
い
て
い
る
か

チ
ン
プ
ン
カ
ン
プ
ン
と
言
う
。
今
も
こ
う
い
う

文
章
を
書
く
人
は
信
用
で
き
な
い
。

　

文
章
は
、お
お
よ
そ
四
つ
に
分
け
ら
れ
ま
す
。

一
つ
は
、や
さ
し
い
こ
と
を
や
さ
し
く
書
く
。
こ

れ
は
い
た
る
所
に
溢
れ
て
い
る
、一
種
軽
薄
な

文
章
で
す
ね
。

　

二
つ
め
は
、難
し
い
こ
と
を
難
し
く
書
く
。
世

の
中
に
は
確
か
に
ひ
と
言
で
は
言
い
表
わ
せ
な

い
こ
と
を
難
し
く
書
く
人
た
ち
が
あ
り
、あ
る

程
度
致
し
方
な
い
か
と
い
う
部
類
で
す
。

　

三
つ
め
、本
当
は
や
さ
し
い
こ
と
な
の
に
難

し
く
書
く
と
い
う
人
た
ち
が
い
ま
す
。
関
川
と

い
う
の
は
ま
さ
に
こ
れ
で
す
。

　

も
う
ひ
と
つ
は
、難
し
い
こ
と
を
や
さ
し
く

書
く
。
こ
れ
が
本
当
の
文
章
で
す
ね
。
難
し
い

出
来
事
を
、誰
に
で
も
わ
か
る
よ
う
に
や
さ
し

く
解
き
ほ
ぐ
し
て
書
い
た
文
章
。
こ
れ
が
理
想

的
な
文
章
で
す
。
ご
存
知
の
と
お
り
清
張
は
、

難
し
い
こ
と
で
も
や
さ
し
く
書
く
作
家
で
す
。

関
川
の
よ
う
な
人
に
批
判
的
な
目
を
向
け
る
の

は
、当
然
の
こ
と
で
す
。

作
品
全
体
に
通
底
す
る「
俳
句
」

　

俳
句
を
作
る
グ
ル
ー
プ
と
、ヌ
ー
ボ
ー
・
グ

ル
ー
プ
の
対
比
は
、殺
害
方
法
に
も
影
響
し
て

い
ま
す
。
こ
の
小
説
の
中
で
は
三
人
が
殺
さ
れ

ま
す
。
元
巡
査
の
三
木
、関
川
の
愛
人
、劇
団
の

若
い
俳
優
が
殺
さ
れ
る
。
す
べ
て
和
賀
が
殺
し

て
い
ま
す
が
、三
木
と
、後
の
二
人
は
、殺
さ
れ

方
が
全
く
違
う
ん
で
す
ね
。

　

善
良
な
三
木
を
、和
賀
が
過
去
を
隠
す
た
め

に
殺
害
す
る
方
法
は
、ま
ず
首
を
絞
め
て
、石
で

顔
を
叩
い
て
身
元
を
わ
か
ら
な
い
よ
う
に
し

た
。
つ
ま
り
野
蛮
な
、極
め
て
原
始
的
な
肉
体
的

な
、物
理
的
な
殺
し
方
を
す
る
わ
け
で
す
。
こ
れ

が
第
一
の
殺
人
。

　

そ
れ
に
対
し
第
二
、第
三
の
殺
人
、つ
ま
り
恵

美
子
と
い
う
女
性
と
若
い
俳
優
の
殺
し
方
は
、

超
音
波
で
精
神
を
撹
乱
し
て
死
に
追
い
や
る
。

こ
の
殺
し
方
の
間
に
か
な
り
の
ギ
ャ
ッ
プ
が
あ

り
ま
す
ね
。

　

こ
れ
に
は
理
由
が
あ
る
と
思
う
ん
で
す
。

ヌ
ー
ボ
ー
・
グ
ル
ー
プ
の
寵
児
で
あ
る
和
賀
が
、

自
分
と
違
う
グ
ル
ー
プ
の
善
良
な
人
を
殺
す
と

き
に
、超
音
波
と
い
う
や
り
方
が
通
用
し
な
い
、

そ
の
時
は
ひ
と
り
の
野
蛮
な
人
間
に
な
っ
て
殺

さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
あ
と

の
二
人
は
、い
わ
ば
ヌ
ー
ボ
ー
・
グ
ル
ー
プ
の
周

辺
に
い
る
人
々
で
す
。
こ
の
人
々
に
は
自
分
の

方
法
が
通
用
す
る
。

　

殺
害
方
法
に
ま
で
、俳
句
を
詠
む
か
詠
ま
な

い
か
が
関
わ
っ
て
い
る
。
俳
句
と
は
「
砂
の
器
」

に
作
品
と
し
て
登
場
す
る
だ
け
で
は
な
く
、人

物
の
性
格
描
写
に
も
関
わ
っ
て
く
る
し
、サ
ス

ペ
ン
ス
に
と
っ
て
重
要
な
殺
害
方
法
に
ま
で
、

お
そ
ら
く
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
影
響
を
与

え
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
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今
西
は
刑
事
な
ん
だ

