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「小説東京帝国大学（原題：「小説東京大学」）」は「サンデー毎日」
昭和40（1965）年6月27日号～、昭和41（1966）年10月23日号に掲載された

帝
国
大
学
は
、

あ
く
ま
で
も
狭
き
門
の
、

最
高
学
府
の
権
威
を

保
持
し
た
か
っ
た
の
で
あ
る

●
開
館
18
周
年
記
念
講
演 

保
阪
正
康
講
演
会

●
平
成
28
年
度
後
期
特
別
企
画
展
『
清
張
が
描
い
た
日
本
の
近
代
』

●
20
周
年
記
念
企
画 

あ
ふ
れ
る
想
い
を

●
現
代
東
ア
ジ
ア
文
学
史
の
国
際
共
同
研
究

●
展
示
品
紹
介

●
点
描 

作
品
の
舞
台
を
訪
ね
て

●
清
張
オ
マ
ー
ジ
ュ
作
品
を
教
え
て
く
だ
さ
い
！

●
友
の
会
活
動
報
告

●
ト
ピ
ッ
ク
ス

明
治
三
十
五
年
の
秋
、私
立
哲
学

館
で
は
卒
業
試
験
が
行
わ
れ
た
。閲

覧
し
て
い
た
文
部
省
の
視
学
官
は
、

学
生
の
回
答
の
一
つ
に
目
を
留
め
る
。

イ
ギ
リ
ス
の
倫
理
の
学
説
だ
っ
た
が
、

「
帝
王
の
弑し

い
さ
つ殺
を
是
認
す
る
学
説
を
公
然
と
教
え

て
い
る
」と
視
学
官
は
解
し
た
の
だ
。

こ
と
は
宮
内
省
を
も
震
撼
さ
せ
る
大
事
件
に
発

展
、「
国
体
に
不
都
合
な
点
を
含
ん
だ
学
説
を
教
え

た
」
と
し
て
、哲
学
館
に
認
め
て
い
た
中
等
教
員
無

試
験
免
許
の
特
権
を
文
部
省
は
取
り
消
す
。苛
烈

な
処
分
は
私
学
と
自
由
な
学
問
へ
の
不
当
な
弾
圧

だ
と
し
て
、新
聞
各
社
や
他
の
私
立
大
学
も
論
陣

を
張
る
に
至
る
。

最
初
の
火
種
と
な
っ
た
答
案
の
主
・
工
藤
雄
三

の
も
と
を
、あ
る
日
、三
人
の
帝
国
大
学
学
生
が
訪

れ
る
。彼
ら
は
、事
件
は
は
じ
め
か
ら
仕
組
ま
れ
て

い
た
の
で
は
な
い
か
と
疑
っ
て
い
た
。

帝
大
生
た
ち
は
事
件
の
背
後
に
、哲
学
館
学
長
・

井
上
円
了
と
東
京
帝
国
大
学
分
科
大
学
長
・
井
上

哲
次
郎
の
学
説
上
の
対
立
、さ
ら
に
政
府
内
外
の

勢
力
争
い
の
存
在
ま
で
読
み
解
い
て
い
た
。そ
し

て
、帝
国
大
学
に
国
家
の
幹
材
た
る
官
吏
を
養
成

す
る
唯
一
の
機
関
で
あ
る
こ
と
を
期
待
し
た
山
県

有
朋
の
意
図
が
働
い
て
い
る
と
も
言
う
。工
藤
は

彼
ら
の
話
を
聞
き
な
が
ら
、政
府
高
官
と
繋
が
り

を
持
ち
、“
隠
田
の
行
者
”
と
称
さ
れ
る
飯
野
吉
三

郎
の
暗
闘
に
思
い
至
る
。

哲
学
館
事
件
の
の
ち
、東
大
七
博
士
事
件
、南
北

朝
正せ

い
じ
ゅ
ん閏
問
題
、そ
し
て
大
逆
事
件
と
続
く
言
論
弾

圧
事
件
を
、工
藤
は
遠
く
九
州
か
ら
眺
め
て
い
た
。

四
半
世
紀
の
時
を
経
て
、慙ざ

ん

き愧
の
念
に
堪
え
か
ね

た
工
藤
は
よ
う
や
く
告
白
の
手
紙
を
綴
り
は
じ
め

る

―
哲
学
館
事
件
の
発
端
に
は
た
し
か
に
魔
手

が
あ
っ
た
の
だ
。日
露
戦
争
を
翌
々
年
に
控
え
た

あ
の
時
期
、山
県
の
本
意
は
何
だ
っ
た
の
か
。

哲
学
館
事
件
を
皮
切
り
に
、実
際
の
事
件
に
材

を
取
り
、明
治
期
の
日
本
を
描
い
た
清
張
ら
し
さ

の
光
る
骨
太
の
歴
史
小
説
。

（
学
芸
員　

小
野 

芳
美
）

2016.12
53

245566778



2

は
じ
め
に 

三
つ
の「
構
え
」

私
は
昭
和
十
四
年
生
ま
れ
で
現
在
76
歳
で
す
。昭

和
史
を
ず
っ
と
調
べ
て
き
て
感
じ
る
の
は
、そ
こ
に
日

本
の
歴
史
そ
の
も
の
が
様
々
な
形
で
集
約
さ
れ
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
す
。こ
れ
ら
を
き
ち
ん
と
語
り
継
ぐ

