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『
魏
志
』「
倭
人
伝
」の
里
数
、日
数
は

　
　ま
こ
と
に
ナ
ン
セ
ン
ス
な
も
の
で
あ
る
。

「
古
代
史
疑
」は
、

昭
和
四
十
一（
一九
六
六
）年
六
月
か
ら

翌
年
三
月
ま
で
、「
中
央
公
論
」に
連
載
さ
れ
た
。

　

松
本
清
張
は
第
二
章
の『
大
和
か

九
州
か（
簡
単
な
学
説
史
）』で
、ま
ず

わ
が
国
の
邪
馬
台
国
研
究
の
歴
史
を

振
り
か
え
り
、『
魏
志
』「
倭
人
伝
」に

つ
い
て
の
先
学
や
研
究
者
の
学
説
を

よ
く
整
理
し
、そ
の
発
想
法
や
相
違
点
な
ど
を
的

確
に
押
さ
え
て
い
る
。そ
の
上
で
自
説
を
展
開
す

る
た
め
、森
浩
一
氏
や
上
田
正
昭
氏
ら
専
門
家
か

ら「
古
代
史
疑
」は〈
手
固
い
学
術
論
文
〉と
評
価

さ
れ
た
。

　

九
つ
の
章
の
中
で
も
、も
っ
と
も
独
創
的
な
説

を
展
開
し
て
い
る
の
は
、『
魏
志
の
中
の
五
行
説
』

と『「
一
大
率
」「
女
王
国
以
北
」』の
章
で
あ
る
。

　

前
章
で
は「
里
程
や
戸
数
の
記
載
は
、虚
妄
の

数
字
」と
論
じ
る
。中
国
で
、三
、五
、七
の
数
字
が

特
に
好
ま
れ
る
の
は
、前
漢
時
代
に
興
っ
た
陰お

ん
よ
う陽

五
行
説
に
基
い
て
お
り
、「
倭
人
伝
」の
戸
数
も
、

狗
邪
韓
国
か
ら
邪
馬
台
国
に
至
る
里
数
と
日
数

も
、陳
寿
に
よ
っ
て
こ
れ
が
適
用
さ
れ
た
の
で
あ

ろ
う
、と
説
明
さ
れ
る
。

　

後
章
で
は「
一
大
率
は
魏
の
命
を
う
け
帯
方
郡

が
派
遣
し
た
軍
政
官
」と
の
新
説
を
世
に
問
う

た
。「
自
女
王
国
以
北
、特
置
一
大
率
」の
文
に
は

主
格
が
見
え
な
い
こ
と
に
注
目
し
、省
か
れ
た
主

格
は「
魏
＝
帯
方
郡
」だ
と
論
じ
る
。こ
の「
一
大

率
＝
帯
方
郡
派
遣
官
」説
に
つ
い
て
は
、清
張
は

生
涯
を
か
け
て
考
究
し
続
け
、補
強
の
論
を
発
表

し
た
。お
そ
ら
く
こ
の
情
熱
こ
そ
が
多
く
の
読
者

を
勇
気
づ
け
、広
範
な
層
を
ま
き
こ
ん
で
の
古
代

史
ブ
ー
ム
を
惹
起
し
た
の
だ
ろ
う
。

　

清
張
は「
古
代
史
疑
」で
着
眼
の
鋭
い
独
自
の

説
を
発
表
し
、邪
馬
台
国
論
争
に
一
石
を
投
じ

た
。そ
の
波
紋
は
、〈
邪
馬
台
国
問
題
を
大
学
・
研

究
機
関
の
ワ
ク
か
ら
解
放
し
、大
衆
の
も
の
〉に

し
て
、国
民
の
あ
い
だ
に
拡
が
っ
て
い
っ
た
。

（
学
芸
担
当
主
任　

中
川 

里
志
）
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清
張
先
生
は
考
古
学
に
非
常
に
ご
造
詣
が
深

く
、勉
強
の
深
さ
は
大
し
た
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。

松
本
清
張
記
念
館
に
清
張
先
生
が
戦
前
蔵
書
印
を

押
し
た
本
が
残
っ
て
い
る
こ
と
を
最
近
知
り
ま
し

た
。
そ
の
中
に
、私
の
恩
師
の
後
藤
守
一
先
生
の

『
日
本
考
古
學
』と
國
學
院
大
學
の
大
場
磐
雄
先

生
の
昭
和
十
年
の
概
説
書
『
考
古
學
』と
い
う
本

が
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
本
で
勉
強
さ
れ
て
い

た
の
で
す
。

　

清
張
先
生
と
の
最
初
の
出
会
い
は
、私
個
人
と

し
て
は
例
の
「
風
雪
断
碑
」（
の
ち
に
「
断
碑
」と
改
題
）

で
す
。
考
古
学
者
で
、三
十
二
歳
で
結
核
で
亡
く

な
っ
た
森
本
六
爾
、そ
の
奥
さ
ん
の
三
十
一
歳
で

亡
く
な
っ
た
ミ
ツ
ギ
夫
人
、こ
の
ご
夫
婦
の
人
生

を
題
材
に
し
て
お
書
き
に
な
っ
た
本
で
す
。
私
も

昭
和
二
十
何
年
か
に
、「
別
册
文
藝
春
秋
」で
読
ん

で
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
ま
し
た
。
私
だ
け
で
は
な
く

て
、全
国
で
考
古
学
を
勉
強
し
て
い
た
若
手
研
究

者
は
、違
い
は
あ
っ
て
も
、非
常
に
感
動
し
た
と
思

う
ん
で
す
ね
。

　

森
本
六
爾
は
肺
結
核
の
た
め
に
京
都
大
学
の
考

古
学
研
究
室
の
出
入
り
を
差
し
止
め
ら
れ
た
と

聞
き
ま
し
た
が
、彼
自
身
の
人
柄
も
あ
っ
た
の
で

し
ょ
う
。か
な
り
個
性
の
強
い
研
究
者
で
、京
都
大

学
で
も
東
京
の
上
野
の
博
物
館
で
も
就
職
が
で
き

な
か
っ
た
。し
か
し
そ
の
学
問
的
な
系
統
は
、京
都

大
学
の
小
林
行
雄
と
か
諏
訪
に
い
た
藤
森
栄
一
、

明
治
大
学
の
杉
原
荘
介
な
ど
、当
時
二
十
一
、二
歳

の
若
い
、在
野
の
考
古
学
研
究
者
に
非
常
な
影
響

を
与
え
て
、後
の
「
東
京
考
古
学
会
」を
創
っ
た
。

そ
の
生
涯
を
清
張
先
生
が
お
書
き
に
な
っ
た
。
す

ば
ら
し
い
な
と
、こ
の
作
家
は
す
ご
い
な
と
思
い

ま
し
た
。

　

松
本
先
生
と
は
数
回
、シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
ご
一

緒
し
ま
し
た
。
そ
れ
で
ま
ず
分
か
っ
た
こ
と
は
、

清
張
先
生
が
大
変
な
勉
強
家
で
あ
る
と
い
う
こ
と

で
す
。
特
に
考
古
学
に
は
非
常
に
関
心
を
お
持
ち

だ
と
知
り
ま
し
た
。
ま
た『
魏
志
倭
人
伝
』や
邪
馬

台
国
論
に
な
る
と
、も
の
す
ご
く
熱
を
帯
び
て
、熱

心
に
い
ろ
ん
な
発
言
を
さ
れ
ま
し
た
。

　