け
ど
俳
句
を
詠
む
。「
な

ん
だ
け
ど
」と
い
い
ま
し

た
が
、警
察
関
係
の
方
で

俳
句
を
詠
む
方
は
沢
山

い
ま
す
し
、警
視
庁
や
県

警
に
も
俳
句
会
な
ど
が

あ
る
と
思
い
ま
す
。
日
本

で
は
珍
し
く
あ
り
ま
せ

ん
が
、外
国
に
い
く
と
こ

れ
は
と
て
も
珍
し
い
こ

と
で
す
。

　

外
国
で
「
詩
」
と
い

う
の
は
選
ば
れ
た
人
し
か
詠
み
ま
せ
ん
の
で
、

だ
れ
で
も
俳
句
を
詠
む
と
い
う
こ
と
に
、と
て

も
び
っ
く
り
す
る
ん
で
す
ね
。
今
西
と
い
う
刑

事
は
俳
句
（
詩
）を
詠
む
刑
事
と
い
う
こ
と
で
と

て
も
珍
し
い
。
外
国
で
は
こ
う
い
う
キ
ャ
ラ
ク

タ
ー
は
い
な
い
と
思
い
ま
す
。
ポ
ワ
ロ
に
し
て

も
シ
ャ
ー
ロ
ッ
ク
ホ
ー
ム
ズ
に
し
て
も
、お
そ

ら
く
詩
は
詠
ま
な
い
。
日
本
で
も
俳
句
を
詠
む

刑
事
と
は
珍
し
い
と
思
い
ま
す
。
だ
け
ど
日
本

人
か
ら
見
る
と
、ご
く
当
た
り
前
の
刑
事
さ
ん

で
す
。

映
画
で
完
成
し
た
空
間
と
時
間
の
移
動

　

以
上
、原
作
に
つ
い
て
お
話
し
ま
し
た
。
こ
れ

を
も
と
に
映
画
が
作
ら
れ
、ド
ラ
マ
が
作
ら
れ

て
い
ま
す
の
で
、原
作
と
の
違
い
に
つ
い
て
、ハ

ン
セ
ン
病
の
こ
と
を
中
心
に
お
話
し
ま
す
。

　

一
九
七
四
年
に
松
竹
の
映
画
が
で
き
ま
し

た
。
僕
は
映
画
を
先
に
観
て
、と
て
も
よ
か
っ
た

の
で
清
張
の
作
品
を
読
む
よ
う
に
な
っ
た
、と

い
う
の
が
実
の
と
こ
ろ
で
す
。
今
西
を
丹
波
哲

郎
が
、吉
村
を
森
田
健
作
が
、和
賀
を
加
藤
剛
が

演
じ
て
い
ま
す
。
三
木
を
緒
形
拳
。
渥
美
清
も

映
画
館
の
人
で
出
て
き
ま
す
。
名
優
が
沢
山
出

て
く
る
映
画
で
す
が
、僕
が
こ
の
中
で
い
ち
ば

す
。
原
作
で
は
鉄
道
が
沢
山
使
わ
れ
、出
雲
か
ら

伊
勢
か
ら
金
沢
の
奥
、秋
田
ま
で
、本
州
の
大
半

を
移
動
す
る
こ
と
に
な
る
。
空
間
的
な
移
動
は

出
て
く
る
が
、季
節
を
時
間
的
に
移
動
す
る
と

い
う
の
は
書
か
れ
て
な
い
ん
で
す
ね
。
小
説
に

入
れ
る
と
、謎
解
き
が
ぼ
け
て
し
ま
い
ま
す
。
映

画
の
場
合
は
単
に
謎
解
き
だ
け
で
は
場
面
が
も

た
な
い
、こ
れ
が
大
成
功
で
、「
砂
の
器
」を
決

定
付
け
ま
し
た
。

　

な
ぜ
、季
節
の
描
写
を
入
れ
る
と
支
持
を
得

ら
れ
る
か
と
い
う
と
、日
本
の
文
学
に
お
い
て

古
来
、空
間
の
移
動
と
季
節
（
時
間
）の
移
動
は
重

要
な
要
素
で
、た
い
て
い
の
古
典
の
名
作
は
こ

の
二
つ
を
し
っ
か
り
ふ
ま
え
て
い
る
。
例
え
ば

「
源
氏
物
語
」な
ど
も
宮
中
の
中
だ
け
で
な
く
、

こ
こ
九
州
や
当
時
の
名
所
が
登
場
す
る
と
同
時

に
、四
季
折
々
の
風
物
が
描
か
れ
ま
す
。「
伊
勢

物
語
」も
そ
う
で
す
。
場
所
を
移
動
し
な
が
ら

季
節
が
変
わ
っ
て
い
く
。

　

