
　
豊
臣
秀
吉
や
大

野
七
郎
久
高
、
西

郷
従
道
と
歴
史
上

の
人
物
が
登
場
し

ま
す
が
、
川
越
さ

ん
の
作
品
は
変
わ

り
ゆ
く
激
動
の
時

代
に
巻
き
込
ま
れ

な
が
ら
も
強
く
生

き
て
い
く
人
た
ち
、

つ
ま
り
一
般
の
人

に
焦
点
が
当
て
ら

れ
て
い
ま
す
。
歴

史
に
名
を
残
す
よ
う
な
英
雄

が
主
人
公
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

歴
史
小
説
で
は
珍
し
い
作
品

で
、
平
和
な
時
代
の
日
本
で

生
活
し
て
い
る
と
、
あ
ま
り

感
じ
る
こ
と
の
な
い
「
生
き

る
」
こ
と
に
つ
い
て
考
え
さ

せ
ら
れ
ま
す
。
生
き
る
た
め

の
熱
の
源
、
困
難
な
時
代
を

生
き
抜
い
た
人
た
ち
の
モ
チ

ベ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
２
作
品
か

ら
熱
い
思
い
を
感
じ
ま
し
た
。

　
「
信
じ
ら
れ
な
い
。
ま
だ
ド
ッ
キ
リ
が

進
行
し
て
い
る
よ
う
な
気
分
で
す
――
。」

　
１
月
15
日
に
帝
国
ホ
テ
ル
で
行
わ
れ
た

「
第
１
６
２
回
直
木
三
十
五
賞
」
受
賞
者

の
記
者
会
見
で
そ
う
答
え
た
川
越
宗
一
さ

ん
。
錦
江
町
生
ま
れ
、
大
阪
育
ち
の
41
歳
。

　
デ
ビ
ュ
ー
作
『
天
地
に
燦さ
ん
た
り
』
で
松

本
清
張
賞
を
受
賞
し
、
自
身
２
作
目
と
な

る
長
編
歴
史
小
説
『
熱
源
』
で
直
木
賞
を

受
賞
。『
熱
源
』
は
本
屋
が
選
ぶ
時
代
小

説
大
賞
に
も
選
ば
れ
、
Ｗ
受
賞
と
な
る
異

例
の
快
挙
で
す
。
文
学
賞
の
発
表
当
日
は
、

記
者
会
見
会
場
に
す
ぐ
駆
け
付
け
ら
れ
る

よ
う
関
係
者
と
一
報
を
待
ち
ま
す
。
宴
会

を
し
な
が
ら
待
つ
、
通
称″
待
ち
会
”
を

開
催
す
る
作
家
さ
ん
も
多
い
そ
う
で
す
。

　
「
今
回
は
文
藝
春
秋
さ

ん
の
会
議
室
で
担
当
の

編
集
さ
ん
と
２
人
で
待

ち
ま
し
た
。
ち
ょ
う
ど

取
材
も
入
っ
て
い
た
の

で
気
を
紛
ら
わ
す
た
め

に
発
表
日
に
入
れ
て
も

ら
っ
た
ん
で
す
」
と
当

日
を
振
り
返
る
川
越
さ

ん
に
は
待
ち
会
を
し
な

か
っ
た
理
由
が
―
―
。

川越 宗一 さん

第162回「直木三十五賞」受賞  錦江町生まれ
（京都府在住）

わずか２作目での直木賞受賞という快挙。小説家、カタログ通販会社の社員と
二足のわらじを履く錦江町生まれの小説家 川越宗一さんが描きたかった世界、

小説を通して私たちに伝えたいメッセージとは――。

　
「
以
前
、
山
田
風
太
郎
賞
の
候
補
に
選

ば
れ
た
と
き
４
人
で
連
絡
を
待
っ
た
ん
で

す
け
ど
、
落
選
し
て
ほ
っ
た
ら
か
し
状
態

に(

笑)

