
2017.3
54

　

適
格
な
宰
相
に
つ
い
て
、
理
想

像
を
論
じ
て
も
紙
上
の
創
造
に
し

か
な
ら
ず
現
実
味
が
な
い
。
ゆ
え

に
史
上
の
「
宰
相
」
に
あ
た
る
為

政
者
を
ふ
り
か
え
り
、
将
来
の
理

想
像
を
探
す
手
が
か
り
と
し
た
い
。
主
権
在
民

の
現
代
だ
か
ら
、
国
民
は
宰
相
の
候
補
と
し
て

よ
い
人
物
を
見
極
め
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

―
―
そ
ん
な
前
置
き
か
ら
筆
を
起
こ
し
、
清
張

は
大
久
保
利
通
か
ら
論
じ
始
め
る
。

　

大
久
保
利
通
は
、
初
代
の
内
閣
総
理
大
臣
・

伊
藤
博
文
に
先
立
つ
事
実
上
の
大
宰
相
で
、
そ

の
没
後
、
内
政
と
外
交
は
伊
藤
が
、
初
期
の
財

政
は
大
隈
重
信
が
、
軍
隊
・
警
察
は
山
県
有
朋

が
、
そ
れ
ぞ
れ
引
き
継
い
だ
。
大
久
保
以
降
の

宰
相
は
、
大
き
く
い
う
と
開
明
・
自
由
主
義
的

な
伊
藤
路
線
と
、
内
治
・
軍
事
に
力
を
注
い
だ

山
県
路
線
に
分
け
ら
れ
る
。
大
久
保
没
後
、
山

県
は
薩
長
藩
閥
を
中
心
と
し
て
官
僚
主
義
を
強

化
し
、
伊
藤
の
の
ち
に
政
友
会
を
引
き
継
い
だ

西
園
寺
公
望
、
原
敬
が
立
憲
制
の
確
立
に
つ
と

め
、
近
代
日
本
の
土
台
が
築
か
れ
た
こ
と
を
丁

寧
に
描
く
。

　

大
正
期
、
そ
し
て
昭
和
前
期
、
戦
後
に
い
た

る
ま
で
、
歴
代
総
理
大
臣
を
軸
に
し
な
が
ら
、

日
本
の
近
代
・
現
代
史
を
追
う
。「
昭
和
史
発
掘
」

「
日
本
の
黒
い
霧
」
で
も
丁
寧
に
解
説
さ
れ
た

事
件
が
、
そ
の
と
き
ど
き
の
内
閣
の
判
断
を
軸

に
論
じ
ら
れ
る
。

「
明
治
大
正
の
政
治
談
を
好
ん
だ
亡
父
に
捧
ぐ
」

と
、
清
張
作
品
に
は
珍
し
く
献
辞
が
掲
げ
ら
れ

た
こ
の
作
品
は
、
平
成
と
な
っ
た
現
代
に
も
古

び
な
い
普
遍
性
を
有
し
た
宰
相
論
で
あ
り
、
歴

史
書
と
も
な
っ
て
い
る
。（

学
芸
員　

小
野
芳
美
）

初単行本：『史観・宰相論』（文藝春秋、1980）
手に入りやすい本：ちくま文庫『史観宰相論』

こ
の
「
宰
相
論
」
を

書
い
て
想
う
こ
と
は
、

古
来
か
ら
結
合
に
お
い
て
は

部
族
的
、
政
治
に
お
い
て
は

官
僚
政
治
で
あ
る
と
い
う

帰
納
で
あ
る
。
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講
　
演

岡
倉
天
心
と
明
治
三
十
年
前
後
、

西
欧
美
術
派
と
日
本
美
術
派
の

覇
権
抗
争

『
岡
倉
天
心
　
そ
の
内
な
る
敵
』
を
め
ぐ
っ
て

講
師
　
大
久
保
　
喬
樹

　
　
　
東
京
女
子
大
学
教
授

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

は
じ
め
に
　
岡
倉
天
心
と
は

　
松
本
清
張
は
芸
術
と
り
わ
け
美
術
に
も
幅
広
い
関

心
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
ま
す
が
、
そ
の
真

骨
頂
を
示
す
作
品
の
ひ
と
つ
に
「
岡
倉
天
心
　
そ
の

内
な
る
敵
」
と
い
う
評
伝
が
あ
り
ま
す
。
今
回
、
私

は
天
心
研
究
家
の
立
場
か
ら
こ
の
作
品
に
と
り
あ
げ

ら
れ
た
当
時
の
日
本
美
術
界
や
、
そ
の
中
で
の
天
心

の
状
況
に
つ
い
て
お
話
し
し
よ
う
と
思
い
ま
す
。

　
岡
倉
天
心
は
日
本
美
術
院
の
創
始
者
で
あ
り
、
近

代
日
本
に
お
け
る
伝
統
美
術
派
の
指
導
者
と
な
っ
た

人
物
で
す
が
、
そ
の
生
涯
の
中
で
明
治
三
十
年
前
後

は
大
き
な
転
換
点
と
な
っ
た
時
期
で
す
。
そ
こ
に
至

る
ま
で
の
状
況
に
つ
い
て
順
を
追
っ
て
み
て
い
き
ま

す
。

　
天
心
は
幕
末
の
文
久
二
年(

一
八
六
二
年)

生
ま

れ
で
す
が
、
森
鷗
外
や
坪
内
逍
遥
と
い
っ
た
明
治
の

近
代
文
化
を
創
り
上
げ
た
人
々
と
同
世
代
に
あ
た
り

ま
す
。
幕
府
が
瓦
解
し
て
い
く
頃
に
生
ま
れ
、
物
心

つ
く
頃
に
明
治
維
新
を
迎
え
た
彼
ら
は
、
本
格
的
な

近
代
教
育
を
受
け
た
最
初
の
世
代
で
す
。
明
治
政
府

は
高
等
教
育
の
中
心
と
し
て
明
治
十
年
に
現
在
の
東

京
大
学
を
発
足
さ
せ
ま
し
た
が
、
天
心
も
そ
の
年
に

東
大
に
入
学
し
て
い
ま
す
。
同
世
代
の
鷗
外
は
医
学

を
、
逍
遥
も
文
学
を
同
時
期
に
東
大
で
学
ん
で
い
ま

す
が
、
彼
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
分
野
で
明
治
二
十

年
代
以
降
の
日
本
を
リ
ー
ド
し
て
い
く
こ
と
に
な
り

ま
す
。

　
と
こ
ろ
で
天
心
の
場
合
、
同
世
代
の
他
の
知
識
人

と
比
較
し
て
、
ご
く
幼
い
頃
か
ら
英
語
や
西
洋
文
化

に
触
れ
て
い
た
と
い
う
特
徴
が
あ
り
ま
す
。
彼
の
父

は
元
々
福
井
藩
士
で
し
た
が
、
幕
末
の
開
港
地
横
浜

に
派
遣
さ
れ
貿
易
に
携
わ
っ
て
い
た
頃
に
天
心
は
生

ま
れ
ま
し
た
。
こ
う
し
た
周
囲
の
環
境
や
父
の
教
育

方
針
も
あ
り
、
物
心
つ
く
頃
か
ら
日
本
語
と
並
行
し

て
英
語
も
習
得
し
て
い
き
ま
し
た
。つ
ま
り
彼
は「
日

本
最
初
の
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
」
と
も
言
え
ま
す
。
後
年