も
っ
と
も
典
型
的
な
の
が
芭
蕉
の
「
奥
の
細

道
」で
す
。
江
戸
か
ら
東
北
を
ま
わ
っ
て
日
本

海
を
通
っ
て
岐
阜
の
大
垣
ま
で
行
く
わ
け
で
す

が
、季
節
は
春
か
ら
秋
の「
蛤
の
ふ
た
み
に
わ
か

れ
い
く
秋
ぞ
」と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
移
り
ま
す
。

　

こ
の
空
間
を
動
き
な
が
ら
季
節
が
変
わ
っ
て

い
く
と
い
う
こ
と
に
、日
本
人
は
昔
か
ら
弱
い

ん
で
す
ね
。
小
説
で
は
、季
節
の
移
り
変
わ
り

が
あ
ま
り
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、松
竹
の
映
画

の
後
半
部
分
に
大
々
的
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い

る
。
と
い
う
わ
け
で
こ
の
映
画
の
後
半
部
分
を

待
っ
て
「
砂
の
器
」は
完
成
し
た
。
お
そ
ら
く
、

映
画
を
ご
覧
に
な
っ
た
皆
さ
ん
は
、小
説
を
読

む
時
も
、こ
の
場
面
を
頭
に
思
い
描
き
な
が
ら

読
ん
で
お
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

現
代
の「
砂
の
器
」

　

次
に
昨
年
放
送
さ
れ
た
テ
レ
ビ
朝
日
の
ド
ラ

マ「
砂
の
器
」、こ
れ
は
、戦
争
の
傷
痕
を
ク
ロ
ー

ん
印
象
深
い
の
は
、本
浦
千
代
吉
を
演
じ
て
い

る
加
藤
嘉
で
す
。
最
初
は
加
藤
嘉
が
主
人
公
な

ん
だ
と
思
っ
た
く
ら
い
で
す
。
ほ
と
ん
ど
セ
リ

フ
は
な
い
ん
で
す
が
、も
の
凄
い
迫
力
で
、哀
れ

深
い
と
い
う
か
、ハ
ン
セ
ン
病
に
か
か
っ
た
人

の
気
持
と
か
境
遇
と
い
う
の
を
、姿
と
か
表
情

で
、す
べ
て
表
わ
し
て
い
ま
し
た
。

　

映
画
は
原
作
を
い
く
つ
か
変
え
て
い
ま
す
。

ま
ず
ヌ
ー
ボ
ー
・
グ
ル
ー
プ
は
ほ
と
ん
ど
描
か

れ
な
い
。
和
賀
英
良
は
前
衛
音
楽
家
で
は
な
く
、

新
進
気
鋭
の
作
曲
家
で
指
揮
者
で
も
あ
る
。
時

代
が
昭
和
四
十
年
代
に
な
り
、変
更
し
な
く
て

は
い
け
な
い
こ
と
が
出
て
き
ま
す
。

　

そ
の
い
ち
ば
ん
大
き
な
問
題
が
ハ
ン
セ
ン
病

な
ん
で
す
。
ハ
ン
セ
ン
病
を
ど
の
よ
う
に
扱
う

か
と
い
う
こ
と
は
、原
作
か
ら
十
年
間
動
か
す

と
相
当
変
わ
り
ま
す
。
ハ
ン
セ
ン
病
を
隠
す
た

め
に
事
件
を
起
し
た
と
な
る
と
、と
て
も
問
題

に
な
る
。
特
効
薬
が
日
本
に
も
入
っ
て
き
て
、ほ

と
ん
ど
感
染
し
な
い
病
気
に
な
っ
た
ん
で
す
。

そ
う
い
う
状
況
の
中
で
、危
険
な
病
気
と
い
う

描
写
を
す
る
の
は
映
画
と
し
て
ア
ウ
ト
で
す
。

で
す
か
ら
、三
木
が
和
賀
を
訪
ね
て
く
る
動
機

が
、ハ
ン
セ
ン
病
が
治
っ
て
父
が
今
も
生
き
て

い
る
、そ
の
父
親
に
是
非
会
わ
せ
た
い
、と
い
う

も
の
に
な
っ
て
い
ま
す
。「
ハ
ン
セ
ン
病
が
治

る
」と
い
う
社
会
情
勢
を
実
に
上
手
く
使
っ
た

設
定
で
す
。

　

こ
の
映
画
の
す
ば
ら
し
い
部
分
は
、後
半
に
あ

り
ま
す
。
親
子
が
村
を
追
わ
れ
て
各
地
を
さ
ま

よ
う
場
面
が
、四
季
折
々
の
景
色
の
中
で
描
か
れ

る
。
警
視
庁
で
、丹
波
哲
郎
演
じ
る
刑
事
が
淡
々

と
事
件
の
謎
解
き
を
し
て
い
る
一
方
で
、こ
の
場

面
が
描
か
れ
ま
す
。
こ
れ
に
よ
っ
て
こ
の
映
画

は
と
て
も
印
象
深
い
も
の
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

僕
は
、「
砂
の
器
」は
原
作
だ
け
で
は
完
成
し

て
い
な
く
て
、映
画
の
こ
の
部
分
を
得
て
、初
め

て
完
成
し
た
と
思
い
ま
す
。
清
張
さ
ん
は
こ
の

演
出
に
、大
喜
び
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
い
ま

ズ
ア
ッ
プ
さ
せ
る
と
い
う
特
色
以
外
は
、時
代

設
定
も
ヌ
ー
ボ
ー
・
グ
ル
ー
プ
の
描
か
れ
方
も
、

か
な
り
原
作
に
忠
実
で
す
。
し
か
し
、ハ
ン
セ
ン

病
に
関
し
て
は
、完
全
に
消
え
て
し
ま
い
ま
し

た
。
仕
方
な
い
こ
と
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、作
品

の
出
来
栄
え
に
大
き
な
影
を
落
と
し
て
い
ま
す
。

　