例
え
ば
、あ
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
の
こ
と
、午

前
の
部
で
清
張
先
生
が
司
会
を
さ
れ
て
、し
か
も

テ
ー
マ
が
三
角
縁
神
獣
鏡
で
し
た
。
十
年
ほ
ど
前

ま
で
は
、『
魏
志
倭
人
伝
』に
出
て
く
る
魏
の
皇
帝

が
つ
か
わ
し
た
「
銅
鏡
百
枚
」は
ほ
と
ん
ど
が
こ

の
鏡
だ
ろ
う
と
言
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
こ
の
ご
ろ

は
ク
エ
ス
チ
ョ
ン
マ
ー
ク
に
な
っ
て
い
ま
す
。
清

張
先
生
は
午
後
も
こ
の
三
角
縁
神
獣
鏡
で
い
こ
う

と
言
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、東
京
大
学
の
井
上
光

貞
先
生
は
文
献
の
方
の
先
生
で
す
か
ら
、考
古
学

的
資
料
を
扱
う
の
は
も
う
午
前
中
で
十
分
、「
午

後
は
お
れ
は
三
角
縁
神
獣
鏡
は
や
ら
ん
」と
言
わ

れ
る
。
お
二
人
が
進
行
上
の
意
見
の
違
い
で
、控

室
で
相
当
に
は
げ
し
く
口
論
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ

を
実
際
に
見
ま
し
た
。

　

と
に
か
く
、松
本
先
生
の
発
言
は
、考
古
学
研
究

者
の
胸
を
ぐ
さ
り
と
刺
す
よ
う
な
発
言
が
結
構
ご

ざ
い
ま
し
た
。

　
『
魏
志
倭
人
伝
』に
「
卑
弥
呼
以
っ
て
死
す
」と

書
い
て
あ
る
の
は
、「
殺
さ
れ
た
」ん
だ
と
言
わ
れ

る
。
我
々
は
卑
弥
呼
は
老
婆
で
年
取
っ
て
死
ん
だ

と
簡
単
に
思
っ
て
い
た
が
、清
張
先
生
は
狗
奴
国

と
の
戦
い
に
敗
れ
て
責
任
を
と
ら
さ
れ
て
「
殺
さ

れ
た
」と
い
う
発
想
で
、『
魏
志
倭
人
伝
』を
理
解

し
た
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
点
で
は
、考
古
学
の

研
究
世
界
に
く
さ
び
を
打
ち
込
ん
で
い
か
れ
た
。

多
々
そ
う
い
う
点
が
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

も
う
一
つ
、『
魏
志
倭
人
伝
』に
、伊
都
国
、今
の

福
岡
県
の
糸
島
市
に
、「
一
大
率
」と
い
う
役
所
を

置
い
た
と
あ
る
。
従
来
古
代
史
や
考
古
学
で
は
、

大
和
政
権
、あ
る
い
は
邪
馬
台
国
が
置
い
た
と
言

わ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、清
張
先
生
は
、朝
鮮
半

島
の
帯
方
郡
が
倭
国
に
「
一
大
率
」と
い
う
拠
点

を
置
い
た
ん
だ
、と
ま
っ
た
く
発
想
が
違
う
ん
で

す
ね
。
こ
れ
は
、か
な
り
検
討
し
て
み
る
べ
き
意

見
で
は
な
い
か
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、清
張
先
生
は
「
大
塚
さ
ん
、前
方
後
円
墳

と
い
う
の
は
、ど
こ
が
正
面
な
の
？
」と
聞
く
ん
で

す
ね
。
考
古
学
の
我
々
が
当
た
り
前
と
思
っ
て
い

る
、あ
の
江
戸
時
代
に
蒲
生
君
平
が
創
っ
た
「
前

方
後
円
」は
本
当
に
そ
う
な
の
か
と
疑
っ
て
い
る

ん
で
す
。
そ
う
い
う
点
は
作
家
と
し
て
の
鋭
い
閃

き
で
あ
り
、「
前
方
後
円
墳
」と
い
う
言
い
方
を
鵜

呑
み
に
し
な
い
で
、一
度
疑
っ
て
批
判
的
に
み
る
、

そ
う
い
う
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
し
た
ね
。
で
、私
は

時
代
に
よ
っ
て
違
う
と
答
え
ま
し
た
。
旧
い
前
方

後
円
墳
は
や
は
り
低
く
て
突
出
し
て
い
る
前
方
部

が
正
面
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、五
世
紀
の
後
半
か

ら
の
は
側
面
が
正
面
に
な
る
。前
方
後
円
墳
で
は
、

埴
輪
も
表
側
は
き
れ
い
に
び
っ
し
り
と
並
べ
て
い

る
の
に
、裏
側
は
三
メ
ー
ト
ル
と
か
四
メ
ー
ト
ル

「
清
張
先
生
の
ウ
ラ
・
オ
モ
テ
」
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お
き
に
間
引
き
し
て
並
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、古

墳
時
代
人
に
は
正
面
と
裏
と
い
う
感
覚
が
完
全
に

あ
っ
た
の
で
す
。
清
張
先
生
は
早
く
か
ら
そ
う
い

う
と
こ
ろ
を
見
て
い
た
の
で
す
。

　

あ
る
日
、「
大
塚
さ
ん
、ぼ
く
の『
点
と
線
』と
い

う
作
品
は
」と
言
わ
れ
、「
あ
れ
は
、朝
日
新
聞
の

西
部
本
社
か
ら
東
京
本
社
に
転
勤
に
な
っ
て
、一

週
間
目
か
十
日
目
か
に
、家
に
帰
る
途
中
」た
し
か

お
宅
は
中
央
線
の
沿
線
な
ん
で
す
。
東
京
駅
の
中

央
線
の
一
番
線
の
ホ
ー
ム
に
立
っ
て
、振
り
返
っ

た
ら
、一
番
、二
番
、三
番
、四
番
、五
番
、六
番
、七

番
、八
番
、ず
ー
っ
と
ホ
ー
ム
に
列
車
が
一
台
も
停

ま
っ
て
な
い
。「
へ
え
ー
、天
下
の
東
京
駅
の
ホ
ー

ム
に
列
車
が
一
台
も
停
ま
っ
て
な
い
、こ
ん
な
こ

と
が
あ
る
の
か
」と
思
っ
た
そ
う
で
す
。
す
ぐ
東

京
駅
の
駅
員
に
訊
ね
た
ら
、ダ
イ
ヤ
グ
ラ
ム
を
見

せ
て
く
れ
て
、そ
う
い
う
時
間
が
一
日
一
回
四
分

間
だ
け
あ
る
と
言
わ
れ
た
。「
そ
こ
か
ら
実
は『
点

と
線
』の
テ
ー
マ
を
作
っ
た
ん
で
す
よ
」と
い
う

話
を
直
接
、私
は
聞
き
ま
し
た
。

　

清
張
先
生
と
私
は
十
年
間
く
ら
い
、お
付
き
合

い
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
考
古
学
で
知
り
た

い
こ
と
が
あ
る
と
き
に
は
、「
大
塚
君
、大
塚
君
」

と
電
話
を
か
け
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。

　

