
『鷗外の婢』
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カッパノベルス

現在入手できる本
『松本清張全集』第10巻
文藝春秋

「
鷗
外
の
婢
」
は
、

昭
和
四
十
四
（
一
九
六
九
）
年
九
月
十
二
日
か
ら

同
年
十
二
月
十
二
日
ま
で
「
週
刊
朝
日
」
に
連
載
さ
れ
た
。

「
鷗
外
の
婢
」
は
、

昭
和
四
十
四
（
一
九
六
九
）
年
九
月
十
二
日
か
ら

同
年
十
二
月
十
二
日
ま
で
「
週
刊
朝
日
」
に
連
載
さ
れ
た
。

「
そ
れ
に
し
て
も
、先
生
、鷗
外
の
婢
の
調
査
が
、

　
　
　
　え
ら
い
と
こ
ろ
に
発
展
し
ま
し
た
ね
？
」

　

執
筆
家
・
浜
村
幸
平
は
、明
治
・
大

正
期
の
文
豪
に
つ
い
て
の
「
考
証
」

を
主
な
仕
事
と
し
て
い
る
。あ
る
総

合
雑
誌
か
ら
の
依
頼
で
、鷗
外
が
九

州
・
小
倉
に
赴
任
し
た
時
代
に
雇
っ
た
女
中
に
つ

い
て
書
く
こ
と
を
思
い
つ
き
、鷗
外
の
「
小
倉
日

記
」を
読
み
直
す
。

　

鷗
外
が
い
ち
ば
ん
信
頼
し
て
い
た
女
中
・〈
木

村
モ
ト
〉に
、強
い
関
心
を
持
っ
た
浜
村
は
、北
九

州
の
小
倉
、門
司
、そ
し
て
京み

や

こ都
郡
へ
と
、モ
ト
の

縁
者
を
訪
ね
歩
く
。

　

調
査
の
途
中
、浜
村
は
、偶
然
入
っ
た
小
倉
の

古
書
店
で
、『
神
代
帝
都
考
』
と
い
う
鷗
外
の
「
小

倉
日
記
」
に
も
登
場
す
る
本
を
見
つ
け
、購
入
す

る
。こ
の
本
に
端
を
発
し
、『
北
九
州
古
代
国
家

論
』
を
書
い
た
地
元
の
歴
史
学
者
・
藤
田
良
祐
と

会
い
、古
代
、豊
前
地
域
に
あ
っ
た
勢
力
が
東
遷

し
た
と
の
説
を
聞
か
さ
れ
る
。藤
田
は
、福
岡
県

史
跡
調
査
委
員
会
を
つ
く
り
、県
の
文
化
財
指
定

と
は
別
に
、独
自
の
史
跡
指
定
を
行
っ
て
い
た
。

  

〈
木
村
モ
ト
〉
の
調
査
で
歩
い
た
土
地
に
は
、こ

と
ご
と
く
神
代
の
遺
跡
が
あ
っ
た
。モ
ト
の
末
裔

と
郷
土
史
と
が
、思
わ
ぬ
形
で
交
わ
っ
た
時
、虚

と
も
実
と
も
つ
か
ぬ
「
鷗
外
の
婢
」
の
謎
が
、再

び
立
ち
現
れ
る
。

（
専
門
学
芸
員　

栁
原 

暁
子
）
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ぼ
く
は
古
代
文
学
研
究
者
だ
け
ど
、推
理
小
説

は
め
ち
ゃ
め
ち
ゃ
読
ん
で
い
ま
す
。小
学
校
時
代

に
『
怪
盗
ル
パ
ン
』
を
全
部
、貸
本
屋
で
借
り
て
読

み
ま
し
た
。そ
れ
か
ら
、シ
ャ
ー
ロ
ッ
ク
・
ホ
ー
ム

ズ
に
入
っ
て
、こ
れ
は
文
庫
本
に
な
り
ま
す
。話
は

違
い
ま
す
が
、中
学
生
の
こ
ろ
同
級
生
に
松
本
清

張
の
息
子
が
い
た
ん
で
す
。松
本
家
が
新
築
し
た

と
き
、友
だ
ち
と
見
に
行
き
ま
し
た
。玄
関
の
チ
ャ

イ
ム
を
押
し
た
ら
「
ど
な
た
で
す
か
？
」
と
い
う

か
ら
、「
松
本
な
ん
と
か
く
ん
、い
ま
す
か
？
」
と

訊
く
と
、「
お
坊
っ
ち
ゃ
ま
、今
、お
出
か
け
で
す
」

と
言
わ
れ
た
ん
で
す
。「
あ
い
つ
、お
坊
っ
ち
ゃ
ん

だ
っ
た
ん
だ
」
と
そ
の
と
き
の
シ
ョ
ッ
ク
が
忘
れ

ら
れ
な
い（
笑
）。そ
れ
か
ら
松
本
清
張
を
読
む
よ
う

に
な
る
ん
で
す
よ
。

  

〈
時
代
の
関
心
〉
に
つ
い
て
考
え
る
と
き
、松
本

清
張
の
場
合
は
分
か
り
や
す
い
。『
D
の
複
合
』
は

戦
中
に
起
き
た
犯
罪
の
真
犯
人
に
、戦
後
そ
の
犠

牲
者
の
息
子
が
復
讐
を
す
る
話
だ
け
ど
、特
に『
ゼ

ロ
の
焦
点
』な
ど
は
戦
中
・
戦
後
の
体
験
を
隠
し
て

生
き
て
い
る
、そ
の
た
め
に
殺
人
が
起
き
る
と
い

う
話
で
、ぼ
く
ら
は
皆
、何
と
な
く
分
か
る
わ
け
で

す
。ぼ
く
は
昭
和
十
八
年
生
ま
れ
で
す
。上
野
な
ん

か
に
行
き
ま
す
と
、浮
浪
児
だ
ら
け
で
傷
痍
軍
人

が
い
た
り
す
る
。食
べ
物
が
な
く
て
、母
が
和
服
を

売
っ
て
お
米
を
手
に
入
れ
て
い
た
。必
ず
親
戚
に

誰
か
戦
争
で
死
ん
だ
人
が
い
た
。玉
砕
し
た
人
も

い
る
。そ
う
い
う
戦
中
か
ら
戦
後
を
時
代
的
に
皆
、

共
有
し
て
い
る
わ
け
で
す
。だ
か
ら
、清
張
作
品
が

共
感
を
得
る
。

　

そ
う
し
た
〈
時
代
の
関
心
〉
を
も
う
少
し
歴
史

化
し
よ
う
と
い
う
の
が
今
日
の
狙
い
で
す
。

　

資
料
の
年
表
の
、一
九
四
五
年
が
終
戦
の
年
で
、

四
六
年
の
と
こ
ろ
に
〈
日
本
文
学
協
会
結
成
〉
と

あ
り
、「
日
本
文
学
」
と
い
う
雑
誌
が
出
る
。い
わ

ゆ
る
マ
ル
ク
ス
主
義
系
で
す
。マ
ル
ク
ス
主
義
的

な
歴
史
観
が
解
禁
に
な
り
、戦
前
の
皇
国
史
観
に

対
抗
す
る
も
の
と
し
て
、こ
の
時
代
か
ら
五
十
年

代
ず
っ
と
大
き
な
力
を
持
ち
ま
し
た
。そ
し
て
、

《
民
衆
》
と
い
う
概
念
が
出
て
き
て
、《
地
方
》
も
注

目
さ
れ
て
く
る
。一
九
四
九
年
に
は〈
日
本
民
俗
学

会
〉
が
発
足
し
ま
す
。会
長
の
柳
田
国
男
な
ど
は
、

《
常
民
》
た
ち
の
生
活
の
中
か
ら
文
化
を
見
て
い

く
。復
興
と
い
う
問
題
に
対
し
て
、こ
の
二
つ
の
流

れ
が
あ
る
ん
で
す
。

　

