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遊
び
女
は

白
皙
碧
眼
の
胡
娘
で
あ
る
。

い
ま
、そ
の
路
地
に

日
本
の
留
学
僧
が
一
人
、

う
ろ
う
ろ
し
て
い
る
。

あ
そ

め

は
く
せ
き

こ
じ
ょ
う

る

が

く

そ

う

「眩人」は、昭和52（1977）年2月から昭和55（1980）年9月まで、
「中央公論」に連載された。

　

遣
唐
留
学
僧
の
玄げ

ん
ぼ
う昉
は
帰
国
を
目

前
に
し
て
、火
祆
教（
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー

教
）の
儀
式
を
体
験
す
る
。波ハ

オ

マ

於
麻
酒

を
飲
ん
で
、自
分
が
胡
人
の
秘
薬
で

治
し
た
公
主（
皇
族
の
女
性
）の
寵
愛

を
得
て
、天
下
を
動
か
す
幻
夢
を
見
る
。そ
の
経

験
か
ら
則
天
武
后
に
関
心
を
抱
き
、女
帝
が
一
介

の
薬
売
り
、薛せ

つ
か
い
ぎ

懐
義
を
僧
侶
に
し
て
寵
愛
し
た
こ

と
を
知
る
。

　

天
平
七（
七
三
五
）年
、玄
昉
は
雑
伎
に
長
け
た

波ぺ
る
し
ゃ斯
人
、康
許
生
を
連
れ
て
帰
国
し
た
。第
二
部

は
、李り

密み
つ
え
い翳
と
改
名
し
た
許
生
の
回
想
で
あ
る
。

　

玄
昉
は
、聖
武
天
皇
の
生
母
で
皇
后
の
姉
で
あ

る
宮
子
大
夫
人
が
、出
産
以
来
の
重
い「
幽
憂
」で

長
年
人
に
会
わ
な
い
と
い
う
話
を
吉
備
真
備
か

ら
聞
く
。玄
昉
は
李
密
翳
が
調
合
し
た
丹
薬
と
波

於
麻
酒
を
大
夫
人
に
飲
ま
せ
て
奇
跡
的
に
平
癒

さ
せ
た
。こ
れ
を
足
が
か
り
に
天
皇
、皇
后
の
信

頼
を
得
た
玄
昉
は
、薛
懐
義
を
手
本
に
、橘
諸
兄

の
新
政
権
の
中
枢
に
深
く
食
い
込
ん
で
い
く
。さ

ら
に
天
皇
を
動
か
し
て
、国
分
寺
の
建
立
と
大
仏

造
立
を
推
進
す
る
が
、金
丹（
強
壮
薬
）の
服
用
し

す
ぎ
で
、天
皇
に
は
乱
心
の
兆
し
が
現
れ
る
。紫

香
楽
宮
の
造
営
を
機
に
橘
諸
兄
の
信
任
も
僧
行

基
に
移
り
、〈
光
明
子
〉の
名
を
献
じ
た
光
明
皇
后

の
寵
愛
も
藤
原
仲
麻
呂
に
移
っ
て
、絶
頂
の
玄
昉

に
も
翳
り
が
忍
び
よ
る
。

　

玄
昉
の
破
滅
に
身
の
危
険
を
感
じ
た
李
密
翳

は
、新
羅
船
に
便
乗
し
て
長
安
に
戻
っ
た
。筑
紫

観
世
音
寺
に
左
遷
さ
れ
た
玄
昉
は
、落
慶
供
養
の

日
に
黒
雲
に
連
れ
去
ら
れ
、後
日
そ
の
首
が
奈
良

興
福
寺
南
大
門
に
落
ち
て
い
た
と
い
う
噂
が
長

安
に
伝
わ
っ
て
く
る
。

　

唐
都
長
安
と
天
平
の
奈
良
を
背
景
に
大
規
模

な
歴
史
と
人
物
群
像
を
描
く
、企
図
壮
大
な
歴
史

小
説
で
あ
る
。

（
学
芸
担
当
主
任　

中
川 

里
志
）
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「
書
く
」と
い
う
一
本
の
糸
に
導
か
れ
て

○
平
成
二
十
六
年
八
月
二
日（
土
）

○
北
九
州
市
立
男
女
共
同
参
画
セ
ン
タ
ー
・
ム
ー
ブ

　○
参
加
者 

約
二
五
〇
名

山
口
恵
以
子 

講
演
会

「
食
堂
の
お
ば
ち
ゃ
ん
」で
有
名
に
な
っ
た
松
本
清
張
賞
作
家
、山
口
恵
以
子
さ
ん
。

そ
こ
に
至
る
ま
で
の
長
い
道
の
り
は
、一
本
の
糸
に
導
か
れ
て
の
こ
と
で
し
た
。

ユ
ー
モ
ア
溢
れ
る
経
験
談
に
、大
い
に
励
ま
さ
れ
ま
す
！

　

皆
さ
ま
こ
ん
に
ち
は
、山
口
恵
以
子
で

す
。
何
を
隠
そ
う
私
は
こ
れ
ま
で
九
州
に

も
北
海
道
に
も
行
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ

ん
。
本
日
が
人
生
初
の
九
州
、小
倉
で
す
。

私
の
運
命
を
変
え
て
く
れ
た
松
本
清
張

賞
、そ
の
作
家
ゆ
か
り
の
講
演
会
と
い
う

こ
と
で
、誠
に
不
思
議
な
ご
縁
を
感
じ
て

お
り
ま
す
。

　

私
は
、昭
和
三
三
年
に
東
京
都
江
戸
川

区
に
生
ま
れ
ま
し
た
。
実
家
は
祖
父
の

代
か
ら
理
髪
鋏
を
作
る
工
場
を
経
営
し
、

祖
父
は
明
治
生
ま
れ
の
非
常
に
頑
固
な

職
人
で
、名
人
と
言
わ
れ
た
人
で
し
た
。

「
剪せ

ん
と
う
さ
い

刀
齋 

山や
ま
や弥
」と
い
う
、理
髪
鋏
の
ト
ッ

プ
ブ
ラ
ン
ド
だ
っ
た
そ
う
で
す
。

　

父
が
「
酒
は
水
で
割
る
な
」
と
遺
言
を

遺
し
た
も
の
で
す
か
ら
、私
は
醸
造
一
本
、

日
本
酒
と
ワ
イ
ン
を
こ
よ
な
く
愛
す
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た（
笑
）。

　

母
は
県
立
高
等
女
学
校
時
代
に
、声
楽

家
を
目
指
し
て
い
ま
し
た
が
、扁
桃
腺
を

取
っ
た
ら
声
が
不
安
定
に
な
っ
て
し
ま
い

諦
め
た
そ
う
で
す
。
私
が
い
い
歳
を
し
て

「
脚
本
家
に
な
り
た
い
」「
小
説
家
に
な
り

た
い
」と
言
え
た
の
も
母
の
お
か
げ
で
す
。

母
の
絵
本
の
読
み
聞
か
せ
は
、登
場
人
物

ご
と
に
勝
手
に
テ
ー
マ
曲
を

作
っ
て
歌
っ
た
り
、効
果
音
を

入
れ
た
り
、一
人
ラ
ジ
オ
ド
ラ

マ
み
た
い
で
し
た
の
で
面
白

が
っ
て
一
生
懸
命
聴
き
ま
し

た
。
忘
れ
ら
れ
な
い
の
が
「
人

魚
姫
」
で
す
。「
王
子
様
を
殺

す
こ
と
が
で
き
な
く
て
足
元

か
ら
泡
に
な
っ
て
海
に
消
え

て
い
き
ま
し
た
」と
い
う
描
写

を
、切
々
と
語
る
も
ん
で
す
か

ら
、私
は
子
供
心
に
「
愛
っ
て

な
ん
て
残
酷
な
ん
だ
ろ
う
」と

ワ
ン
ワ
ン
泣
い
て
し
ま
い
ま

し
た
。

　

小
学
校
に
上
が
る
頃
、興
味
は
絵
本
か

ら
少
女
漫
画
に
移
り
ま
す
。
当
時
、「
少
女

フ
レ
ン
ド
」、「
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
」
が
創
刊

さ
れ
て
間
も
な
い
時
代
で
し
た
。

　

こ
の
頃
か
ら
夢
は
「
漫
画
家
に
な
る
こ

と
」
で
し
た
。
で
も
、典
型
的
な
文
学
少
女

だ
っ
た
母
の
影
響
で
、漫
画
の
ほ
か
に「
レ

ベ
ッ
カ
」、「
風
と
共
に
去
り
ぬ
」、後
々
は

ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
、チ
ェ
ー
ホ
フ
と
い
っ
た

ロ
シ
ア
文
学
も
読
む
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。

　

