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北
九
州
市
小
倉
は
、
松
本
清
張
が

一
九
五
三
年
、
四
四
歳
の
と
き
に
『
或

る
「
小
倉
日
記
」
伝
』
で
芥
川
賞
を
受

賞
し
、
創
作
活
動
の
場
を
東
京
へ
移
す

ま
で
、
半
生
を
過
ご
し
た
町
で
あ
る
。

町
の
シ
ン
ボ
ル
は
小
倉
城
。
城
址
公
園

に
は
本
丸
が
再
建
さ
れ
て
お
り
、
松
本

清
張
記
念
館
は
そ
の
南
西
の
角
に
建
て

ら
れ
て
い
る
。
石
垣
を
背
に
し
、
昔
は

水
を
湛
え
る
お
濠
だ
っ
た
場
所
で
、
町

の
大
通
り
に
面
し
て
い
る
。
建
物
の
印

象
は
城
内
か
ら
近
づ
く
と
き
と
、
大
通

り
側
を
通
る
と
き
で
大
き
く
異
な
る
。

大
通
り
に
沿
っ
て
歩
く
と
間
近
に
目
に

映
る
の
が
低
層
棟
の
屋
根
瓦
の
連
な
り

で
あ
る
。
そ
の
向
こ
う
に
ほ
っ
こ
り
と

し
た
ド
ー
ム
状
の
白
い
屋
根
を
見
せ
る

の
が
中
央
棟
だ
。
中
央
棟
は
三
層
で
、

石
垣
の
上
の
勝
山
公
園
側
か
ら
見
る
と
、

お
濠
の
中
に
半
身
を
沈
め
る
よ
う
に
計

画
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
町
に

対
し
て
低
く
構
え
な
が
ら
、
内
に
豊
か

な
ボ
リ
ュ
ー
ム
を
抱
き
込
む
あ
り
方
に
、

思
わ
ず
そ
の
懐
に
入
っ
て
み
た
く
な
る
。

　
設
計
は
宮
本
忠
長
氏
（
宮
本
忠
長
建

築
設
計
事
務
所
・
当
時
所
長
）。
八
〇
年

代
に
着
手
さ
れ
た
長
野
県
小
布
施
の
町

づ
く
り
事
業
で
知
ら
れ
る
建
築
家
で
あ

る
。
土
地
の
歴
史
を
読
み
、
町
並
み
に

生
か
し
、
内
部
に
現
代
の
建
築
空
間
を

調
和
さ
せ
る
修
景
の
方
法
論
が
全
国
か

ら
注
目
さ
れ
る
な
か
、
北
九
州
市
の
建

築
関
係
者
も
小
布
施
や
、
氏
が
設
計
し

た
島
根
県
・
津
和
野
の
「
森
鷗
外
記
念

館
」
に
共
感
し
、
清
張
記
念
館
の
設
計

清
張
の
故
郷・小
倉
の

シ
ン
ボ
ル
に
寄
り
添
う
記
念
館

清張記念館の低層棟は平屋で、屋根に和瓦が葺かれている。左は、大通りの交差点に面してカーブしている部分。
瓦の列を減らしながら棟まで葺かれている。

左が中央棟、正面が低層
棟。小さくさりげないエン
トランスを入ると低層棟に
続く。石垣横の階段を降り
ると、地階の庭へ。
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第
四
一
回
受
賞
作
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（
二
〇
〇
〇
年
）

北
九
州
市
立 

松
本
清
張
記
念
館
前
編

 

一
九
九
八
年
八
月
、北
九
州
市
の
文
化
施
設
と
し
て
作
家
・
松
本
清
張
の
記
念
館
が
小
倉
に
オ
ー
プ
ン
し
た
。

訪
れ
る
人
は
、誰
も
が
清
張
の
多
面
的
な
業
績
と
、エ
ネ
ル
ギ
ッ
シ
ュ
な
人
物
像
に
触
れ
て
驚
き
を
新
た
に
す
る
。

前
編
は
、さ
ま
ざ
ま
な
関
係
者
の
情
熱
に
よ
っ
て
、「
清
張
ら
し
さ
」を
宿
す
建
築
が
誕
生
し
た
経
緯
を
紹
介
し
よ
う
。
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す
る
。
清
張
の
創
作
活
動
の
源
泉
と
も