の
が
そ
の
時
代
を
生
き
た
者
の
役
目
だ
と
思
い
、こ
の

歳
に
な
っ
て
も
仕
事
を
続
け
て
お
り
ま
す
。松
本
清
張

先
生
の
作
品
、特
に
近
現
代
史
の
書
物
か
ら
、私
は
た

く
さ
ん
の
こ
と
を
教
え
ら
れ
ま
し
た
。

歴
史
や
人
間
と
向
き
合
う
と
き
、私
は
三
つ
の「
構

え
」が
必
要
だ
と
考
え
ま
す
。そ
の
一
つ
目
は「
事
実
と

真
実
」と
い
う
こ
と
で
す
。そ
し
て
二
つ
目
は「
時
代
と

歴
史
」で
す
。歴
史
の
流
れ
の
中
で
、今
は
ど
の
よ
う
な

意
味
づ
け
が
さ
れ
る
か
と
い
う
こ
と
で
す
。そ
れ
か
ら

三
つ
目
は「
公
と
私
」こ
れ
は「
国
家
と
個
人
」と
言
い

換
え
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。歴
史
だ
け
に
限
ら
ず
、私

た
ち
が
何
か
と
向
き
合
う
際
に
は
、こ
の
よ
う
な
尺
度

が
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。私
は
松
本
先
生
の
書
物
に
向

き
合
う
と
き
、こ
の
三
つ
の
構
え
を
ご
く
自
然
に
持
っ

て
い
る
こ
と
に
気
付
き
ま
し
た
。

事
実
を
調
べ 

真
実
を
見
る

ま
ず
事
実
と
は
、小
学
生
の
絵
日
記
を
思
い
出
す

と
簡
単
に
理
解
で
き
ま
す
。何
月
何
日
、朝
は
何
時
に

起
き
て
神
社
で
ラ
ジ
オ
体
操
を
し
て
、そ
こ
に
友
達
の

誰
々
が
来
て
い
た
と
か
、家
に
帰
っ
て
ご
飯
を
食
べ
た

後
、ち
ょ
っ
と
勉
強
を
し
て
セ
ミ
と
り
を
し
た
と
か
書

き
ま
す
ね
。こ
の
小
学
生
の
日
記
は
、事
実
を
ず
っ
と

累
積
し
て
い
っ
た
も
の
で
す
。私
た
ち
に
と
っ
て
事
実

と
は
、き
わ
め
て
基
本
的
な
も
の
で
あ
り
、ど
の
よ
う

な
も
の
ご
と
を
考
え
る
と
き
に
も
視
点
の
土
台
に
あ

る
も
の
で
す
。

し
か
し
、そ
れ
は
真
実
と
は
異
な
り
ま
す
。で
は
真

実
と
は
何
で
し
ょ
う
か
。永
井
荷
風
の「
断
腸
亭
日
乗
」

と
い
う
日
記
に
は
、よ
く「
今
日
は
特
記
す
べ
き
こ
と

な
し
」と
書
い
て
あ
り
ま
す
。つ
ま
り
彼
に
と
っ
て
そ

の
日
は
昨
日
と
同
じ
で
あ
り
、日
常
生
活
が
そ
の
ま
ま

く
り
返
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。そ
の
日
の
真
実
と

い
う
の
は
、彼
の
そ
の
表
現
の
中
に
あ
る
わ
け
で
す
。

私
た
ち
は
、事
実
と
い
う
も
の
を
ま
ず
き
ち
ん
と
把

握
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
が
、事
実
を
い
く
ら
並
べ
て

も
真
実
は
出
て
き
ま
せ
ん
。真
実
は
真
実
と
し
て
見
る

目
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。そ
の
た
め
に

は
、人
そ
れ
ぞ
れ
に
備
わ
っ
た
感
性
や
教
育
で
受
け
た

知
識
な
ど
の
他
に
も
、勘
が
い
い
と
か
勘
が
働
く
と
い

う
こ
と
が
必
要
に
な
り
ま
す
。松
本
先
生
が
近
現
代

史
に
向
き
合
っ
た
姿
勢
を
み
れ
ば
、先
生
が
も
の
ご
と

の
本
質
を
つ
か
む
能
力
に
優
れ
た
人
だ
っ
た
こ
と
が

わ
か
り
ま
す
。

終
戦
の
際
、ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
の
中
に「
戦
争
の
責
任

者
を
裁
く
」と
い
う
一
項
が
あ
り
ま
し
た
。こ
れ
に
対

し
日
本
の
政
府
や
軍
事
指
導
者
た
ち
は
、関
係
資
料

を
全
部
燃
や
し
て
隠
蔽
す
る
こ
と
で
責
任
を
逃
れ
よ

う
と
し
ま
し
た
。戦
後
七
十
年
あ
ま
り
経
ち
ま
し
た

が
、そ
の
間
に
コ
ツ
コ
ツ
と
資
料
を
集
め
直
し
て
分
析

し
、事
実
や
本
質
そ
し
て
真
実
は
何
か
と
い
う
こ
と
を

探
求
し
た
上
で
、日
本
の
近
現
代
史
は
再
び
作
ら
れ
て

き
た
の
だ
と
言
え
ま
す
。

そ
の
典
型
が
松
本
先
生
の
作
業
の
中
に
も
凝
縮
し

て
い
る
の
で
、私
た
ち
は
先
生
の
仕
事
に
対
し
て
畏
敬

の
念
を
持
つ
わ
け
で
す
。先
生
は「
日
本
の
黒
い
霧
」や

「
昭
和
史
発
掘
」を
書
く
に
あ
た
り
、徹
底
的
に
資
料

を
集
め
、そ
れ
を
分
析
す
る
こ
と
で
真
実
を
見
つ
け
て

い
き
ま
し
た
。も
ち
ろ
ん
、先
生
が
見
た
そ
の
真
実
が

す
べ
て
当
た
っ
て
い
る
と
は
思
い
ま
せ
ん
。そ
の
時
代

で
集
め
ら
れ
た
資
料
の
限
界
の
中
で
、真
実
は
こ
れ
だ

と
先
生
は
導
き
出
し
た
の
で
す
か
ら
、後
に
他
の
資
料

が
出
て
く
れ
ば
、そ
の
真
実
に
手
直
し
が
必
要
に
な
っ

て
く
る
の
も
当
然
で
す
。し
か
し
そ
れ
は
先
生
の
せ
い

で
は
な
く
、最
大
限
の
努
力
を
し
て
も
資
料
そ
の
も
の

が
集
ま
ら
な
い
と
い
う
、日
本
社
会
の
そ
の
部
分
に
病

根
が
あ
る
わ
け
で
す
。

松
本
先
生
は「
昭
和
史
発
掘
」で
集
め
た
膨
大
な
資

料
を
、後
に
二・二
六
事
件
の
資
料
集
と
し
て
出
し
ま

し
た
。そ
れ
を
読
む
と
先
生
が
言
わ
ん
と
し
て
い
た
明

確
な
テ
ー
マ
が
浮
か
ん
で
き
ま
す
。例
え
ば
、個
々
人

と
し
て
は
そ
れ
な
り
の
善
意
や
資
質
を
持
っ
て
い
た

青
年
将
校
た
ち
が
、大
き
な
歴
史
の
渦
の
中
で
巧
み
に

利
用
さ
れ
て
い
く
と
い
う
構
図
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。

狡
猾
な
軍
事
指
導
者
た
ち
の
政
治
的
な
振
舞
い
の
中

に
、青
年
将
校
の
情
念
を
巧
み
に
汲
み
取
っ
て
い
く
こ

と
で
、真
実
を
き
ち
ん
と
描
き
出
し
た
の
で
す
。そ
し

て「
日
本
の
黒
い
霧
」で
も
、各
種
の
資
料
を
収
集
し
た

上
で
、こ
の
国
の
占
領
が
解
け
た
頃
の
、権
力
が
収
斂

し
て
い
き
暗
躍
す
る
様
を
描
き
ま
し
た
。こ
れ
が
先
生

の
近
現
代
史
の