大
学
三
年
く
ら
い
の
時
に
、卒
業
ま
で

に
新
人
賞
を
取
っ
て
少
女
漫
画
家
と
し
て

デ
ビ
ュ
ー
し
よ
う
と
決
め
ま
し
た
。
せ
っ

せ
と
応
募
し
た
け
ど
佳
作
に
も
入
ら
な

い
。
ど
う
し
て
だ
ろ
う
と
、四
年
の
夏
休

み
が
終
わ
っ
た
頃
に
漫
画
雑
誌
の
編
集
部

に
持
っ
て
行
っ
て
見
て
も
ら
い
ま
し
た
。

　

副
編
集
長
が
見
て
く
れ
て
、「
話
は
面

白
い
け
ど
、絵
が
下
手
で
話
に
な
ら
な
い
。

線
の
段
階
で
下
手
だ
」と
言
わ
れ
ま
し
た
。

「
我
々
が
求
め
て
い
る
の
は
少
女
の
感
性

で
あ
っ
て
、理
想
を
言
え
ば
一
四
、五
歳
で

絵
の
上
手
い
女
の
子
が
い
た
ら
そ
れ
が
ベ

ス
ト
で
す
。
ス
ト
ー
リ
ー
は
い
く
ら
で
も

編
集
者
が
助
け
て
あ
げ
ら
れ
る
け
ど
絵
は

誰
も
助
け
て
く
れ
な
い
か
ら
、と
に
か
く

絵
が
う
ま
く
な
い
と
困
る
」
と
。
そ
し
て

は
っ
き
り
「
見
込
み
が
な
い
か
ら
や
め
た

ほ
う
が
い
い
で
す
よ
」と
言
わ
れ
ま
し
た
。

普
通
だ
っ
た
ら
こ
こ
で
諦
め
る
ん
で
し
ょ

う
け
ど
、私
は
「
ふ
ざ
け
ん
な
よ
！
」
と
思

い
ま
し
た
。

　

そ
の
時
母
に
言
わ
れ
た
の
が
「
あ
な
た

が
自
分
に
才
能
が
な
い
と
思
っ
て
諦
め
る

な
ら
構
わ
な
い
。
で
も
、も
う
歳
だ
か
ら

と
か
、誰
そ
れ
さ
ん
は
結
婚
し
た
か
ら
と

か
、ち
ゃ
ん
と
し
た
会
社
に
就
職
し
な
い

と
世
間
体
が
悪
い
と
か
、自
分
以
外
の
理

由
で
諦
め
る
と
一
生
後
悔
す
る
こ
と
に
な

る
」。
こ
れ
で
道
を
誤
っ
た
と
い
う
見
方

も
で
き
ま
す
け
ど
、今
で
も
こ
の
時
の
母

の
言
葉
に
感
謝
し
て
い
ま
す
。

　

そ
う
い
う
わ
け
で
、大
学
卒
業
ま
で
に

少
女
漫
画
家
と
し
て
デ
ビ
ュ
ー
す
る
夢
は

脆
く
も
潰
え
去
っ
た
の
で
知
り
合
い
に
頼

ん
で
、宝
石
と
毛
皮
の
輸
入
会
社
に
就
職

さ
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。
で
も
こ
れ
は
単

な
る
つ
な
ぎ
で
あ
っ
て
デ
ビ
ュ
ー
し
た
ら

辞
め
る
ん
だ
と
、ず
っ
と
思
っ
て
お
り
ま

し
た
。
そ
こ
は
三
年
で
倒
産
し
、今
度
は

派
遣
で
働
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
し
ば

ら
く
経
つ
と
、私
は
ま
た
焦
り
始
め
ま
し

た
。
い
っ
た
ん
就
職
し
て
し
ま
う
と
描
く

時
間
が
取
れ
ず
、描
か
な
い
う
ち
に
ど
ん

ど
ん
下
手
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。

　

あ
れ
は
三
三
歳
に
な
ろ
う
と
し
て
い
た

時
で
し
た
、派
遣
と
派
遣
の
間
で
ブ
ラ
ブ

ラ
し
て
お
り
ま
し
て
、す
こ
し
太
っ
て
き

た
の
で
ダ
イ
エ
ッ
ト
の
た
め
に
フ
ラ
メ
ン

コ
教
室
を
探
そ
う
と「
ケ
イ
コ
と
マ
ナ
ブ
」

と
い
う
雑
誌
を
買
っ
て
パ
ッ
と
広
げ
た
と

た
ん
「
松
竹
シ
ナ
リ
オ
研
究
所
・
研
修
生

募
集
」と
あ
る
の
を
見
て「
こ
れ
だ
！
」と

思
い
ま
し
た
。

　

な
ん
で
漫
画
か
ら
急
に
シ
ナ
リ
オ
か
と

い
い
ま
す
と
、二
〇
代
の
頃
、山
田
太
一
さ

ん
の「
早
春
ス
ケ
ッ
チ
ブ
ッ
ク
」と
い
う
テ

レ
ビ
ド
ラ
マ
に
、す
ご
く
感
動
し
た
ん
で

す
。
当
時
は
優
れ
た
ド
ラ
マ
が
い
く
つ
も

放
送
さ
れ
た
時
期
で
、山
田
太
一
さ
ん
の

「
ふ
ぞ
ろ
い
の
林
檎
た
ち
」、向
田
邦
子
さ

ん
の
「
阿
修
羅
の
ご
と
く
」「
あ
・
う
ん
」
な

ど
を
観
て
、脚
本
に
興
味
を
持
ち
ま
し
た
。

　

今
思
う
と
、私
の
中
に
は
「
物
語
を
作

り
た
い
」
と
い
う
思
い
が
連
綿
と
し
て

続
い
て
お
り
、漫
画
と
い
う
形
が
ダ
メ
に

な
っ
た
時
も
次
の
形
を
探
し
て
い
た
の

だ
と
思
い
ま
す
。
そ
う
し
て
巡
り
あ
っ
た

の
が
「
松
竹
シ
ナ
リ
オ
研
究
所
」
で
し
た
。

入
っ
た
そ
の
日
か
ら
、私
の
夢
は
漫
画
家

か
ら
脚
本
家
に
な
り
ま
し
た
。

　

二
年
間
の
研
修
を
終
え
て
卒
業
し
た

後
、二
時
間
ド
ラ
マ
を
制
作
し
て
い
る
プ

ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
を
紹
介
し
て
も
ら
い
プ

ロ
ッ
ト
を
書
く
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
プ

ロ
ッ
ト
と
い
う
の
は
ド
ラ
マ
用
の
筋
書
き

で
す
。
家
に
例
え
る
と
、基
礎
工
事
が
プ

ロ
ッ
ト
ラ
イ
タ
ー
で
、上
モ
ノ
を
立
て
る

の
が
シ
ナ
リ
オ
ラ
イ
タ
ー
、内
装
外
装
を

施
し
て
家
を
完
成
さ
せ
る
の
が
演
出
家
あ

る
い
は
監
督
の
役
目
で
す
。

　

私
の
夢
は
最
初
、漫
画
家
で
し
た
。
そ

れ
か
ら
脚
本
家
に
な
り
ま
し
た
。
プ
ロ
ッ

ト
を
書
い
て
お
金
を
貰
っ
た
そ
の
時
に
、

は
っ
き
り
と
目
標
に
変
わ
り
ま
し
た
。
ド

ア
は
開
か
れ
、向
こ
う
に
は
ま
っ
す
ぐ
一

本
道
が
続
き
、そ
こ
を
歩
け
ば
脚
本
家
に

な
れ
る
と
信
じ
て
疑
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

で
も
そ
こ
か
ら
が
本
当
に
、本
当
に
遠
い

2

父
・
母
の
薫
陶
を
受
け
て
…

諦
め
な
か
っ
た
漫
画
家
へ
の
道

脚
本
家
と
い
う
新
た
な
目
標

「
蟹
工
船
」の
プ
ロ
ッ
ト
ラ
イ
タ
ー
時
代



道
の
り
で
し
た
。

　