い
え
る
蔵
書
が
一
箇
所
に
納
ま
る
こ
と

の
重
要
性
を
考
え
る
と
、
藤
井
氏
は
後

に
退
け
な
く
な
っ
た
と
い
う
。

　
地
元
か
ら
も
励
ま
さ
れ
、「
ど
う
し

た
ら
来
館
者
に
松
本
清
張
の
全
体
像
を

伝
え
ら
れ
る
か
」
と
い
う
テ
ー
マ
に
向

き
合
う
日
々
が
始
ま
っ
た
。

　
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
当
初
、
建
物
と
、

展
示
企
画
の
検
討
が
別
々
に
進
め
ら
れ

て
い
た
。
宮
本
氏
は
建
築
で
松
本
清
張

と
い
う
文
豪
に
迫
ろ
う
と
思
案
し
、
藤

井
氏
は
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
と
し
て
、
電
通

な
ど
が
担
当
し
て
い
た
展
示
企
画
に
参

加
し
て
い
た
。
そ
う
し
た
な
か
で
、
竣

工
ま
も
な
い
森
鷗
外
記
念
館
の
見
学
が

行
わ
れ
た
。
そ
の
場
で
初
め
て
藤
井
氏

と
宮
本
氏
は
顔
を
合
わ
せ
た
。
藤
井
氏

か
ら
伝
わ
っ
た
の
は
、
清
張
が
持
つ
エ

ネ
ル
ギ
ー
と
迫
力
だ
っ
た
。「
推
理
小

説
、
古
代
史
、
昭
和
史
な
ど
膨
大
な
作

品
が
華
々
し
く
世
に
出
ま
し
た
が
、
そ

れ
ら
を
生
み
出
す
仕
事
場
は
『
作
家
の

戦
場
』
で
す
。
静
け
さ
に
包
ま
れ
、
一

人
で
長
時
間
机
に
向
か
っ
て
い
る
場
所

で
す
」
と
藤
井
館
長
。
清
張
の
姿
は
宮

本
氏
に
奥
深
い
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン

を
与
え
、
建
築
に
反
映
さ
れ
た
。

　
低
層
棟
か
ら
中
央
棟
へ
入
る
と
、
精

神
性
の
あ
り
か
を
感
じ
さ
せ
る
よ
う
な

暗
転
に
包
ま
れ
、
高
さ
一
三
㍍
の
大
空

間
の
な
か
に
松
本
邸
が
立
ち
あ
が
っ
て

い
る
。
そ
れ
を
デ
ッ
キ
か
ら
眺
め
る
視

点
も
あ
り
、
時
を
超
え
て
作
家
の
存
在

感
が
リ
ア
ル
に
伝
わ
っ
て
く
る
。
全
体

の
た
た
ず
ま
い
、
展
示
内
容
の
充
実
、

さ
ら
に
地
下
階
の
オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス

の
開
か
れ
方
な
ど
が
、
も
う
一
度
訪
れ

た
い
と
い
う
気
持
ち
を
抱
か
せ
る
。
記

念
館
の
も
つ
活
気
は
そ
の
ま
ま
、
日
々
、

運
営
面
で
力
を
つ
く
す
人
た
ち
の
活
気

に
支
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

依
頼
へ
と
つ
な
が
っ
た
。

　「
低
層
棟
は
清
張
先
生
の
業
績
を
紹

介
す
る
空
間
で
す
。
そ
こ
か
ら
ブ
リ
ッ

ジ
を
経
て
中
央
棟
へ
入
り
ま
す
が
、
こ

れ
は
作
家
の
魂
を
包
み
込
む
空
間
で
す
。

内
部
に
東
京
の
自
宅
を
再
現
し
、
書
斎

と
書
庫
に
蔵
書
が
ぎ
っ
し
り
と
並
ん
で

い
ま
す｣

。
宮
本
氏
は
設
計
当
時
を
振

り
返
り
、
二
つ
の
棟
に
分
け
た
こ
と
が
、

記
念
館
を
特
徴
づ
け
た
と
語
る
。「
こ

の
プ
ラ
ン
が
で
き
た
の
は
、
館
長
と
じ

っ
く
り
と
お
話
を
す
る
機
会
に
恵
ま
れ

た
お
か
げ
で
し
た｣

。
設
計
を
大
き
く

跳
躍
さ
せ
た
の
は
、
後
に
館
長
に
就
い

た
藤
井
康
栄
氏
と
の
出
会
い
だ
っ
た
。

　
藤
井
館
長
は
文
藝
春
秋
で
三
〇
年
に

わ
た
っ
て
清
張
の
担
当
編
集
者
を
務
め
、

全
集
を
編
む
な
ど
作
家
の
仕
事
に
深
く

関
わ