一
九
五
一
年
に
は
、マ
ル
ク
ス
主
義
的
な
流
れ

と
し
て
歴
史
学
研
究
会
が
〈
歴
史
に
お
け
る
民
族

の
問
題
〉
を
出
し
だ
す
。同
年
の
西
郷
信
綱
『
日
本

古
代
文
学
史
』は
、マ
ル
ク
ス
主
義
的
方
法
の
文
学

評
価
で
す
。西
郷
信
綱
の
一
九
五
五
年
の
『
日
本

文
学
の
方
法
』
や
、六
〇
年
ま
で
行
く
と
、風
巻
景

次
郎
さ
ん
な
ど
が
歴
史
社
会
学
派
で
す
ね
。一
方
、

五
三
年
に
『
折
口
信
夫
全
集
』、六
二
年
に
『
柳
田

国
男
集
』
の
刊
行
が
始
ま
り
ま
す
。《
民
俗
》
に
対

す
る
関
心
も
深
く
あ
っ
た
。

　

と
こ
ろ
が
、歴
史
社
会
学
派
を
中
心
的
に
や
っ

て
き
た
西
郷
信
綱
さ
ん
が
一
九
六
七
年
に
、『
古
事

記
の
世
界
』
を
出
す
。そ
こ
で
は
、構
造
主
義
を
前

面
に
出
し
て
く
る
。六
〇
年
代
は
研
究
に
と
っ
て

重
要
な
年
で
す
。一
九
六
四
年
、東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ

ク
の
年
で
す
が
こ
の
年
に
、秋
山
虔
さ
ん
の
『
源

氏
物
語
の
世
界
』
が
出
ま
す
。古
典
文
学
で
初
め

て
の
作
品
論
で
す
。そ
れ
か
ら
、三
好
行
雄
さ
ん
は

一
九
六
六
年
に『
島
崎
藤
村
論
』、六
七
年
に『
作
品

論
の
試
み
』
を
出
し
ま
す
。日
本
文
学
研
究
の
中
で

作
品
論
的
な
方
法
が
出
始
め
た
の
で
す
。六
五
年

に
出
た
吉
本
隆
明
の
『
言
語
に
と
っ
て
美
と
は
な

に
か
』、六
八
年
の
『
共
同
幻
想
論
』、こ
れ
も
構
造

主
義
的
な
要
素
が
入
っ
て
き
つ
つ
あ
る
本
で
す
。

　
『
D
の
複
合
』
は
一
九
六
五
年
か
ら
六
八
年
に
連

載
さ
れ
た
作
品
で
す
が
、こ
の
こ
ろ
ま
で
に《
民
俗
》

と
か
《
歴
史
》、あ
と
は
《
地
方
史
》
と
か
が
、〈
時
代

の
関
心
〉を
集
め
出
し
て
い
た
の
が
分
か
り
ま
す
。

　

こ
こ
か
ら
は
具
体
的
な
例
を
出
し
ま
す
。〈
時

代
の
関
心
〉
の
初
め
は
《
歴
史
》
と
《
民
俗
》
で
す
。

一
九
五
六
年
、終
戦
後
十
一
年
と
い
う
時
期
に
、

「
歴
史
読
本
」
と
い
う
雑
誌
が
創
刊
さ
れ
て
い
ま

す
。歴
史
を
大
衆
化
す
る
、市
民
化
す
る
、民
衆
化

す
る
、そ
う
い
う
役
割
を
担
っ
た
雑
誌
で
す
。と
同

時
に
、売
れ
る
だ
け
の
読
者
層
が
い
た
。そ
れ
か

ら
、地
方
史
研
究
会
が
で
き
て
「
地
方
史
研
究
」
と

い
う
機
関
誌
を
出
し
ま
す
。特
に
「
信
濃
」
な
ど
、

こ
う
い
う
雑
誌
類
が
一
九
五
〇
年
代
の
初
め
く

ら
い
か
ら
出
だ
す
。《
地
方
》
に
暮
ら
す
人
た
ち
の

意
識
を
、民
俗
学
と
重
ね
、歴
史
と
か
を
加
え
な
が

ら
記
述
す
る
こ
と
が
、方
々
で
行
な
わ
れ
ま
し
た
。

そ
う
い
う
《
地
方
史
》
と
か
《
民
俗
》
に
対
す
る
関

心
に
呼
応
す
る
か
の
よ
う
に
、横
溝
正
史
の
『
八

つ
墓
村
』（
一
九
四
九
～
五
一
）
と
か
『
悪
魔
の
手
毬
唄
』

（
一
九
五
七
～
五
九
）と
か
が
書
か
れ
ま
す
。

　

次
の
〈
時
代
の
関
心
〉
は
『
D
の
複
合
』
の
中
に

も
出
て
き
ま
す
が
、《
補
陀
落
渡
り
》
で
す
。最
初

の
『
我
が
国
民
間
信
仰
史
の
研
究
（
二
）』
は
と
て

も
重
要
な
本
で
す
。早
く
も
、一
九
五
三
年
、終
戦

後
八
年
目
に
出
て
い
る
。「
山
中
他
界
観
念
の
表

出
と
山
岳
信
仰
」
と
い
う
章
に
、《
補
陀
落
渡
り
》

が
出
て
く
る
。仏
教
の
理
想
的
な
聖
地
は
補
陀
落

『
D
の
複
合
』に
み
る〈
時
代
の
関
心
〉

　
《
補
陀
落
渡
り
》

松
本
清
張
と
の
浅
か
ら
ぬ
縁

〈
時
代
の
関
心
〉
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張
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山
と
い
う
山
で
す
か
ら
、山
岳
信
仰
な
ん
で
す
。で

も
、基
本
的
に
日
本
の
場
合
は
、海
岸
か
ら
船
で
出

て
行
く
。だ
か
ら
《
補
陀
落
渡
り
》。「
補
陀
落
渡
海

記
」
は
、井
上
靖
が
「
群
像
」
の
一
九
六
一
年
十
月

に
発
表
し
た
小
説
で
す
。次
は
、益
田
勝
実
の
「
フ

ダ
ラ
ク
渡
り
の
人
々
」。六
四
年
に
、尾
畑
喜
一
郎

さ
ん
の「
補
陀
落
渡
海
」。七
八
年
の
松
田
修
の『
日

本
逃
亡
幻
譚
』は
な
か
な
か
面
白
い
本
で
す
。

　