プ
ロ
ッ
ト
と
い
う
の
は
、原
稿
用
紙
で

三
〇
～
五
〇
枚
で
す
が
、書
き
直
し
を
加
え

る
と
総
数
三
百
～
五
百
枚
書
き
ま
す
。
そ

れ
な
の
に
、手
数
料
は
一
本
に
つ
き
額
面

五
万
手
取
り
四
万
五
千
円
、ひ
ど
い
プ
ロ
ダ

ク
シ
ョ
ン
は
額
面
三
万
手
取
り
二
万
七
千

円
で
す
。
二
ヶ
月
も
三
ヶ
月
も
書
き
直
し

で
拘
束
さ
れ
る
う
え
、お
金
も
す
ぐ
も
ら
え

る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ひ
ど
い
と
こ

ろ
は
半
年
、一
年
待
た
さ
れ
、も
っ
と
ひ
ど

い
と
こ
ろ
は
踏
み
倒
さ
れ
ま
す
。
ま
さ
に
、

デ
ス
ク
ワ
ー
ク
の
「
蟹
工
船
」。「
無
理
へ
ん

に
拳
骨
と
書
い
て
兄
弟
子
と
読
ま
せ
る
」

の
が
相
撲
の
世
界
な
ら
、「
無
理
へ
ん
に
搾

取
と
書
い
て
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
と
読
ま
せ

る
」の
が
ド
ラ
マ
の
世
界
で
す
。

　

脚
本
家
に
な
る
に
は
道
が
二
つ
あ
り
ま

す
。
一
つ
は
コ
ン
ク
ー
ル
で
賞
を
と
る
こ

と
、も
う
一
つ
は
プ
ロ
ッ
ト
を
書
い
て「
脚

本
を
書
い
て
み
な
い
？
」
と
声
を
か
け
て

も
ら
う
の
を
待
つ
道
で
す
。
私
は
入
賞
で

き
な
か
っ
た
の
で
プ
ロ
ッ
ト
の
仕
事
を
す

る
し
か
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

そ
の
後
一
五
年
の
間
に
は
脚
本
を
書
く

チ
ャ
ン
ス
も
何
度
か
あ
っ
た
の
で
す
が
、

と
う
と
う
脚
本
家
に
は
な
れ
な
い
ま
ま

四
〇
代
半
ば
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　

二
〇
〇
二
年
の
九
月
、や
は
り
派
遣
と

派
遣
の
間
に
求
人
欄
を
見
て
お
り
ま
し
た

ら
、「
丸
の
内
新
聞
協
会
食
堂
調
理
補
助

パ
ー
ト
募
集
」
と
あ
り
ま
し
た
。
時
間
午

前
六
時
～
一
一
時
、時
給
千
五
百
円
、交
通

費
全
額
支
給
、賞
与
と
有
給
休
暇
あ
り
。

「
ス
ナ
ッ
ク
よ
り
い
い
じ
ゃ
ん
！
」
と
思

い
ま
し
た
ね
。
翌
日
面
接
に
行
き
、運
良

く
採
用
に
な
り
ま
し
た
。

　

私
は
子
供
の
頃
か
ら
台
所
で
母
の
手
伝

い
を
し
て
い
ま
し
た
し
、元
来
す
ご
く
食

い
し
ん
坊
な
の
で
、調
理
補
助
の
仕
事
に

全
く
抵
抗
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ

に
拘
束
時
間
が
短
く
、午
後
か
ら
始
ま
る

プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
の
企
画
会
議
に
間
に

合
う
の
が
決
め
手
で
し
た
。
採
用
の
時
に

「
う
ち
は
パ
ー
ト
の
方
も
六
〇
歳
定
年
で

す
」
と
言
わ
れ
、と
て
も
ホ
ッ
と
し
た
こ

と
を
覚
え
て
お
り
ま
す
。

　

働
き
始
め
て
み
る
と
、こ
れ
は
天
職

じ
ゃ
な
い
か
な
と
思
い
ま
し
た
。
食
堂
の

仕
事
は
、一
切
、嘘
や
ご
ま
か
し
が
な
い
ん

で
す
。
生
ま
れ
て
初
め
て
、働
く
喜
び
に

目
覚
め
た
感
じ
で
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
、そ
れ
ま
で
若
々
し
く
て
元

気
だ
っ
た
母
が
、父
が
亡
く
な
っ
て
か
ら

は
急
に
坂
を
転
が
り
落
ち
る
よ
う
に
老

い
衰
え
て
、三
年
目
に
は
全
く
別
の
人
に

な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
私
を
守
っ
て

く
れ
る
頼
り
に
な
る
人
か
ら
、私
が
守
っ

て
あ
げ
な
い
と
い
け
な
い
人
に
変
わ
っ

て
し
ま
っ
た
ん
で
す
。
こ
れ
は
本
当
に
辛

か
っ
た
で
す
。
毎
朝
三
時
半
に
起
き
て
台

所
を
片
付
け
て
、猫
に
餌
を
あ
げ
て
、食

器
も
洗
っ
て
出
か
け
る
ん
で
す
け
ど
、生

ま
れ
て
初
め
て
の
肉
体
労
働
で
疲
れ
切
っ

て
帰
っ
て
く
る
と
、家
の
中
が
嵐
が
通
り

過
ぎ
た
後
み
た
い
な
の
で
す
。
母
は
ど
う

な
っ
た
ん
だ
ろ
う
と
、か
な
り
困
惑
し
ま

し
た
。
で
も
、一
年
半
く
ら
い
経
っ
た
頃

に
も
う
諦
め
ま
し
た
。
母
と
娘
だ
と
思
っ

て
い
る
か
ら
辛
い
ん
だ
、「
お
嬢
様
」と「
ば

あ
や
」で
い
こ
う
と
。
母
が「
わ
が
ま
ま
お

嬢
様
」
で
、私
が
「
ば
あ
や
」
で
す
。「
お
嬢

様
、ま
た
こ
ん
な
粗
相
を
な
さ
っ
て
！
ば

あ
や
悲
し
ゅ
う
ご
ざ
い
ま
す
！！
」
と
思
っ

て
い
る
と
結
構
耐
え
ら
れ
る
の
で
、そ
れ

に
決
め
た
と
。
そ
の
う
ち
母
も
、坂
か
ら

踊
り
場
く
ら
い
に
な
っ
た
の
で
、少
し
救

わ
れ
ま
し
た
。

　

ち
ょ
う
ど
そ
の
頃
、サ
ス
ペ
ン
ス
ド
ラ

マ
の
脚
本
を
書
け
る
こ
と
に
な
っ
た
ん

で
す
が
、事
情
が
あ
っ
て
流
れ
て
し
ま
い

ま
す
。
そ
の
時
、た
ま
た
ま
プ
ロ
デ
ュ
ー

サ
ー
と
私
が
、同
い
年
だ
と
い
う
こ
と
に

気
が
つ
い
た
ん
で
す
ね
。
と
い
う
こ
と

は
、ほ
か
の
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
も
ほ
と
ん

ど
同
じ
だ
な
、も
う
脚
本
家
の
芽
は
な
い

な
と
思
い
ま
し
た
。
誰
だ
っ
て
新
人
脚
本

家
で
デ
ビ
ュ
ー
さ
せ
る
な
ら
、ち
ょ
っ
と

で
も
若
く
て
伸
び
代
の
あ
る
人
を
使
い

た
い
は
ず
で
す
。
三
〇
代
で
書
け
る
人
が

た
く
さ
ん
い
る
の
に
、四
〇
半
ば
の
私
は

使
っ
て
も
ら
え
な
い
だ
ろ
う
。

　

私
は
脚
本
家
を
目
指
し
て
、プ
ロ
ッ
ト

と
い
う
ハ
ー
ド
ル
を
一
本
一
本
越
え
な
が

ら
前
に
進
ん
で
い
る
つ
も
り
だ
っ
た
の

に
、実
際
は
こ
ま
ね
ず
み
が
カ
ラ
カ
ラ
糸

車
を
回
し
て
い
る
よ
う
に
、同
じ
場
所
で

足
踏
み
し
て
い
た
―
そ
う
い
う
自
分
の

姿
が
見
え
た
瞬
間
で
し
た
。

　

や
っ
ぱ
り
こ
れ
は
食
堂
の
仕
事
の
お
か

げ
で
す
。
経
済
的
に
安
定
し
て
く
る
と
、人

間
余
裕
が
出
て
き
ま
す
。
余
裕
を
も
っ
て

周
り
を
見
渡
し
て
み
た
ら
、自
分
の
立
場
が

見
え
た
ん
で
す
。
で
も
、私
の
中
に
は
ま
だ

物
語
を
作
り
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
続
い

て
い
ま
し
た
。
脚
本
家
は
ダ
メ
だ
け
ど
、小

説
家
な
ら
い
け
る
だ
ろ
う
と
考
え
ま
し
た
。

　
「
恒
産
な
き
も
の
は
恒
心
な
し
」
と
い

う
孟
子
の
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
き
ち
ん
と

し
た
仕
事
、収
入
が
な
い
者
は
、安
定
し
た

精
神
を
保
つ
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
意

味
で
す
。
安
定
し
た
精
神
が
な
け
れ
ば
、

小
説
、ま
し
て
長
編
小
説
は
書
け
ま
せ
ん
。

私
に
『
月
下
上
海
』
を
書
か
せ
て
く
れ
た

の
は
、食
堂
で
あ
る
と
今
で
も
思
っ
て
お

り
ま
す
。

　