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
記
念
館
の

設
立
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
当
初
か
ら
携
わ

っ
た
。
誘
致
建
設
委
員
会
が
つ
く
ら
れ

た
の
は
一
九
九
三
年
。
そ
の
前
段
階
で
、

清
張
が
九
二
年
八
月
に
亡
く
な
っ
て
ほ

ど
な
く
、
小
倉
の
青
年
会
議
所
の
代
表

者
、
さ
ら
に
当
時
の
北
九
州
市
長
・
末

吉
興
一
氏
が
、
相
次
い
で
東
京
・
浜
田

山
の
松
本
邸
を
訪
れ
、
ナ
ヲ
夫
人
に
良

い
記
念
館
を
つ
く
り
た
い
と
熱
心
に
働

き
か
け
た
と
い
う
。
夫
人
の
意
向
で
、

面
談
に
同
席
し
て
い
た
の
が
藤
井
氏
で

あ
る
。
市
長
は
そ
の
場
で
藤
井
氏
に
館

の
運
営
に
携
わ
っ
て
ほ
し
い
と
提
案
に

及
ん
だ
。
夫
人
は
市
側
の
熱
意
に
動
か

さ
れ
、
藤
井
氏
が
引
き
受
け
る
な
ら
ば
、

仕
事
場
の
遺
品
と
と
も
に
、
清
張
が
遺

し
た
全
て
の
蔵
書
を
寄
贈
す
る
と
決
断

設
計
者
よ
り

建
築
主
よ
り

　

力
強
い
文
豪
の
イ
メ
ー
ジ
を
お
持
ち

だ
っ
た
松
本
清
張
先
生
の
記
念
館
を
設

計
す
る
こ
と
に
な
り
、
ま
ず
は
そ
の
文

学
の
世
界
を
知
ろ
う
と
清
張
全
集
を
買

い
揃
え
て
読
み
込
ん
で
い
き
ま
し
た
。

全
編
読
め
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

見
え
て
き
た
の
は
、｢

平
明
さ｣

と
い

う
イ
メ
ー
ジ
で
す
。
先
生
の
文
章
は
、

描
か
れ
た
世
界
の
な
か
に
あ
た
か
も
自

分
が
い
る
よ
う
な
平
明
さ
で
迫
っ
て
き

ま
す
。
こ
の
イ
メ
ー
ジ
が
記
念
館
の
デ

ザ
イ
ン
に
も
通
じ
て
い
ま
す
。

　

敷
地
の
状
況
は
、
町
の
大
通
り
か
ら

向
こ
う
の
生
活
景
観
は
変
わ
っ
て
い
く

　

津
和
野
で
宮
本
先
生
に
初
め
て
お
会

い
し
、
清
張
記
念
館
の
設
計
案
を
見
せ

て
い
た
だ
い
た
と
き
に
、
自
分
が
記
念

館
の
仕
事
を
す
る
立
場
で
感
じ
て
い
る

こ
と
を
お
話
し
ま
し
た
。
幸
運
な
出
会

い
で
し
た
。
私
は
建
築
の
グ
ル
ー
プ
の

人
間
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
勝

手
に
抱
い
た
イ
メ
ー
ジ
で
も
、
宮
本
先

生
が
ふ
ん
わ
り
と
し
た
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

で
、
聴
か
せ
て
下
さ
い
と
い
う
対
し
方

を
さ
れ
る
と
、
お
話
し
し
よ
う
か
と
い

う
気
持
ち
に
な
る
ん
で
す
。「
そ
の
場

所
で
仕
事
を
す
る
人
に
話
を
聴
く
機
会

が
あ
る
の
は
、
と
て
も
い
い
こ
と
で

か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
城
址
の
歴
史
的

景
観
は
変
わ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
に
調
和

す
る
よ
う
に
、
植
樹
帯
に
沿
っ
て
Ｌ
字

型
の
平
屋
建
て
を
配
し
、
和
瓦
の
単
純

な
大
屋
根
を
延
ば
し
て
、
中
央
の
大
空

間
の
棟
を
囲
ん
で
い
ま
す
。
建
築
は
虚

飾
や
虚
構
の
な
い
、
力
強
く
平
明
な
空

間
を
目
指
し
ま
し
た
。
威
張
る
と
こ
ろ

の
な
い
、
穏
や
か
な
形
に
し
、
記
憶
に

残
る
風
景
を
つ
く
ろ
う
と
。

　