の
天
心
の
活
躍
を
考
え
る
と
、「
外
か
ら
日
本
を
見

て
み
る
」
と
い
う
世
界
的
視
野
も
こ
の
頃
か
ら
養
わ

れ
た
の
で
し
ょ
う
。

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

明
治
初
期
の
日
本
美
術
界

　
明
治
維
新
後
の
日
本
の
教
育
や
文
化
は
、
ま
ず
欧

米
渡
来
の
近
代
的
な
学
問
や
文
化
を
導
入
し
て
い
く

と
こ
ろ
か
ら
始
ま
り
ま
し
た
。
開
国
し
た
ば
か
り
の

日
本
は
、
と
に
か
く
欧
米
に
追
い
つ
か
ね
ば
と
必
死

だ
っ
た
の
で
す
。
そ
し
て
そ
の
反
動
と
し
て
廃
仏
毀

釈
運
動
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
伝
統
文
化
を
な
お
ざ

り
に
し
ま
し
た
。
美
術
の
世
界
で
も
、
そ
れ
ま
で
の

伝
統
的
な
日
本
美
術
は
打
ち
捨
て
ら
れ
て
し
ま
い
、

西
洋
的
・
近
代
的
美
術
が
と
っ
て
代
わ
り
ま
す
。
江

戸
期
を
通
じ
て
日
本
美
術
の
中
心
で
あ
っ
た
狩
野
派

の
画
家
た
ち
は
没
落
し
、
高
橋
由
一
に
代
表
さ
れ
る

よ
う
な
油
絵
や
水
彩
と
い
っ
た
西
洋
画
が
盛
ん
に
な

り
ま
し
た
。
新
し
く
導
入
さ
れ
た
こ
の
西
洋
画
の
特

徴
を
端
的
に
い
え
ば
リ
ア
リ
ズ
ム
で
す
。
高
橋
由
一

の
作
品
で
切
手
に
も
な
っ
た
塩
鮭
の
絵
が
有
名
で
す

が
、
こ
れ
な
ど
は
理
科
の
教
材
に
も
な
り
そ
う
な
写

実
的
な
描
き
方
で
す
。
そ
し
て
、
そ
の
対
極
と
も
い

え
る
狩
野
派
な
ど
の
空
想
的
で
浮
世
離
れ
し
た
よ
う

な
雰
囲
気
の
絵
は
、
急
速
に
廃
れ
て
い
っ
た
わ
け
で

す
。

　
こ
う
し
た
流
れ
は
、
明
治
初
期
の
美
術
教
育
の
状

況
か
ら
も
読
み
取
れ
ま
す
。
た
と
え
ば
明
治
九
年
に

開
設
さ
れ
た
「
工
部
美
術
学
校
」
で
は
、
そ
の
名
称

か
ら
も
わ
か
る
と
お
り
、
殖
産
興
業
近
代
化
の
意
図

の
も
と
に
製
図
等
の
実
用
技
術
と
連
動
す
る
形
で
美

術
教
育
が
始
ま
っ
た
の
で
す
。
そ
こ
で
は
芸
術
性
よ

り
も
写
実
・
写
生
技
術
を
重
視
し
て
精
密
な
図
を
描

く
た
め
に
、
濃
淡
や
ぼ
や
け
で
表
現
す
る
毛
筆
で
は

な
く
、
か
っ
ち
り
と
し
た
線
が
引
け
る
鉛
筆
が
採
用

さ
れ
ま
し
た
。
こ
う
し
た
西
洋
美
術
派
が
明
治
初
期

の
美
術
界
を
牽
引
し
て
い
た
の
で
す
。

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

明
治
十
年
代

　
フェ
ノ
ロ
サ
と
の
出
会
い

　
こ
う
し
た
状
況
の
中
、
東
大
在
学
当
時
の
天
心
は

美
術
に
対
し
て
は
じ
め
は
特
別
に
関
心
を
持
っ
て
は

い
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。
そ
ん
な
彼
を
美
術
の
世
界

に
引
き
込
ん
だ
の
は
、
お
雇
い
外
国
人
と
し
て
来
日

し
て
い
た
フ
ェ
ノ
ロ
サ
と
の
出
会
い
で
し
た
。
フ
ェ

ノ
ロ
サ
は
ボ
ス
ト
ン
の
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
で
ド
イ
ツ

哲
学
な
ど
を
研
究
し
た
ア
メ
リ
カ
出
身
の
学
者
で
あ

り
、
も
と
も
と
は
美
術
の
専
門
家
と
い
う
訳
で
は
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
大
森
貝
塚
の
発
見
で
有
名
な

モ
ー
ス
の
紹
介
で
来
日
し
、
当
時
日
本
人
か
ら
は
打

ち
捨
て
ら
れ
て
い
た
伝
統
美
術
に
魅
せ
ら
れ
、
古
美

術
商
や
寺
院
、
画
家
の
も
と
を
ま
わ
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。
そ
の
際
に
通
訳
兼
ア
シ
ス
タ
ン
ト
と
し
て