。
集
ま
っ
て
く
れ
た
方
に
落
ち

た
と
言
う
の
は
結
構
辛
い
の
で
、
次
は
最

小
人
数
で
待
つ
と
決
め
て
ま
し
た
」
と
受

賞
日
の
様
子
を
笑
っ
て
振
り
返
り
ま
す
。

　
30
代
後
半
で
小
説
を
書
き
始
め
た
川
越

さ
ん
で
す
が
、
そ
の
き
っ
か
け
は
新
し
い

趣
味
を
見
つ
け
る
と
い
う
意
外
な
理
由
。

　
「
ふ
わ
っ
と
し
た
気
持
ち
で
書
き
始
め

た
ん
で
す
。
小
説
な
ら
文
字
を
書
く
だ
け

で
お
金
も
か
か
ら
な
い
し
。
そ
し
て
書
き

上
げ
た
１
作
目
の
天
地
に
燦
た
り
を
応
募

し
た
ん
で
す
が
、
あ
っ
さ
り
落
選
。
そ
の

と
き
初
め
て
自
分
の
気
持
ち
と
題
材
へ
の

愛
着
に
気
付
い
た
ん
で
す
。
悔
し
い
。
こ

の
作
品
を
ど
う
に
か
世
に
出
し
た
い
と
い

う
思
い
で
一
か
ら
勉
強
し
直
し
ま
し
た
。

改
稿
し
て
再
応
募
し
て

の
受
賞
で
し
た
」
と
話

す
デ
ビ
ュ
ー
作
の
天
地

に
燦
た
り
は
、「
と
て
も

幸
福
な
読
書
だ
っ
た
」

「
激
し
く
心
揺
さ
ぶ
ら

れ
た
」
と
選
考
委
員
か

ら
高
い
評
価
で
の
受
賞
。

　

川
越
さ
ん
が
小
説
家

と
し
て
の
一
歩
を
踏
み

出
し
た
瞬
間
で
し
た
。

クローズアップ / 直木賞受賞 / 川越宗一さんインタビュー

文藝春秋の創業者である菊池寛氏が友人である直木三十五の名を記念して、芥川賞と同時
に昭和 10 年に制定した賞。年２回、大衆小説作品（長編小説もしくは短編集）のなかから
最も優秀な作品に贈られる賞です。「直木」は本名植村宗一の「植」の字を分解したもので、
「三十五」は年齢を元にした筆名。31 歳のときに直木三十一の筆名で執筆を始め、以降は
誕生日を迎えるごとに「三十二」、「三十三」と名前を変えていたが、筆名の変えすぎでお
叱りを受けたことから「直木三十五」で定着させたと言われているユーモアのある作家です。

日本人にされそうになったアイヌと、
ロシア人にされそうになったポーラン
ド人。文明を押し付けられアイデンティ
ティを揺るがされた経験を持つ二人が
出会い、自らが守り継ぎたいものの正
体に辿り着く。国家や民族を超え、人
が共に生きる姿を描く長編歴史小説。

戦のなかでしか生きられない島津の侍
大将。被差別民でありながら、儒学を
修めたいと願う朝鮮国の青年。自国を
愛し、「誠を尽くす」ことを信条に任
務につく琉球の官人。豊臣秀吉の朝鮮
出兵により侵略の風が吹き荒れる東ア
ジアを、三つの視点から描いている。

「天地に燦たり」第 25回松本清張賞受賞作「熱源」直木三十五賞 /本屋が選ぶ時代小説大賞
「人に決められる、自己決定できないことの理不尽さ」 「戦を描く作品の主軸に、義でも忠でもなく礼を選んだ」

「直木賞三十五賞」とは？

『
生
き
る
た
め
の
熱
の
源
は
、
人
だ
。

人
に
よ
っ
て
遺
さ
れ
、
繋
が
れ
て
い
く
。

そ
れ
が
熱
だ
。』

「歴史や時代を作った英雄ではなく、
その時代を強く生き抜いた人たちに焦点」

２
作
目
で
異
例
の
直
木
賞
を
受
賞

ふ
わ
っ
と
し
た
気
持
ち
で
始
め
た

松元 辰朗 さん
（塩屋自治会）

Book Review
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