思
い
返
す
と
、
小
布
施
の
町
づ
く
り

か
ら
津
和
野
の
森
鷗
外
記
念
館
の
設
計

へ
つ
な
が
り
、
そ
れ
が
松
本
清
張
記
念

館
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に

藤
井
館
長
を
は
じ
め
、
多
く
の
方
々
が

話
し
合
っ
て
、
協
力
し
、
完
成
さ
せ
る

こ
と
が
で
き
た
ん
で
す
。
シ
ン
プ
ル
な

空
間
ほ
ど
、
デ
ィ
テ
ー
ル
は
厳
し
く
な

り
ま
す
か
ら
施
工
会
社
も
苦
労
さ
れ
た

部
分
が
あ
り
ま
し
た
。
清
張
先
生
の
仕

事
は
い
ろ
い
ろ
な
人
に
影
響
を
与
え
て

い
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
記
念
館
の
意
義

は
こ
れ
か
ら
も
っ
と
大
き
く
な
っ
て
い

く
と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。

す
」
と
喜
ん
で
く
だ
さ
っ
て
、
津
和
野

か
ら
北
九
州
へ
向
か
う
列
車
の
中
で
も

延
々
と
会
話
が
続
い
て
い
き
ま
し
た
。

　

い
つ
で
し
た
か
、
浜
田
山
の
松
本
邸

に
ご
案
内
し
、
書
庫
も
見
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。
清
張
は
書
棚
の
間
に
置
い
た

椅
子
に
座
っ
て
、
夜
中
に
資
料
を
読
む

の
を
無
上
の
楽
し
み
に
し
て
い
ま
し
た
。

そ
ん
な
こ
と
も
宮
本
先
生
に
は
伝
わ
っ

た
と
思
い
ま
す
。

　

記
念
館
の
コ
ン
セ
プ
ト
は
と
て
も
単

純
で｢

清
張
ら
し
く｣

と
い
う
こ
と
で
す
。

清
張
は
天
井
知
ら
ず
に
前
進
あ
る
の
み

の
人
で
し
た
。
で
す
か
ら
、
そ
の
エ
ネ

ル
ギ
ー
を
来
館
者
に
感
じ
て
も
ら
え
る

よ
う
に
し
た
い
で
す
し
、
こ
こ
で
働
く

学
芸
員
た
ち
も
常
に
前
を
向
い
て
仕
事

を
す
る
こ
と
が
運
命
づ
け
ら
れ
て
い
る

と
い
え
ま
す
。
こ
の
一
五
年
間
、
企
画

展
を
開
き
、
研
究
誌
を
発
行
し
、
懸
命

に
活
動
を
続
け
て
き
ま
し
た
。
と
て
も

清
張
の
パ
ワ
ー
と
同
じ
よ
う
に
は
い
き

ま
せ
ん
が
、
そ
の
名
に
恥
じ
な
い
よ
う

に
、
今
後
も
続
け
た
い
と
思
い
ま
す
。

清
張
先
生
の
作
品
の
よ
う
に

来
館
者
の
心
に
勇
気
を
も
た
ら
し
た
い

作
品
と
し
て
清
張
が
蒔
い
た
種
が
、

大
き
く
実
る
の
は
う
れ
し
い
こ
と
で
す

右／低層棟の内部は常設展示室1 ｢松本清張の世界｣。入り口に清張の単行本約
700点の表紙がパネル展示されている。出版当時の貴重なデザインを見ることが
できる。 
左／中央棟の常設展示室2｢思索と創作の城｣。1階は編集者や来客と面会した応
接室が再現されている。家具、調度類は清張の遺品。

二
つ
の
棟
を
結
び
、

作
家
の
全
体
像
を
表
現
す
る

清
張
の
創
作
へ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を

来
館
者
に
伝
え
る

株
式
会
社
宮
本
忠
長
建
築
設
計
事
務
所 

会
長

Tadanaga M
iyam

oto

宮
本
忠
長

北
九
州
市
立
松
本
清
張
記
念
館 

館
長

Yasue Fujii

藤
井
康
栄

上／左は低層棟、右は中央棟。二つの棟を結ぶ
ブリッジで、シーンが切り替わる。 下／再現さ
れた書庫。約三万点の蔵書や美術コレクション
は、広範囲にわたる創作活動の源泉であった。
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北九州市立松本清張記念館
JR小倉駅から徒歩15分。JR西小倉駅から徒歩5分。 

配置図 

敷地模型

1階平面図

2階平面図

所 在 地： 福岡県北九州市小倉北区城内2-3
建 築 主：北九州市
設 計 者： 株式会社宮本忠長建築設計事務所
施 工 者： 株式会社松村組、株式会社森組
竣　　工：1998年6月
敷地面積：2,800㎡
建築面積：1,583.50㎡
延床面積：3,391.69㎡

計画概要

小倉

山陽新幹線

鹿児島本線
日豊本

線 西小倉

北九州市立
松本清張記念館

北九州市立
中央図書館

北九州市立
思永中学校

北九州市庁舎
小倉城

小倉北警察署

★
平和通

63

63

199

地階平面図

提供：株式会社宮本忠長建築設計事務所