特
徴
だ
と
思
い
ま
す
。や
は
り
、事
実

と
真
実
と
い
う
も
の
を
き
ち
ん
と
組
み
立
て
て
い
る

の
で
す
。

つ
ま
り
松
本
先
生
の
本
と
向
き
合
っ
た
と
き
に
、事

実
と
真
実
と
い
う
目
で
読
む
こ
と
で
、「
真
実
と
い
う

の
は
、こ
の
よ
う
な
事
実
を
列
挙
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

わ
か
る
の
か
」と
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
が
、本

当
の
意
味
で
の
読
者
だ
と
思
い
ま
す
。

と
も
す
れ
ば
事
実
を
簡
単
に
捏
造
し
、そ
の
う
え
で

真
実
を
誘
導
す
る
と
い
う
、歴
史
修
正
主
義
的
な
手

法
も
あ
り
ま
す
。こ
れ
は
単
に
歴
史
の
問
題
に
留
ま
ら

ず
、社
会
の
病
理
学
的
な
問
題
に
な
り
ま
す
。歴
史
を

歴
史
と
し
て
き
ち
ん
と
見
て
学
び
、そ
し
て
教
訓
を
次

の
世
代
へ
つ
な
い
で
い
く
こ
と
が
、私
た
ち
の
役
目
だ

と
思
い
ま
す
。

歴
史
の
中
で
問
わ
れ
て
い
る「
今
」

私
た
ち
は
い
ま
こ
う
や
っ
て
生
き
て
い
ま
す
が
、

五
十
年
･
百
年
経
っ
て
、歴
史
の
中
で「
今
」が
ど
う
い

う
風
に
言
わ
れ
る
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。し
か
し
よ
く
観

察
眼
を
持
っ
て
い
れ
ば
、た
ぶ
ん
将
来
こ
ん
な
風
に
言

わ
れ
る
ん
だ
ろ
う
な
と
考
え
る
こ
と
は
可
能
で
す
。

い
ま
私
た
ち
は
こ
の
社
会
に
、政
治
の
劣
化
や
政
治

家
の
質
の
低
下
と
い
っ
た
様
々
な
問
題
を
抱
え
て
い

る
と
思
い
ま
す
。し
か
し
そ
の
中
に
は
、私
た
ち
は
ほ

と
ん
ど
意
識
し
て
い
ま
せ
ん
が
、将
来
の
時
代
か
ら
審

判
を
受
け
て
い
る
よ
う
な
設
問
も
あ
り
ま
す
。

具
体
的
に
言
う
と
、ま
ず
、フ
ァ
シ
ズ
ム
は
デ
モ
ク

ラ
シ
ー
の
弟
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。つ
ま
り
フ
ァ
シ
ズ

ム
と
い
う
も
の
は
、い
つ
の
時
代
も
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の

後
を
影
の
よ
う
に
つ
い
て
来
る
の
で
す
。そ
し
て
、デ
モ

ク
ラ
シ
ー
が
疲
弊
し
て
機
能
し
な
く
な
っ
て
き
た
と

き
に
、後
ろ
か
ら
ず
っ
と
つ
い
て
来
て
い
た
フ
ァ
シ
ズ

ム
が
合
法
的
に
出
て
き
ま
す
。こ
れ
は
ヒ
ト
ラ
ー
の
例

な
ど
を
考
え
れ
ば
よ
く
理
解
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

次
に
、狭
い
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
社
会
正
義
や
社
会

的
平
等
を
装
っ
て
出
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
す
。ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
い
う
も
の
は
、い
き
な
り「
俺
た
ち
の

国
が
一
番
立
派
だ
」な
ど
と
言
う
の
で
は
な
く
、初
め

松
本
清
張
記
念
館
開
館
18
周
年
記
念
講
演

「
近
現
代
と
清
張
史
観
」

平
成
28
年
8
月
6
日（
土
）

　
　
　
　
午
後
3
時

男
女
共
同
参
画
セ
ン
タ
ー・ム
ー
ブ

参
加
者
約
三
〇
〇
名

保
阪 
正
康

講
師

（
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
作
家
）
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は
き
ち
ん
と
社
会
的
な
理
想
を
訴
え
な
が
ら
出
て
き

ま
す
。近
代
の
日
本
を
振
り
返
れ
ば
、そ
れ
が
隠
れ
蓑

だ
と
わ
か
り
ま
す
。例
え
ば
二・二
六
事
件
を
起
こ
し

た
青
年
将
校
の
決
起
書
を
よ
く
読
む
と
、確
か
に
そ
の

「
正
義
」に
は
理
解
で
き
る
部
分
が
あ
り
ま
す
。こ
れ
だ

け
社
会
が
疲
弊
し
て
い
た
の
な
ら
、彼
ら
が
怒
る
の
も

無
理
は
な
い
と
。し
か
し
、彼
ら
が
社
会
正
義
の
側
に

立
っ
て
訴
え
た
狭
い
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
は
、か
な
り

危
険
な
要
素
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
見
逃
し
て
は

い
け
ま
せ
ん
。

そ
し
て
こ
れ
が
一
番
重
要
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
は
戦
間
期
の
思
想
と
い
う
も
の
が
、い
ま
日
本
に

出
て
く
る
か
ど
う
か
が
、歴
史
上
試
さ
れ
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
す
。第
一
次
世
界
大
戦
が
終
わ
っ
て
か
ら
第

二
次
世
界
大
戦
が
始
ま
る
ま
で
の
約
二
十
年
間
に
も
、

世
界
各
地
で「
戦
争
で
失
っ
た
も
の
は
戦
争
で
取
り

返
す
」と
い
う
戦
間
期
の
思
想
が
出
て
き
ま
し
た
。こ

れ
は
二
十
世
紀
の
多
く
の
戦
争
に
共
通
し
た
思
想
と

も
言
え
ま
す
。例
え
ば「
恐
露
病
」と
い
う
言
葉
が
あ

る
よ
う
に
、日
本
は
日
露
戦
争
で
勝
利
し
て
以
降
ず
っ

と
、ロ
シ
ア
・ソ
連
を
仮
想
敵
国
に
し
て
怯
え
て
い
ま

し
た
。そ
し
て
第
二
次
世
界
大
戦
終
結
の
直
前
で
ソ
連

は
日
本
に
対
し
宣
戦
布
告
を
し
ま
し
た
が
、そ
の
時
ス

タ
ー
リ
ン
に
は
、日
露
戦
争
で
失
っ
た
も
の
を
全
部
取

り
返
し
て
や
る
と
い
う
思
い
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。つ

ま
り
彼
は
、そ
の
戦
間
期
の
思
想
を
四
十
年
間
も
持
っ

て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
う
考
え
る
と
、私
た
ち
の
国
は
終
戦
か
ら
こ
れ
ま