で
は
ど
う
し
た
か
と
い
う
と
、本
浦
千
代
吉

が
、庄
屋
の
家
族
を
惨
殺
し
た
殺
人
の
疑
い
を

か
け
ら
れ
、村
に
い
ら
れ
な
く
な
る
と
い
う
設

定
。
こ
れ
が
と
て
も
弱
い
で
す
ね
、動
機
と
し

て
。
殺
人
事
件
の
濡
れ
衣
と
い
う
こ
と
で
あ
れ

ば
、自
分
は
や
っ
て
い
な
い
と
言
え
ば
済
む
こ

と
で
す
か
ら
、子
ど
も
を
連
れ
て
各
地
を
放
浪

す
る
理
由
に
な
ら
な
い
。

　

さ
ら
に
大
き
な
問
題
は
、被
害
者
で
あ
る
三

木
巡
査
が
、原
作
あ
る
い
は
映
画
で
は
、ハ
ン
セ

ン
病
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
（
放
浪
時
は
う
つ
る

と
考
え
ら
れ
て
い
た
病
気
で
す
か
ら
）親
身
に
世
話
を
す

る
、そ
の
子
ど
も
を
引
き
取
っ
て
育
て
よ
う
と

す
る
、そ
う
い
う
こ
と
で
三
木
巡
査
の
人
柄
が

浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
に
、た
だ
殺
人
犯
と

疑
わ
れ
た
人
を
世
話
し
、そ
の
子
ど
も
を
引
き

取
る
の
で
は
、三
木
巡
査
の
善
良
ぶ
り
が
、十
分

に
表
わ
せ
ま
せ
ん
。

　

ハ
ン
セ
ン
病
と
い
う
の
は
確
か
に
「
宿
命
」

的
な
も
の
を
持
っ
て
い
て
、大
昔
か
ら
不
治
の

病
、死
病
の
代
表
的
な
病
で
す
。
そ
う
い
う
人
の

力
で
ど
う
し
よ
う
も
な
い
「
宿
命
」的
な
病
気

で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、三
木
の
善
良
ぶ
り
が
浮

か
び
上
が
っ
た
。こ
の
人
が
善
良
で
な
い
と「
砂

の
器
」は
成
り
立
た
な
い
わ
け
で
す
か
ら
、作
品

を
裏
で
支
え
て
い
た
ひ
と
つ
の
要
素
と
い
え
る

で
し
ょ
う
。

　

何
度
も
映
画
や
ド
ラ
マ
に
な
る
と
い
う
の

は
、原
作
の
力
で
あ
り
、更
に
作
り
変
え
ら
れ
て

い
く
。
こ
の
大
い
な
る
名
作
を
書
か
れ
た
松
本

清
張
と
い
う
人
、つ
ま
り
原
石
を
作
り
上
げ
た

人
の
力
を
、思
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

　

ご
静
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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北九州市制50周年・松本清張没後20年記念

① 陸軍機密費問題
② 石田検事の怪死
③ 朴烈大逆事件
④ 芥川龍之介の死
⑤ 北原二等卒の直訴
⑥ 三・一五共産党検挙
⑦ 「満洲某重大事件」
⑧ 佐分利公使の怪死
⑨ 潤一郎と春夫
⑩ 天理研究会事件
⑪ 「桜会」の野望
⑫ 五・一五事件
⑬ スパイ“M”の謀略
⑭ 小林多喜二の死
⑮ 京都大学の墓碑銘
⑯ 天皇機関説
⑰ 陸軍士官学校事件
⑱ 二・二六事件

「昭和史発掘」の全体像をご紹介します。
長編の多い清張作品中でも、八年近くに
およぶ連載は群を抜いての長期連載で
す。この「昭和史発掘」を中心とした業績
により、菊池寛賞・吉川英治文学賞を授
与されています。
いずれも連載終了前の受賞で、連載中か
らの世評と評価の高さが伺えます。

「昭和史発掘」の世界Ⅰ

「昭和史発掘」は、大正末期から昭和十
一年の二・二六事件に至るまでの日本の
姿を描き出しました。直筆原稿のほか、初
公開の創作ノートや貴重な資料をご紹介
します。