清
張
先
生
に
は
、ア
シ
ス
タ
ン
ト
が
た
く
さ
ん

い
る
と
い
う
噂
も
ず
い
ぶ
ん
耳
に
し
ま
し
た
。
で

も
、そ
ん
な
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
で
す
ね
。
例

え
ば
、『
朝
日
新
聞
』の
夕
刊
か
何
か
で
、パ
リ
の

シ
ャ
ン
ゼ
リ
ゼ
通
り
の
裏
通
り
の
こ
と
を
書
こ

う
と
し
た
と
き
に
、あ
の
店
の
隣
は
何
と
い
う
店

だ
っ
た
か
忘
れ
た
。
そ
こ
で
、『
朝
日
新
聞
』の
学

芸
部
に
電
話
し
て「
す
ぐ
調
べ
て
く
れ
」と
頼
む
。

す
る
と
、パ
リ
の
支
局
に
電
話
し
て
、支
局
員
を
夜

の
そ
の
通
り
ま
で
行
か
せ
て
、店
の
名
前
を
確
認

し
て
電
話
を
返
す
。
作
家
の
取
材
は
命
が
け
な
ん

で
す
ね
。
だ
か
ら
、新
聞
社
も
そ
れ
く
ら
い
は
協

力
し
な
き
ゃ
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
、担
当
編
集
者

を
ア
シ
ス
タ
ン
ト
と
し
て
十
分
お
使
い
に
な
っ
た

よ
う
で
す
ね
。

　

あ
る
と
き
、朝
日
新
聞
社
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が

終
わ
っ
た
あ
と
に
、四
時
半
く
ら
い
で
し
た
か
。

東
大
の
西
嶋
定
生
さ
ん
や
中
国
社
会
科
学
院
の
王

仲
殊
先
生
と
か
が
出
て
い
ま
し
た
が
、清
張
先
生

は「
大
塚
さ
ん
、大
塚
さ
ん
」と
私
を
呼
び
止
め
て
、

「
ぼ
く
と
ご
一
緒
し
て
く
れ
ま
せ
ん
か
」と
言
う

ん
で
す
よ
。
車
で
「
銀
座
」に
行
き
ま
し
た
。
五
時

ご
ろ
の
銀
座
の
ク
ラ
ブ
な
ん
て
ボ
ー
イ
さ
ん
が
入

り
口
に
水
を
ま
い
て
掃
除
を
し
て
い
る
く
ら
い
。

マ
マ
も
ホ
ス
テ
ス
さ
ん
も
い
な
い
。（
笑
）

　

で
、「
大
塚
さ
ん
、何
で
も
あ
な
た
の
好
き
な
も

の
を
飲
み
な
さ
い
」と
い
う
ん
で
す
ね
。
飲
み
た

い
も
の
と
言
っ
た
っ
て
、私
、焼
酎
く
ら
い
し
か
知

ら
な
い
。（
笑
）松
本
先
生
は
と
見
た
ら
、飲
ま
な
い

ん
で
す
よ
ね
。
コ
ー
ヒ
ー
で
し
た
。
私
は
、つ
ま
し

く
ち
び
ち
び
や
っ
て
ま
し
た
。
そ
し
て
、六
時
ご

ろ
、マ
マ
が
来
ま
し
た
。
そ
し
て
、ホ
ス
テ
ス
を
呼

ん
で
、八
人
く
ら
い
そ
ろ
っ
た
の
が
七
時
ご
ろ
で

し
ょ
う
か
。
ホ
ス
テ
ス
さ
ん
に
は
好
き
な
も
の
を

飲
ま
せ
ま
し
た
よ
。
先
生
の
両
脇
に
は
美
人
の
ホ

ス
テ
ス
が
ぴ
っ
た
り
座
っ
て
、先
生
は
コ
ー
ヒ
ー

で
、い
ろ
ん
な
話
を
し
て
い
ま
し
た
。
お
酒
を
飲

ま
な
い
で
好
奇
心
だ
け
で
ホ
ス
テ
ス
を
相
手
に
す

る
の
は
、す
ご
い
な
あ
と
思
い
ま
し
た
ね
。
取
材

も
あ
る
し
、や
っ
ぱ
り
一
流
作
家
は
そ
れ
な
り
の

遊
び
が
出
来
な
き
ゃ
だ
め
で
す
。

　

私
は
一
九
六
八
年
こ
ろ
、イ
ラ
ン
の
テ
ヘ
ラ
ン

の
郊
外
で
例
の
拝
火
教
、ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
の
遺

跡
を
見
ま
し
た
。
清
張
先
生
も
見
て
い
ま
す
ね
。

清
張
先
生
は
け
ん
め
い
に
現
場
を
歩
い
て
い
る
。

ク
ラ
ブ
も
現
場
で
、文
献
的
資
料
だ
け
で
は
な
く

て
、実
際
に
自
分
の
足
で
行
っ
て
見
て
、現
場
で
物

を
考
え
て
、そ
し
て
書
い
て
い
る
。
さ
す
が
だ
な

あ
と
思
い
ま
し
た
。

　

最
後
は
、勝
田
市
（
現
ひ
た
ち
な
か
市
）で
の
講

演
会
の
話
で
締
め
た
い
と
思
い
ま
す
。
会
場
は
勝

田
市
の
市
民
体
育
館
で
、た
し
か
ウ
ィ
ー
ク
デ
ー

で
し
た
。
で
す
か
ら
、お
客
さ
ん
は
九
割
近
く
が

ご
婦
人
で
、大
半
が
家
庭
の
奥
さ
ん
た
ち
で
し
た
。

話
の
最
後
の
ほ
う
で
、純
文
学
の
文
豪
と
呼
ば
れ

る
、例
え
ば
、谷
崎
潤
一
郎
と
か
森
鷗
外
と
か
坪
内

逍
遥
と
か
の
名
前
を
出
し
て
、こ
う
い
う
人
た
ち

の
奥
さ
ん
を
調
べ
て
み
る
と
、み
ん
な
悪
妻
だ
と

い
う
ん
で
す
ね
。（
笑
）悪
妻
で
な
い
と
、文
豪
は
生

ま
れ
な
い
、と
私
は
そ
う
思
っ
て
い
る
。
松
本
清

張
先
生
は
そ
う
言
い
切
り
ま
し
た
よ
。そ
の
と
き
、

ど
こ
か
か
ら「
先
生
は
？
」と
い
う
質
問
が
上
が
っ

た
ん
で
す
。「
今
質
問
が
あ
り
ま
し
た
が
、私
は
文

豪
で
は
な
く
大
衆
文
芸
と
い
う
か
そ
う
い
う
作
家

な
の
で
、家
内
も
ま
あ
ま
あ
そ
こ
そ
こ
で
す
」と
答

え
た
ん
で
す
。
大
拍
手
で
し
た
。

　

松
本
先
生
は
一
時
間
半
の
講
演
の
ラ
ス
ト
に
、

会
場
の
観
客
の
九
割
が
た
は
奥
様
方
だ
な
と
見
る

と
、と
っ
さ
の
機
転
で「
締
め
く
く
り
」に
文
豪
論
、

悪
妻
論
を
や
っ
て
会
場
を
わ
か
せ
た
ん
で
す
。
な

る
ほ
ど
、さ
す
が
だ
な
あ
と
思
い
ま
し
た
。

　