同
行
し
た
の
が
、
英
語
が
堪
能
な
天
心
だ
っ
た
の
で

す
。
当
初
は
天
心
も
先
生
に
つ
い
て
行
っ
て
洋
食
を

ご
馳
走
し
て
も
ら
う
の
が
目
当
て
だ
っ
た
と
い
う
よ

う
な
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
が
、
や
が
て
フ
ェ
ノ

ロ
サ
か
ら
受
け
た
美
術
や
哲
学
の
考
え
方
を
吸
収
し

て
、
そ
れ
が
彼
の
芸
術
観
、
文
明
観
の
理
論
的
な
礎

と
な
り
ま
し
た
。
要
約
す
れ
ば
、
カ
ン
ト
や
ヘ
ー

ゲ
ル
の
説
い
た
ド
イ
ツ
観
念
論
哲
学
を
下
地
と
し

た
「
芸
術
と
い
う
も
の
は
物
質
的
な
現
実
を
超
越
し

た
精
神
的
な
世
界
を
目
指
さ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
い

う
考
え
方
で
あ
り
、
フ
ェ
ノ
ロ
サ
は
こ
う
し
た
美
学

に
照
ら
し
て
狩
野
派
の
絵
を
評
価
し
、
講
演
等
で
そ

の
素
晴
ら
し
さ
を
訴
え
、
そ
れ
を
天
心
が
通
訳
し
て

人
々
に
広
め
て
い
き
ま
し
た
。
こ
う
し
て
彼
ら
は
二

人
三
脚
で
、
日
本
の
伝
統
美
術
に
再
び
光
を
当
て
て

い
っ
た
の
で
す
。

　
天
心
は
明
治
十
三
年
に
東
大
卒
業
後
、
文
部
省
に

入
省
、
や
が
て
ト
ッ
プ
官
僚
と
し
て
美
術
行
政
を
牽

引
し
て
い
き
ま
す
が
、
こ
の
頃
か
ら
小
山
正
太
郎
ら

西
洋
美
術
派
と
の
対
立
が
本
格
的
に
な
っ
て
い
き
ま

す
。
一
例
を
挙
げ
る
と
、
当
時
文
部
省
主
催
の
美
術

展
覧
会
に
お
い
て
、
書
道
も
対
象
に
す
べ
き
か
否
か

で
揉
め
た
「
書
ハ
美
術
ナ
ラ
ズ
論
争
」
が
あ
り
ま

す
。
西
洋
と
同
じ
パ
タ
ー
ン
し
か
認
め
な
い
小
山
ら

の
「
書
道
は
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
と
同
様
の
文
字
記
号

を
書
く
だ
け
の
実
用
技
術
に
す
ぎ
ず
、
美
術
と
し
て

は
認
め
ら
れ
な
い
」
と
い
う
主
張
に
対
し
、
天
心
は

「
美
術
に
は
そ
の
国
や
時
代
に
よ
っ
て
様
々
な
パ
タ

ー
ン
や
考
え
方
が
あ
っ
て
よ
い
の
で
あ
り
、
西
洋
で

も
古
い
建
築
が
実
用
物
で
あ
り
な
が
ら
美
術
と
し
て

認
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
書
道
も
ま
た
立
派
な
美

術
と
し
て
鑑
賞
の
対
象
と
な
り
得
る
」
と
主
張
し
て

対
立
し
た
の
で
す
。

　
こ
う
し
た
対
立
は
次
第
に
周
囲
の
政
治
家
た
ち
を

も
巻
き
込
ん
で
発
展
し
て
い
き
ま
す
が
、
こ
こ
で
天

心
は
し
た
た
か
な
政
治
的
才
能
を
発
揮
し
ま
す
。
彼

は
文
部
省
の
上
司
だ
っ
た
九
鬼
隆
一
を
通
じ
て
伊

藤
博
文
を
展
覧
会
に
招
き
、
説
得
し
て
伝
統
美
術

の
再
興
を
軸
と
し

た
施
策
を
着
々
と

推
進
し
て
い
き
ま

す
。
た
と
え
ば
天

心
と
フ
ェ
ノ
ロ
サ

は
、
廃
仏
毀
釈
運

動
か
ら
仏
像
等
を

守
る
た
め
に
関
西

の
古
美
術
品
を
調

査
し
、
保
護
策
を

講
じ
て
い
き
ま
し

た
。
法
隆
寺
夢
殿

で
は
秘
仏
の
救
世

観
音
を
開
扉
さ
せ

て
調
査
を
行
い
、

松
本
清
張
研
究
会
　
第
35
回
研
究
発
表
会

平
成
28
年
12
月
３
日
（
土
）

午
後
２
時　

成
蹊
大
学
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ま
た
こ
う
し
た
調
査
評
価
に
基
づ
い
て
国
宝
制
度
を

創
設
し
、保
護
や
普
及
の
枠
組
み
を
実
現
し
ま
し
た
。

そ
れ
が
天
心
や
フ
ェ
ノ
ロ
サ
に
と
っ
て
の
真
の
近
代

化
だ
っ
た
の
で
す
。

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

明
治
二
十
年
代

　
隆
盛
か
ら
凋
落
へ

　
や
が
て
明
治
二
十
年
前
後
に
な
る
と
、
日
本
で
は

憲
法
や
国
会
と
い
っ
た
近
代
的
な
国
家
制
度
の
本
格

的
な
整
備
が
進
み
、
そ
の
一
環
と
し
て
芸
術
分
野
で

の
専
門
高
等
教
育
機
関
が
設
立
さ
れ
る
こ
と
に
な

り
、
そ
の
準
備
と
し
て
天
心
と
フ
ェ
ノ
ロ
サ
は
欧
米

視
察
旅
行
に
出
ま
す
が
、
天
心
は
と
り
わ
け
イ
タ
リ

ア
の
ル
ネ
サ
ン
ス
美
術
に
感
銘
を
受
け
、
日
本
伝
統

美
術
を
軸
に
し
て
日
本
の
ル
ネ
サ
ン
ス
＝
再
生
を
目

指
そ
う
と
確
信
し
た
の
で
す
。

　
帰
国
後
の
明
治
二
十
二
年
に
天
心
は
東
京
美
術
学

校
を
開
校
し
、
こ
こ
で
は
日
本
美
術
の
み
を
取
り
扱

う
と
い
う
方
針
の
も
と
、
横
山
大
観
や
菱
田
春
草
と

い
っ
た
日
本
画
家
た
ち
を
育
て
ま
し
た
。

　
し
か
し
、
ま
も
な
く
西
洋
美
術
派
の
巻
き
返
し
が

始
ま
り
ま
す
。
日
清
戦
争
前
夜
の
明
治
二
十
六
年
、

天
心
は
学
校
開
設
事
業
が
一
段
落
し
た
と
こ
ろ
で
突

然
、
半
年
間
に
お
よ
ぶ
中
国
旅
行
に
出
発
し
ま
す
。

当
時
の
日
本
で
は
福
沢
諭
吉
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に

「
近
代
化
に
遅
れ
て
凋
落
す
る
中
国
か
ら
学
ぶ
も
の

は
も
は
や
な
い
」
と
い
う
考
え
方
が
大
勢
で
あ
り
、

加
え
て
美
術
学
校
の
方
も
こ
れ
か
ら
と
い
う
時
期
だ

っ
た
た
め
、
こ
の
中
国
行
き
は
周
囲
の
理
解
を
得
ら

れ
な
い
状
況
で
し
た
が
、
天
心
は
そ
れ
を
押
し
切
る

か
た
ち
で
出
発
し
ま
し
た
。
そ
し
て
実
際
に
現
地
に

入
っ
て
み
る
と
、
や
は
り
清
朝
末
期
の
混
乱
で
治
安

や
環
境
も
良
く
な
い
中
国
奥
地
の
旅
路
は
困
難
を
き

わ
め
、
外
国
人
と
怪
し
ま
れ
な
い
よ
う
辮
髪
や
中
国

服
と
い
っ
た
現
地
人
の
姿
で
過
ご
し
た
り
、
追
い
は

ぎ
に
遭
っ
た
り
と
大
変
な
も
の
だ
っ
た
よ
う
で
す

が
、
そ
の
反
面
、
実
際
に
中
国
現
地
の
風
土
習
俗
に

接
し
た
こ
の
と
き
の
経
験
は
、
後
の
著
書
「
東
洋
の

理
想
」や「
茶
の
本
」で
説
か
れ
る
東
洋
文
明
観
―「
ア

ジ
ア
は
ひ
と
つ
」
に
代
表
さ
れ
る
―
の
形
成
を
も
た

ら
す
こ
と
に
な
る
貴
重
な
糧
と
な
っ
た
の
で
す
。

　
と
こ
ろ
が
こ
の
中
国
旅
行
で
天
心
が
留
守
に
し
て

い
た
間
、
日
本
の
美
術
界
で
は
後
の
天
心
追
放
に
つ

な
が
る
動
き
が
起
こ
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
原
動
力
と

な
っ
た
の
は
フ
ラ
ン
ス
で
本
格
的
に
西
洋
近
代
美
術

を
学
ん
だ
黒
田
清
輝
ら
の
一
派
で
す
。
彼
ら
は
外
光

派
と
呼
ば
れ
る
画
風
を
広
め
ま
し
た
。
こ
れ
は
ミ
レ

ー
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
19
世
紀
前
半
の
自
然
光
の

効
果
を
と
り
こ
ん
だ
写
生
の
技
法
で
す
。
先
述
の
高

橋
由
一
や
小
山
正
太
郎
ら
を
明
治
の
西
洋
美
術
「
旧

派
」
と
呼
ぶ
の
に
対
し
、
黒
田
清
輝
ら
を
「
新
派
」

と
も
呼
び
ま
す
が
、
今
度
は
こ
の
新
派
の
画
家
た
ち

が
新
勢
力
と
し
て
台
頭
し
て
き
た
の
で
す
。
こ
う
し

た
状
況
下
、
天
心
に
は
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
で
も
問
題
が