そ
う
い
う
の
を
読
む
と
、補
陀
落
渡
海
と
い
う

の
は
、船
に
人
が
乗
り
込
ん
で
、三
十
日
分
く
ら
い

の
水
と
食
料
を
積
む
そ
う
で
す
。そ
し
て
、蓋
を
し

て
釘
で
留
め
ち
ゃ
う
。つ
ま
り
、棺
桶
を
造
っ
て
、

海
に
押
し
出
す
ん
で
す
。干
潮
の
と
き
に
ね
。す
る

と
、引
か
れ
て
行
き
、海
流
に
の
っ
て
流
れ
る
わ
け

で
す
。で
、ぼ
く
は
沖
縄
の
歴
史
の
本
に
、「
沖
縄
本

島
の
北
部
に
変
な
船
が
流
れ
着
い
た
、開
け
た
ら
、

人
が
生
き
て
い
る
」
と
い
う
話
が
載
っ
て
い
る
の

を
見
つ
け
た
ん
で
す
。海
流
に
う
ま
く
乗
れ
ば
、ど

う
も
一
部
は
沖
縄
に
流
れ
着
い
ち
ゃ
う
。そ
の
こ

と
を
、ぼ
く
は「
補
陀
落
渡
り
の
果
て
―
沖
縄
に
お

け
る
仏
教
の
伝
来
―
」（
『
毎
日
新
聞
』
一
九
九
〇
年
十
一
月

十
六
日
）に
書
い
た
の
で
す
。

　

こ
う
や
っ
て
、《
補
陀
落
渡
り
》
が
市
民
権
を
得

る
時
期
が
あ
っ
た
の
で
す
ね
。で
、『
D
の
複
合
』

は
一
九
六
五
年
発
表
で
す
か
ら
、大
体
こ
の
こ
ろ

と
一
致
す
る
。だ
か
ら
、〈
時
代
の
関
心
〉
と
し
て
、

補
陀
落
渡
り
の
話
が
作
品
に
取
り
込
ま
れ
て
い
っ

た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

最
後
の〈
時
代
の
関
心
〉は
、《
旅
》の
問
題
で
す
。

今
度
読
み
返
し
た
松
本
清
張
の
本
に
は
、ほ
と
ん

ど《
旅
》が
出
て
き
ま
す
。『
点
と
線
』は
時
刻
表
が

な
け
れ
ば
、成
り
立
た
な
い
。『
ゼ
ロ
の
焦
点
』
も

東
京
か
ら
金
沢
に
行
っ
た
り
帰
っ
た
り
、《
旅
》
は

捨
て
ら
れ
な
い
。特
に
『
D
の
複
合
』
が
そ
う
な
ん

で
す
ね
。そ
こ
で
〈
時
代
の
関
心
〉
と
い
う
発
想
か

ら
す
る
と
、絶
対
に
こ
の
時
代
、旅
行
が
流
行
っ
た

な
、流
行
り
出
し
た
は
ず
だ
と
考
え
ま
し
た
。

　

雑
誌
「
旅
」
は
、随
分
古
く
か
ら
あ
る
け
れ
ど
、

一
九
五
〇
年
代
、「
ト
ラ
ベ
ル
グ
ラ
フ
」（
鉄
道
弘
報
社
、

一
九
五
一
）、「
旅
と
宿
」（
日
本
旅
行
会
、一
九
五
二
）、「
旅

行
の
手
帖
」（
自
由
国
民
社
、一
九
五
二
）、「
温
泉
と
旅
行
」

（
温
泉
と
旅
行
社
、一
九
五
二
）、そ
れ
か
ら「
オ
ー
ル
旅
行
」

（
日
本
観
光
旅
行
社
、一
九
五
二
）、と
い
う
ふ
う
に
五
二
年

に
、な
ん
と
四
つ
の
一
般
向
け
の
雑
誌
が
創
刊
さ

れ
て
い
る
。一
九
五
〇
年
か
ら
の
朝
鮮
戦
争
の
特

需
が
あ
っ
て
、日
本
経
済
は
急
速
に
復
興
し
て
い

き
ま
す
。生
活
に《
旅
》を
す
る
余
裕
が
生
ま
れ
、ど

う
も
こ
の
こ
ろ
《
旅
》
が
大
衆
化
し
た
よ
う
で
す
。

そ
れ
以
降
も
、「
ハ
イ
カ
ー
」（
山
と
渓
谷
社
、一
九
五
五
）

と
か
、「
旅
行
春
秋
」（
日
本
交
通
公
社
、一
九
五
七
）、そ
れ

か
ら
六
〇
年
代
に
「
観
光
フ
ラ
ッ
シ
ュ
」（
三
葉
社
、

一
九
六
〇
）、「
月
刊
週
末
旅
行
」（
朋
文
堂
、一
九
六
〇
）
と

か
が
出
て
く
る
ん
で
す
ね
。こ
こ
ま
で
く
れ
ば
、

《
旅
》が
市
民
権
を
得
た
こ
と
が
よ
く
分
か
る
ん
で

す
。

　
《
旅
》と
関
連
し
て
、「
時
刻
表
」で
す
。「
時
刻
表
」

は
復
刊
も
早
い
ん
で
す
。「
ポ
ケ
ッ
ト
全
国
時
間

表
」（
交
通
案
内
社
）は
一
九
四
八
年
で
、相
当
に
早
い
。

ポ
ケ
ッ
ト
版
と
い
う
の
は
携
帯
用
で
す
か
ら
、旅

行
の
と
き
に
と
て
も
便
利
で
す
よ
ね
。そ
れ
か
ら
、

「
携
帯
時
間
表
」（
弘
済
出
版
社
大
阪
支
社
）
は
一
九
六
〇

年
で
す
。五
〇
年
代
か
ら
旅
行
が
流
行
り
出
し
た

こ
と
と
呼
応
し
て
、「
時
間
表
」
を
持
っ
て
旅
す
る

わ
け
で
す
。「
ハ
イ
カ
ー
」
と
い
う
雑
誌
は
当
時
、

登
山
が
流
行
り
出
す
の
と
も
呼
応
し
て
い
ま
す
。

　
『
D
の
複
合
』
で
は
、真
犯
人
を
追
い
詰
め
る
紀

行
文
と
し
て
「
僻
地
に
伝
説
を
さ
ぐ
る
旅
」
が
出

て
き
ま
す
。観
光
名
所
だ
け
で
な
く
、伝
説
の
あ
る

地
方
を
回
る
わ
け
で
す
。《
羽
衣
伝
説
》《
浦
島
伝

説
》と
か
。『
D
の
複
合
』で
は
そ
の《
伝
説
》も
、元

は
古
代
に
あ
っ
て
そ
れ
が
《
伝
説
》
に
な
っ
て
く

る
と
い
う
捉
え
方
を
し
て
、面
白
い
。《
伝
説
》
の

側
か
ら
旅
す
る
と
な
る
と
、全
国
が
《
旅
》
の
対
象

に
な
り
う
る
わ
け
で
す
。

　

今
回
読
み
直
し
て
い
て
思
っ
た
の
は
、松
本
清

張
の「
社
会
派
」は
マ
ル
ク
ス
主
義
と
別
に
関
係
付

け
な
く
て
も
い
い
と
い
う
こ
と
で
す
。一
九
五
〇

年
代
、六
〇
年
代
は
一
種
の
社
会
変
革
を
目
指
し

た
時
代
で
す
か
ら
、変
革
が
ど
う
い
う
ふ
う
に
可

能
か
、社
会
批
判
と
し
て
出
て
き
た
と
き
に
、推
理

小
説
は
一
つ
の
ス
タ
イ
ル
に
な
る
わ
け
で
す
。清

張
は
五
〇
年
代
、六
〇
年
代
の
時
代
を
と
て
も
よ

く
書
い
て
い
る
け
ど
、推
理
小
説
と
い
う
ス
タ
イ

ル
が
そ
の
時
代
に
と
て
も
合
っ
た
か
ら
だ
と
、改

め
て
ぼ
く
は
感
じ
ま
し
た
。清
張
の
犯
罪
小
説
は
、

今
の
時
代
の
そ
れ
と
は
違
っ
て
、犯
罪
す
る
側
の

痛
み
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
い
る
。そ
う
い
う
問

題
は
、清
張
が
一
九
五
〇
年
代
、六
〇
年
代
に
小
説

を
書
く
中
で
、出
し
て
き
た
問
題
の
よ
う
な
気
が

し
ま
す
。そ
う
い
う
意
味
で
、「
社
会
派
」
と
い
う

言
い
方
は
成
り
立
つ
の
か
な
と
考
え
ま
し
た
。

　