で
の
間
ず
っ
と
、戦
間
期
の
思
想
を
持
た
な
い
と
い
う

世
界
記
録
を
作
っ
て
き
た
と
言
え
ま
す
。こ
れ
が
私
た

ち
の
国
の
文
化
や
伝
統
の
本
質
だ
と
私
は
思
い
ま
す
。

日
本
が
も
し
軍
を
持
つ
と
す
る
な
ら
ば
、ま
ず
は
そ
う

い
っ
た
戦
間
期
の
思
想
で
は
な
い
の
だ
と
い
う
、き
ち

ん
と
し
た
総
括
が
必
要
に
な
り
ま
す
。そ
れ
を
一
切
抜

き
に
し
て
し
ま
え
ば
、日
本
は
世
界
に
疑
念
を
与
え
る

こ
と
に
な
る
の
で
す
。

松
本
先
生
の
書
い
た
昭
和
史
を
読
む
と
、こ
う
い
っ

た
こ
と
が
す
べ
て
背
景
に
浮
か
び
上
が
っ
て
き
ま
す
。

先
生
が
多
忙
な
中
で
も
熱
心
に
資
料
を
集
め
、都
合

の
悪
い
資
料
が
あ
っ
て
も
逃
げ
ず
に
、真
実
の
中
に
位

置
付
け
て
い
く
と
い
う
と
こ
ろ
に
、私
は
敬
意
を
表
し

ま
す
。

明
治
四
十
二
年
生
ま
れ
の
松
本
先
生
は
、同
世
代

の
他
の
作
家
と
は
ち
ょ
っ
と
違
っ
て
い
て
、軍
隊
に
対

し
て
あ
る
意
味
で
の「
公
平
感
」を
持
っ
て
い
た
よ
う

で
す
。軍
隊
で
は
学
歴
な
ど
関
係
な
く
、兵
隊
の
位
が

上
の
者
は
下
の
者
に
徹
底
的
に
制
裁
を
加
え
ま
す
。

い
わ
ば
日
本
の
軍
隊
は
、社
会
の
憂
さ
晴
ら
し
の
空
間

に
な
っ
て
い
た
わ
け
で
す
。こ
う
し
た
軍
隊
で
の
妙
な

団
結
心
や
平
等
感
と
い
う
も
の
を
、内
心
ふ
っ
と
意
識

し
た
と
先
生
は
書
い
て
い
ま
す
。こ
れ
は
私
た
ち
が
軍

隊
を
考
え
る
と
き
の
、ひ
と
つ
の
尺
度
に
な
り
ま
す
。

様
々
な
清
張
作
品
の
中
に
軍
隊
論
が
散
り
ば
め
ら
れ

て
い
る
と
思
い
ま
す
が
、未
だ
に
誰
も
き
ち
ん
と「
松

本
清
張
の
軍
隊
論
」と
し
て
ま
と
め
て
い
ま
せ
ん
。や

は
り
、日
本
の
庶
民
が
持
っ
て
い
る
こ
う
い
っ
た
感
情

も
語
り
継
が
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

そ
し
て
最
近
、天
皇
ご
自
身
が
生
前
退
位
に
つ
い
て

語
ら
れ
ま
し
た
が
、こ
れ
も
歴
史
的
な
積
み
重
ね
の
中

で
分
析
す
る
と
よ
く
わ
か
る
は
ず
で
す
。や
は
り
松
本

先
生
は
天
皇
論
に
つ
い
て
も
ま
と
め
て
書
い
て
は
い

ま
せ
ん
が
、こ
の
よ
う
な
テ
ー
マ
を
解
い
て
い
く
方
程

式
の
よ
う
な
も
の
は
、先
生
の
昭
和
史
の
中
に
示
唆
さ

れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

清
張
の
教
え

私
は
学
生
の
頃
に
松
本
先
生
の「
球
形
の
荒
野
」と

い
う
本
を
読
ん
で
、日
本
に
こ
ん
な
小
説
を
書
け
る

人
が
い
る
の
か
と
驚
愕
し
た
の
を
覚
え
て
い
ま
す
。そ

の
後
、昭
和
四
十
五
年
に
三
島
由
紀
夫
が
自
衛
隊
員

に「
共
に
死
の
う
」と
呼
び
か
け
割
腹
し
た
事
件
が
あ

り
ま
し
た
。そ
の
と
き
編
集
者
に
な
っ
て
い
た
私
は
、

昭
和
の
初
め
に
も
同
じ
よ
う
に
死
の
う
と
叫
ん
で
事

件
を
起
こ
し
た
グ
ル
ー
プ
が
い
た
と
思
い
当
た
り
ま

し
た
。こ
の「
死
の
う
団
事
件
」に
つ
い
て
資
料
を
収
集

し
て
書
い
た
の
が
、私
が
初
め
て
出
し
た
本
に
な
り
ま

す
。出

版
社
の
伝つ

て

で
、松
本
先
生
が
そ
の
本
の
推
薦
文

を
書
い
て
く
れ
ま
し
た
が
、そ
の
中
で「
保
阪
は
記
録

者
と
し
て
よ
く
調
べ
た
」と
い
う
旨
の
評
を
頂
き
ま
し

た
。な
ぜ
先
生
は
私
の
こ
と
を「
記
録
者
」と
言
っ
た
の

か
、私
に
は
当
初
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

し
か
し
そ
の
後
、松
本
先
生
の
本
を
ず
っ
と
読
み
込

ん
だ
り
し
て
い
く
う
ち
に
、あ
の
と
き
先
生
は「
お
前

は
事
実
を
集
め
て
書
い
た
ろ
う
、し
か
し
そ
れ
は
真
実

か
？
真
実
は
書
い
て
な
い
だ
ろ
う
」と
言
い
た
か
っ
た

の
で
は
、と
感
じ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

例
え
ば「
死
の
う
団
事
件
」の
本
で
、ま
だ
若
か
っ
た

私
は
、「
特
高
に
弾
圧
さ
れ
た
」と
か
い
う
安
易
な
書
き

方
を
し
て
し
ま
っ
た
の
で
す
が
、松
本
先
生
に
し
て
み

れ
ば
そ
れ
は
真
実
で
は
な
い
の
だ
と
思
い
ま
す
。集
団

の
中
で
あ
る
種
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
的
な
状
況
が
醸
成
さ

れ
て
い
く
と
き
に
、庶
民
個
々
人
の
中
に
は
本
能
的
に

忌
避
の
感
情
が
起
こ
り
、死
と
い
う
自
分
を
抹
殺
す
る

方
法
を
と
る
者
が
出
て
く
る
の
だ
、つ
ま
り
そ
の
絶
望

こ
そ
が
真
実
な
の
だ
と
、松
本
先
生
な
ら
言
っ
た
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

確
か
に
、私
に
と
っ
て
膨
大
な
資
料
を
集
め
て
分
析

す
る
こ
と
は
非
常
に
お
も
し
ろ
く
感
じ
ま
す
。し
か
し

そ
れ
に
溺
れ
て
単
な
る
資
料
の
整
理
係
に
な
っ
て
し

ま
っ
て
は
、何
の
意
味
も
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、松

本
先
生
か
ら
教
え
ら
れ
た
気
が
し
ま
す
。

お
わ
り
に

こ
れ
ま
で
私
が
お
話
し
し
た
よ
う
な
こ
と
す
べ
て

を
、松
本
先
生
は
資
料
を
使
っ
て
問
題
提
起
し
、か
つ

自
己
完
結
す
る
か
た
ち
で
示
し
ま
し
た
。そ
こ
が
既

存
の
学
者
の
歴
史
家
や
、小
さ
な
デ
ー
タ
を
元
に
す
ぐ

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
化
す
る
作
家
た
ち
と
は
違
っ
て
い
る
と