続
い
て
い
ま
し
た
。
九
鬼
隆
一
の
夫
人
で
あ
る
波
津

子
や
、
天
心
の
異
母
姪
で
あ
る
貞
と
の
不
倫
関
係
が

ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
と
し
て
取
り
沙
汰
さ
れ
、
こ
う
し
た

状
況
が
重
な
り
、
結
果
的
に
天
心
は
明
治
三
十
一
年

に
東
京
美
術
学
校
の
校
長
を
非
職
と
さ
れ
る
と
こ
ろ

に
ま
で
追
い
込
ま
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
こ
の
あ
た
り

の
せ
め
ぎ
合
い
に
つ
い
て
清
張
は
克
明
に
描
い
て
い

る
の
で
す
。

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

明
治
三
十
年
代

　
日
本
美
術
院
設
立
か
ら
海
外
へ

　
そ
の
後
フ
ェ
ノ
ロ
サ
を
通
じ
て
ボ
ス
ト
ン
の
知
識

人
た
ち
か
ら
多
額
の
寄
附
を
集
め
た
天
心
は
、
弟
子

た
ち
を
引
き
連
れ
て
民
間
団
体
で
あ
る
日
本
美
術
院

を
設
立
し
て
自
分
た
ち
の
理
想
を
追
求
し
て
い
き
ま

す
―
単
に
伝
統
的
な
狩
野
派
の
ス
タ
イ
ル
を
墨
守
す

る
の
で
は
な
く
、
新
し
い
日
本
美
術
の
伝
統
を
つ
く

り
出
そ
う
と
す
る
の
で
す
。
先
述
の
新
派
の
画
家
た

ち
の
外
光
派
ス
タ
イ
ル
に
対
抗
し
、
さ
ら
に
そ
の
先

に
向
っ
て
モ
ネ
や
ド
ガ
な
ど
19
世
紀
後
半
の
印
象
派

の
技
法
を
取
り
こ
ん
だ
よ
う
な
動
的
な
空
気
感
の
あ

る
画
法
で
す
が
、
し
か
し
こ
の
革
新
的
な
画
風
は
、

今
度
は
伝
統
的
な
狩
野
派
の
パ
タ
ー
ン
を
守
ろ
う
と

す
る
日
本
画
家
た
ち
か
ら
「
朦
朧
画
」
と
か
「
お
化

け
絵
」
な
ど
と
揶
揄
さ
れ
て
激
し
く
対
立
し
、
い
わ

ば
四
面
楚
歌
の
よ
う
な
立
場
に
天
心
た
ち
は
追
い
込

ま
れ
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
こ
う
し
た
状
況
に
嫌
気
が
つ
の
っ
た
か
、
天
心
は