一
九
五
〇
年
代
に
お
い
て
新
聞
小
説
が
ど

う
い
う
ス
テ
イ
タ
ス
に
あ
っ
た
か
。あ
る
回

顧
録
で
は
、敗
戦
後
の
「
新
聞
の
販
売
合
戦
の

〝
目
玉
商
品
〟
が
新
聞
小
説
で
あ
っ
た
。各
紙

は
競
っ
て
力
作
を
掲
載
し
（
中
略
）
た
。人
気
作

品
は
す
ぐ
映
画
化
さ
れ
、多
く
の
観
客
を
ひ

き
つ
け
た
。」「
ま
さ
に
百
花
繚
乱
の
様
相
を

呈
し
て
い
た
」
と
い
う
見
方
を
し
て
い
ま
す
。

当
時
の
感
覚
で
は
、新
聞
小
説
は
大
き
な
舞

台
だ
っ
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

　

ま
た
、文
芸
評
論
家
の
荒
正
人
の
『
現
代

の
英
雄 

小
説
家
』
と
い
う
有
名
な
本
で
は
、

「
小
説
家
は
、反
逆
者
か
ら
英
雄
に
変
わ
っ
て

し
ま
っ
た
。マ
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の

王
者
で
も
あ
る
。」
と
、小
説
家
を
一
番
お
金

儲
け
が
で
き
る
職
業
と
し
て
分
析
し
て
い
ま

す
。そ
の
あ
と
「
現
在
、流
行
作
家
と
し
て
あ

げ
ら
れ
る
人
は
、（
中
略
）
新
聞
小
説
の
常
連
で

あ
る
。」と
続
け
て
い
ま
す
。当
時
の
メ
デ
ィ
ア

状
況
の
中
で
、新
聞
小
説
は
非
常
に
重
要
な
も

の
だ
っ
た
の
で
す
。や
は
り
、戦
後
の
文
学
を

考
え
る
と
き
無
視
で
き
な
い
と
は
思
い
ま
す
。

　
『
砂
の
器
』
連
載
の
と
き
、清
張
は
こ
う

語
っ
て
い
ま
す
。「
毎
日
読
者
に
飽
き
さ
せ

ず
に
読
ま
せ
る
の
は
相
当
の
工
夫
を
要
し
ま

す
。で
す
か
ら
新
聞
の
持
つ
機
能
を
フ
ル
に

利
用
出
来
る
よ
う
に
し
て
下
さ
い
。作
者
、さ

し
絵
（
朝
倉
摂
氏
）、編
集
者
の
三
身
一
体
と
な
っ

て
協
力
す
れ
ば
成
功
に
漕
ぎ
つ
け
る
自
信
は

あ
り
ま
す
」
こ
れ
は
重
要
な
証
言
で
、清
張
は

自
分
だ
け
の
力
で
は
な
く
、編
集
者
、挿
絵
画

家
な
ど
と
協
力
し
て
新
聞
小
説
を
作
っ
て
い

く
と
い
う
意
識
が
あ
っ
た
の
で
す
。

　
『
全
国
新
聞
小
説
一
覧
』
に
「
新
聞
で
は
到

底
全
篇
に
流
れ
る
サ
ス
ペ
ン
ス
を
、毎
日
一
回

『
D
の
複
合
』に
み
る〈
時
代
の
関
心
〉

　
《
旅
》

一
九
五
〇
年
代
の
新
聞
小
説
―

新
聞
小
説
の「
百
花
繚
乱
」の
時
代

松
本
清
張
の《
社
会
派
》

松
本
清
張
と
新
聞
小
説

―
「
黒
い
風
土
」／『
黄
色
い
風
土
』を
読
む

山
本
　
幸
正

○
早
稲
田
大
学

　

非
常
勤
講
師

発
表
者

研
究
発
表
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一
回
小
き
ざ
み
に
切
っ
て
持
た
せ
る
こ
と
は

不
可
能
で
あ
る
。推
理
小
説
の
分
載
が
新
聞
に

向
か
な
い
事
実
は
、新
聞
小
説
と
い
う
も
の
の

性
格
を
よ
く
物
語
る
も
の
で
あ
る
。」
と
書
か

れ
て
い
ま
す
。清
張
自
身
も
、「
黒
い
風
土
」
を

連
載
す
る
前
に
「
推
理
小
説
は
、い
ま
ま
で
新

聞
連
載
に
は
向
か
な
い
よ
う
に
い
わ
れ
て
い

た
が
、そ
れ
は
何
か
の
欠
陥
が
あ
っ
た
か
ら
に

違
い
な
い
。
／
こ
ん
ど
、本
紙
に
書
く
に
当
っ

て
、推
理
小
説
の
も
つ
特
異
性
を
活
か
し
た
愉

し
い
小
説
に
し
た
い
と
思
う
と
同
時
に
、書
き

な
が
ら
新
し
い
自
分
の
作
風
を
発
見
し
た
い

と
念
願
し
て
い
る
。」と
言
っ
て
い
ま
す
。清
張

は
一
つ
の
挑
戦
と
し
て
「
黒
い
風
土
」
を
新
聞

に
連
載
し
た
の
で
す
。そ
し
て
、そ
れ
を
大
幅

に
改
稿
し
て
『
黄
色
い
風
土
』
と
改
題
、単
行

本
が
刊
行
さ
れ
ま
し
た
。

　

僕
の
分
析
は
新
聞
連
載
時
の
「
黒
い
風
土
」

に
焦
点
を
当
て
た
も
の
で
す
。そ
の
原
稿
を
全

部
一
枚
一
枚
読
ん
で
い
く
中
で
、特
に
興
味

深
か
っ
た
の
は
、挿
絵
画
家
・
生
沢
朗
と
の
関

係
で
す
。井
上
靖
の
『
氷
壁
』
の
挿
絵
を
担
当

し
て
高
い
評
価
を
得
た
生
沢
朗
に
対
し
て
、

新
聞
小
説
の
舞
台
で
は
ま
だ
新
進
作
家
扱
い

の
清
張
が
何
を
し
て
い
た
か
。清
張
は
《
絵
組

み
》
で
、し
ょ
っ
ち
ゅ
う
「
こ
う
い
う
絵
を
」
と

画
家
に
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
発
し
て
い
ま
す
。例
え

ば
、一
三
一
回
の
原
稿
を
書
い
て
い
る
と
き

に
、原
稿
用
紙
の
枠
外
に
《
一
三
四
絵
組
み
》

と
書
い
て
、「
一
三
四
回
の
絵
は
こ
う
い
う
の

を
描
い
て
下
さ
い
」と
作
家
が
お
願
い
す
る
。

　