「昭和史発掘」へのいざない

「昭和史発掘」
各章タイトル一覧

Ⅱ

『週刊文春』連載当時の紙
面を復刻します。風間完画
伯の挿画が彩りを添える
「昭和史発掘」を手にとって
ご覧ください。

復元昭和史発掘Ⅲ

平成25年1月19日（土）～3月31日（日）開催期間

松本清張記念館地階　企画展示室

※常設展示観覧料に含む

場　　所

一　般 500円　中高生 300円
小学生 200円

入 場 料昭和史発掘
招待
への

［展示構成］

関東大震災 （大正12.9）

「昭和」に改元 
（1926.12）　

朴烈と金子文子取調中に
「怪写真」撮影 ③ 

（大正14.5）　

田中義一内閣成立 （昭和2.4）

北原泰作二等卒が天皇に直訴 ⑤
（昭和2.11）　

天理研究会検挙 ⑩ （昭和3.4）

四・一六 共産党検挙 （昭和4.4）

谷崎潤一郎と佐藤春夫の「声明」
新聞各紙に掲載 ⑨ （昭和5.8）　

ニューヨーク株式市場大暴落、
世界恐慌へ （1929.10）　

血盟団事件 （昭和7.2）

五・一五事件 ⑫ （昭和7.5）
川崎第百銀行大森支店襲撃事件 ⑬ （昭和7.10）

美濃部達吉、貴族院で弁明演説 ⑯ （昭和10.2）

二・二六事件 ⑱ （昭和11.2）

岡田啓介首相、国体明徴声明
（昭和10.8）　

日本、国際連盟を脱退 （昭和8.3）

田中義一、政友会総裁に就任 ①
（大正14.4）

石田基検事怪死事件 ②
（大正15.10）

金融恐慌 （昭和2.3）

芥川龍之介 自殺 ④ （昭和2.7）

「肅軍に関する意見書」
（清張蔵）

創作ノート
（清張蔵）

挿画・風間完

挿画・風間完

写真提供 文藝春秋

三・一五 共産党検挙 ⑥ （昭和3.3）

張作霖爆殺事件 ⑦ （昭和3.6）

田中義一内閣総辞職 ⑦ （昭和4.7）

佐分利貞男公使死亡事件 ⑧ （昭和4.11）

三月事件 ⑪ （昭和6.3）

十月事件 ⑪ （昭和6.10）

満州国建国宣言 （昭和7.3）

小林多喜二 拷問により死亡 ⑭ （昭和8.2）

滝川幸辰、辞表提出 ⑮ （昭和8.7）

陸軍士官学校事件 ⑰ （昭和9.11）

盧溝橋事件 日中戦争はじまる （昭和12.7）

相沢事件 ⑱ （昭和10.8）

　「昭和史発掘」は昭和39年から約8年にわたって連載された清張の代表的なノン
フィクション作品です。大正末期から昭和11年までに起きた事件を捉えなおし、今日に
いたる現代史の道筋を示しました。連載から約半世紀を経てなお色褪せず、いまも多
くの読者を魅了しています。
　今回の企画展「昭和史発掘への招待」は、既に読まれた方には新たな作品世界へ

のご案内となり、また、未読の読者には、広大な作品
世界を読みすすめる道標となるよう、当時の日本の
姿や清張の言葉を通して、「昭和史発掘」の周辺を
ご紹介します。

特別企画展
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「
刑
事
捜
査
参
考
資
料
」の
「
天
城
山
の
土
工