や
が
て
美
術
院
の
経
営
か
ら
も
遠
ざ
か
っ
て
い
き
、

明
治
三
十
年
代
中
頃
に
は
と
う
と
う
日
本
を
脱
出
し

て
し
ま
い
ま
す
。
イ
ン
ド
の
詩
人
タ
ゴ
ー
ル
と
親
交

を
深
め
ア
ジ
ア
の
植
民
地
解
放
運
動
に
携
わ
っ
た

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

要 

旨
　
松
本
清
張
作
品
に
は
数
多
く
の
鉄
道
乗
車
場
面
が

出
て
く
る
。
で
は
一
体
、
作
中
に
登
場
す
る
鉄
道
乗

車
場
面
は
ど
の
く
ら
い
あ
る
の
か
、
そ
れ
を
合
計
す

る
と
何
㌔
位
に
達
す
る
の
か
、
最
初
に
乗
っ
た
の
は

誰
な
の
か
、
と
い
っ
た
疑
問
に
つ
い
て
「
乗
り
鉄
」

の
観
点
か
ら
調
べ
て
ま
と
め
た
。

　
清
張
の
小
説
で
明
治
以
降
を
舞
台
と
し
た
約

３
２
０
作
品
を
読
む
と
、
そ
の
う
ち
の
１
６
８
作
品
に

鉄
道
乗
車
場
面
が
あ
り
、
ほ
ぼ
半
分
の
割
合
と
な
る
。

　
先
に
結
論
を
述
べ
る
と
、
国
鉄
・
Ｊ
Ｒ
や
私
鉄
等

も
含
め
、
清
張
作
品
の
登
場
人
物
が
乗
っ
た
距
離
の

単
純
合
計
は
17
万
９
３
０
０
㌔
余
り
と
な
る
。
し
か

し
総
距
離
数
よ
り
も
、
あ
る
路
線
・
区
間
を
誰
が
初

め
に
乗
っ
た
か
、
と
い
う
「
初
乗
り
区
間
」
の
方
が

で
重
要
で
あ
ろ
う
。
初
乗
り
区
間
の
広
が
り
が
、
清

張
世
界
の
面
的
な
広
が
り
を
示
す
か
ら
で
あ
る
。
初

乗
り
が
登
場
す
る
の
は
１
０
０
作
品
で
あ
り
、
こ

れ
ら
初
乗
り
距
離
の
総
合
計
は
、
旧
国
鉄
・
Ｊ
Ｒ

１
万
２
０
４
６
．４
㌔
、
私
鉄
等
１
４
７
９
．１
㌔
、

の
計
１
万
３
５
２
５
．５
㌔
と
な
る
。

　
今
回
の
研
究
で
は
、
初
乗
り
区
間
あ
り
の
作
品
群

を
発
表
年
代
順
に
並
べ
、
時
期
ご
と
の
特
徴
も
考
察

し
た
。

　
特
に
初
期
作
品
に
お
け
る
鉄
道
乗
車
場
面
の
役
割

を
挙
げ
る
と
、
ま
ず
デ
ィ
テ
ー
ル
を
書
き
込
ん
で
文

章
に
リ
ア
リ
テ
ィ
や
リ
ズ
ム
感
を
与
え
る
こ
と
で
あ

る
。
そ
の
小
道
具
と
し
て
の
鉄
道
を
、
清
張
は
デ
ビ

ュ
ー
作
の
『
西
郷
札
』
か
ら
使
い
続
け
た
の
だ
と
考

え
ら
れ
る
。
ま
た
『
或
る
「
小
倉
日
記
」
伝
』
の
よ

う
に
、
鉄
道
乗
車
場
面
を
書
く
こ
と
で
、
登
場
人
物

の
心
理
や
心
象
風
景
を
映
し
出
す
と
い
う
手
法
も
見

ら
れ
る
。
そ
し
て
『
父
系
の
指
』
等
で
は
、
社
会
の

有
り
様
に
つ
い
て
鉄
道
乗
車
場
面
を
通
じ
て
描
く
と

い
う
、
清
張
の
得
意
技
が
早
く
も
出
て
き
て
い
る
。

　
こ
れ
も
比
較
的
早
い
段
階
で
、
清
張
作
品
と
鉄
道

乗
車
を
考
え
る
際
の
基
本
的
な
パ
タ
ー
ン
が
出
揃

り
、
ボ
ス
ト
ン
美
術
館
で
東
洋
美
術
部
門
の
責
任
者

を
務
め
た
り
、「
茶
の
本
」
で
お
茶
の
精
神
を
通
じ

て
日
本
文
化
の
あ
り
方
を
世
界
に
広
め
た
り
と
、
後

年
は
海
外
で
の
活
動
に
焦
点
を
し
ぼ
り
、
休
暇
で
日

本
に
戻
っ
て
き
た
時
に
は
人
里
離
れ
た
北
茨
城
の
海

際
に
建
て
た
隠
居
所
に
こ
も
っ
て
隠
者
の
よ
う
な

日
々
を
過
ご
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

お
わ
り
に

　
作
家
松
本
清
張
は
主
に
明
治
三
十
年
前
後
の
天
心

を
と
り
ま
く
状
況
に
焦
点
を
当
て
て
こ
の
評
伝
を
書

き
ま
し
た
が
、
そ
こ
で
は
主
と
し
て
今
回
お
話
し
し

た
よ
う
な
美
術
界
や
文
部
行
政
を
め
ぐ
る
覇
権
抗

争
、
そ
れ
に
絡
ん
だ
女
性
関
係
の
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
と

い
っ
た
背
景
が
鋭
く
追
求
さ
れ
て
い
き
ま
す
。
芸
術

と
い
う
も
の
も
生
々
し
い
実
生
活
、
時
代
状
況
、
人

間
関
係
か
ら
切
り
離
し
て
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
と
い
う
清
張
ら
し
い
信
念
が
存
分
に
発
揮
さ
れ
た

異
色
の
評
伝
と
し
て
圧
倒
さ
れ
ま
し
た
。

研
究
発
表

清
張
鉄
道
１
万
３
５
０
０
㌔

講
師
　
赤
塚

　
隆
二

　
　
　
元
朝
日
新
聞
記
者
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詳細については記念館にお問い合わせ下さい。

松本清張研究会について

● 研究発表会の開催
（年二回、６月・12月）
● 講演会などの主催事業の開催
● 記念館の運営への協力
（情報提供、資料整理等）

　松本清張研究会は、松本清張およびその
多岐に渡る創作活動の研究を進めることに
よって、清張文学の全貌を明らかにし、そ
の魅力を広く伝えていくことを目的として
います。全国の大学や研究機関の研究者を
中心に、現在六十余名の会員で構成され、
様々な活動を行っております。

企画展期間延長のおしらせ

好評につき、開催期間を まで延長します。５月７日（日）

この企画展では、清張は
〝社会派推理小説〟以外にも
豊かな作品世界があることを
ご紹介しています。

企画展会場には、大きなトン
ネルが設置されています。
歴史を読み解き、真実を見通
そうとした清張の「史眼」を
イメージしたものです。

明治・大正期を舞台にした短編小説、
論評や評伝も数多くあります。
こうした作品を書くことができたのは、
歴史への深い関心と、独自の「史眼」
の確立がありました。

平成28年度
後期特別企画展

現在開催中

　
清
張
作
品
に
は
、
時
代
を
先
取
り
し
て
い
た
と
こ

ろ
も
多
い
。
例
え
ば
初
乗
り
最
長
記
録
は
、『
蒼
い

描
点
』
の
雑
誌
社
編
集
部
員
で
あ
る
若
い
女
性
の
合

計
１
１
０
０
㌔
余
り
で
あ
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
女
性

が
社
会
に
進
出
し
始
め
た
時
代
を
象
徴
し
て
い
る
。

　
清
張
作
品
の
鉄
道
乗
車
場
面
を
読
み
解
く
こ
と

は
、
日
本
の
国
土
の
変
化
を
見
る
と
い
う
点
で
意
義

が
あ
り
、
そ
の
変
化
の
理
由
を
考
え
る
こ
と
に
も
つ

な
が
る
。
飛
行
機
や
新
幹
線
で
東
京
と
地
方
は
短
時

間
で
結
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
実
は
地
方
同
士

は
少
し
も
近
く
な
っ
て
い
な
い
。
現
代
日
本
に
は
国

土
を
見
る
目
が
欠
け
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え

る
上
で
も
、
清
張
作
品
は
今
日
的
意
義
を
持
ち
続
け

て
い
る
。

う
。『
張
込
み
』
で
は
旅
へ
の
誘
い
を
書
き
、
昭
和

三
〇
年
代
の
人
々
の
遠
く
へ
行
き
た
い
と
い
う
願
望

を
先
取
り
し
た
。『
箱
根
心
中
』
で
は
男
女
の
愛
憎

が
展
開
さ
れ
る
場
と
し
て
、『
顔
』
で
は
犯
罪
の
手

段
と
し
て
の
鉄
道
が
登
場
す
る
。
そ
れ
以
降
の
鉄
道

乗
車
場
面
が
あ
る
清
張
作
品
で
も
、
こ
れ
ら
「
旅
へ

の
誘
い
」「
男
女
の
愛
憎
」「
ミ
ス
テ
リ
ー
」
と
い
う
三

要
素
の
う
ち
い
ず
れ
か
が
、
時
に
は
複
数
出
て
く
る
。

　
鉄
道
ト
リ
ッ
ク
と
し
て
ど
の
よ
う
な
類
型
が
あ
る

か
も
わ
か
る
。『
点
と
線
』
で
は
共
犯
者
が
別
々
に

行
く
「
現
地
集
合
型
」
や
、
鉄
道
旅
と
の
ア
リ
バ
イ

を
申
し
立
て
て
実
は
飛
行
機
で
移
動
す
る
「
空
陸
差

し
替
え
型
」
が
登
場
す
る
。
そ
の
他
に
も
『
ゼ
ロ
の

焦
点
』
で
は
単
な
る
足
跡
消
滅
ト
リ
ッ
ク
に
留
ま
ら

ず
、
鉄
道
旅
が
本
質
的
に
持
つ
タ
イ
ム
ト
ン
ネ
ル
性

に
つ
い
て
も
見
事
に
描
か
れ
て
い
る
。
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20周年
記念企

画 2あふれる想いを…
　今回登場していただくのは、昨年４月に就任した丸田圭一・松本清張記念館館長代行です。
記念館開館の際にも庶務係長としてこちらに勤務していた丸田館長代行に、10 数年ぶりに記念
館へ戻ってきた今の思いを綴っていただきました。