回
数
が
多
い
だ
け
で
な
く
、清
張
の
《
絵

組
み
》
指
示
は
場
面
の
中
身
だ
け
で
は
な
く

て
、視
点
や
構
図
に
ま
で
非
常
に
こ
だ
わ
っ

て
、ど
の
よ
う
に
描
け
ば
い
い
か
、描
く
方
法

ま
で
伝
え
て
い
る
の
で
す
。「
男
二
人
が
電
車

の
中
に
い
る
場
面
」
と
だ
け
だ
っ
た
ら
、生
沢

朗
の
方
も
自
分
で
考
え
て
描
け
る
で
し
ょ
う

が
、清
張
は
「
電
車
の
外
か
ら
電
車
の
中
を
見

て
、男
二
人
が
ゴ
ル
フ
ケ
ー
ス
を
戸
棚
に
上

げ
て
い
る
場
面
を
描
い
て
く
れ
」
と
書
く
ん

で
す
。ち
な
み
に
、こ
の
場
面
を
生
沢
は
車
中

の
視
点
か
ら
描
き
ま
し
た
。清
張
の
指
示
ど

お
り
に
描
く
と
、ご
ち
ゃ
ご
ち
ゃ
に
な
る
と

思
っ
た
の
で
し
ょ
う
。こ
の
あ
と
も
生
沢
は

こ
と
ご
と
く
無
視
し
て
い
き
ま
す
。も
う
一

つ
、「
富
士
山
を
描
い
て
く
れ
」
と
い
う
の
が

あ
り
ま
し
た
。『
氷
壁
』
で
読
者
の
心
を
つ
か

ん
だ
生
沢
朗
に
富
士
山
を
描
か
せ
て
、読
者

を
取
り
込
む
と
い
う
清
張
の
戦
略
だ
っ
た
の

か
、し
か
し
生
沢
は
一
回
も
富
士
山
を
描
き

ま
せ
ん
で
し
た
。二
人
の
間
の
葛
藤
が
非
常

に
面
白
い
な
あ
と
思
い
ま
し
た
。

　

も
う
一
つ
、僕
が
注
目
し
た
い
「
絵
組
み
」

は
、「
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
で
描
い
て
く
れ
」
と

い
う
も
の
で
す
。こ
れ
を
繰
り
返
す
ん
で
す

ね
。文
章
で
の
顔
と
か
登
場
人
物
の
描
写
を

極
力
は
ぶ
い
て
、物
語
を
ス
ピ
ー
ド
ア
ッ
プ

さ
せ
る
た
め
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
が
、生
沢

は
そ
れ
を
最
初
は
ず
っ
と
無
視
し
ま
す
。が
、

そ
の
う
ち
一
応
書
く
の
で
す
。若
宮
の
顔
で

す
が
、線
を
描
い
て
い
っ
て
そ
の
中
か
ら
一

つ
の
像
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
生
沢
朗
の
描

き
方
で
、ぎ
り
ぎ
り
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
で
す
。

こ
う
い
う
葛
藤
が
あ
っ
て
四
三
〇
回
の
原
稿

用
紙
の
余
白
に
、清
張
は
「
次
の
ヱ
」
と
自
分

が
描
い
た
絵
を
描
く
の
で
す
。全
部
線
で
生

沢
朗
の
描
き
方
そ
の
ま
ま
で
し
た
。そ
れ
を

う
け
て
、生
沢
は
清
張
の
絵
を
ほ
と
ん
ど
そ

の
ま
ま
見
や
す
い
よ
う
に
描
い
て
い
ま
す
。

こ
こ
で
、二
人
の
間
に
和
解
が
成
立
し
た
の

か
な
と
思
い
ま
す
。そ
の
あ
と
の
生
沢
朗
の

絵
は
物
語
と
う
ま
く
合
っ
て
い
て
、面
白
い

も
の
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

　
「
黒
い
風
土
」
で
は
、中
心
人
物
の
若
宮
は

と
に
か
く
新
聞
を
読
み
続
け
る
。「
若
宮
四
郎

が
、ロ
ビ
ー
で
、ふ
と
、新
聞
綴
り
を
と
り
上

げ
た
の
は
、小
樽
の
渡
辺
巡
査
部
長
の
溺
死

事
件
に
、新
し
い
進
展
は
な
い
か
、と
思
っ
た

か
ら
」。ま
た
、「
若
宮
は
、新
聞
を
手
に
と
っ

て
、小
さ
な
活
字
を
よ
ん
だ
。記
事
は
極
め
て

短
い
。」
の
あ
と
、「
評
論
家
島
内
輝
秋
氏
は
昨

六
月
五
日
の
日
航
機
で
来
道
、札
幌
の
パ
レ
ー

ス
・
ホ
テ
ル
に
宿
泊
し
た
。同
氏
は
、（
略
）」
と
、

記
事
が
引
用
さ
れ
る
こ
と
も
い
っ
ぱ
い
あ

る
。若
宮
は
そ
の
新
聞
を
手
に
と
っ
て
読
ん

で
い
る
わ
け
で
す
ね
。若
宮
と
同
じ
よ
う
に

読
者
も
新
聞
を
手
に
と
っ
て
、小
説
を
読
み
、

そ
れ
に
載
っ
て
い
る
新
聞
記
事
を
読
ん
で
い

る
。す
る
と
、新
聞
を
読
む
若
宮
と
、新
聞
上

の
小
説
を
読
ん
で
い
る
読
者
が
、意
識
す
る

し
な
い
は
別
に
し
て
、身
体
の
感
覚
と
し
て

溶
け
合
っ
て
い
く
。そ
う
い
う
行
為
を
媒
介

に
し
て
、意
図
的
に
読
者
を
引
き
つ
け
て
い

く
。清
張
の
読
者
戦
略
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

最
後
に
も
、新
聞
を
読
む
こ
ん
な
シ
ー
ン

が
あ
り
ま
す
。若
宮
が
悪
い
集
団
に
拉
致
さ

れ
て
、富
士
山
麓
で
監
禁
さ
れ
る
。今
か
ら
殺

す
ぞ
と
い
う
シ
ー
ン
で
、首
謀
者
は
パ
ン
と

か
と
一
緒
に
、わ
ざ
わ
ざ
ご
丁
寧
に
若
宮
に

新
聞
を
差
し
入
れ
て
い
る
の
で
す
。新
聞
に

は
、自
衛
隊
が
砲
撃
演
習
を
行
な
う
と
い
う

記
事
が
あ
り
ま
す
。ち
な
み
に
、首
謀
者
は
こ

の
砲
撃
演
習
の
場
に
若
宮
を
置
き
ざ
り
に
し

て
殺
そ
う
と
す
る
の
で
す
。つ
ま
り
、今
か
ら

こ
う
い
う
形
で
殺
し
ま
す
よ
と
新
聞
を
媒
介

に
し
て
、読
者
に
伝
え
て
い
る
の
で
す
ね
。さ

ら
に
、「
自
由
が
欲
し
か
っ
た
。

―
／
新

聞
を
見
た
だ
け
に
、余
計
に
そ
ん
な
思
い
が

し
た
。新
聞
記
事
が
ち
ら
り
と
自
由
な
社
会

の
隙
間
を
見
せ
て
く
れ
た
よ
う
な
も
の
で
あ

る
。」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。「
黒
い
風
土
」
は

あ
る
意
味
、新
聞
を
読
む
こ
と
を
テ
ー
マ
に

し
た
小
説
で
も
あ
る
と
強
く
感
じ
ま
し
た
。

　