二
〇
〇
七
年
、四
九
歳
の
時
、出
版
プ
ロ

デ
ュ
ー
サ
ー
の
紹
介
で
、つ
い
に
私
は『
邪

剣
始
末
』
と
い
う
時
代
小
説
文
庫
で
デ

ビ
ュ
ー
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
で
も

本
が
全
く
売
れ
な
か
っ
た
ん
で
す
。

　

小
説
家
に
と
っ
て
作
品
は
子
供
と
同
じ

で
す
。
私
が
受
賞
歴
の
な
い
無
名
の
新
人

で
な
か
っ
た
ら
、も
う
少
し
世
間
の
耳
目

を
集
め
て
読
ん
で
も
ら
え
た
の
に
と
、本

当
に
申
し
訳
な
い
気
持
ち
で
し
た
。
そ
れ

が
『
月
下
上
海
』
の
受
賞
を
き
っ
か
け
に
、

再
刊
し
て
シ
リ
ー
ズ
化
し
て
く
れ
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。
賞
を
い
た
だ
い
た
こ
と

も
嬉
し
い
ん
で
す
け
ど
、こ
う
い
う
こ
と

も
同
じ
く
ら
い
嬉
し
い
で
す
。
不
甲
斐
な

い
親
を
持
っ
た
ば
っ
か
り
に
可
哀
想
な
目

に
あ
っ
た
子
供
た
ち
に
、や
っ
と
日
の
目

を
み
せ
て
や
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　
『
邪
剣
始
末
』
が
売
れ
な
く
て
、次
頑
張

り
ま
し
ょ
う
ね
と
言
っ
て
い
た
そ
の
矢

先
、私
は
更
年
期
う
つ
病
に
な
っ
て
し
ま

い
ま
し
た
。

　

う
つ
の
時
に
は
、気
分
が
落
ち
込
む
こ

と
も
辛
か
っ
た
ん
で
す
が
、も
っ
と
辛

か
っ
た
の
は
書
け
な
く
な
っ
た
こ
と
で

す
。
私
の
場
合
は
、書
き
始
め
る
と
登
場

人
物
が
勝
手
に
お
芝
居
を
始
め
て
、思
い

も
よ
ら
な
か
っ
た
方
向
へ
連
れ
て
行
っ

て
く
れ
ま
す
。
そ
う
し
な
い
と
話
が
転
が

ら
な
く
て
面
白
く
な
い
。
で
も
、う
つ
の

と
き
は
、登
場
人
物
が
ス
ト
ー
リ
ー
の
あ

や
つ
り
人
形
み
た
い
に
な
っ
て
、考
え
た

通
り
に
始
ま
っ
て
考
え
た
通
り
に
終
わ
っ

て
し
ま
う
ん
で
す
。
だ
か
ら
書
き
な
が
ら

ホ
ン
ト
つ
ま
ん
な
い
な
、と
思
い
ま
し
た
。

こ
の
ま
ま
一
生
書
け
な
い
で
終
わ
っ
て
し

ま
う
の
か
な
と
思
う
と
、絶
望
的
な
気
持

ち
で
し
た
。

　

ち
ょ
う
ど
そ
の
頃
、「
新し

ん
よ
う
か
い

鷹
会
」
と
い
う

小
説
の
勉
強
会
に
入
り
ま
し
た
。
長
谷
川

伸
に
よ
っ
て
昭
和
一
五
年
に
発
足
し
た
ん

で
す
が
、山
手
樹
一
郎
、山
岡
荘
八
、村
上

元
三
と
か
、戦
後
は
池
波
正
太
郎
、平
岩
弓

枝
と
そ
う
そ
う
た
る
メ
ン
バ
ー
で
す
。

　

私
の
場
合
、症
状
が
軽
か
っ
た
ん
だ

と
思
い
ま
す
。
二
年
で
快
方
に
向
か
い
、

徐
々
に
書
け
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

二
〇
一
〇
年
の
G
ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
ィ
ー
ク

・
W
に
『
イ
ン
グ
リ
』

の
も
と
に
な
る
短
編
を
書
い
た
ん
で
す

が
、そ
の
時
に
登
場
人
物
が
勝
手
に
お
芝

居
を
始
め
て
く
れ
ま
し
て
、あ
あ
こ
れ
で

完
全
に
治
っ
た
な
と
書
い
て
る
途
中
か
ら

嬉
し
く
て
た
ま
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
書
き

終
わ
っ
た
と
き
は
人
生
バ
ラ
色
と
い
う
感

じ
で
し
た
。

　

そ
の
こ
ろ
「
新
鷹
会
」
の
仲
間
三
人
で
、

個
人
的
な
小
説
の
勉
強
会
を
始
め
ま
し

た
。『
月
下
上
海
』
の
ア
イ
デ
ア
が
生
ま
れ

た
の
も
、そ
の
会
が
き
っ
か
け
で
し
た
。

　

二
〇
一
一
年
の
秋
く
ら
い
に
、新
聞
の

テ
レ
ビ
欄
で
「
上
海
の
伯
爵
夫
人
」
と
い

う
タ
イ
ト
ル
を
目
に
し
、ロ
マ
ン
チ
ッ
ク

な
題
名
だ
な
と
思
っ
て
い
た
ら
、な
ぜ
か

戦
前
の
上
海
で
優
雅
な
貴
婦
人
の
よ
う
な

女
性
と
冷
酷
そ
う
な
男
性
が
会
話
で
バ
ト

ル
を
し
て
い
る
シ
ー
ン
が
浮
か
ん
で
き

た
ん
で
す
。
そ
れ
か
ら
は
次
々
と
二
人
の

シ
ー
ン
が
浮
か
ん
で
き
て
、あ
の
貴
婦
人

は
ど
ん
な
人
な
ん
だ
ろ
う
、あ
の
二
人
は

ど
う
い
う
関
係
な
の
か
な
、な
ん
て
思
っ

て
い
ま
し
た
。

　

一
二
月
の
初
め
頃
、勉
強
会
の
後
に
飲

み
会
を
や
っ
て
い
ま
し
た
ら
、昔
考
え
た

小
説
の
ネ
タ
を
急
に
思
い
出
し
ま
し
た
。

戦
前
の
東
京
で
芸
術
家
同
士
が
結
婚
す
る

ん
で
す
が
、と
て
も
不
幸
な
結
末
を
迎
え
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「
恒
産
な
き
者
は
恒
心
な
し
」

『
月
下
上
海
』
誕
生
の
頃

天
職
と
の
出
会
い

「
食
堂
の
お
ば
ち
ゃ
ん
」
に
な
る

書
け
な
い
―

更
年
期
う
つ
を
乗
り
越
え
て



て
し
ま
う
と
い
う
お
話
で
す
。
あ
、そ
う

だ
、あ
の
ヒ
ロ
イ
ン
が
、貴
婦
人
の
若
い
頃

な
ん
だ
、と
い
う
こ
と
に
気
が
つ
き
ま
し

た
。
そ
の
瞬
間
に
ス
ト
ー
リ
ー
の
八
割
が

で
き
、二
人
を
相
手
に
「
私
こ
う
い
う
話

を
書
こ
う
と
思
っ
て
い
る
の
！
」
と
話
し

始
め
た
、あ
の
時
の
興
奮
を
今
で
も
覚
え

て
お
り
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
三
ヶ
月
で
、お
お
よ
そ
の
ス

ト
ー
リ
ー
を
書
き
ま
し
た
。
プ
ロ
ッ
ト
ラ

イ
タ
ー
を
し
た
経
験
か
ら
、す
ぐ
書
き
始

め
た
ら
失
敗
す
る
と
思
い
ま
し
た
。
書
き

出
す
ま
で
に
三
ヶ
月
待
ち
ま
し
た
。
熟
成
、

発
酵
し
て
く
る
の
を
待
つ
間
に
、当
時
を

舞
台
に
し
た
小
説
を
読
ん
だ
り
イ
メ
ー
ジ

を
膨
ら
ま
せ
て
、一
ヶ
月
ち
ょ
っ
と
で
『
月

下
上
海
』を
書
き
上
げ
ま
し
た
。
書
き
上
げ

た
時
は
、全
身
脱
力
、エ
ク
ト
プ
ラ
ズ
ム
が

抜
け
た
状
態
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
、や
っ
と
力
作
を
書
き
上
げ