「開設当時の思い出とこれから」

【自己紹介】

　私は、20 年前の平成９年４月に、市
文化部の記念館開設準備の庶務担当係
長として、この記念館建設プロジェクト
にかかわりました。当時、翌年の夏の開
館に向け急ピッチで施設工事や展示作
業が進められている中、私自身は、まさ
に霧の中からのスタートでした。五里霧
中の中、施設の工事進捗状況や内容の確
認をはじめ、常設展示の作業会議への参
加、施設の名称・入館料等の検討、学芸
員の採用等の開館準備に携わりました。
そして、平成 10年８月の開館後約５年間、庶務係長と副
館長を経験しました。

【当時の思い出】

　一番の思い出は、開館当日の記念式典後の 15 時からの
一般公開に、約２時間で 700 人を超える来館者があり、
常設展示室は身動きができないほどの多くの清張ファンで
埋め尽くされたことです。そして、開館前後の各メディア
の大々的な報道もあり、開館記念イベントに多くの人で賑
わい、偉大な国民作家松本清張の人気に改めて驚かされた
ことです。当時の私は、ようやく開館したという安堵感と
同時に、記念館のスタッフの一員として、これからの責任
の重さを感じました。その後、清張ファン対象の友の会の
設立、清張没後 10 年記念事業の実施、博物館登録等に楽
しみながら取組んだことが深く印象に残っています。当時、
藤井館長からは、活動し続けること、限られた人と予算で

仕事をし且つ負けないこと、真摯に取組めば必ず結果がつ
いてくること等について学ばせていただきました。

【故郷との絆が記念館建設へ】

　この記念館誘致建設プロジェクトは、平成４年末から始
まり、決して平坦な道のりではなかったと思います。地元
文化関係者や青年会議所をはじめ多くの市民の皆さんの思
いや支えがあってようやく開館の運びとなりました。これ
は、松本清張が大作家として超多忙な中にも小倉とかかわ
り続けたという、故郷との絆があったからこそ、小倉への
記念館誘致の気運が高まり建設に繋がったものと確信しま
す。そして、今の記念館があるのは、何よりも、松本家の
全面的な協力、そして清張の仕事を知り尽くし本プロジェ
クトを牽引された藤井館長（現名誉館長）と、かねてから
松本家との交流があった小野昭治氏（顧問）というかけが
えのないお二人の存在、さらには多くの関係者の協力と北
九州市の英断があったからです。

【これからの記念館】

　このように、記念館は、いろいろな人の思いが重なり繋
がり全国に誇れる館として成長し進化し続けています。私
は、藤井名誉館長をはじめ関係の皆様がこれまで築き上げ
たものを継承しつつ研究機能の充実をめざすとともに、市
民の皆さんをはじめ全国の清張ファンを対象とした普及事
業にも一層力を注ぎ、名誉館長や顧問、市関係局等のご
指導をいただきながら、精一杯力
を尽くします。そして今年は清張
没後 25 年、来年は開館 20 周年。
皆さんとともに盛り上げることが
できるよう、しっかりと準備して
いきたいと思っています。

〒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

清張オマージュ作品募集
松本清張記念館では、開館20周年を記念して「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ので、
情報をお寄せください。今年いっぱいくらいは募集する予定です。

★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――など

オマージュ：hommage（フランス語）とは　①尊敬。敬意。②賛辞。献辞　　『広辞苑』より

さっそく情報をお寄せいただき、
ありがとうございます！

例えば･･･
･･･

お待ちしています!!

に清張の名

『広辞苑』より

丸田 圭一
松本清張記念館
館長代行
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て
ね
訪
を
台
舞
の
品
作

　
全
国
の
松
本
清
張
フ
ァ
ン
の
皆
さ

ん
は
、
清
張
作
詞
の
校
歌
が
あ
る
こ

と
を
ご
存
知
だ
ろ
う
か
？

　
地
元
・
北
九
州
市
で
は
、
清
張
が

校
歌
を
手
が
け
た
市
立
足
立
中
学
校

が
、
平
成
二
八
年
度
に
開
校
七
〇
周

年
を
迎
え
、
話
題
に
な
っ
た
。

　
学
校
の
沿
革
に
よ
る
と
、
校
歌
が

制
定
さ
れ
た
の
が
昭
和
二
七
年
度
の

こ
と
。
ど
う
い
っ
た
経
緯
か
は
不
明

だ
が
、
当
時
、
長
女
が
在
校
し
て
い

た
こ
と
が
縁
で
、
清
張
に
作
詞
の
依

頼
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
展
示
し
て
い
る
歌
詞
は
、
原
稿
用

紙
一
枚
に
、
三
番
ま
で
の
詞
が
並
ん

だ
も
の
。
こ
れ
に
は
も
う
一
枚
続
き

が
あ
り
、
次
の
よ
う
な
校
長
宛
の
短

い
手
紙
が
添
え
ら
れ
て
い
る
。

　
耕
作
の
将
来
の
こ
と
を
考
え
、
母
ふ
じ
は
仕
立
屋

に
弟
子
入
り
を
さ
せ
る
が
、
三
日
と
辛
抱
で
き
な
か

っ
た
。
以
後
、
耕
作
は
死
ぬ
ま
で
収
入
の
あ
る
仕
事

に
つ
け
な
か
っ
た
。

　
そ
の
特
異
な
風
貌
と
、
吃
り
で
発
音
が
不
明
瞭
な

言
葉
遣
い
の
た
め
、
頭
脳
明
晰
と
い
う
こ
と
を
隠
し

た
ま
ま
人
付
き
合
い
を
行
っ
て
い
た
耕
作
が
、
小
倉

の
白
川
医
師
と
の
出
会
い
に
よ
り
、
森
鷗
外
の
「
小

倉
日
記
」を
知
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て

　
耕
作
は
、

小
倉
に
い
た
頃
の
鷗
外
に
つ
い
て
調
べ
る
こ
と
に
全

身
を
打
ち
こ
み
、一
生
こ
れ
に
取
り
組
む
と
決
め
る
。

　
そ
ん
な
な
か
で
、
鷗
外
の
友
人
で
あ
っ
た
〝
安
国

寺
さ
ん
〞
が
福
岡
県
企
救
郡
西
谷
村
護
聖
寺
の
住
職

と
し
て
生
涯
を
終
え
、
そ
の
未
亡
人
が
寺
の
近
く
で

健
在
で
あ
る
こ
と
を
知
り
、
耕
作
は
会
い
に
行
く
。

　

そ
こ
は
四
里
以
上
あ
っ
た
。
二
里
の
と
こ
ろ
ま

で
は
バ
ス
が
通
う
が
、
そ
れ
か
ら
奥
は
山
道
の
徒

歩
で
あ
る
。
耕
作
は
弁
当
の
は
い
っ
た
鞄
を
肩
か

ら
吊
し
、
水
筒
を
下
げ
、
わ
ら
じ
を
は
い
て
出
か

け
た
。
ふ
じ
が
気
づ
か
っ
た
が
、
大
丈
夫
だ
と
い

っ
て
出
発
し
た
。

　