当
時
の
『
T
B
S
調
査
情
報
』
に
非
常
に
面

白
い
清
張
論
が
載
っ
て
い
ま
し
た
。「 

［
清
張

の
推
理
小
説
は
］
そ
の
論
理
を
現
実
世
界
の

な
か
に
一
度
投
げ
こ
み
、そ
の
現
実
と
虚
構

と
の
か
ら
み
あ
い
の
上
に
小
説
を
成
立
さ
せ

る
、と
い
う
特
色
を
強
く
も
っ
て
い
る
。
／

読
者
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い

て
も
、読
者
を
小
説
の
世
界
に
誘
い
こ
ん
で

い
く
と
い
う
よ
り
は
、小
説
を
読
者
の
生
活

の
な
か
に
な
げ
こ
む
、と
い
っ
た
性
格
が
強

い
。」
と
言
っ
て
い
ま
す
。要
す
る
に
、清
張
の

場
合
は
、物
語
の
世
界
に
の
め
り
込
ま
せ
る

の
で
は
な
く
て
、そ
の
物
語
の
世
界
を
現
実

の
側
に
に
じ
ま
せ
て
し
ま
う
。読
者
が
新
聞

を
手
に
と
っ
て
新
聞
小
説
を
読
む
と
き
に
、

若
宮
も
そ
の
動
作
を
新
聞
の
中
で
し
て
い

る
。す
る
と
、若
宮
が
自
分
（
読
者
）
の
側
に
来
て

し
ま
う
。そ
れ
が
端
的
に
分
か
る
の
が
、『
砂
の

器
』の
挿
絵
で
、〈
実
吉
純
一
の『
電
気
音
響
工

学
』
よ
り
〉
と
い
う
図
が
あ
り
、こ
こ
に
本
を

持
つ
手
が
描
き
こ
ま
れ
て
い
る
。こ
の
手
と
、

読
者
が
新
聞
を
持
っ
て
い
る
手
と
が
か
ぶ
り
、

融
解
現
象
が
起
き
る
。こ
の
あ
た
り
を
も
っ
と

研
究
す
れ
ば
、清
張
作
品
の
何
が
読
者
を
惹
き

つ
け
る
の
か
が
も
う
少
し
見
え
て
く
る
の
で

は
な
い
か
と
思
っ
た
次
第
で
す
。

「砂の器」連載
『読売新聞』夕刊、1961年3月30日

新
聞
小
説
に
臨
む
清
張
―

「
黒
い
風
土
」の
原
稿
に
接
し
て

新
聞
を
読
む
新
聞
小
説
―清

張
の
読
者
戦
略



　五市合併以前の小倉市に、松本清張は育ちました。しかし、北九州市は以前から、
清張にとってひとつの郷土です。
　清張は、上京後もふるさと北九州市と関わりを持ち続けました。本展では、市制50周
年を記念して、松本清張と北九州市との絆をご紹介しています。

 Ⅰ 思い出の中の小倉 ― 少年期

 Ⅱ 翼を広げて ― 青年期

 Ⅲ この地に根を張り ― 壮年期

 Ⅳ 遙かな故郷 ― 上京以後

 Ⅴ 清張文学の原点として ― 没後

※常設展示観覧料に含む一　般  500円　中高生  300円　小学生  200円入 場 料
松本清張記念館地階　企画展示室

平成26年
5月6日（火・休）

まで
場　　所

天神島小学校へピアノを寄贈する清張
1961（昭和36）年 〈小倉中央小学校所蔵〉

※上記は個人の感想であり、色々な考えを思いめぐらせて楽しめる企画展です。

開催期間延長のお知らせ

きょし 情報があふれすぎて、自分が
体験した訳でもないのに、み
んな分かったような気になっ
ているだけかも。自分の体験
と他人の体験さえ曖昧になっているというか。

ハルコ 清張も、同じようなことを言っていたわね。「情報がありすぎるのは、ないの
と同じ」って。

きょし この感想も、自分の考えだったかどうだったか…。

ハルコ えっ？… そこはしっかりしてよね。

企画展鑑賞

CONTENTS

かってに

きょし 清張は北九州が嫌いだった、って聞くことがあるけど。

ハルコ そんなことないんじゃない？ 見て、この故郷についての寄稿の
数々。

きょし ピアノの寄贈も、誰にでもできるものじゃないよ、この年、作家部
門の長者番付1位になったんだって。

ハルコ この目録の筆跡ってひょっとして… あ、やっぱり清張の字だ！
自分で目録まで書くなんて、すごい思い入れね。
これで故郷が嫌いなんて、私には考えられない。もう「大好き」って言っていいレベルじゃない？

きょし 清張の心には、少年時代のピアノや図書館の思い出がしっかりと刻まれていたんだよ、きっと。
昔の人の方が、手に入らないものが多かっただけに、今より「夢を見る力」を持って
いたのかもしれないね。

ハルコ　「点と線」のトリックも、犯人の病弱な奥さんの机上旅行がカギになっているものね。
そういう点では、インターネットなんかですぐに疑似体験できてしまう今の時代、
清張のような創作は難しいかもね。

中央図書館開館にあたり、
自著を寄贈した清張自筆に
よる寄贈目録
1975（昭和50）年

〈北九州市立中央図書館所蔵〉

新聞のインタビューや広告で
小倉の思い出をいろいろ語っています
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「
球
形
の
荒
野
」
は
、「
オ
ー
ル
讀
物
」
に
昭
和

三
十
五
年
一
月
か
ら
三
十
六
年
十
二
月
に
か
け
て

連
載
さ
れ
た
。

　

謎
の
手
紙
に
従
い
、京
都
へ
来
た
野
上
久
美
子

だ
っ
た
が
、待
合
せ
場
所
の
南
禅
寺
山
門
に
、相
手

は
現
れ
な
か
っ
た
。そ
の
後
、久
美
子
は
、苔
寺
で

言
葉
を
交
わ
し
た
外
国
人
女
性
に
ホ
テ
ル
で
再
会

し
、食
事
に
誘
わ
れ
る
が
、同
席
す
る
勇
気
が
な
く

断
わ
っ
て
し
ま
う
。

　