た
と
思
っ
た
の
に
、食
堂
の
ほ
う
が
大
変

な
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
私
の
前
任
者
の

主
任
が
七
月
二
〇
日
付
で
休
職
す
る
こ
と

に
な
っ
た
ん
で
す
。
た
だ
、神
様
っ
て
い

る
か
も
し
れ
な
い
と
思
っ
た
の
は
、そ
の

時
期
と
『
月
下
上
海
』
を
書
い
て
い
る
時

期
が
、き
れ
い
に
分
か
れ
て
一
日
も
重
な

ら
な
か
っ
た
ん
で
す
。
よ
く
よ
く
考
え
ま

す
と
、私
が
う
つ
病
を
発
症
し
た
時
期
も
、

母
が
坂
を
転
が
り
落
ち
動
揺
し
て
い
る
時

期
で
は
な
く
て
、一
応
小
康
状
態
に
な
っ

て
落
ち
着
い
て
か
ら
始
ま
り
ま
し
た
の

で
、悪
い
こ
と
が
二
つ
は
重
な
ら
な
か
っ

た
ん
で
す
。
あ
る
意
味
、私
っ
て
悪
運
が

強
い
な
と
思
い
ま
す
。

　

そ
し
て
昨
年
四
月
に
め
で
た
く
松
本
清

張
賞
が
決
定
し
た
の
で
す
が
、受
賞
会
見

と
い
っ
て
も
極
め
て
地
味
な
も
の
で
す
。

私
の
場
合
も
、翌
日
新
聞
に
三
行
の
ベ
タ

記
事
が
あ
っ
た
だ
け
で
す
し
、「
松
本
清

張
賞
な
ん
て
賞
、あ
っ
た
の
？
」
と
よ
く

言
わ
れ
ま
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
、東
京
新
聞
社
会
部
の
記
者

の
方
が
食
堂
の
お
ば
ち
ゃ
ん
が
文
学
賞

を
取
っ
た
の
は
珍
し
い
か
ら
と
、取
材
に

み
え
た
ん
で
す
ね
。
後
日
、社
会
面
に
「
食

堂
の
お
ば
ち
ゃ
ん
は
作
家
」
っ
て
い
う
写

真
入
り
の
大
き
な
記
事
に
な
っ
て
出
ま

し
た
。
そ
れ
か
ら
ち
ょ
っ
と
各
方
面
で

話
題
に
な
り
ま
し
て
、テ
レ
ビ
番
組
が
取

材
に
来
ま
し
た
。
一
回
テ
レ
ビ
に
出
た
と

た
ん
、あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
と
こ
ろ
か
ら
出

演
依
頼
が
あ
り
ま
し
た
。
当
時
は
、午
後

一
時
に
食
堂
の
仕
事
を
終
わ
っ
て
か
ら
、

食
堂
で
取
材
二
件
と
写
真
撮
影
、そ
れ
か

ら
文
藝
春
秋
の
本
社
に
移
動
し
て
取
材

二
件
と
写
真
撮
影
と
か
、そ
う
い
う
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
が
ざ
ら
に
あ
り
ま
し
た
。
名
前

が
出
た
こ
と
で
、新
聞
や
雑
誌
か
ら
は
、コ

ラ
ム
や
エ
ッ
セ
イ
の
依
頼
が
か
な
り
あ
り

ま
し
た
。「
オ
ー
ル
讀
物
」
で
も
去
年
の
半

年
だ
け
で
短
篇
を
三
篇
書
か
せ
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。
だ
か
ら
結
構
忙
し
か
っ
た
ん

で
す
。

　

で
も
、受
賞
後
の
第
一
の
課
題
は
、「
受

賞
後
第
一
作
を
書
く
こ
と
」
で
し
た
。
去

年
六
月
「
次
の
長
編
ど
う
し
ま
す
か
？
」

と
訊
か
れ
ま
し
た
。
そ
の
時
に
提
案
し

た
の
が
、今
回
の
『
あ
な
た
も
眠
れ
な
い
』

で
す
。
こ
の
ヒ
ロ
イ
ン
と
は
、実
は
も
う

二
五
年
来
の
付
き
合
い
で
す
。
こ
の
ヒ
ロ

イ
ン
は
絶
対
い
け
る
な
と
思
っ
て
い
た
の

で
、う
つ
病
が
治
り
か
け
た
時
、彼
女
だ
け

を
抜
き
出
し
た
短
編
を
作
り
ま
し
て
、そ

れ
を
「
新
鷹
会
」
で
読
ん
で
も
ら
い
ま
し

た
。
み
な
さ
ん
、眠
り
を
奪
う
と
い
う
ア

イ
デ
ア
は
面
白
い
、こ
の
ヒ
ロ
イ
ン
も
な

か
な
か
良
い
、だ
け
ど
話
は
取
っ
て
付
け

た
よ
う
で
す
ね
、と
大
変
的
を
射
た
こ
と

を
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。

　

担
当
編
集
者
に
あ
ら
す
じ
を
書
い
て
提

出
す
る
と
、「
話
は
面
白
い
ん
だ
け
ど
銀

座
の
超
高
級
ク
ラ
ブ
と
い
う
の
が
今
や

も
う
完
全
に
時
代
遅
れ
で
す
」
と
言
わ
れ

ま
し
た
。
あ
れ
こ
れ
考
え
困
っ
て
い
た
ら

「
い
っ
そ
バ
ブ
ル
期
に
し
た
ら
ど
う
で
す

か
」
と
提
案
し
て
く
れ
ま
し
た
。
考
え
て

み
た
ら
私
が
原
形
を
書
い
た
の
も
そ
の
時

代
で
し
た
。
回
り
回
っ
て
落
ち
着
く
と
こ

ろ
に
落
ち
着
い
た
と
い
う
気
が
し
て
お
り

ま
す
。『
あ
な
た
も
眠
れ
な
い
』、現
在
好

評
発
売
中
で
す（
笑
）。

　

去
年
の
暮
れ
、原
稿
の
注
文
が
多
く
舞

い
込
み
ま
し
て
、食
堂
に
、お
給
料
半
分
で

い
い
か
ら
一
〇
時
半
で
上
が
ら
せ
て
く
れ

ま
せ
ん
か
、と
頼
ん
だ
と
こ
ろ
、「
勤
務
時

間
が
四
時
間
半
だ
と
パ
ー
ト
待
遇
に
戻
す

し
か
な
い
、正
社
員
の
主
任
が
い
な
い
の

は
困
る
の
で
別
の
人
を
雇
う
必
要
が
生
じ

る
、パ
ー
ト
で
こ
の
ま
ま
働
く
こ
と
も
構

わ
な
い
が
、四
月
ま
で
に
結
論
を
出
す
よ

う
に
」と
言
わ
れ
ま
し
た
。

　

定
年
ま
で
あ
と
四
年
、最
後
ま
で
い
た

い
な
と
思
っ
た
ん
で
す
。
で
も
、会
社
も

経
営
が
苦
し
い
状
況
の
中
、余
剰
人
員
に

な
っ
た
私
が
居
座
っ
て
い
た
ら
マ
ズ
イ
な

と
思
い
ま
し
た
。
そ
れ
に
、力
が
あ
る
長

編
が
書
け
る
の
は
七
〇
歳
く
ら
い
ま
で
だ

と
思
っ
て
い
る
ん
で
す
。
そ
し
た
ら
あ
と

一
四
年
し
か
な
い
、も
う
一
年
も
無
駄
に

は
で
き
な
い
。
だ
か
ら
こ
の
際
辞
め
よ
う

と
決
心
し
ま
し
た
。
で
も
、食
堂
は
私
の

恩
人
で
す
。
会
社
は
辞
め
ま
し
た
け
ど
、

ご
縁
は
一
生
続
く
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

食
堂
の
仕
事
が
天
職
な
ら
、小
説
は
生

き
が
い
で
す
ね
。
職
業
と
い
う
の
は
お
給

料
を
も
ら
っ
て
初
め
て
成
立
し
ま
す
が
、

私
は
全
然
お
金
に
な
ら
な
く
て
も
小
説
を

書
い
て
ま
し
た
し
、持
ち
出
し
し
て
で
も

書
い
て
ま
し
た
。
今
ま
で
そ
う
や
っ
て
き

た
の
で
、こ
れ
か
ら
も
、ど
ん
な
苦
し
い
こ

と
が
あ
っ
て
も
書
き
続
け
る
自
信
が
あ
り

ま
す
。
そ
し
て
書
き
続
け
る
私
の
後
ろ
姿

を
、松
本
清
張
賞
が
見
守
っ
て
く
れ
る
は

ず
だ
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

振
り
返
る
と
、私
の
人
生
に
は
物
語
を

作
る
、「
書
く
」
と
い
う
糸
が
一
本
だ
け
垂

れ
て
い
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
漫
画
、脚

本
、小
説
と
形
は
違
い
ま
す
け
ど
、毎
回
挫

折
感
な
く
移
行
で
き
た
の
は
、全
部
が
物

語
と
い
う
糸
で
繋
が
っ
て
い
た
か
ら
で

す
。
そ
れ
を
た
ぐ
り
な
が
ら
ず
っ
と
歩
い

て
来
た
ら
、最
後
の
方
で
松
本
清
張
賞
に

出
会
っ
た
の
だ
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。「
書

く
」
と
い
う
一
本
の
糸
に
導
か
れ
て
、こ

こ
ま
で
歩
ん
で
き
た
人
生
で
し
た
。

　