中
国
に
お
け
る
松
本
清
張
の
翻
訳
と
出
版

は
、一
九
六
五
年
の
『
日
本
の
黒
い
霧
』が
最

初
で
し
た
。
一
九
六
三
年
、巴
金
ら
中
国
の

作
家
代
表
団
が
日
本
を
訪
問
し
、中
国
の
国

有
出
版
社
の
人
民
文
学
出
版
社
の
編
集
者
で

あ
っ
た
許
覚
民
氏
は
そ
の
時
松
本
清
張
に
会

い
、『
日
本
の
黒
い
霧
』を
寄
贈
さ
れ
ま
し
た
。

（
文
藝
春
秋
新
社
、一
九
六
二
年
、「
帝
銀
事
件
」、「
下
山
事
件
」、

「
松
川
事
件
」、「
白
鳥
事
件
」と「
ラ
ス
ト
ヴ
ォ
ロ
フ
事
件
」、「
謀

略
朝
鮮
戦
争
」に
、「
な
ぜ『
日
本
の
黒
い
霧
』を
書
い
た
か
」を
加

え
た
七
章
が
収
録
さ
れ
て
い
ま
す
。
）
許
覚
民
氏
は
帰
国

後
、同
出
版
社
の
文
潔
若
氏
に
翻
訳
を
依
頼

し
ま
し
た
。
一
九
六
五
年
に
、中
国
で
最
初
に

出
版
さ
れ
た
『
日
本
の
黒
い
霧
』に
、私
が
重

要
だ
と
考
え
る
「
謀
略
朝
鮮
戦
争
」は
掲
載
さ

れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
翻
訳
者
の
証
言
に
よ
る

と
、林
彪
が
朝
鮮
戦
争
で
負
傷
し
た
と
い
う

松
本
清
張
の
記
述
が
正
確
で
は
な
い
た
め
、

翻
訳
者
と
出
版
社
が
同
意
し
た
上
で
、「
謀
略

朝
鮮
戦
争
」は
掲
載
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
す
。

　
『
日
本
の
黒
い
霧
』の
翻
訳
は
、中
国
の
同

時
代
の
状
況
に
お
い
て
み
る
必
要
が
あ
る
と

思
い
ま
す
。
一
九
四
九
年
、共
産
党
の
も
と
で

新
中
国
が
成
立
し
、ア
メ
リ
カ
と
の
激
し
い

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
対
立
の
中
で
、中
国
大
陸

の
メ
デ
ィ
ア
報
道
は
反
「
米
帝
国
主
義
」の
傾

向
が
強
ま
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、当
時
の

「
人
民
日
報
」は
、日
本
で
起
き
た
下
山
事
件
、

三
鷹
事
件
、松
川
事
件
が
「
米
帝
国
主
義
」に

よ
る
共
産
主
義
を
鎮
圧
す
る
た
め
の
陰
謀
で

あ
る
と
報
道
し
て
い
ま
し
た
。

「
創
作
ノ
ー
ト
」

「
ウ
ラ
」話

「
締
め
く
く
り
」

一
　
中
国
に
お
け
る
松
本
清
張
の
翻
訳

時
代
の
文
脈
か
ら

『
日
本
の
黒
い
霧
』を
読
み
直
す

　

―
日
中
比
較
を
通
し
て

尹イ

ン 
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朝
鮮
戦
争
に
向
か
う
一
連
の
怪
事
件
を
書

い
た
『
日
本
の
黒
い
霧
』は
、単
に
占
領
期
の

「
日
米
」の
関
係
を
描
い
た
作
品
で
は
な
く
、

冷
戦
下
の
ア
ジ
ア
に
お
け
る
日
本
の
位
置
づ

け
を
考
え
さ
せ
る
作
品
と
し
て
読
む
こ
と
が

で
き
る
と
思
い
ま
す
。
一
九
六
三
年
、松
本

清
張
が
中
国
の
編
集
者
許
覚
民
氏
に
他
で
も

な
く
『
日
本
の
黒
い
霧
』を
寄
贈
し
た
の
も
、

清
張
が
こ
の
作
品
を
日
本
の
問
題
だ
け
で
は

な
い
、あ
る
い
は
日
本
以
外
の
読
者
に
読
ま

れ
て
も
い
い
と
考
え
て
い
た
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
し
か
し
、「
謀
略
朝
鮮
戦
争
」が
削
除
さ

れ
た
結
果
、そ
う
し
た
作
家
の
意
図
を
『
日
本

の
黒
い
霧
』か
ら
読
む
こ
と
が
難
し
く
な
り
、

作
品
は
ア
メ
リ
カ
に
よ
る
占
領
を
批
判
す
る

も
の
と
な
り
ま
し
た
。

　

た
だ
、そ
う
し
た
結
果
は
、中
国
の
同
時
代

の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
も
ち
ょ
う
ど
合
っ
て
い

た
と
も
い
え
る
で
し
ょ
う
。「
謀
略
朝
鮮
戦

争
」に
お
い
て
、松
本
清
張
は
「
率
直
に
言
え

ば
、三
十
八
度
線
を
ど
ち
ら
が
先
に
越
し
た

か
と
い
う
こ
と
は
、時
間
の
問
題
で
あ
っ
た

よ
う
に
思
う
。
戦
争
勃
発
前
、こ
の
境
界
線
に

沿
っ
て
千
回
も
小
戦
闘
が
起
こ
っ
て
い
た
の

は
そ
の
こ
と
を
証
明
す
る
」、ま
た
、「
中
国

は
ア
メ
リ
カ
の
わ
な
に
ひ
っ
か
か
っ
た
。
正

規
軍
を
出
す
代
わ
り
に
人
民
義
勇
軍
と
い
う

名
前
の
パ
ル

チ
ザ
ン
部
隊

を
大
量
に
北

朝
鮮
に
投

入
し
た
の

は
賢
明
で

あ
っ
た
と

言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
」と
述
べ
て
い
ま
す
。
そ

れ
に
対
し
て
、中
国
は
、「
人
民
義
勇
軍
」を
朝

鮮
に
送
る
の
は
ア
メ
リ
カ
の
侵
略
か
ら
朝
鮮

を
助
け
、そ
し
て
朝
鮮
と
隣
接
し
て
い
る
中

国
の
主
権
を
守
る
た
め
で
あ
る
と
主
張
し
て

い
ま
す
。
こ
う
し
た
見
解
の
違
い
も
あ
る
た

め
、「
謀
略
朝
鮮
戦
争
」は
一
九
六
五
年
の
中

国
に
お
い
て
、翻
訳
さ
れ
、読
ま
れ
る
こ
と
が

難
し
い
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、一
九
八
〇
年
代
に
再
版

さ
れ
た
『
日
本
の
黒
い
霧
』は
、再
び
「
謀
略

朝
鮮
戦
争
」を
掲
載
し
ま
し
た
。
出
版
が
よ
り

自
由
に
な
っ
た
時
代
の
空
気
が
こ
の
変
化
か

ら
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
一
九
八
〇

年
代
の
松
本
清
張
の
翻
訳
を
見
て
い
く
と
、

お
お
よ
そ
四
つ
の
分
類
が
で
き
る
と
思
い
ま

す
。「
文
学
の
消
費
の
復
活
」と
「
抑
圧
さ
れ

た
人
間
性
を
求
め
て
、松
本
清
張
の
小
説
の

中
で
普
通
の
人
間
を
描
い
た
作
品
を
読
み
た

い
と
い
う
願
望
」、ま
た「
日
本
映
画
ブ
ー
ム
」

の
中
で
読
ま
れ
た『
砂
の
器
』が
そ
の
一
つ
。

　