久
美
子
は
、そ
の
招
待
を
断
わ
っ
た
反
動
か

ら
か
、和
食
が
食
べ
た
く
な
っ
た
。む
ろ
ん
、こ

の
ホ
テ
ル
で
は
目
的
は
達
せ
ら
れ
な
い
。京
都

で
は
、特
殊
な
料
理
と
し
て
「
い
も
ぼ
う
」
と

い
う
の
を
聞
い
て
い
た
。久
美
子
は
支
度
を
し

た
。鍵
を
フ
ロ
ン
ト
に
預
け
る
と
き
、そ
の
料

理
を
食
べ
さ
せ
る
家
を
訊
く
と
、円
山
公
園
の

中
に
あ
る
と
教
え
ら
れ
た
。タ
ク
シ
ー
で
五
分

と
か
か
ら
な
か
っ
た
。そ
の
料
理
屋
は
、公
園

の
真
ん
中
に
あ
っ
た
。こ
れ
も
純
日
本
風
の
こ

し
ら
え
で
あ
る
。幾
つ
に
も
仕
切
ら
れ
て
い
る

小
部
屋
に
通
っ
た
。「
い
も

ぼ
う
」
と
い
う
の
は
、棒ぼ

う
だ
ら鱈

と
え
び
芋
の
料
理
で
、久
美

子
は
他ひ

と人
か
ら
は
聞
い
て
い

た
が
、食
べ
る
の
は
は
じ
め

て
だ
っ
た
。淡
白
な
味
で
、か

え
っ
て
空
い
て
い
る
胃
に

美お

い味
し
か
っ
た
。女
中
も
み

ん
な
京
言
葉
だ
し
、隣
の
部

屋
で
話
し
て
い
る
男
連
中
の

訛
が
そ
れ
だ
っ
た
。こ
う
し

て
特
色
の
あ
る
料
理
を
食
べ
な
が
ら
土
地
の

言
葉
を
聞
い
て
い
る
と
、し
み
じ
み
と
旅
に
出

た
と
思
う
。（
略
）
料
理
屋
を
出
て
、夜
の
公
園
を

少
し
歩
い
た
。外
燈
が
昼
の
よ
う
に
点
い
て
い

る
か
ら
、暗
い
感
じ
は
し
な
い
。公
園
か
ら
八

坂
神
社
の
境
内
に
道
が
つ
い
て
い
る
。茶
店
の

中
も
明
る
か
っ
た
。

（
文
藝
春
秋『
松
本
清
張
全
集
6
』よ
り
）

　
「
顔
」
と
「
球
形
の
荒
野
」
の
二
作
品
に
は
約
三

年
程
度
の
間
隔
が
あ
る
が
、話
の
展
開
に
お
い
て

は
、登
場
人
物
が
手
紙
に
呼
び
出
さ
れ
て
指
定
の

場
所
に
行
っ
た
も
の
の
、約
束
の
時
間
に
呼
び
出

し
た
人
物
は
現
れ
な
い
と
い
う
共
通
点
が
あ
る
。

　

前
回
紹
介
し
た
よ
う
に
、「
い
も
ぼ
う
」
を
供
す

る
店
は
円
山
公
園
内
に
二
軒
あ
り
、こ
れ
を
意
識

し
た
う
え
で
二
つ
の
作
品
に
登
場
さ
せ
た
か
ど
う

か
は
不
明
で
あ
る
が
、実
態
に
即
し
た
舞
台
設
定

は
読
者
の
興
味
を
惹
き
つ
け
て
や
ま
な
い
。

　

清
張
が
少
年
時
代
に
愛
読
し
、「
昭
和
史
発
掘
」

で
言
及
し
た
作
家
、芥
川
龍
之
介
の
作
品
「
芋
粥
」

で
は
、同
じ
く「
い
も
」を
材
料
と

す
る
食
べ
物
が
描
か
れ
、作
中
、

重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
。若

い
日
の
読
書
が
も
た
ら
し
た
影

響
に
思
い
を
馳
せ
て
み
る
の
も
、

ま
た
一
興
で
あ
ろ
う
。

　

京
都
の
味「
い
も
ぼ
う
」は
、清

張
作
品
に
描
か
れ
る
こ
と
で
、よ

り
多
く
の
人
の
知
る
と
こ
ろ
と

な
っ
て
い
る
。（
終
）（

加
地 

尚
子
）

　

昭
和
二
十
八
年
一
月
二
十
二
日
、直
木
賞

候
補
作
だ
っ
た
「
或
る
『
小
倉
日
記
』
伝
」

が
、芥
川
賞
に
決
定
し
た
と
発
表
さ
れ
た
。

　

当
の
松
本
清
張
へ
は
、勤
務
先
の
朝
日

新
聞
社
の
同
僚
が
知
ら
せ
て
く
れ
た
が
、

信
じ
る
こ
と
が
で
き
ず
、毎
日
新
聞
の
支

局
に
電
話
を
か
け
て
確
認
し
た
と
い
う
。

　

郷
土
の
先
輩
作
家
で
あ
る
火
野
葦
平

は
、清
張
受
賞
の
報
に
接
し
、す
ぐ
に
お
祝

い
の
手
紙
を
寄
越
し
て
い
る
。

　

今
度
の
芥
川
賞
で
、か
え
っ
て
あ
な

た
の
こ
れ
か
ら
に
妙
な
責
任
が
生
じ
る

こ
と
を
恐
れ
ま
す
。
作
家
は
、
本
来

は
、
芥
川
賞
も
直
木
賞
も
な
い
、
作
家

そ
れ
自
体
の
も
の
、そ
れ
は
わ
か
り
き
っ

て
い
る
の
に
、こ
の
賞
が
作
家
を
し
ば
る

こ
と
は
恐
し
い
ほ
ど
で
す
。
あ
な
た
自

身
の
才
能
と
方
向
と
を
、
ど
う
か
、
自

由
に
の
ば
し
て
下
さ
い
。め
で
た
い
と
き

に
、
ザ
ッ
ク
バ
ラ
ン
に
、
私
が
不
安
を
打

ち
あ
け
る
の
も
文
学
と
い
う
も
の
の
さ

せ
る
業
で
し
ょ
う
。
要
は
芥
川
賞
に
殺

さ
れ
な
い
よ
う
に
し
て
頂
き
た
い
と
い
う

こ
と
で
す
。

　

清
張
に
と
っ
て
葦
平
は
、仰
ぎ
見
る
よ

う
な
作
家
だ
っ
た
。葦
平
こ
そ
、戦
地
で
の

芥
川
賞
授
賞

が
華
々
し
く

報
道
さ
れ
た

大
作
家
で
あ
っ

た
。殊
に
清
張

は
、葦
平
が
早

稲
田
の
学
生

の
頃
か
ら
注

目
し
て
い
た
。

　

手
紙
を
受

け
取
っ
た
清
張

は
恐
縮
し
、丁

寧
で
長
い
手
紙
を
返
し
て
い
る
。葦
平
の

助
言
は
、清
張
の
心
に
響
い
た
よ
う
だ
。

　

こ
れ
で
気
持
ち
は
救
わ
れ
ま
し

た
。
芥
川
賞
に
縛
ら
れ
る
な
、
殺
さ
れ

る
な
、
思
う
通
り
書
け
、と
の
お
言
葉

は
、二
三
日
来
の
小
生
の
憂
悶
を
と
い

て
く
れ
ま
し
た
。

　

思
う
通
り
書
く
、―
そ
う
決
る
と
、

芥
川
賞
と
い
う
桎
梏
か
ら
解
放
さ
れ
た

心
の
自
由
さ
を
覚
え
ま
し
た
。

　

結
果
か
ら
見
る
と
、清
張
は
純
文
学
と

い
う
枠
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、創
作

の
場
を
自
ら
開
拓
し
、独
自
の
地
位
を
確

立
し
た
。両
者
の
や
り
取
り
は
、清
張
の

未
来
を
見
事
に
捉
え
て
い
た
と
言
わ
ざ
る

を
得
な
い
。

　

手
紙
か
ら
は
、葦
平
の
人
柄
が
偲
ば
れ

る
。葦
平
自
身
が
、芥
川
賞
に
翻
弄
さ
れ

た
作
家
で
は
な
か
っ
た
か
。ま
た
、「
九
州

文
学
」門
下
で
な
い
清
張
の
受
賞
は
、地
元

の
文
学
者
に
と
っ
て
、少
な
か
ら
ず
シ
ョッ

ク
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。し
か
し
、葦
平

の
手
紙
に
は
、そ
ん
な
屈
託
は
感
じ
ら
れ

な
い
。大
き
く
、温
か
い
人
物
像
が
、伝
わ
っ

て
く
る
。

　