こ
ろ
で
す
。

松
本
先
生
は
資
料
に
語
ら
せ
よ
う
と
し
つ
つ
も
、先

生
の
思
想
や
哲
学
、そ
し
て
人
生
観
が
語
る
ん
だ
と
い

う
姿
勢
を
崩
し
ま
せ
ん
で
し
た
。そ
し
て
ど
ん
な
時
で

も
、人
間
と
人
間
が
や
る
こ
と
す
べ
て
に
興
味
が
あ
っ

た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

膨
大
な
清
張
作
品
に
も「
自
分
の
再
認
識
」と
い
う

共
通
の
視
点
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。そ
れ
は
松
本
清
張

そ
の
ひ
と
の
再
確
認
で
あ
る
と
同
時
に
、自
ら
が
時
代

に
生
き
た
と
い
う
再
確
認
で
も
あ
り
ま
す
。つ
ま
り
歴

史
の
中
で
ど
う
見
ら
れ
る
か
、真
実
を
ど
の
よ
う
に
と

ら
え
た
か
の
再
確
認
で
す
。そ
の
普
遍
性
を
発
し
続
け

て
い
く
こ
と
が
私
な
り
の
希
望
で
す
。

松
本
清
張
は
天
や
歴
史
か
ら
何
か
を
命
じ
ら
れ
た

作
家
だ
と
、私
は
思
っ
て
い
ま
す
。そ
う
思
う
以
外
に
、

あ
の
膨
大
な
作
品
の
一
つ
ひ
と
つ
に
盛
り
込
ま
れ
た

テ
ー
マ
や
訴
え
と
い
う
も
の
を
理
解
し
よ
う
が
あ
り

ま
せ
ん
。し
か
し
皆
さ
ん
と
確
認
し
た
か
っ
た
の
は
、

先
生
が
歴
史
上
に
め
っ
た
に
現
れ
な
い
時
代
の
証
言

者
で
あ
り
、次
の
世
代
へ
の
強
烈
な
メ
ッ
セ
ン
ジ
ャ
ー

で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。読
ん
で
向
き
合
う
こ
と

で
、そ
の
良
き
継
承
者
た
ら
ん
と
す
る
の
が
、私
た
ち

の
差
し
当
た
り
の
責
務
だ
と
感
じ
ま
す
。



会
　
場

松
本
清
張
記
念
館
地
階「
企
画
展
示
室
」

開
催
期
間

平
成
29
年
１
月
21
日（
土
）〜
平
成
29
年
３
月
31
日（
金
）

午
前
９
時
30
分
〜
午
後
６
時（
入
館
は
午
後
５
時
30
分
ま
で
）

入
場
料

常
設
展
示
観
覧
料
に
含
む（
一
般
５
０
０
円
・
中
高
生
３
０
０
円
・
小
学
生
２
０
０
円
）

　清
張
は
デ
ビ
ュ
ー
作「
西
郷
札
」以
来
、明
治
期
・
大

正
期
を
舞
台
に
し
た
作
品
を
数
多
く
執
筆
し
ま
し

た
。長
編
・
短
編
を
問
わ
ず
、ま
た
、ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン

的
な
も
の
、フ
ィ
ク
シ
ョ
ナ
ル
な
も
の
、人
物
の
生
涯
を

描
い
た
評
伝
的
な
も
の
な
ど
、そ
の
ス
タ
イ
ル
は
一
様

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　し
か
し
、こ
う
し
た
近
代
を
舞
台
に
し
た
作
品
群

を
通
し
て
、清
張
は
私
た
ち
に
考
え
る
き
っ
か
け
を
与

え
て
く
れ
て
い
ま
す
。

　資
料
を
重
ん
じ
、史
料
を
読
み
解
き
、事
実
の
空

白
を
磨
き
上
げ
た「
史
眼
」で
補
う
。こ
の
手
法
で
清

張
は「
作
家
と
史
家
の
融
合
」と
賞
賛
さ
れ
る
独
自
の

境
地
を
切
り
拓
き
ま
し
た
。

　今
回
の
企
画
展
で
は
、近
代
を
舞
台
に
し
た
小
説

群
か
ら
、清
張
が
ど
の
よ
う
に
日
本
の
近
代
を
描
い
た

か
、ど
の
よ
う
に「
史
眼
」を
確
立
し
て
いっ
た
の
か
を

浮
き
彫
り
に
し
ま
す
。

清
張
は
明
治
の
元
勲
の
う
ち
、伊
藤
博
文
、山
県
有
朋
、

西
園
寺
公
望
は
何
度
も
題
材
に
取
り
上
げ
ま
し
た
。

平
成
28
年
度
後
期
特
別
企
画
展

清
張
が
描
い
た
日
本
の
近
代

̶

豊
穣
な
る
小
説
群

近
代
日
本
の
骨
格
を
創
っ
た
人
々

独
立
独
歩
の
人
々

横
断
的
な
作
品
群

作
家
と
史
家
の
融
合

清
張
が
多
く
著
し
た
評
伝
的
作
品
か
ら
、思
想
家

を
取
り
上
げ
た
作
品
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

清
張
は
同
じ
題
材
・テ
ー
マ
を
、ア
プ
ロ
ー
チ
を
変

え
て
掘
り
下
げ
な
が
ら
執
筆
し
て
い
ま
す
。

清
張
が「
史
眼
」を
重
ん
じ「
資
料
に
語
ら
せ
る
」

手
法
を
確
立
し
た
こ
と
を
ご
紹
介
し
ま
す
。『両像・森鷗外』初単行本

『火の虚舟』初単行本

『岡倉天心 その内なる敵』
初単行本

『象徴の設計』
初単行本

『小説東京帝国大学』
初単行本

『神々の乱心』初単行本
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「現代東アジア文学史の国際共同研究」 第4回シンポジウム 報告
科学研究費助成による国際共同研究（代表：東京大学大学

院・藤井省三教授）の第4回シンポジウムが、2016年7月28日
（木）～8月1日（月）、東京大学・山上会館で行われ、当館学芸員
の栁原暁子が発表しました。

2013年4月から始まった共同研究は、今年度で終了です。研
究の成果は、今後冊子としてまとめられる予定です。

松本清張記念館は、平成30年に開館20周年を迎えます。そこで、20周年記念企画として、今号から、当
館にゆかりの方にお話をお伺いして、平成30年度まで掲載していきます。

記念すべき第一号は、開館にあたって再現家屋の展示内容や展示パネル、図録の編集に携わられた、
文藝春秋の田中光子さんです。

4年間の国際共同研究参加は、終わってみるとあっという間でした。東アジア文学史における清
張文学について多くの情報を得ることができ、また考察する機会を与えていただいたことに、大変
感謝しています。海外の研究者と出会えたことも大きな財産となりました。　　　　  （栁原暁子）