も
う
一
つ
は
、一
九
七
〇
年
代
か
ら
日
中

国
交
回
復
の
あ
と
に
中
国
の
大
学
で
、日
本

語
学
部
が
再
建
さ
れ
て
、研
究
者
た
ち
が
日

本
文
学
を
研
究
す
る
活
動
を
再
開
し
ま
し

た
。
そ
の
中
で
、松
本
清
張
の
「
或
る
『
小
倉

日
記
』伝
」が
翻
訳
さ
れ
て
、日
本
文
学
を
研

究
す
る
雑
誌
「
日
本
文
学
」に
掲
載
さ
れ
ま
し

た
。
ま
た
、群
衆
出
版
社
（
中
国
の
公
安
部
に
所
属
す

る
国
有
の
出
版
社
で
、警
察
関
係
の
内
容
に
係
わ
る
小
説
、あ

る
い
は
参
考
書
な
ど
を
出
版
す
る
出
版
社
）が
出
版
し
た

『
点
と
線
』は
、「
警
察
が
論
理
学
の
専
門
知

識
を
以
て
刑
事
事
件
を
解
決
す
る
過
程
を
描

き
、公
安
関
係
者
に
捜
査
と
裁
判
に
不
可
欠

な
論
理
的
推
理
の
方
法
を
教
え
、読
者
の
論

理
的
思
考
能
力
を
鍛
え
る
新
し
い
文
学
ジ
ャ

ン
ル
」（
孫
軍
悦
、『
J
u
n
c
t
u
r
e
』、二
〇
一
二
年
）

と
し
て
翻
訳
さ
れ
た
の
で
す
。
そ
う
し
た
中

で
、『
日
本
の
黒
い
霧
』は
や
は
り
冷
戦
の
東

西
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
せ
め
ぎ
あ
い
の
中
に

位
置
付
け
ら
れ
、「
松
本
清
張
の
作
品
の
一
部

は
、戦
後
米
国
占
領
軍
が
日
本
反
動
当
局
と

グ
ル
に
な
っ
て
国
内
外
で
犯
罪
を
犯
し
て
い

る
こ
と
を
暴
露
し
た
。『
日
本
の
黒
い
霧
』は

こ
の
よ
う
な
作
品
で
あ
る
」と
論
じ
ら
れ
て

い
ま
す
。（
趙
徳
遠
、『
日
本
文
学
』、吉
林
人
民
出
版
社
、

一
九
八
三
年
）

　

二
〇
一
二
年
、『
日
本
の
黒
い
霧
』と
『
深

層
海
流
』が
再
版
さ
れ
て
い
ま
す
。
再
版
を

き
っ
か
け
に
、冷
戦
時
代
の
東
ア
ジ
ア
を
見

直
し
な
が
ら
こ
の
作
品
を
読
み
直
す
必
要
が

あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
一
九
八
〇

年
代
と
は
ま
た
違
う
時
代
的
空
気
の
中
で
、

『
日
本
の
黒
い
霧
』が
ど
の
よ
う
に
読
ま
れ

て
、評
価
さ
れ
る
の
か
を
今
後
も
注
目
し
て

い
き
た
い
で
す
。

　

日
本
に
お
い
て
『
日
本
の
黒
い
霧
』は
文

学
作
品
よ
り
、ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
、つ
ま
り

「
歴
史
」と
し
て
読
ま
れ
る
傾
向
が
強
い
た

め
、「
事
件
の
解
明
」に
疑
問
が
持
た
れ
、「
歴

史
と
し
て
の
方
法
」が
批
判
さ
れ
て
き
た
の

で
す
。
今
『
日
本
の
黒
い
霧
』を
読
む
と
し
た

ら
、「
歴
史
」で
は
な
く
、「
文
学
テ
キ
ス
ト
」

と
し
て
読
ん
で
み
た
ら
ど
う
な
の
か
と
考
え

て
い
ま
す
。

　

も
う
一
つ
は
、「
東
ア
ジ
ア
の
中
の
日
本
」、

「
冷
戦
下
の
占
領
期
」、「
高
度
成
長
期
」と
い

う
キ
ー
ワ
ー
ド
を
意
識
し
て
読
む
必
要
が
あ

る
と
思
い
ま
す
。
松
本
清
張
自
身
、一
連
の
事

件
の
最
終
の
目
的
は
朝
鮮
戦
争
の
極
点
を
目

指
し
、そ
こ
に
焦
点
を
置
い
て
の
伏
線
だ
っ

た
と
書
い
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
、従
来
個
々
の

事
件
に
与
え
て
い
た
視
線
を
変
え
て
、「
謀
略

朝
鮮
戦
争
」を
焦
点
に
し
て
読
ん
で
み
た
ら

ど
う
で
し
ょ
う
か
。

　

作
品
の
書
か
れ
た
一
九
六
〇
年
は
、高
度

成
長
期
が
始
ま
っ
た
時
期
で
す
。「
戦
後
」の

問
題
が
未
解
決
な
ま
ま
で
、政
治
的
関
心
が

経
済
的
関
心
に
切
り
替
え
ら
れ
て
い
く
、と

い
う
矛
盾
の
時
期
だ
と
思
う
の
で
す
。
さ
ら

に
週
刊
誌
時
代
と
も
言
わ
れ
る
こ
の
時
代

に
、情
報
に
対
す
る
認
識
は
「
論
理
」で
は
な

く
「
イ
メ
ー
ジ
」と
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。
そ

う
し
た
時
代
状
況
の
中
で
、「
黒
い
霧
」事
件

を
眺
め
て
い
る
書
き
手
（
視
点
人
物
）の
松
本
清

張
は
、「
情
報
」を
も
っ
て
「
推
理
」す
る
一
つ

の
方
法
を
読
者
と
共
有
し
よ
う
と
し
た
と
考

え
て
も
い
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

文
学
作
品
と
し
て
読
み
直
す
と
、『
日
本
の

黒
い
霧
』は
占
領
軍
に
よ
る
「
怪
事
件
」自
体

を
書
い
た
も
の
で
は
な
く
、日
本
が
ど
の
よ

う
に
朝
鮮
戦
争
の
戦
場
お
よ
び
冷
戦
下
の
東

ア
ジ
ア
の
中
に
取
り
込
ま
れ
て
い
く
か
と
い

う
「
物
語
」を
描
い
た
作
品
で
す
。
あ
る
い
は

そ
う
し
た
「
物
語
」を
描
い
た
作
品
と
し
て

読
ま
れ
て
も
い
い
と
考
え
ま
す
。
一
九
六
〇

年
と
い
う
時
代
の
矛
盾
の
中
で
ど
の
よ
う
に

戦
後
と
い
う
問
題
を
見
直
す
か
、ア
メ
リ
カ

と
の
関
係
の
中
で
日
本
の
戦
後
が
何
を
な
し

と
げ
て
き
た
か
、日
本
の
戦
後
を
東
ア
ジ
ア

の
関
係
図
の
中
で
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る

か
。
こ
う
し
た
問
題
を
一
九
六
〇
年
代
に
お

い
て
も
、今
現
在
に
お
い
て
も
、我
々
に
考
え

さ
せ
る
文
学
テ
キ
ス
ト
と
し
て
、『
日
本
の
黒

い
霧
』が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

二
　
日
本
で『
日
本
の
黒
い
霧
』を
読
み
直
す

『
日
本
的
黑
雾
』（
邦
題『
日
本
の
黒
い
霧
』）

文
潔
若
訳（
一
九
六
五
年
　
作
家
出
版
社
） 

清
張
所
蔵



　古代史家の門脇禎二氏は『清張古代游記吉野ヶ里と邪馬台国』の解
説で、松本清張説は今後の邪馬台国研究において〈必ず通過しなければ
ならない関門〉の地位を占めていると評価しました。しかし何より、「清張通
史1 邪馬台国」の文庫本が第30刷として現在も読まれ続けていることこ
そ、清張《邪馬台国》論の真の価値を伝えています。
　本展では、清張《邪馬台国》論の全貌を紹介し、その魅力に迫ります。