後
に
井
上
ひ
さ
し
が
直
木
賞
を
受
賞

し
た
時
、選
考
委
員
だ
っ
た
清
張
は
、井
上

を
激
励
す
る
手
紙
の
中
で
「
思
う
通
り
に

直
進
し
て
下
さ
い
」
と
書
い
て
い
る
。葦
平

か
ら
渡
さ
れ
た
真
心
は
、次
の
作
家
へ
と

託
さ
れ
た
。

　

受
け
手
の
資
質
も
ま
た
、大
変
な
も
の

で
あ
る
。

（
※
1
） 

松
本
清
張
宛　

火
野
葦
平
書
簡（
昭
和
28
年
1
月

24
日
付
）
当
館
所
蔵
。常
設
展
資
料
。現
在
は
企

画
展「
北
九
州
市
と
松
本
清
張
」に
て
展
示
中
。

（
※
2
） 

火
野
葦
平
宛　

松
本
清
張
書
簡
（
昭
和
28
年
1
月
28
日

付
）北
九
州
市
立
文
学
館
所
蔵
。企
画
展
に
て
展
示
中
。

（
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 

③

円山公園から八坂神社に続く道

火野葦平からの手紙

（
※
1
）

（
※
2
）
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特
　
　
集	

清
張
と
故
郷［
北
九
州
］

対
　
　
談 

海
峡
の
先
輩
へ
☆

遙
か
な
清
張 

青
山
真
治  

田
中
慎
弥

 

清
張
・〈
故
郷
〉の
血
脈 

山
田
有
策

 

影
の
風
景
・「
表
象
詩
人
」の
小
倉 

松
本
常
彦

 

二
人
の
女
性
俳
人
の
肖
像 

—

松
本
清
張「
菊
枕
」「
花
衣
」—

 

久
保
田
裕
子

 

「
黒
地
の
絵
」の
小
倉 

加
島
　
巧

 

清
張
作
品
に
描
か
れ
た
北
部
九
州
と「
佐
賀
」へ
の
傾
斜
度 

大
津
忠
彦

 

振
矩
師
・
甚
兵
衛
の
知
略
と
俠
気 

—

『
西
海
道
談
綺
』論 

石
川
　
巧

 

松
本
清
張
と
魯
迅 

—

「
骨
壺
の
風
景
」と『
朝
花
夕
拾
』と
に
お
け
る
幼
少
年
期
の
回
想 

藤
井
省
三

 

望
郷
と
黙
郷
と
原
郷
と 

—

「
ふ
る
さ
と
」を
め
ぐ
る
藤
沢
周
平
、山
本
周
五
郎
、松
本
清
張 

高
橋
敏
夫

特
別
寄
稿 

「
事
実
」の
意
味
を
問
う
清
張 

田
中
　
実

 

　

—

『
或
る「
小
倉
日
記
」伝
』の
深
層
批
評—
 

エ
ッ
セ
イ 

「
半
生
の
記
」に
見
る〈
故
郷
と
旅
〉 
小
林
慎
也

	

清
張
と
小
野
家
の
人
々	

小
野
昭
治

 

夢
と
想
い
の
ふ
る
さ
と
小
倉 

—

創
造
の
原
点 

松
本
零
士

再
　
　
録 

木
綿
絣
の
絵
　
セ
ピ
ア
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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、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。

●生誕祭

　松本清張さんの104回目の誕生日を友の会会員でお祝いする
「生誕祭」が開催されました。会員からの要望を受けて特別講演
（卓話）が行われ、30年間にわたり清張担当の編集者として関わ
られた藤井館長に、傍らで見てこられた清張さんの素顔の一端
をご披露していただきま
した。
　会員同士の交流もあ
り、ケーキとコーヒーをい
ただきながら始終明るく
賑やかな雰囲気で行わ
れました。

12月13日（金）　参加者57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、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回開催されています。昨年11月から2月にか
けては、下記のとおり3回開催されました。第3回は、友の会
と記念館の共催とし、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。いずれも参加者の皆様により深く
清張作品に触れて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3回　11月29日（金） 14：00～16：00　参加者69名
 ●会　場 記念館 企画展示室
 ●特別講演会　テーマ
  「松本清張・小倉・昭和25年」
 ●講　師 加島　巧氏（長崎外国語大学教授）

第4回　1月31日（金） 14：00～16：00　参加者44名
 ●会　場 記念館 地階ホール
 ●テーマ 特別企画展「北九州市と松本清張」
 ●講　師 栁原 暁子氏（記念館専門学芸員）

第5回　2月28日（金） 14：00～16：00　参加者37名
 ●会　場 記念館 地階ホール
 ●テーマ 「菊枕」を読み解く
 ●講　師 増田　連氏（杉田久女研究家・友の会会員）

記念館 企画展示室
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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

　「軍師の境遇」 （『軍師の境遇』角川文庫、
　　　　　　　　 『軍師の境遇』河出文庫）

　「顔」 （『張込み』新潮文庫、『声』光文社文庫）

　「眼の壁」 （『眼の壁』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26年10月31日（金） ※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） 文具など（未定）
○佳　作（中学の部…３人）（高校の部…３人）

図書カード その他
※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。

●協力　モンブランジャパン

　今回、初のドラマ化となっ
た「小説3億円事件」。原作
は、松本清張が昭和の未解
決事件である三億円事件
の謎に、独自の視点で迫っ
た短編小説です。事件の時
効が成立した翌年の1976
年。米国の保険会社から派
遣された日本人調査員（田
村正和）が事件の真相を究
明していく過程で、登場人
物それぞれの像が鮮やかに
浮かび上がってくる、重厚な
人間ドラマでした。
　26年度も、清張原作ドラマの放送が予定されています。新聞テレビ欄等
のチェックをお忘れなく。

芦屋ロータリークラブで出前講演
　平成25年12月24日（火）13
時から、「マリンテラス芦屋」にお
いて開催された芦屋ロータリーク
ラブ（福岡県芦屋町）例会で、木
村継男副館長が「松本清張記念
館の魅力について」をテーマに卓
話を行いました。平成25年4月26日（金）の小倉ロータリークラブに続く
出前講演となり、当日は約40名が参加されました。
　記念館の魅力や見どころなどを資料やスクリーンで紹介。参加者は興
味深く耳を傾け、森プログラム委員長からも、「会員の記念館見学会を
計画したい」と興味を示していただくことができました。
　松本清張や記念館に関する出前講演を行っています。ご希望の方
は、記念館までご連絡ください。

1308100B

平成26年度

中学生・高校生
読書感想文
コンクール

写真：文藝春秋提供

平成25年度・ドラマ化された清張作品

25.4.24（水）

〈放送日〉 〈原作名〉

25.10.3（木）

26.1.18（土）

26.3.9（日）

26.1.19（日）

26.3.16（日）

「留守宅の事件」

「顔」

「小説3億円事件」

「球形の荒野」
「黒い福音」

「わるいやつら」

テレビ東京

〈制作局〉

寺尾　　聰

〈主な出演者〉

フジテレビ松雪　泰子

テレビ朝日

BS日テレ

田村　正和

木村　佳乃

テレビ朝日

BS日テレ

ビート たけし

船越英一郎