　平成元年4月、「文藝春秋」編集部員だった
入社2年目の私は、松本清張先生の担当を命
じられました。大先輩である藤井康栄さんの指
導の下、資料を集め、取材旅行のお伴をし、浜
田山のご自宅へ通ってお原稿をいただき、ワー
プロで清書したものを何度となく校正してもら
い、どうにか八篇の連作短編を掲載することが
できました。
　平成4年8月に清張先生が逝去されると、藤井さんと『松本清張全集
第三期』の準備に入りました。著作・著書目録を完璧なものにする作業
のかたわら、週刊誌2誌に連載中だった小説のゲラや資料、書庫から
あふれんばかりの膨大な蔵書が散逸せぬよう、ご家族の許しを得てカ
メラマンと書斎・書庫に入り、本棚の位置をスケッチしたり記録写真を
撮ったりしたのです。
　やがて、小倉に松本清張記念館を作りたい、との北九州市の熱心な
オファーを松本家が快諾され、40年以上清張担当をつとめた藤井さん
が中心となって構想が具体化。私も全集の準備をしながら、藤井さん
のお手伝いをするようになりました。
「ただ原稿や著書を並べるだけでは、松本清張という作家の真の姿
が伝わらない。煙草の灰が落ちるのもかまわず、編集者の取材報告を
聞き、先の構想を語った応接間。独り執筆に打ち込んだ書斎や書庫。
いわば『作家の城』をそっくり再現し、見てもらえれば」
　藤井さんのこの言葉から、松本清張記念館のあるべき姿が定まった
と記憶しています。
　書庫の写真をもとに、司書の先輩と共に3万冊にも及ぶ蔵書目録を

作成する気の遠くなるような作業が始まりました。書斎も勝手に整理し
てはならない。遺作となった連載小説のゲラや積み上げられた本、各
社の担当者が持ち込んだ資料の紙袋も、そのまま展示されるのです。
　また、私自身も途中から展示物作成の会議に出席するようになり、巨
大年表や展示パネル、情報ライブラリィの原稿依頼や校正、図録の編
集も担当しました。
　やがて建物が完成。書斎、書庫、応接間が壁の色から絨毯の焼け
焦げまでリアルに作られ、先生が使っておられた机や椅子、本棚や蔵
書がご自宅から寄贈されました。展示ケースやパネルの設置のため、ス
タッフ一同、開館直前の記念館で作業を行ないました。
　応接間に入ると、懐かしさのあまり涙が出そうになりました。芝生の庭
を背に、いつも先生が座られる椅子。緊張しながら自分が座っていた玄
関側のソファ。左手のドアの向こうから、階段を下りてくる先生の足音が
聞こえてきそうでした。
　書斎の本棚には執筆の参考にとお送りした本にフセンが貼ってある。
先生の魂は今も、ここにおられるのではないか、とすら思えました。
　開館以来、何度も記念館に来ているのに、渡り廊下を抜けて書斎の
そばまでくると、そのたびに、身が引き締まります。自分は先生に恥ずか
しくない仕事ができているか。自分の頭で考え、疑わしいことは調べ抜
いているだろうか、と。私ばかりではありません。松本清張を敬愛する作
家も、先輩編集者も、記念館に来ると清張さんのパワーをわけてもらえ
る、と口にします。
　清張記念館は再来年、開館20周年を迎えます。その間、学芸員の
皆さんは30以上の企画展を実施され、毎年研究誌を発刊されてきまし
た。いつ行っても、変わらぬ静謐な書斎と、作品を読むうえでの新しい
発見がある―これからもそんな記念館でありつづけてほしいと願って
います。