殺
し
事
件
」の
記
述
は
こ
う
な
っ
て
い
る
。「
大

塚
ハ
ナ
の
自
供
に
よ
れ
ば
、天
城
峠
付
近
で
被

害
者
と
出
会
い
、金
を
得
る
目
的
で
ハ
ナ
の
方

か
ら
持
ち
か
け
て
」売
春
行
為
を
し
た
が
、「
約

束
ど
お
り
被
害
者
が
金
を
払
わ
な
い
の
で
、そ

れ
を
請
求
し
な
が
ら
ト
ン
ネ
ル
を
通
り
抜
け
た

が
、被
害
者
が
さ
ら
に
金
を
出
そ
う
と
し
な
い

の
で
か
っ
と
な
り
、か
ね
て
ふ
と
こ
ろ
の
中
に

所
持
し
て
い
た
匕
首
を
出
し
て
、斬
り
つ
け
、杉

林
の
中
に
転
が
り
落
と
し
た
と
こ
ろ
、本
人
は

絶
命
し
て
い
た
。
そ
こ
で
金
は
な
い
か
と
思
っ

て
、滅
茶
滅
茶
に
衣
類
を
脱
が
せ
た
と
こ
ろ
、

五
十
銭
銀
貨
が
二
枚
出
て
き
た
の
で
、そ
れ
を

奪
っ
て
逃
走
し
た
。
」

　
「
私
」の
回
想
で
は
、売
春
行
為
の
後
、女
は
、

男
に
さ
よ
な
ら
と
も
な
ん
と
も
言
わ
な
い
で
、

さ
っ
さ
と
ひ
と
り
で
先
に
歩
い
て
行
っ
た
。
男

は
、女
の
あ
と
を
追
う
で
も
な
く
の
ろ
の
ろ
と

一
人
で
歩
き
出
し
た
。「
私
」は
、男
を「
ト
ン
ネ

ル
を
出
た
と
こ
ろ
」（
新
潮
文

庫
版
に
よ
る
。
松
本
清
張
全
集
版
で

は
「
ト
ン
ネ
ル
下
の
山
葵
沢
近
く
」）

で
殺
し
た
。
男
が
道
ば
た

に
し
ゃ
が
ん
だ
と
こ
ろ
を
、

ふ
と
こ
ろ
に
も
っ
て
い
た

切
出
し
で
、頭
や
顔
な
ど
に

斬
り
つ
け
た
。
着
て
い
る

も
の
を
滅
茶
滅
茶
に
破
り

と
っ
た
が
、ど
う
脱
が
せ
た

か
記
憶
に
な
い
。

　

事
件
発
覚
の
発
端
と

な
っ
た
の
は
、点
描
「
天
城

越
え
」①
で
検
証
し
た
「
白
橋
の
側
」の
異
変
の

届
出
で
あ
っ
た
。
橋
の
下
の
川
の
中
に
、投
げ
捨

て
ら
れ
て
い
た
着
衣
は
何
者
か
が
無
理
に
脱
が

せ
た
も
の
と
認
め
ら
れ
た
。

　

新
潮
文
庫
版
で
は
、ハ
ナ
の
自
供
も
、「
私
」

の
回
想
も
ど
ち
ら
も
、「
ト
ン
ネ
ル
を
出
た
と
こ

ろ
」で
斬
り
つ
け
、男
は
杉
林
の
中
を
転
が
り
落

ち
た
、と
な
っ
て
い
る
。し
か
る
に
、着
衣
は「
ト

ン
ネ
ル
北
口
」を
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
下
っ
た
と

こ
ろ
に
あ
る
白
橋
の
下
の
川
の
中
に
投
げ
捨
て

ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
南
口
の
杉
林
の
中
で

脱
が
さ
れ
た
着
衣
が
、な
ぜ
、ト
ン
ネ
ル
の
向
こ

う
側
に
あ
る
白
橋
の
下
の
川
に
あ
っ
た
の
か
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、次
回（
最
終
回
）で
検
証
す
る
。

　

左
は
、「
旧
天
城
ト
ン
ネ
ル（
天
城
山
隧
道
）南
口
」

の
写
真
で
あ
る
。
大
塚
ハ
ナ
の
供
述
に
よ
れ
ば
、

ト
ン
ネ
ル
を
通
り
抜
け
た
こ
の
南
口
の
と
こ
ろ

で
、男
は
殺
さ
れ
た
。

（
西
本　

衛
）

　

清
張
が
故
郷
に
残
し
た
足
跡
の
ひ
と
つ

に
、「
足
立
中
学
校
の
校
歌
」が
あ
る
。
学

校
の
沿
革
に
よ
る
と
、こ
の
校
歌
が
制
定

さ
れ
た
の
は
昭
和
二
十
七
年
。
清
張
は
、

前
年
に
「
西
郷
札
」が
「
週
刊
朝
日
」の
懸

賞
に
入
選
し
、デ
ビ
ュ
ー
を
果
た
し
て
い

た
。
と
は
い
え
、作
家
と
し
て
は
ま
だ
無

名
に
近
い
時
期
だ
っ
た
。

　

当
時
、松
本
家
は
、黒
原
営
団
（
現
・
黒
住

町
）に
住
ん
で
い
た
。
足
立
中
学
校
に
長
女

が
在
学
し
て
い
た
縁
か
ら
だ
ろ
う
か
、校

歌
の
作
詞
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
経
緯
の

詳
細
は
、今
で
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
作

詞
を
書
い
た
清
張
直
筆
の
原
稿
に
は
、校

長
宛
て
の
添
書
が
続
い
て
い
る
。

東ひ
む
が
しの

嶺み
ね　

茜
あ
か
ね

雲く

も

ま間
を

　

さ
し
昇の

ぼ

る　

晨あ
し
た

の
光

ひ
か
り

若わ
か

き
希の

ぞ

み望
に
胸む

ね

ふ
く
ら
み

　

ち
か
ら　

身か

ら

だ体
に
み
つ

わ
が
学ま

な
び
や校

に　

床ゆ
か

し
く
因ち

な

む

　

う
る
は
し
き　

足あ

だ

ち立
の
山や

ま

な
み

吾わ
れ

ら
に
訓お

し

ゆ　

風ふ
う
せ
つ雪

の
山す

が

た容

　

こ
ゝ
ろ　

か
く
鍛き

た

え
む

若わ
か
く
さ草

も
ゆ
る　

三み

は

ぎ

の

萩
野
の
野や

に

　

大だ
い
ち地

を
踏ふ

み
て　

仰あ
ふ

ぎ
て
立た

て
ば

雲く
も

悠ゆ
う
ゆ
う々　

な
が
れ
き
て

　