　戦前、安心院を訪れた体験を活かして、松本清張は昭和38
（1963）年、「陸行水行」を「週刊文春」に連載しました。〈推理
小説は付け足し〉で、『魏志』「倭人伝」の距離、日数、方角の
記事が〈学界や専門家の論争になっている〉ことを一般読者
に紹介したくて書いたという。だが、思わぬ反響があり、邪馬台
国ブームの発火点となりました。

　「古代史疑」は、学説史をきちっと押さえた〈手固い学術論
文〉と評されました。独創的な「一大率＝帯方郡派遣官」説は
生涯考究し続けました。その情
熱こそが読者を勇気づけ、広
範な古代史ブームを惹起した
のでしょう。

昭和57（1982）年5
月、清張は「陸行水
行」文学碑除幕式参
列のため、安心院町
を再訪しました。卑弥
呼祭が行われていま
した。

邪馬台国問題について、清張は
専門家と往復書簡を交わし、質
問や自説の確認をしていました。

開館15周年記念特別企画展

《火》の条 ―「陸行水行」の世界

　「茶の間に語りかける新しい日本歴史書」として、昭和51
（1976）年、「清張通史1邪馬台国」の連載は始まりました。現
在もその文庫本が刊行されていることは、それが清張の願いど
おり〈国民全部のもの〉となった証でしょう。約40年前、清張の
放った燎原の火は今も燃えつづけているのです。

《燎》の条 ―「清張通史1 邪馬台国」

Ⅰ 《石》の条 ―「古代史疑」Ⅱ

平成25年8月1日（木）～11月4日（祝・月）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

『清張古代游記
吉野ヶ里と邪馬台国』
平成5（1993）年11月
日本放送出版協会刊

文学碑と清張
写真提供：文藝春秋

司会の清張は〈参会者の皆様方の代表〉として、専門学
者を相手に巧みに議論を「交通整理」し、果敢に挑発し、
論争をも「演出」して、聴衆をあきさせずに魅了しました。

邪馬台国シンポジウム
昭和52（1977）年1月15・16日
福岡市全日空ホテル

「書庫」で本を読む清張
写真提供：文藝春秋

『日本考古學』
後藤守一著

昭和15（1940）年1月
四海書房刊

清張が戦前に押した蔵書印付

Ⅲ

　松本清張にとって、シンポジウムは生涯、勉強の場であると同
時に、邪馬台国問題を〈国民全部〉に開放する場でもありました。

《華》の条 ―邪馬台国シンポジウムⅣ

―『魏志』「東夷伝」倭人条の謎に挑む

直筆原稿「豊前国安心院」
「文藝春秋」昭和56年8月号に、

巻頭随筆「安心院」として
掲載されました。

吉野ヶ里シンポジウム
平成元（1989）年7月1日、
佐賀市で講演する清張。

展覧会場で、講演する清張の
生の声を聴くことができます。

『清張通史1 邪馬台国』スクラップ
清張所蔵 写真提供：新潮社

へき

単行本刊行準備のための原稿であり、
清張自筆の朱書きが入っています。

往復書簡
『昭和50年2月25日付、

藪田嘉一郎宛松本清張書簡』
藪田夏雄所蔵

清張蔵書
『オリエンタリカ』1

《書庫》
再現コーナー

昭和23（1948）年8月
東京大学東洋史学会編
白鳥庫吉「卑弥呼問題

の解決（上）」掲載

銅鏡 清張所蔵

「資料室」での清張

《資料室》
再現コーナー

『四葉座鈕内行花文鏡』
後漢時代 璧 清張所蔵

直筆原稿「古代史疑」
昭和41年6月～翌年3月 「中央公論」

MATSUMOTO SEICHO MEMORIAL MUSEUM NEWS Vol.435



6

　

松
本
清
張
が
考
古
学
者
で
あ
る
樋
口
清
之
氏

と
共
同
執
筆
し
た『
京
都
の
旅 

今
日
の
風
土
記
』

に
は
、「
日
本
人
の
味
覚
の
ふ
る
さ
と
」と
し
て

京
料
理
を
紹
介
し
た
箇
所
が
あ
り
、「
い
も
ぼ
う
」

も
そ
の
一
つ
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

　
「
い
も
ぼ
う
」と
は
、「
エ
ビ
イ
モ
と
棒ぼ

う
だ
ら鱈
と
を

煮
つ
け
た
料
理
。京
都
の
名
物
料
理
。」（『
広
辞
苑
』）

を
い
う
が
、清
張
作
品
で
は
短
編
小
説
「
顔
」と

長
編
小
説「
球
形
の
荒
野
」に
登
場
す
る
。

　
「
顔
」が
発
表
さ
れ
た
の
は
、昭
和
三
十
一
年

八
月
、「
小
説
新
潮
」だ
っ
た
。

　

昭
和
二
十
二
年
六
月
十
八
日
、井
野
良
吉
は
、

福
岡
県
八
幡
市
中
央
区
（
現
・
北
九
州
市
八
幡
東
区
中

央
町
）
の
酒
場
の
女
給
、山
田
ミ
ヤ
子
と
島
根
県

温ゆ

の

つ

泉
津
温
泉
で
一
泊
し
、翌
日
、山
林
の
中
で
彼

女
の
首
を
絞
め
た
が
、彼
女
は
殺
さ
れ
る
前
、た

ま
た
ま
出
会
っ
た
酒
場
の
常
連
、石
岡
貞
三
郎
に

声
を
か
け
た
た
め
、井
野
は
彼
に
顔
を
見
ら
れ
て

い
た
。

　

殺
害
直
後
に
上
京
し
て
九
年
、新
劇
俳
優
を
し

て
い
た
井
野
は
、映
画
に
大
役
で
出
演
す
る
機

会
を
得
た
。
井
野
は
撮
影
開
始
前
、石
岡
を
京
都

に
誘
い
出
し
、殺
す
こ
と
に
し
た
。
匿
名
の
手
紙

を
受
け
取
っ

た
石
岡
は
八

幡
署
に
相
談

し
、待
合
わ
せ

の
日
の
昭
和

三
十
一
年
四

月
二
日
、刑
事

二
人
と
京
都

に
来
た
。
石
岡

の
日
記
に
は
、

次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　

駅
前
の
東
本
願
寺
を
振
り
出
し
に
、三
十
三

間
堂
や
清
水
寺
、四
条
通
り
や
新
京
極
を
見
物

し
て
歩
い
た
。
刑
事
の
一
人
が
時
計
を
出
し

た
。「
十
二
時
に
な
っ
た
ぞ
。
そ
ろ
そ
ろ
腹
ご

し
ら
え
を
し
て
駅
に
行
こ
う
か
」と
彼
は
い
っ

た
。「
そ
う
し
よ
う
。
同
じ
め
し
を
食
う
な
ら
、

名
物
の
〝
い
も
ぼ
う
〟と
か
い
う
や
つ
を
食
べ

て
み
た
い
」（
略
）
こ
ん
な
話
が
ま
と
ま
っ
て
、

　