私
、週
刊
誌
で
人
生
相
談
を
や
っ
て

い
る
ん
で
す
。
タ
イ
ト
ル
は
「
相
談
す
ん

な
！
」（
笑
）。
い
ろ
ん
な
お
悩
み
に
つ
い
て

共
通
し
て
思
う
の
が
、「
か
っ
こ
つ
け
な

い
で
頑
張
り
ま
し
ょ
う
」
と
い
う
こ
と
で

す
。
人
間
、ど
ん
な
に
か
っ
こ
つ
け
て
も
、

自
分
以
上
の
も
の
に
も
、自
分
以
外
の
も

の
に
も
な
れ
ま
せ
ん
。
だ
っ
た
ら
最
初
か

ら
地
べ
た
に
足
を
つ
け
て
等
身
大
の
自
分

で
一
〇
〇
％
努
力
し
た
ら
い
い
ん
じ
ゃ
な

い
か
な
と
私
は
思
い
ま
す
。

　

た
だ
、ど
ん
な
に
頑
張
っ
て
も
、及
ば

な
い
こ
と
は
あ
り
ま
す
し
、叶
わ
な
い
夢

も
あ
り
ま
す
。
で
も
一
〇
〇
％
力
を
出
し

切
っ
て
頑
張
っ
た
人
は
、諦
め
る
こ
と
が

で
き
る
ん
で
す
。
諦
め
と
い
う
の
は
一
種

の
救
い
で
す
。
無
用
な
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
や

執
着
か
ら
の
開
放
で
す
。
諦
め
て
気
が
楽

に
な
れ
ば
、新
し
い
風
景
が
見
え
て
く
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、か
っ
こ

つ
け
て
頑
張
ら
な
か
っ
た
人
、俺
は
出
来

な
い
ん
じ
ゃ
な
い
本
気
出
し
て
な
い
だ

け
だ
、と
言
っ
て
一
生
本
気
出
さ
な
か
っ

た
人
は
、諦
め
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

そ
し
て
一
生
引
き
ず
り
、後
悔
し
ま
す
。

だ
か
ら
、か
っ
こ
つ
け
な
い
で
頑
張
り
ま

し
ょ
う
。

　

そ
れ
と
、細
か
い
こ
と
は
あ
ま
り
気
に

し
な
い
ほ
う
が
い
い
。
細
か
い
こ
と
っ

て
、本
人
は
す
ご
く
こ
だ
わ
っ
て
い
て
も
、

周
り
か
ら
見
る
と
ど
う
で
も
い
い
こ
と
な

ん
で
す
よ
。
人
生
は
短
い
の
で
、ど
う
で

も
い
い
こ
と
ば
か
り
気
に
し
て
い
る
う
ち

に
す
ぐ
終
わ
っ
ち
ゃ
い
ま
す
。

　

最
後
に
、私
の
座
右
の
銘
を
三
つ
紹
介

さ
せ
て
い
い
た
だ
い
て
、終
わ
り
た
い
と

思
い
ま
す
。

　

一
つ
、「
か
っ
こ
つ
け
な
い
で
頑
張
る
」。

　

二
つ
、「
細
か
い
こ
と
は
気
に
す
る
な
」。

　

三
つ
、「
酒
は
水
で
割
る
な
」。

　

ご
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

4

連
綿
と
続
く
、

物
語
を「
書
く
」と
い
う
こ
と

松
本
清
張
賞  

受
賞
の
そ
の
後

私
の
座
右
の
銘



大慈恩寺前で座り込んで
写真を撮る清張（西安）
写真提供：講談社・撮影：斎藤和欣

イスラム寺院・清真寺で（西安）
写真提供：講談社・撮影：斎藤和欣

板櫃川（北九州市小倉北区）
玄昉を除こうとした藤原広嗣の乱の戦場跡。

礎石の写真を撮る清張（西安）
写真提供：講談社・撮影：斎藤和欣

昭
和
51
年
2
月
〜
55
年
12
月
、「
本
」

『清張宛葉書』

直筆『古代史カード』

直筆『研究（創作）ノート』

直筆原稿「クレオソートと玉碗」

直
筆
原
稿「
古
代
史
私
注
」

『遣唐船』 高木卓著
昭和21年11月20日、あづみ書房

「中央公論」（「眩人」第25回）
昭和54年8月、中央公論社

平山郁夫原画は、
平山郁夫シルクロード美術館所蔵

「国宝のある古寺再訪 福岡県太宰府町 観世音寺梵鐘」

昭和50年5月、「文藝春秋デラックス」
左上の写真は、玄昉の墓。

昭和52年1月6日、「週刊文春」

　『眩人』は唐都長安と天平の奈良を背景に、大規模な歴史と、留学僧玄昉や光明皇
后などの人物群像を描く、企図壮大な歴史小説である。また、清張古代史テーマの一
つ、《ペルシア・ゾロアスター教（徒）の日本伝来》（『火の路』）に象徴される、東西文化
交流の問題を展開した作品でもある。本企画展では、美術鑑賞の楽しみも味わえるよ
うに、清張所蔵のガンダーラ仏と平山郁夫画伯の『眩人』挿絵の原画を展示する。

特別企画展

■開催期間
平成27年1月10日（土）～3月31日（火）
■場所
松本清張記念館地階　企画展示室
■入場料
一　般 500円　中高生 300円
小学生 200円

　第一部は日本人（玄昉）の、第二部は
胡人（李密翳）の、異国見聞録というプ

ロットと語りの転換の
見事さの上に、自由
奔放な着想力と大き
な構想力で壮大華
麗に構築・建立した、
まさに盧舎那大仏の
ような大作である。

唐都長安から奈良の都へ
̶壮大な『眩人』の世界

『眩人― 松本清張と東西文化交流』

ガンダーラ仏

平山郁夫原画（挿画）

Ⅰ

※常設展示観覧料に含む

けんぼう

る し ゃ な

り みつえい

Ⅲ

　「眩人」は、《筆者
の新しい推定》が作
品の骨となり血肉と
なって歴史をよみが
えらせ、その中で
《想像力》を縦横無
尽にはたらかせて、
登場人物を活き活き
と活躍させる、歴史
小説である。

〈眩〉の世界を
　　　  視通す史眼

Ⅱ

昭和56年10月22日付、差出人
は京都大学名誉教授伊藤義教
氏。『古代史私注』で清張が述
べた伎楽面制作者の「人名のこ
と、全く同感」と伝えている。

　「火の路」の中にすでに「眩人」
のことが書かれ、経典の〈「光明」とい
う名称がすでにゾロアスター的〉などと
いう記述には、東西文化交流に関する研

究の跡がみ
られる。この問題
は、生涯をかけて考究
が続けられた。

『眩人』と北九州
̶こころに残る風景

Ⅳ

　『眩人』には、北部九州地域にある川や
古寺などが出てくる。それらは玄昉にまつわる

歴史的事件の現場であるが、奇しくも松本清張が
子どものころ遊んだ板櫃川であり、父に連れられ参った筑

紫観世音寺であった。

フィクション
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玄
昉
は
、天
平
一
七
（
七
四
五
）
年
、造
営
に
当
る

た
め
「
観
世
音
寺
」（
福
岡
県
太
宰
府
市
）
へ
遣
わ
さ

れ
、そ
の
翌
年
に
怪
死
し
た
。
寺
に
は
玄
昉
の
墓
と

さ
れ
る
石
塔
が
あ
る
。

　

母
で
あ
る
斉
明
天
皇
追
善
の
た
め
天
智
天
皇
が

建
立
を
発
願
し
た
と
さ
れ
、天
平
宝
字
五（
七
六
一
）

年
に
は
、東
大
寺
の
ほ
か
下し

も
つ
け野
薬
師
寺
（
栃
木
県
下

野
市
）
と
と
も
に
〈
い
わ
ゆ
る
天
下
の
三
戒
壇
（
※

1
）
の
一
つ
が
設
け
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、九
州

第
一
の
権
威
を
も
っ
た
〉（
※
2
）
寺
と
し
て
知
ら

れ
た
。
日
本
最
古
と
い
わ
れ
る
梵
鐘
と
、平
安
期
以

降
に
造
ら
れ
た
多
く
の
仏
像
を
遺
す
。

　