東京大学・山上会館にて、シンポジウム参加メンバー

栁原暁子学芸員発表風景

20周年
記念企

画
1あふれる想いを…

「作家の城」を再現するまで

田中 光子
文藝春秋文藝出版局
第一文藝部副部長
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6

前
回
紹
介
し
た「
大
佛
次
郎
か
ら
の
手

紙
」は
、「
西
郷
札
」が「
週
刊
朝
日
」の
懸

賞
に
入
選
、掲
載
さ
れ
た
際
の
も
の
だ
っ

た
。今

回
紹
介
す
る
の
は
、「
或
る『
小
倉
日

記
』伝
」が
芥
川
賞
を
受
賞
し
た
時
に
、和

田
芳
恵
か
ら
届
い
た
葉
書
で
あ
る
。

小
島
先
生
の
と
こ
ろ
で
直
木
賞
の
候

補
作
品
の
話
が
で
て
、い
ち
ば
ん
本
格

的
な
の
は
あ
な
た
の
も
の
、長
谷
川
幸

延
さ
ん
の
は
い
ち
ば
ん
達
者
だ
と
の

話
が
あ
り
、そ
れ
が
ど
う
し
た
風
の
吹

き
ま
は
し
か
芥
川
賞
で
（
候
補
作
品
に

な
か
っ
た
の
で
）
お
め
で
た
う
存
じ
ま

す
。私
も
小
説
を
書
か
う
と
し
て
ゐ
る

の
で
う
ら
や
ま
し
く
な
い
わ
け
で
も

あ
り
ま
せ
ん
。安
田
さ
ん
に
よ
ろ
し
く

お
つ
た
へ
下
さ
い
。右
と
り
あ
へ
ず
。

〈
小
島
先
生
〉と
は
、直
木
賞
選
考
委
員

の
小
島
政
次
郎
だ
ろ
う
。〈
長
谷
川
幸
延
〉

は「
老
残
」
が
、清
張
と
と
も
に
候
補
作

と
し
て
挙
が
っ
て
い
た
。結
局
、立
野
信

之「
叛
乱
」
が
直
木
賞
に
選
ば
れ
、清
張

の「
或
る『
小
倉
日
記
』伝
」が
芥
川
賞
に

回
さ
れ
て
受
賞
と
い
う
結
果
と
な
っ
た
。

〈
安
田
さ
ん
〉
は
清
張
の
朝
日
新
聞
社
同

僚
の
安
田
満
か
。当
時
清
張
は
、東
京
本

社
に
出
張
し
た
安
田
に
、「
三
田
文
学
」の

合
評
会
に
代
理
出
席
し
て
も
ら
っ
て
い

る（
※
1
）。

和
田
芳
恵
は
、作
家
で
あ
る
と
同
時
に

樋
口
一
葉
研
究
も
し
て
い
た
。も
と
編
集

者
な
の
で
、文
壇
で
交
際
が
あ
っ
た
小
島

政
次
郎
か
ら
話
を
聞
い
て
い
た
ら
し
い
。

前
評
判
の
良
か
っ
た「
或
る『
小
倉
日
記
』

伝
」
が
、直
木
賞
を
受
賞
す
る
の
な
ら
分

か
る
、〈
そ
れ
が
ど
う
し
た
風
の
吹
き
ま

は
し
か
芥
川
賞
〉
な
の
だ
か
ら
、和
田
も

び
っ
く
り
し
た
こ
と
だ
ろ
う
。お
そ
ら
く

芥
川
賞・
直
木
賞
史
上
に
残
る
椿
事
の
一

つ
に
違
い
な
い
。

こ
れ
ら
全
て
の
発
端
は
、「
或
る『
小
倉

日
記
』伝
」が
掲
載
さ
れ
た「
三
田
文
学
」

に
お
い
て
、木
々
高
太
郎
が
、清
張
や
和

田
を
起
用
し
た
こ
と
に
あ
る
。何
せ
彼
ら

は
慶
應
義
塾
大
学
に
縁
も
ゆ
か
り
も
な

い
の
だ
。清
張
は
、「
三
田
文
学
」
に
掲
載

さ
れ
た
和
田
の「
暗
い
血
」を
読
ん
で〈
こ

ん
な
う
ま
い
小
説
を
書
く
人
が
中
央
に

居
る
以
上
、自
分
な
ど
は
と
う
て
い
ダ
メ

だ
と
す
っ
か
り
自
信
を
喪
失
し
た
も
の

だ
〉（
※
2
）
と
書
い
て
い
る
。以
来
、和
田
と

清
張
は
懇
意
に
し
て
い
た
。「
正
太
夫
の

舌
」（
一
九
七
二
）を
書
く
に
あ
た
っ
て
は
、

和
田
と
一
緒
に
取
材
を
し
て
い
る
。ま
た
、

一
時
松
本
邸
の
玄
関
先
に
秋
田
犬
が
飼

わ
れ
た
の
は
、大
き
な
秋
田
犬
を
飼
っ
て

い
た
和
田
か
ら
の
影
響
に
よ
る
と
い
う
。

文
壇
に
あ
ま
り
付
き
合
い
の
な
か
っ

た
清
張
に
、和
田
の
よ
う
な
友
人
が
い
た

こ
と
に
は
、何
と
な
く
喜
び
を
感
じ
る
。

そ
の
こ
と
も
含
め
、受
賞
そ
の
も
の
が

木
々
の
采
配
に
よ
る「
三
田
文
学
」
の
奇

跡
、と
で
も
呼
び
た
い
気
が
す
る
。

（
※
1
） 

和
田
芳
恵
「
夜
中
の
電
話
」（
『
昭
和
文
学
全

集
1
』月
報 

一
九
六
一
年 

角
川
書
店
）参
照
。左

（
※
2
）に
も
清
張
側
か
ら
の
記
述
が
あ
る
。

（
※
2
） 

松
本
清
張
「
運
不
運 

わ
が
小
説
」（
『
松
本
清

張
全
集
』65
巻 

一
九
九
六
年 

文
芸
春
秋
）。

（
学
芸
員　

�
原 

暁
子
）

 

「
或
る
『
小
倉
日
記
』
伝
」
は
、松
本
清
張
が
昭
和
二
十
七

年
に
「
三
田
文
学
」
に
発
表
し
、第
28
回
芥
川
賞
を
受
賞

し
た
作
品
で
あ
る
。

　

生
ま
れ
な
が
ら
に
身
体
が
不
自
由
で
あ
り
な
が
ら
、頭

脳
明
晰
で
あ
っ
た
と
い
う
田
上
耕
作
。生
涯
を
か
け
て
小

倉
時
代
の
森
鷗
外
に
つ
い
て
調
べ
た
耕
作
の
生
き
様
を
、

モ
デ
ル
に
し
て
描
い
た
小
説
で
あ
る
。

博
労
町
は
小
倉
の
北
端
で
、す
ぐ
前
は
海
に
な
っ
て

い
た
。海
は
玄
界
灘
に
つ
づ
く
響
灘
だ
。家
に
は
始
終

荒
浪
の
音
が
し
て
い
た
。耕
作
は
こ
の
浪
の
響
を
き

き
な
が
ら
育
っ
た
。

（
文
藝
春
秋『
松
本
清
張
全
集
35
』「
或
る『
小
倉
日
記
』伝
」よ
り
）

　

現
在
の
小
倉
に「
博
労
町
」の
地
名
は
残
っ
て
い
な
い
。

昭
和
十
年
頃
の
地
図
を
見
て
み
る
と
、現
在
の
小
倉
駅
の

南
側（
現
京
町
三
丁
目
付
近
）に
博
労
町
は
あ
る
。

　

実
際
に
、多
分
こ
の
辺
り
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
と
い
う
と

こ
ろ
に
行
っ
て
み
た
。ち
ょ
う
ど
、小
倉
駅
南
側
の
再
開

発
ビ
ル
の
工
事
現
場
付
近
。浪
の
音
は
し
な
い
。聞
え
て

く
る
の
は
、電
車
や
車
が
通
る
音
、駅
の
ホ
ー
ム
か
ら
流

れ
て
く
る
音
、工
事
の
音
。

　

そ
れ
も
当
然
の
話
で
、海
は
遠
く
へ
い
っ
て
し
ま
っ

た
の
だ
。大
正
時
代
の
小
倉
市
街
地
の
地
図
に
よ
る
と
、

博
労
町
の
線
路
の
北
側
は
す
ぐ
に
海
で
あ
る
。し
か
し
、

昭
和
十
年
の
地
図
で
は
、北
側
に
は
か
な
り
埋
め
立
て
地

が
広
が
っ
て
い
る
。清
張
が
こ
の
作
品
を
発
表
し
た
昭
和

二
十
七
年
当
時
で
は
、埋
め

立
て
は
か
な
り
進
ん
で
い

て
、こ
の
地
に
立
っ
て
も
浪

の
音
は
聞
え
ず
、記
憶
の
中

の
浪
の
音
を
書
い
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。そ
し

て
、そ
の
記
憶
の
音
に
は
も

う
一
つ
「
で
ん
び
ん
や
」
も

あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

耕
作
の
父
の
家
作
の
老

人
が
、手
に
柄
の
つ
い
た
大
き
な
鈴
を
も
ち
、歩
き
な
が

ら
そ
れ
を
鳴
ら
し
て
い
た
と
い
う
。耕
作
の
両
親
は
こ
の

老
人
の
一
家
を「
で
ん
び
ん
や
」と
呼
ん
で
い
た
。

じ
い
さ
ん
は
朝
早
く
家
を
出
て
行
っ
て
、耕
作
が
ま

だ
床
の
中
に
い
る
頃
、表
を
通
っ
た
。ち
り
ん
ち
り
ん

と
い
う
手
の
鈴
の
音
は
次
第
次
第
に
町
を
遠
ざ
か

り
、い
つ
ま
で
も
幽
か
な
余
韻
を
耳
に
残
し
て
消
え

た
。耕
作
は
枕
に
じ
っ
と
顔
を
う
ず
め
て
、耳
を
す
ま

せ
て
、こ
の
鈴
の
音
が
か
ぼ
そ
く
消
え
る
ま
で
を
聞

く
の
が
好
き
だ
っ
た
。そ
れ
は
子
供
心
に
甘
い
哀
感

を
誘
っ
た
。（
中
略
）
秋
の
夜
な
ど
響
灘
の
波
音
に
混
っ

て
、表
を
通
る
鈴
の
音
を
き
く
の
は
、淡
い
感
傷
で

あ
っ
た
。

（
文
藝
春
秋『
松
本
清
張
全
集
35
』「
或
る『
小
倉
日
記
』伝
」よ
り
）

　

浪
の
音
に
混
じ
る
鈴
の
音
、想
像
す
る
だ
け
で
な
ん
と

も
や
さ
し
く
郷
愁
を
誘
う
。

　