バ
ス
を
降
り
て
か
ら
の
山
道
は
ひ
ど
か
っ
た
。

そ
の
上
、
一
里
以
上
は
歩
い
た
こ
と
の
な
い
耕
作

に
と
っ
て
普
通
人
の
十
里
以
上
に
も
相
当
し
た
。

何
度
道
端
に
腰
を
下
ろ
し
た
か
知
れ
な
か
っ
た
。

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

　
博
労
町
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
護
聖
寺
ま
で
、
道

路
が
整
備
さ
れ
た
現
在
で
も
約
十
三
キ
ロ
あ
る
。
バ

ス
を
降
り
て
か
ら
二
里
八
キ
ロ
の
当
時
の
山
道
を
、

身
体
が
不
自
由
な
耕
作
が
ど
の
よ
う
に
し
て
歩
い
て

い
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。そ
の
距
離
感
を
知
り
た
く
て
、

護
聖
寺
へ
行
っ
て
み
た
。

　
護
聖
寺
は
、
小
倉
南
区
の
辻
三
に
昔
な
が
ら
の
た

た
ず
ま
い
で
建
っ
て
い
た
。
す
ぐ
そ
ば
に
は
、
三
岳

〈
大
変
遅
く
な
り
ま
し
た
。
申
し
訳

あ
り
ま
せ
ん
。
別
紙
の
通
り
に
一
応

ま
と
ま
り
ま
し
た
が
、
悪
い
と
こ
ろ

は
御
修
正
願
い
ま
す
。（
後
略
）〉

　
こ
れ
を
受
け
て
、
校
歌
は
清
張
の

作
詞
を
若
干
変
え
た
も
の
に
な
っ
た

が
、
六
五
年
間
、
作
詞
松
本
清
張
と

し
て
代
々
、
足
立
中
学
校
生
に
歌
い

継
が
れ
て
き
た
。

　
現
在
、
こ
の
足
立
中
学
校
校
区
を

は
じ
め
と
す
る
、
清
張
が
戦
後
か
ら

上
京
す
る
ま
で
住
ん
で
い
た
黒
住
町

の
住
民
に
よ
る
顕
彰
活
動
が
盛
り
上

が
り
を
見
せ
て
い
る
。
命
日
に
は
、

地
元
有
志
に
よ
る
「
し
の
ぶ
会
」
が

開
催
さ
れ
、
松
本
家
が
住
ん
だ
地
域

に
あ
る
黒
住
公
園
は
、「
く
ろ
ず
み

清
張
公
園
」
に
名
称
変
更
さ
れ
た
。

　
清
張
が
愛
し
た
故
郷
、
今
そ
の
故

郷
に
、清
張
が
愛
さ
れ
て
い
る
証
が
、

市
民
に
よ
っ
て
実
り
つ
つ
あ
る
。

（
学
芸
員
　
柳
原
暁
子
）

梅
林
公
園
が
あ
り
、
梅
の
季
節
に
は
か
な
り
の
賑
わ

い
を
み
せ
る
が
、
梅
の
季
節
を
過
ぎ
た
今
は
ひ
っ
そ

り
と
し
て
い
る
。
自
然
あ
ふ
れ
る
風
景
を
眺
め
風
に

吹
か
れ
て
い
る
と
、
耕
作
が
ぼ
ち
ぼ
ち
歩
い
て
い
て

も
お
か
し
く
な
い
よ
う
な
錯
覚
に
お
ち
い
る
。
大
変

な
思
い
を
し
て
歩
い
て
き
た
耕
作
に
、
こ
の
土
地
の

風
は
優
し
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
苦
労
し
て
せ
っ
か

く
会
え
た
未
亡
人
の
弟
に
話
は
通
じ
ず
、
未
亡
人
に

も
会
え
ず
耕
作
は
四
里
の
道
を
引
返
す
。

ふ
じ
は
帰
っ
て
き
た
耕
作
の
姿
を
一
眼
み
る
と
、

そ
の
疲
れ
き
っ
た
顔
色
で
、
ど
う
い
う
結
果
だ
か

す
ぐ
察
し
て
し
ま
っ
た
。（
中
略
）
彼
が
ど
う
い

う
仕
打
ち
を
さ
れ
た
か
、
ふ
じ
に
は
す
ぐ
分
か
っ

た
。
不
愍
で
な
ら
な
か
っ
た
。「
明
日
、
も
う
一

度
行
っ
て
み
よ
う
、
お
母
さ
ん
も
一
緒
に
ね
」

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

　
身
体
が
不
自
由
な
耕
作
が
、
と
ぼ
と
ぼ
歩
い
て
帰

っ
た
こ
と
を
思
う
と
、
母
で
な
く
て
も
切
な
い
想
い

で
一
杯
に
な
る
。

　
翌
日
、
人
力
車
を
雇
い
、
ふ
じ
も
い
っ
し
ょ
に
こ

の
地
ま
で
来
て
、
無
事
に
未
亡
人
の
話
を
聞
く
。
こ

れ
を
き
っ
か
け
に
、
ふ
じ
は
耕
作
の
通
訳
の
よ
う
な

形
で
調
査
に
同
行
す
る
よ
う
に
な
る
の
だ
。

　
耕
作
が
何
か
に
打
ち
込
ん

で
い
る
姿
を
み
る
こ
と
が
、

ふ
じ
の
生
き
が
い
だ
っ
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
こ
の
護
聖
寺
か
ら
見
渡
す

風
景
の
中
に
、
こ
ん
な
遠
く

ま
で
息
子
に
付
き
添
っ
て
き

た
母
の
、
無
償
の
愛
だ
け
は

し
っ
か
り
と
感
じ
る
こ
と
が

出
来
た
。

（
檜
垣
一
美
）

「
或
る
『
小
倉
日
記
』
伝
」
②
―
母
の
無
償
の
愛

足立中学校校歌

歌
詞
原
稿

足
立
中
学
校
の
レ
リ
ー
フ
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友の会 活動報告
●清張サロン　
　清張サロンは、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
開催しています。昨年 11 月と２月に、下記のとおり２回
開催しました。第２回清張サロンは、松本清張と藤沢周平
の「半生の記」をテーマに二人の作家の共通点などについ
て話していただきました。いずれも参加者の皆様に清張の
魅力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２回　11月 26 日（土）14：00 ～ 16：00
　　　　参加者 73名
　　　　・会　場　　記念館　企画展示室
　　　　・テーマ　　松本清張と藤沢周平
　　　　　　　　　　―『半生の記』から魅力を探る―
　　　　・講　師　　加島巧氏（長崎外国語大学教授）

第３回　２月３日（金）14：00 ～ 15：00
　　　　参加者 39名
　　　　・会　場　　記念館　地階ホール
　　　　・テーマ　　特別企画展「清張が描いた日本の
　　　　　　　　　　近代―豊穣なる小説群」より
　　　　・講　師　　小野芳美氏（記念館・学芸員）