永と

は遠
の　

生い

の

ち命
み
な
ぎ
る

大
へ
ん
遅
く
な
り
ま
し
た
申
訳
あ
り

ま
せ
ん

別
紙
の
通
り
に
一
應
ま
と
ま
り
ま
し

た
が
、悪
い
と
こ
ろ
は
御
修
正
願
ひ
ま

すわ
ざ
と
破
調
に
し
て
、七
七
と
か
七
五

調
と
か
に
し
ま
せ
ん
で
し
た
、作
曲
に

よ
っ
て
は
新
味
が
出
る
と
思
ひ
ま
す

松
本
清
張

小
沢
校
長
先
生

　

最
終
的
な
歌
詞
は
若
干
の
変
更
が
加
え

ら
れ
て
い
る
が
、内
容
は
ほ
と
ん
ど
そ
の

ま
ま
生
か
さ
れ
、現
在
で
も
「
作
詞
・
松
本

清
張
」の
校
歌
が
足
立
中
学
校
で
唱
和
さ

れ
て
い
る
。

　

歌
詞
に
も
あ
る
よ
う
に
、「
足
立
」は
こ

の
地
域
か
ら
望
む
「
足
立
山
」に
因
む
の

だ
が
、清
張
に
と
っ
て
も
ゆ
か
り
の
深
い
、

思
い
入
れ
の
あ
る
山
で
あ
る
。「
半
生
の

記
」で
も
、冬
の
空
に
オ
リ
オ
ン
座
が
〈
足

立
山
の
頂
上
か
ら
上
っ
て
く
る
〉〈
印
刷

所
の
夜
業
を
す
ま
せ
て
家
に
帰
る
と
き
、

足
立
山
の
上
に
こ
の
星
が
貼
り
つ
い
て
い

る
〉と
書
い
て
い
る
。

　

少
年
時
代
は
小
倉
市
街
地
に
住
ん
で
い

た
清
張
だ
が
〈
友
だ
ち
と
よ
く
足
立
山
ろ

く
へ
遊
び
に
行
き
ま
し
た
〉〈
足
立
山
に

も
よ
く
登
っ
た
。妙
見
宮
の
杉
林
を
通
り
、

高
い
所
か
ら
小
倉
の
市
街
を
見
渡
し
た
眺

望
は
、抜
群
で
し
た
〉※ 

と
語
っ
て
い
る
。

　
「
黒
地
の
絵
」の
舞
台
、城
野
キ
ャ
ン
プ

も
す
ぐ
近
く
だ
っ
た
。
脱
走
し
た
黒
人
兵

の
う
ち
数
名
は
足
立
山
に
逃
げ
込
ん
だ
。

事
件
の
背
景
に
は
朝
鮮
戦
争
が
あ
る
。
足

立
山
の
中
腹
に
、こ
の
戦
争
で
失
わ
れ
た

多
く
の
生
命
を
悼
ん
で
建
立
さ
れ
た
慰
霊

碑
と
メ
モ
リ
ア
ル
ク
ロ
ス
は
、い
ま
も
海

に
向
か
っ
て
そ
の
輝
き
を
放
っ
て
い
る
。

（
専
門
学
芸
員　

�
原 

暁
子
）

作
品
の
舞
台
を
訪
ね
て

「
天
城
越
え
」
④

踊子歩道周辺

二階滝
至伊豆市

至水生地・伊豆市

旧天城トンネル

天城トンネル

至河津駅

寒天橋

至二階滝駐車場

至八丁池

旧天城トンネル（天城山隧道）南口

足
あ だ ち

立中学校校歌

※「朝日新聞」北九州版　1983年10月27日（「福岡の自然100選」）
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友の会 活動報告
●平成24年度年次総会・懇親会

　長谷川櫂氏の記念講演の後、平成24年度友の会年次総
会が開催されました。前年度の事業報告・決算、役員改選、
新年度の事業計画・予算等の審議が行われ、拍手をもって
承認されました。総会終了後の懇親会は、会場を記念館地
階ホールに移して盛大に行われました。小林慎也会長や藤
井康栄館長の挨拶をはじめ、遠方からの参加者のスピーチ
なども行われ、和やかな懇親会となりました。

●文学散歩「点と線」「時間の習俗」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。

8月4日（土）　参加者35名
北九州市立男女共同参画センター・ムーブ 5階

　今回は「香椎・大宰府」を訪ねました。西鉄香椎駅では平成24
年3月に完成した「点と線」の壁画をはじめ、香椎浜や駅前商店
街などの昭和30年当時の貴重な写真などを見学しました。また、
香椎宮や大宰府政庁跡などでは、宮司や史跡解説員の方から
詳しい説明を聞くことができました。そして、九州国立博物館で
は、今話題のフェルメール「真珠の首飾りの少女」などの世界の
名画を鑑賞し、芸術・文化
の秋にふさわしい充実し
た文学散歩となりました。
参加者からは「昼食も大
変良かった」「次回の文学
散歩も楽しみです」との声
をたくさん頂きました。