そ
し
て
耕
作
は
「
で
ん
び
ん
や
」
と
、中
学
生
に
な
っ

て
鷗
外
の
小
説
の
中
で
出
会
う
。

会
社
の
徽
章
の
附
い
た
帽
を
被
っ
て
、辻
々
に
立
っ

て
い
て
、手
紙
を
市
内
へ
届
け
る
こ
と
で
も
、途
中
で

買
っ
て
邪
魔
に
な
る
も
の
を
自
宅
へ
持
っ
て
帰
ら
せ

る
事
で
も
、何
で
も
受
け
合
う
の
が
伝
便
で
あ
る
。手

紙
や
品
物
と
引
換
に
、会
社
の
印
の
据
わ
っ
て
い
る

紙
切
を
く
れ
る
。存
外
間
違
い
は
な
い
の
で
あ
る
。小

倉
で
伝
便
と
云
っ
て
い
る
の
が
、こ
の
走
使
で
あ
る
。

（
ち
く
ま
文
庫『
普
請
中
／
青
年 

森
鷗
外
全
集
２
』「
独
身
」よ
り
）

　

博
労
町
、で
ん
び
ん
や
、森
鷗
外
、そ
し
て
行
方
不
明
の

「
小
倉
日
記
」、す
べ
て
は
繋
が
っ
て
い
て
、耕
作
の
一
生

を
彩
っ
た
も
の
た
ち
で
あ
り
、そ
れ
は
幼
い
日
に
聞
い
た

や
さ
し
い
浪
の
音
と
鈴
の
音
か
ら
始
ま
っ
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

　

今
と
な
っ
て
は
聞
く
こ
と
の
出
来
な
い
や
さ
し
い
音

の
名
残
で
も
と
思
っ
た
け
れ
ど
、博
労
町
だ
っ
た
町
で
見

つ
け
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
。　
　
　

  （
檜
垣 

一
美
）

作
品
の
舞
台
を
訪
ね
て

「
或
る『
小
倉
日
記
』伝
」
①
|
浪
の
音
と
鈴
の
音

和田芳恵からの葉書
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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28年度年次総会・懇親会

　開館記念講演会の後、平成28年度友
の会年次総会を開催しました。前年度の
事業報告及び決算、役員選任、新年度の
事業計画及び予算等の審議が行われ、
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小倉リーセントホテルに移して行いました。北
橋市長をはじめ、講演会講師の保阪様、研究奨励事業山田審査
委員長にもご参加いただき、和やかな懇親会となりました。

11月8日（火）　参加者45名

●清張サロン

　平成28年度の第1回清張サロンは、記念館の栁原学芸員を講
師として、「現代東アジア文学史の国際共同研究」の報告と発表
論文「松本清張と村上春樹－戦後日本文学のモダン、ポストモダ
ン」をテーマに開催しました。国際共同研究ワークショップの様子
などについての話があった後、論文の要旨について分かりやすく
興味を引く説明がありました。

第1回　9月29日（木）14：00～16：00　参加者25名
 ●テーマ 松本清張と村上春樹
  ー戦後日本文学のモダン、ポストモダン
 ●講　師　栁原暁子（記念館・学芸員）

8月6日（土）　参加者41名
 ●総　会 北九州市男女共同参画センター・ムーブ 5階

●文学散歩「清張ゆかりの地・佐賀を訪ねて」

　佐賀市周辺は、吉野ヶ里遺跡、清張が立ち寄った羊羹資料館、
清張夫人の実家があった神埼、清張原作映画「張込み」のロケ隊
が宿泊した松川屋など、清張にゆかりが深い土地です。
　最初の訪問地、吉野ヶ里歴史公園は整備が進み、開設当初に
訪れた方は当時と随分印象が違うようでした。清張は邪馬台国九
州説ですが、吉野ヶ里は邪馬台国のイメージに合わなかったよう
です。次に向かった羊羹資料館（小城市）では、村岡総本舗の村
岡社長に清張先生とのエピソードを語っていただきました。佐賀市
では大正時代を偲ばせる旧古賀銀行と江戸時代創業の旅館建
築・松川屋などを見学しました。三重津海軍所跡（佐賀市）は、昨

訪問先： 吉野ヶ里歴史公園、羊羹資料館、佐賀市歴史民俗館、
 松川屋、三重津海軍所跡・佐野常民記念館など

友の会 活動報告

年世界遺産に登録さ
れ、隣接する佐野常
民記念館にインフォ
メーションコーナーが
ありました。今回も見
所が多く、参加者の皆様から「楽しかった」「次回もぜひ参加した
い」といった声をいただきました。

ho
mmageたと
えば
こんな

オマ
ージ
ュ

オマージュ【仏語】
①尊敬。敬意。②賛辞。献辞   『広辞苑』より

〒803-0813 北九州市小倉北区城内2-3
松本清張記念館 オマージュ係
TEL093-582-2761　FAX093-562-2303
E-mail shi-seichou@city.kitakyushu.lg.jp  
※当館の公式ウェブサイト、トップページから送信できます。

応募・お問い合わせ先

松本清張記念館は平成30年で開館20周年を迎えます。
これを記念して当館では「清張オマージュ展」（仮）を開催する予定です。

松本清張や、清張作品への愛を、文章や絵、
漫画などの作品で表現したものを、

できるだけ多くご紹介したいと思っています。
ご存知の方は、是非とも情報をお寄せください。

お待ちしています！！

清張オマージュ作品を教えてください！

この前読んだ小説に清張
が出てきたよ！

清張の本が出てくる
漫画があった！著名人が、好きな作家に

清張の名前を挙げていた！
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　記念館周辺には、色鮮やかな落ち葉の
じゅうたんが広がり、清張通りの街路樹

もすっかり冬木立となってきました。
　そろそろ今年一年を振り返る時期ですが、記念館は前へ前
へと進んでいきます。4ページにも載せていますが、来年早々
には後期特別企画展が開催されます。そして、再来年の開館20
周年に向けての新しい企画として、今号から、開館当時に記念
館に携わった方たちにお話をうかがっていきます。懐かしい話
や今の想いを語っていただきたいと思っています。どうぞお楽
しみに。
　来年もどうぞよろしくお願いいたします。新しい年が、皆さ
まにとって良い年でありますように。　　　　　　　　（K.H）

　平成28年11月11日（金）午前10時から2時間、北九
州市民カレッジ「北九州の文学～昭和と戦後を読
み解く～第3回」が、生涯学習総合センターで行わ
れ、当館の栁原学芸員が『松本清張の戦争と北九
州』という演題で講演を
行いました。
　約40名が聴講し、文学
好きの皆様が多く、活発
な質疑応答の場面もあり
ました。

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18回目を迎えました。選考委員会に
よる厳正な審査の結果、次の2点の研究企画が入選しました。清
張の政治思想を内在的に検討し史学史上に位置づける研究と、
清張と考古学者・森浩一との交流や互いに及ぼしあった影響等を
考察する研究で、共に成果が期待されます。

松本清張の政治思想
　―言論界、大学、歴史記述

倉科 岳志（京都産業大学准教授）

倉科 岳志氏 深萱 真穂氏

松本清張と森浩一
　―定説への挑戦と古代史ブームの牽引

深萱 真穂（フリーライター）
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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。個人又は団体も可。
入選者（団体）に120万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29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