同
寺
の
古
仏
に
関
す
る
考
察
に
、玄
昉
の
功
績
を

記
し
た
も
の
が
あ
る
。〈
寺
号
の
由
来
に
な
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
〉
講
堂
の
観
世
音
菩
薩
像
は
、〈
観
世

音
菩
薩
の
中
で
も
不ふ

く
う
け
ん
さ
く
か
ん
の
ん

空
羂
索
観
音
だ
っ
た
と
考
え

ら
れ
て
〉
お
り
、〈
こ
の
仏
は
八
世
紀
前
半
に
唐
か

ら
も
た
ら
さ
れ
〉、〈
強
大
な
現
世
利
益
的
呪
術
力

を
そ
な
え
た
、最
新
最
有
力
の
仏
と
し
て
、奈
良
時

代
に
期
待
さ
れ
た
存
在
〉
で
あ
っ
た
が
、〈
こ
の
不

空
羂
索
観
音
の
信
仰
を
本
格
的
に
日
本
に
も
た
ら

し
、そ
の
展
開
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
考
え

ら
れ
る
者
こ
そ
が
、玄
昉
だ
っ
た
〉（
※
2
）と
い
う
。

清
張
も
こ
の
寺
を
よ
く
訪
れ
て
い
た
。

　

去
年
の
冬
、観
世

音
寺
に
三
十
二
、三

年
ぶ
り
に
行
っ
た
。

わ
た
し
が
こ
の
寺

を
は
じ
め
て
見
た

の
は
十
五
、六
の
と

き
で
、父
親
に
つ
れ

ら
れ
て
行
っ
た
。
そ

れ
か
ら
戦
争
が
激

し
く
な
る
ま
で
十

回
近
く
は
行
っ
て

い
る
。（
中
略
）
創
建
当
時
の
鐘
楼
は
、講
堂
の
う

し
ろ
に
あ
っ
た
。（
中
略
）
こ
の
鐘
を
初
め
て
わ

た
し
に
見
せ
た
父
親
は
、菅
原
道み

ち
ざ
ね真
の
「
た
だ
鐘

声
を
聞
く
」の
詩
を
口
ず
さ
ん
だ
。（
中
略
）

　

こ
の
鐘
楼
か
ら
、新
し
く
で
き
た
玄
昉
の
五

輪
の
石
塔
が
近
い
。
前
は
、こ
ん
な
立
派
な
も
の

で
は
な
く
、古
び
た
貧
弱
な
石
が
茂
み
の
中
に

あ
っ
て
、玄
昉
の
墓
と
称
し
た
。（
中
略
）

　

周
知
の
よ
う
に
玄
昉
は
、橘
諸も

ろ
え兄
の
も
と
で

吉き
び
の
ま
き
び

備
真
備
と
と
も
に
政
界
に
勢
力
を
ふ
る
っ

た
。
藤
原
広
嗣
の
反
乱
は
、玄
昉
ら
を
除
く
の
を

ス
ロ
ー
ガ
ン
に
し
た
が
、失
敗
し
た
。
し
か
し
、

諸
兄
の
政
敵
藤
原
仲
麿
の
進
出
で
、玄
昉
は
観

世
音
寺
に
眨お

と

さ
れ
た
。
こ
の
寺
の
鐘
も
墓
も
、失

意
の
人
に
因
縁
が
あ
る
。

（
「
国
宝
の
あ
る
古
寺
再
訪　

福
岡
県
太
宰
府
町 

観
世
音
寺
梵
鐘
」（
※
3
）よ
り
）

　
〈
失
意
の
人
〉
玄
昉
は
、後
作
「
眩
人
」
で
、新
た
な

人
格
を
身
に
ま
と
う
こ
と
と
な
る
。
こ
れ
に
つ
い
て

は
後
号
で
書
く
。
な
お
、石
塔
は
〈
奈
良
時
代
よ
り
も

六
百
年
も
新
し
い
南
北
朝
時
代
の
も
の
で
あ
り
、後

の
世
の
人
々
が
玄
昉
の
霊
を
弔
う
た
め
に
造
ら
れ
た

も
の
か
、偶
然
に
存
在
し
た
そ
の
石
塔
に
、玄
昉
の
説

話
を
付
与
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
〉

て
い
る
（
※
2
）。
こ
の
地
で
最
期

を
迎
え
た
人
を
偲
ぶ
縁よ

す
が
と
し
て
護

ら
れ
、自
ら
は
沈
黙
を
守
っ
た
ま

ま
、今
に
伝
わ
る
。
次
号
へ
続
く
。

（
※
1
）
僧
尼
に
戒
律
を
授
け
る
た
め
に
設
け

る
壇
。
石
な
ど
で
築
く
。
日
本
で
は
、七
五
四

（
天
平
勝
宝
六
）
年
、鑑
真
が
東
大
寺
大
仏
殿
前

に
設
置
し
た
の
に
始
ま
る
。（『
広
辞
苑
』）

（
※
2
）『
観
世
音
寺
』
二
○
○
六
年 

九
州
歴

史
資
料
館
編

（
※
3
）『
文
藝
春
秋
デ
ラ
ッ
ク
ス　

日
本
の

国
宝
一
○
○
選
』一
九
七
五
年　

所
収

（
加
地 

尚
子
）

　

一
月
十
日
か
ら
開
催
さ
れ
る
企
画
展
で

紹
介
し
て
い
る
『
眩
人
』
の
原
点
は
、古
代

史
ミ
ス
テ
リ
ー
『
火
の
路
』（
原
題
「
火
の

回
路
」
昭
和
四
十
八
年
六
月
十
六
日
～
翌

年 
十
月
十
三
日
、「
朝
日
新
聞
」）で
あ
る
。

両
作
に
一
貫
す
る
テ
ー
マ
は
、《
ペ
ル
シ

ア
・
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教（
徒
）の
日
本
伝
来
》

に
象
徴
さ
れ
る
東
西
文
化
交
流
の
問
題
だ

が
、こ
れ
は
生
涯
を
か
け
て
考
究
が
続
け

ら
れ
た
。

　
『
火
の
路
』
創
作
の
た
め
に
、松
本
清
張

は
単
身
イ
ラ
ン
に
ま
で
取
材
旅
行
を
敢
行

し
た
。
今
回
の
『
眩
人
』
展
で
は
そ
の
と
き

の
『
取
材
ノ
ー
ト
』
を
展
示
紹
介
し
て
い

る
。
同
作
の
創
作
過
程
を
垣
間
見
る
こ
と

の
で
き
る
資
料
が
も
う
一
つ
あ
る
。
常
設

展
示
室
1
に
展
示
中
の
『
「
火
の
回
路
」
創

作
ノ
ー
ト
』で
あ
る
。
原
稿
用
紙
タ
イ
プ
の

ノ
ー
ト
に
、「
酒
場
談
義
」、「
海
津
信
六
の

意
見
」（
同
十
章
「
か
く
れ
た
波
」、同
十
二

章
「
影
の
暗
示
」
に
該
当
）、「
海
津
信
六
の

後
か
ら
の
手
紙
（
通
子
宛
）」、「
新
考
察
」

な
ど
の
見
出
し
で
く
く
ら
れ
た
、着
想
や

構
想
の
メ
モ
が
書
き
込
ま
れ
て
い
る
。

　

展
示
中
の
ノ
ー
ト
は
「
海
津
信
六
の
意

見
」
の
ペ
ー
ジ
で
、び
っ

し
り
赤
字
で
書
か
れ
て

い
る
。
真
っ
赤
な
ペ
ー

ジ
が
気
に
な
る
が
、ま

ず
は
海
津
の
意
見
を
見

て
み
よ
う
。

　

①
は
、「
岩
船
と
両
槻

宮
の
東
西
一
直
線
は
面

白
し
。」
と
あ
る
。
作
中

で
は
、高
須
通
子
の
第

一
論
文
で
そ
の
一
直
線

の
こ
と
を
読
み
、信
六

が
〈
面
白
か
っ
た
で
す

ね
〉
と
感
想
を
述
べ
る
。

次
い
で
「
香（

マ
マ
）山

を
頂
点

と
し
て
正
三
角
形
が
形
成
さ
れ
る
」
と
あ

る
の
は
、〈
も
し
両
槻
宮
も
香
久
山
の
方

向
に
む
か
っ
て
い
た
と
す
る
と
、香
久
山

を
北
の
頂
点
に
し
て
、両
槻
宮
、益
田
岩
船

と
、底
辺
の
長
い
三
角
形
を
つ
く
る
〉
と
の

信
六
の
意
見
に
な
る
。
最
後
に「
岩
船
＝
両

槻
宮（
天
宮
）は
拝
火
神
殿
」と
あ
る
が
、こ

れ
は
、第
二
論
文
で
変
更
す
る
両
槻
宮
は

『
多
武
峰
に
あ
る
の
で
は
な
く
益
田
岩
船

そ
の
も
の
』
と
の
新
し
い
推
考
を
、こ
の
と

き
す
で
に
得
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る

の
か
も
知
れ
な
い
。

　