11月1日（木）　参加者45名

■ 記念館 地階会議室●清張サロン
　平成24年度の第1回清張サロンは、特別企画展「松本
清張と映画」をテーマに、又、第2回清張サロンは、海外に
おける清張作品の受容に関連して「松本清張と翻訳」を
テーマに、それぞれ記念館の担当職員からお話していた
だきました。清張サロンならではの詳細な資料を準備してい
ただき、大変有意義で充実した清張サロンとなりました。

第1回 9月18日（火） 14：00～16：00 参加者25名
 ●テーマ　特別企画展「松本清張と映画」について
 ●講師　中川 里志氏（記念館学芸担当主任）

第2回 10月19日（金） 14：00～16：00 参加者20名
 ●テーマ　「松本清張と翻訳」
 ●講師　栁原 暁子氏（記念館専門学芸員）

西鉄香椎駅→香椎宮→大宰府政庁跡→観世音寺・宝蔵→九州国立博物館

■8月25日（土）　■記念館地階ホール

　「小学生が郷土の
偉人・清張さんに親し
みを持つきっかけをつ
くりたい」と博物館実
習中の大学生が中
心となって「かるた大
会」を実施しました。
　市内の小学生23
名が参加しました。こ
の日のために用意し
たかるたは、全てオリジナルの手作りです。
　「かるた大好き！」という子どもたちは真剣そのもの。後半は
かるたの内容をふまえたクイズで、楽しみながら清張さんにつ
いて学びました。参加者からは「読書は大好きなので、清張さ
んも読んでみたい」との声も聞かれました。

イベント 「清張こどもかるた大会」

■平成24年8月1日（水）　10時
■記念館1階 常設展示室入口

　松本清張と親交の深かった小野昭治氏と、市民文化スポーツ局
長・片山憲一、館長・藤井康栄によるテープカットが行われました。

松本清張没後20年記念事業
特別企画展「松本清張と映画」・
常設展展示品リニューアル

クイズでおさらい

し
新
聞
社

務
め
た
経
験

作
品
に

し
ん

ぶ
ん

つ
と

け
い

け
ん

さ
く

ひ
ん

し
ゃ

オープニング式典
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魚
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松本清張没後20年記念事業 2012

■特別企画展 「いつもカメラを携えて」
 1月20日（金）～5月6日（日）　地階企画展示室
■国際共同研究公開シンポジウム 「東アジアにおける松本清張作品の受容」
 2月11日（土・祝）・12日（日）　地階ホール
■清張サロン特別講演会 「清張と地方史」
 3月22日（木）　北九州市立生涯学習総合センター
■企画展関連講演会 「ニコンF3松本清張スペシャル作成の過程」
 3月24日（土）　地階ホール
■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）～10月31日（水）
■第15回 松本清張研究奨励事業募集
 4月1日（日）～25年3月31日（日）
■劇団前進座朗読劇 『波の塔』
 4月21日（土）　地階ホール
■東京・八重洲ブックセンター 『清張フェア』
 6月1日（金）～8月31日（金）
■松本清張研究会 第26回研究発表会
 6月2日（土）　早稲田大学小野記念講堂
■清張サロン特別講演会 「張込み」
 6月15日（金）　地階企画展示室
■劇団前進座朗読劇 『波の塔』
 7月15日（日）　東京・八重洲ブックセンター本店8階ギャラリー
■特別企画展 「松本清張と映画」
 8月1日（水）～10月31日（水）　地階企画展示室
■常設展展示品リニューアル
 8月1日（水）　1階常設展示室
■開館14周年記念講演会 長谷川櫂氏 『「砂の器」と俳句』
 8月4日（土）　北九州市立男女共同参画センター2階ホール
■特別企画展関連映画祭 清張原作映画の上映
 8月4日（土）～24日（金）　小倉昭和館
■清張サロン特別講演会 「松本清張と三島由紀夫」
 11月30日（金）　地階企画展示室
■松本清張研究会 第27回研究発表会
 12月1日（土）　静岡大学
■生誕祭
 12月12日（水）　地階企画展示室

　松本清張没後20年の平成24年1月～12月に次のよう
な催しが行われました。

1208091B

　年明けの1月19日（ 土）から松本清
張没後20年記念事業をしめくくる特

別企画展『 昭和史発掘への招待』を開催します。若い頃読んだ
13巻本をあちこちから集めて読み直しています。未読の方は活
字の大きな新装の9巻本を手に取られてみてください。昭和に意
外な発見をするかもしれません。平成25年は、北九州市制50周
年、また、記念館開館15周年です。これを記念した事業も企画し
ています。来年も記念館にご期待ください。　　　  （西本　衛）

第 回15
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
または団体も可。

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わかる企
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

研 究 奨 励 事 業 入 選 者

松
本
清
張
研
究
奨
励
事
業

奨
励
金
贈
呈
式

平成24年8月4日、第14回松本清張研究奨励事
業奨励金の贈呈式が行われました。下記の入選
者に、片山憲一北九州市市民文化スポーツ局
長から奨励金が贈呈されました。

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）

第　    回14