園
裏
の
円
山
公
園
に
あ
る
料
理
屋
に
行
っ

た
。（
略
）
六
畳
く
ら
い
の
部
屋
に
通
さ
れ
た
。

其
処
に
一
人
の
男
が
飯
を
く
っ
て
い
た
。

（
文
藝
春
秋『
松
本
清
張
全
集
36
』よ
り
）

　

こ
の
男
こ
そ
、石
岡
を
呼
び
出
し
た
張
本
人
、

井
野
良
吉
、そ
の
人
で
あ
っ
た
。
こ
の
後
、話
は

劇
的
な
展
開
を
み
せ
る
。
次
号
へ
続
く
。

（
加
地 

尚
子
）

　

手
の
中
に
収
ま
る
夢
―
少
年
時
代
の

清
張
に
と
っ
て
、文
庫
本
は
、そ
の
よ
う
な
存

在
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。

　

文
庫
と
い
え
ば
、わ
た
し
の
想
出
は

や
は
り
改
造
文
庫
と
岩
波
文
庫
で
あ

る
。
改
造
文
庫
で
眼
に
う
か
ぶ
の
は
鶯

色
の
布
装
だ
。

「
特
性
」 　

 

よ
り

　

改
造
文
庫
は
、所
謂
「
円
本
」の
火
付
け

役
と
な
っ
た
『
現
代
日
本
文
学
全
集
』を
刊

行
し
た
改
造
社
が
、岩
波
文
庫
に
対
抗
し
て

昭
和
四
年
に
創
刊
し
た
。
清
張
が
書
い
て
い

る
よ
う
に
、小
さ
い
な
が
ら
布
張
り
で
、宝
物

の
よ
う
な
存
在
感
が
あ
る
。
改
造
文
庫
は

昭
和
十
九
年
に
廃
刊
。
い
ま
で
は
稀
少
な

文
庫
本
で
あ
る
。

　

ま
た
、立
川
文
庫
と
い
う
の
が
あ
る
（
た
つ

か
わ
、と
読
む
）。
こ
れ
は
、当
時
の
少
年
た
ち
に

絶
大
な
人
気
が
あ
っ
た
、講
談
読
物
シ
リ
ー

ズ
だ
っ
た
。
従
来
の
講
談
本
が
、講
釈
師
の

口
演
を
そ
の
ま
ま
速
記
し
て
作
っ
た
の
に
対

し
、人
物
の
描
写
や
ス
ト
ー
リ
ー
運
び
に
工

夫
と
創
作
を
加
え
た
と
こ
ろ
に
特
色
が
あ

り
、大
衆
小
説
の
源
流
に
も
な
っ
た
と
い
う
。

　

大
人
の
小
説
の
面
白
さ
を
は
じ
め

て
教
え
て
く
れ
た
の
は
「
立
川
文
庫
」

で
あ
る
。
こ
れ
は
教
科
書
の
下
に
か
く

し
て
併
読
し
た
。
今
日
、僕
が
近
眼
に

な
っ
た
の
は
、親
父
に
そ
の
発
見
さ
れ
る

の
を
恐
れ
て
、暗
い
と
こ
ろ
で
、小
さ
な

文
字
を
凝
視
し
た
お
か
げ
で
あ
る
。

　

猿
飛
佐
助
や
水
戸
黄
門
の
超
人
的

な
活
躍
、波
乱
万
丈
の
筋
、あ
の
軽
妙
な

会
話
、いつ
も
危
険
に
さ
ら
さ
れ
て
危
な

い
と
こ
ろ
で
助
か
っ
て
い
る
美
女
、そ
れ
ら

は
少
年
の
こ
ろ
に
「
小
説
」
の
面
白
さ

を
教
え
て
く
れ
た
。『
坊
ち
ゃ
ん
』『
草

枕
』の
面
白
さ
を
理
解
す
る
に
は
、こ
の

立
川
文
庫
の
履
歴
が
必
要
で
は
な
か
っ

た
か
、と
さ
え
思
う
の
で
あ
る
。

　

い
ま
、
子
供
た
ち
が
貪
欲
に
読
ん
で

い
る
ス
ー
パ
ー
マ
ン
式
の
本
を
の
ぞ
い
て

み
て
も
、
あ
の
粗
悪
な
暗
い
紙
に
か
す

れ
た
活
字
を
押
し
つ
け
た
立
川
文
庫

の
面
白
さ
に
は
及
ば
な
い
気
が
す
る
。

僕
ら
は
、
立
川
文
庫
に
よ
っ
て
、
教
科

書
よ
り
も
切
実
に
、そ
し
て
身
近
に
歴

史
を
学
ん
だ
よ
う
な
気
が
す
る
。

「
わ
た
し
の
古
典
」 　

 

よ
り

　

と
り
わ
け
、大
正
初
期
に
刊
行
さ
れ
た

「
猿
飛
佐
助
」
は
、牧
野
省
三
監
督
が
、尾

上
松
之
助
を
主
役
に
撮
っ
た
忍
術
映
画
の
人

気
と
の
相
乗
効
果
も
あ
り
、一
大
忍
術
ブ
ー

ム
を
巻
き
起
こ
し
た
。
立
川
文
庫
は
、清
張

と
同
年
生
ま
れ
の
埴
谷
雄
高
や
大
岡
昇
平

も
、少
年
時
代
に
熱
中
し
た
こ
と
を
明
か
し

て
い
る
。
ち
な
み
に
、文
庫
で
は
な
い
が
、「
新

青
年
」も
三
人
共
通
の
愛
読
誌
だ
っ
た
。

　

大
正
期
前
後
の
日
本
で
は
、欧
米
の
文
学

を
盛
ん
に
翻
訳
す
る
一
方
で
、講
談
や
戯
作

を
読
物
に
し
て
、全
集
や
文
庫
と
い
う
か
た

ち
で
安
価
に
提
供
し
た
。
こ
の
出
版
文
化
の

豊
か
さ
が
、日
本
近
代
文
学
に
寄
与
し
た
点

は
見
逃
せ
な
い
。
松
本
清
張
も
、ま
さ
に
時

代
の
恩
沢
に
、浴
し
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

（
※
1
） 『
特
性
』（『
波
』一
九
七
八
年
四
月 

掲
載
）

（
※
2
） 『
わ
た
し
の
古
典
』（『
随
筆 

黒
い
手
帖
』

一
九
六
一
年
　
中
央
公
論
社 

所
収
）

参
考
文
献
　
足
立
巻
一『
立
川
文
庫
の
英
雄
た
ち
』

（
一
九
八
七
年
　
中
公
文
庫
）

（
専
門
学
芸
員　

�
原 

暁
子
）

作
品
の
舞
台
を
訪
ね
て

「
顔
」「
球
形
の
荒
野
」
|
京
都・い
も
ぼ
う 

①

京都駅周辺

円山公園

新京極

四条通

三十三間堂

東本願寺

京都駅

清水寺

いもぼうイメージ
［写真提供： 公益財団法人奈良屋記念杉本家保存会］

文庫本

（
※
1
）

（
※
2
）



友の会 活動報告

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、朗読劇、生誕祭、「友の会だより」
の発行、館報や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。
　また、会員特典として、常設展への招待券や、特別企画展図録・
招待ハガキの進呈などもあります。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。