最
後
の
④
に
は
、「
酒
船
石
＝（
イ
）犠
牲

の
動
物
の
処
理
道
具
。（
ロ
）
麻
薬
酒
の
製

造
。」
と
、酒
船
石
の
用
途
案
が
並
べ
ら
れ

て
い
る
。
作
中
で
は（
イ
）案
は
書
か
れ
ず
、

代
わ
り
に
〈
銅
の
イ
ン
ゴ
ッ
ト
を
つ
く
る

石
型
〉
で
は
な
い
か
と
若
い
頃
に
考
え
た

と
信
六
は
話
す
。
そ
し
て
、（
ロ
）の「
麻
薬

酒
の
製
造
」
案
は
通
子
の
口
を
通
し
て
、酒

が
〈
円
形
の
沈
殿
所
に
入
っ
て
き
た
と
こ

ろ
を
、（
中
略
）薬
草
を
つ
く
っ
て
混
入
し
、

薬
酒
を
造
る
〉と
語
ら
れ
る
。
第
一
論
文
で

は〈「
製
造
さ
れ
た
も
の
」の
実
体
に
は
、ま

だ
推
定
が
つ
か
な
い
〉
と
ぼ
か

さ
れ
て
い
た
の
が
、こ
こ
で〈
薬

酒
〉
と
明
確
に
さ
れ
る
の
で
あ

る
。

　

こ
の
よ
う
に『
創
作
ノ
ー
ト
』

は
、〈
古
代
日
本
に
も
ゾ
ロ
ア

ス
タ
ー
教
の
影
響
が
入
っ
て
い

る
の
で
は
な
い
か
〉
と
い
う
着

想
が
、研
究
と
思
索
を
通
し
て

ど
の
よ
う
に
構
想
と
し
て
ま
と

め
ら
れ
、作
中
『
論
文
』
に
結
実

し
た
か
、そ
の
過
程
の
一
端
を

読
み
と
る
こ
と
の
で
き
る
貴
重

な
資
料
で
あ
る
。

（
学
芸
担
当
主
任　

中
川 

里
志
）

作
品
の
舞
台
を
訪
ね
て

「
眩
人
」
|
玄
昉
と
い
う
人 

② 

観
世
音
寺

げ
ん
じ
ん

げ
ん
ぼ
う

か
ん

ぜ

お
ん

じ

6

『火の路』創作ノート

玄昉の墓［写真提供：太宰府市］



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。

●平成26年度年次総会・懇親会

　山口恵以子講演会の後、平成26年度友の会年次総会を
開催しました。前年度の事業報告・決算、役員選任、新年度
の事業計画・予算の審議が行われ、拍手をもって承認され
ました。懇親会は、総会終了後に会場を松本清張記念館地
階ホールに移して行いました。山口恵以子様も特別参加さ
れ、会員向けにサイン会をしていただくなど、皆様大変感激
していました。小林慎也会長や藤井康栄館長の挨拶をはじ
め、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「小説の舞台と美術館等を巡る旅」
8月2日（土）　参加者 29名
北九州市立男女共同参画センター・ムーブ 5階

　今回は、「渡された場
面」等で登場する宗像
市鐘崎・織幡神社付
近、金印で有名な福岡
市博物館、久留米市に
ある石橋美術館・青木
繁旧居を巡りました。鐘崎周辺では、現地でどうにか観光バスが
通れるような道を探って鐘崎漁港に着き、織幡神社がある小山を
見ることができました。福岡市博物館を駆け足で見学した後、昼食
をとって、石橋美術館に向かいました。石橋美術館では、職員の方
から、清張さんが訪れた際には熱心に収蔵品をご覧になっていた
とのお話もありました。青木繁旧居では、保存会会長から大変分

かりやすい説明をしていただ
きました。盛りだくさんの行程
であったため、もう少し時間が
ほしいところでしたが、参加者
の皆様から「良かった」「次回
も楽しみ」といった声をいただ
きました。

11月6日（木）　参加者 39名

●清張サロン
　平成26年度の第1回清張サロ
ンは、特別企画展「伯爵夫人ミツ
コ 激動のヨーロッパに咲いた
華̶松本清張『暗い血の旋舞』」をテーマに担当の学芸
員を講師として開催しました。会議室での講義の後、講師と
一緒に企画展を見学しました。第2回は、台湾で開催された
国際共同研究に参加した記念館学芸員を講師として、台
湾出張の報告と研究テーマ「松本清張と水村美苗の『嵐が
丘』体験」についてお話を伺いました。いずれのサロンも、貴
重な話を聞くことができ、有意義な清張サロンとなりました。

第1回 9月26日（金）　参加者 27名　記念館 地階会議室
 ●テーマ  ： 特別企画展「伯爵夫人ミツコ 激動のヨーロッパに
   咲いた華̶松本清張『暗い血の旋舞』」
 ●講師 ： 小野芳美氏（記念館・専門学芸員）
第2回 10月30日（木）　参加者 24名　記念館 地階会議室
 ●テーマ  ： 国際共同研究報告「松本清張と水村美苗の『嵐が丘』体験」
 ●講師 ： 栁原暁子氏（記念館・専門学芸員）

宗像市鐘崎→福岡市博物館→石橋美術館→青木繁旧居

国際共同研究に参加しています

　科学研究費助成による国際共同研究「現代東アジア文学史」（代表：東京大学・藤井省三教授／2013年4月～
2017年3月）に、当館から栁原暁子専門学芸員が参加しています。9月下旬に台湾大学で開催されたワークショップで
は、松本清張に関する研究発表を行いました。
　これを機に、松本清張の作品や研究が広く世界へ発信され、「現代東アジア文学史」における松本清張の位置が
確かなものになるよう取り組んでいきます。
　2015年秋には松本清張記念館で公開ワークショップを開催する予定です。ご期待ください。

栁原暁子学芸員（右）による発表風景台湾大学・台湾文学研究所にて。ワークショップ参加メンバー。

MATSUMOTO SEICHO MEMORIAL MUSEUM NEWS Vol.477



リバーウォーク
北九州
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通
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京町銀天街
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記念館
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魚
町
銀
天
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紫
川

『松本清張研究』販売のお知らせ

■販売書店
【北九州】
　● 積文館書店 ブックセンタークエスト　小倉本店
【東　京】
　● 紀伊國屋書店　新宿本店
　● 三省堂書店　神保町本店
　● 東京堂　神田神保町店
　● 八重洲ブックセンター　八重洲本店

■通信販売

　『松本清張研究』（年1回発行）の最新号は、本年3月
に刊行した第15号「特集 清張と故郷［北九州］」です。
創刊号から最新号まで、館内ミュージアムショップのほ
か、下記の書店や通信販売でもご購入いただけます。
　各号の内容は、当館ホームページをご覧ください。

記念館まで電話かFAXでお申込みください。
後日、郵便振替用紙（代金＋送料）をお送りします。

『松本清張研究』の送付は、振込を確認した後とな
りますので、ご了承ください。

81408055B

研 究 奨 励 事 業 入 選 者

「松本清張研究奨励事業」も16回目を迎えました。
第一線で活躍される入選者も増え、清張研究のさ
らなる発展が期待されます。今回は入選が2点、新
しく斬新な視点の歴史研究とオーソドックスながら
堅実な文学研究です。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。

第 回17 松本清張研究奨励事業募集
募集要項
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130万円を上限
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27年3
月31日までに提出してください。

企画名

企画名

入選者

入選者

松
本
清
張
研
究
奨
励
事
業

入
選
企
画
決
定

『松本清張の見た関東州
　―平石氏人資料を手がかりとして』
平石 淑子（日本女子大学教授）

『松本清張とラオス
　―ベトナム戦争の記述をめぐる研究』
尾崎 名津子（日本大学・早稲田大学非常勤講師）

第　    回16

※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。

平石 淑子氏 尾崎 名津子氏

　「点描」欄で先行紹介中の『眩
人』、この作品をとりあげた企画展

がいよいよ始まります。清張古代史の大山嶺の一つ、東西
文化交流論。平山郁夫画伯の挿画とともに、壮大華麗な時
空の旅へとお出かけください。新しい年が、皆様にとってよ
い年となりますように。　　　　　　　　　　　　（N.K）