●生誕祭
12 月 15 日（木）　参加者 53名
記念館　企画展示室

　松本清張さんの 107 回目の誕生日を友の会会員でお祝
いする「生誕祭」を開催しました。今回は、初めて松本陽
一さん（清張さんの長男）にご参加いただきました。ご挨
拶の後、友の会の小林慎也会長と一緒に、清張さんに代わ
ってケーキのローソクを吹き消していただきました。
　歓談の後、丸田館長代行による記念館建設当時のこぼれ
話や事業紹介などがあり、最後に、紙芝居を鑑賞しました。
この紙芝居は、小倉時代の清張さんを描いた物語で、「清
張さんの道を歩く会」のメンバーで構成する紙芝居一座が
語り手となり、清張さんへの想いと温もりが感じられる作
品でした。
　各テーブルにはケーキとコーヒーが配られ、和気あいあ
いと会員同士の交流も深まる生誕祭でした。

　
　
行
間
を
鉄
道
が
走
る

　
　
　

―
―

清
張
作
品
時
間
旅
行

…
…
…
…
…
…
…

原 

武
史
・
酒
井
順
子

論
文

　
　
清
張
ミ
ス
テ
リ
ー
と
中
国
・
九
州
地
方
の
鉄
道…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

綾
目
広
治

　
　
推
理
小
説
の
中
の
通
勤
電
車

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

仲
正
昌
樹

　
　
松
本
清
張
の
従
軍
期
の
鉄
道

　
　
　―

―

朝
鮮
の
車
窓
と
沿
線
風
景…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

南

　富
鎭

　
　「
ヤ
ン
グ
レ
デ
ィ
」
の
旅

　
　
　―

―

松
本
清
張
『
殺
人
行
お
く
の
ほ
そ
道
』
と
女
性
週
刊
誌…

…

久
保
田
裕
子

　
　「
旅
」
と
「
点
と
線
」…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

松
本
常
彦

　
　
旅
と
鉄
道
と
影
の
映
像

　
　
　―

―

清
張
「
顔
」
を
め
ぐ
っ
て―

―
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

山
田
有
策

エ
ッ
セ
イ

　
　
列
車
に
乗
る
子
供
た
ち…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

赤
塚
隆
二

　
　「
小
倉
発
」
わ
が
絵
人
生
の
は
じ
ま
り…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

田
中
時
彦

　
　
越
境
者
の
覚
悟…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

森

　達
也

投
稿

　
　『
象
徴
の
設
計
』
小
考

　
　
　―

―

松
本
清
張
の
み
た
「
軍
人
勅
諭
」
に
お
け
る
命
令
の
拘
束
性

…
…
…
…

多
田
康
廣

　
　
無
力
化
さ
れ
た
真
相
の
先
に

　
　
　―
―

松
本
清
張
「
霧
の
旗
」
に
見
る
更
新
さ
れ
な
い
日
常
の
正
体―

―
…
…

鶴
田
武
志

記
念
館
研
究
ノ
ー
ト

　
　
消
え
た
男
を
め
ぐ
っ
て―

―

松
本
清
張
と
村
上
春
樹

…
…
…
…
…
…
…
…

柳
原
暁
子

記
念
館
だ
よ
り

　
　編
集
後
記

研
究
誌
「
松
本
清
張
研
究
」
〜
第
十
八
号
発
刊
〜

特
集

　清
張
と
鉄
道

対
談

友の会入会のお申し込みは、松本清張記念館友の会事務局まで

●友の会会員 更新のお知らせと新規会員募集●
　松本清張記念館友の会は 8月 1日～翌年 7月 31日を 1年度として、文学散歩や清張サロン、
講演会、生誕祭、『友の会だより』の発行、記念館に関する情報提供など多彩な事業を展開しています。
　年会費は3,000円です。皆様のご入会を心よりお待ちしています。



8

　風光明媚な景勝地として知られる耶馬溪（大分県中津市）。清張は、後年いくつもの作
品やエッセイにその風景を織り込んでいます。清張は、朝日新聞社時代そして作家になっ
てからも、この耶馬渓に立ち寄っています。
　大正時代からの歴史を誇る温泉旅館「鹿鳴館」は、深
耶馬溪の渓谷と奇岩が見渡せる眺望スポット「一目八景」
のすぐそばにあります。清張は、「青春の彷徨」（原題「死
神」、昭和 28年）で、その屋号のまま舞台に選んでいます。
　「年頃の姉妹娘」として作中にも登場する深草多江子
氏は、「少なくとも４回は訪れ、いつも１人で投宿して
いた清張を覚えている。文学に詳しかった女将と森鷗外
について話していた姿を覚えている。」と懐かしそうに
話してくださいました。この地は清張にとっても思い出
深い地と言えるのではないでしょうか。

リバーウォーク
北九州

り
通
張
清

平和通

勝山通り

京町銀天街

小文字通り

松本清張
記念館

JR
西小倉駅

JR
小倉駅

北九州
市役所

小倉城
庭園

ホテルクラウン
パレス小倉

ステーション
ホテル小倉

COLET
（コレット）

リーガロイヤル
ホテル小倉

小倉リーセント
ホテル

小倉城・松本清張
記念館前 井筒屋

小倉城

北九州市立
中央図書館

北九州市立
文学館

北九州都市
高速道路JR鹿児島本線

JR日豊本線

街
天
銀
町
魚

JR山陽新幹線

小倉北
警察署

勝山公園

川
紫

制 作　㈱西部毎日広告社

　平成 28 年度に、松本清張の魅力をより多くの市民に知っていただくために、
清張の人物や作品、故郷への想いなどをテーマとした、講座・講演を行いました。

　記念館がある小倉城周辺はすっかり春の装いになり、１年中
で１番賑やかな季節を迎えています。

　今年は清張没後 25 年。４半世紀という時を経てもなお色あせない作品の素晴らしさ、
そして、それらの作品をうみだした作家松本清張の凄さを、改めて感じます。
　特別企画展「清張が描いた日本の近代」に展示されている創作ノートや直筆原稿を見て
いると、その力強く勢いのある筆力に圧倒されてしまいます。５月７日（日）までの開催
となりました。ぜひ、記念館に足をお運びください。　　　　　　　　　　　　　（K.H）

日 付 主催者・会場等
11/11 生涯学習総合センター（市民カレッジ）
12/6 小森江東市民センター
12/9 北九州市立大学
12/16 松ヶ江北市民センター
1/10・24 老松市民センター
2/1 北九州市観光協会

2/3・10 北九州年長者研修大学校（穴生学舎）
2/4・18 八幡西生涯学習総合センター（ひとみらいプレイス）
2/18 若園市民センター
2/23 清水市民センター
3/8 白野江市民センター

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■講 演 に 行 っ て き ま し た

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■取 材 に 行 っ て き ま し た

深草多江子氏と
甥の相良修一朗氏

現在の『鹿鳴館』

ドラマ上映会を行いました

　昨年の 11 月と 12 月に、「ドラマ上
映会」と「オリジナル映像上映会」を
記念館の企画展示室で行いました。「ド
ラマ上映会」では、NHKから寄贈さ
れたドラマ 14 作品のうち「一年半待
て」などの４作品を８日間上映しまし
た。また「オリジナル映像上映会」は、
記念館制作の「火の路へ」と「動画ド
ラマ『点と線』」を 10 日間上映しま
した。
　29 年５月にもドラマ上映会を行な
う予定です。
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