● 朗読劇 『張込み』

　今年で10回目を迎える劇団前進座による「朗読劇」。清張
作品の中でも人気の高い『張込み』を見事な脚本や役者の
皆様の熱演、小倉城の石垣をバックにした照明や音響など
により、臨場感溢れる「感動のドラマ」が展開されました。
　また、今年は朗読劇終了後、初めて、前進座の皆様との
「交流会」を開催しました。藤井館長も参加され、朗読劇の

感想や前進座の皆様と
の会話などに花を咲か
せ、10回記念にふさわし
い思い出に残る交流会
となりました。

● 春の文学散歩『砂の器』の舞台等を訪ねて

4月27日（土）　参加者 135名　記念館 屋外特設スタンド

　今回は、『砂の器』の舞台「亀嵩」をはじめ、山陰地方の「作品の
舞台」や「清張ゆかりの地」を訪ねました。訪問先では清張さんの人
柄を感じさせる心温まる貴重なお話などを伺うことができ、また、60
年ぶりの「出雲大社遷座前夜祭」を見学する幸運にも恵まれました。

　参加された皆様から「他のツ
アーでは味わえない中身の濃い
企画だった」「思い出に残る旅に
なった」「多くの友人ができた」な
どの感想が寄せられました。

5月12日（日）～14日（火）　参加者 36名

● 清張サロン
　清張サロンは毎回、清張作品や清張に関する話題をテーマ
に設定し、講師を招いてのお話や参加者との意見交換・交流を
目的に年8回開催しています。なお、第7回は、記念館との共催
による「特別講演会」として、友の会会員のほか一般市民にも参
加を呼びかけて行われました。講師より、清張や清張作品を深く
掘り下げて解説して頂き、とても充実したサロンとなりました。

第6回 3月22日（金）　参加者 25名　記念館 地階会議室
  ●テーマ  ： 「松本清張の戦争体験」
 ●講師 ： 小林慎也氏（梅光学院大学客員教授・友の会会長）

第7回 6月3日（月）　参加者 59名　記念館 企画展示室
  ●特別講演会　テーマ ： 『断碑』の周辺
 ●講師 ： 松本常彦氏（九州大学大学院教授）

1日目 雲州そろばん伝統産業会館→亀嵩駅→砂の器「記念碑」・湯野神社→
 酒蔵奥出雲交流館→「桐原小十郎宅の茶室」→矢戸「文学碑」など
2日目 松江城→小泉八雲旧居・同記念館→武家屋敷→足立美術館→
 出雲大社遷座前夜祭など
3日目 出雲大社→日御碕灯台→中村ブレイス社「記念碑」→
 石見銀山おおもり地区など

“読書室の写真”の巻B1F

この、清張とツーショットの人って、誰だろう。

現代俳句協会会長も務めた、俳人の横山白虹（※1）。
小倉時代から清張と親交があった人よ。
でもこの写真の何が珍しいかって、実は昭和39年秋、作家
になる前の森村誠一が撮影したからなのよ。

わー！ この写真左下の影は森
村さんか。
貴重な「3ショット」だ。
森村さんは最近「写真俳句」
で、新しい俳句の魅力を伝えて
いるよね。当時からカメラは趣
味だったみたいだな。
小説・俳句・カメラ、ルーツを感
じさせる1葉だ。

森村さんは勤務先のホテルの

常客だった白虹の元に押し掛け、可愛がってもらっていたそ
う。森村さんの才能を見抜き、初の著作本を読んだ白虹は
「清張に推薦文を貰ってやろう」と、会わせてくれたんですっ
て。

その頃の清張って、長者番付1位の売れっ子じゃない？

そう。所詮、超人気作家から見れば、白虹と来た見知らぬ青
年。付き人とでも思われたか、清張は目もくれない。

じゃあ、推薦文なんて夢のまた夢…。

それが貰えたの！
「先生の作品中、ホテルの描写にミスがあります！！」
なんとか振り向かせたい、ホテルマン森村青年が放ったまさ
に起死回生のその一言が、清張の作家魂にヒット。
そこから2時間弱、森村さんは清張からホテルについて質問
責め。上機嫌になった清張は、森村さんの初作品の推薦文
を引き受けてくれたのよ。

ドラマチック！ それにしても清張が創作に対していかに貪欲
だったかが分かるエピソードだよね。

（※1） 「館報8号」 北九州文学マップ　（※2） 「館報7号」 開館3周年記念講演会
○ほかにも、当時のエピソードは森村誠一『文芸の条件』に詳しく載っています

　森村氏は平成13年の記念講演会（※2）で、愛憎入り交じる清張
への思いについて、熱弁をふるわれました。写真の影を眺めながら
森村さんの気持ちになってみるのも楽しいのでは？
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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
　「ゼロの焦点」 （『ゼロの焦点』 新潮文庫）
　「左の腕」

（『佐渡流人行』 新潮文庫、『遠くからの声』 光文社文庫、
 『遠くからの声』 カッパ・ノベルス）

　「陸行水行」 （『陸行水行』 文春文庫、『駅路』 新潮文庫）
■応募方法

○中学生、高校生ともに1200 ～ 2000字程度の読書感想文を、
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、必要に応じてコピーをおとりください。

■応募締切　平成25年10月31日（木） ※当日消印有効
■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

最優秀賞、優秀賞の受賞者には、12月下旬頃、本人と学校に通
知し表彰式を行います。
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。

■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（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」に掲
載します。

●主催　北九州市　●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

1308030B

　前回企画展「昭和史発掘」には7,000人を超え
る方々にご来場いただき感謝しております。今月か

らは新企画展「松本清張と邪馬台国」を開催中。どうぞお出かけください。
　8月4日の開館15周年記念講演会には、松本清張賞受賞作家の横山秀
夫さんをお招きします。講演内容は次号に掲載しますので、お楽しみに。
　夏真っ盛り。本紙面でひと時の涼を感じていただければ幸いです。

（N.K）

平成25年度

中学生・高校生
読書感想文
コンクール

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」は15回目を迎えましたが、多様なアプローチの応
募企画が寄せられました。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。
　第一線で活躍される入選者も増え、成果の蓄積が清張研究をさらに発展させてい
ます。今回の入選企画も、松本清張の活動の幅広さを示し、成果が期待されます。

松本清張「火の路」と漢魏晋以来「胡印」及び「景教印」等の研究
　―印章の世界にペルシャ文化とその東漸をよむ―

久米 雅雄（大阪芸術大学客員教授）

500,000円

松本清張の研究
　―「回想的自叙伝」を中心に、社会教育・自己教育の視点から―

福永 義臣（元九州国際大学教授）

450,000円
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第 回16 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150万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26
年3月31日までに応募してください。

企画名

企画名

入選者

入選者

奨励金

奨励金


