
2

な
ぜ
自
分
史
か
？

自
分
史
と
聞
い
て
多
く
の
方
は
何
か
文
学

的
な
、
高
尚
な
イ
メ
ー
ジ
を
も
た
れ
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
そ
ん
な
上
級
レ
ベ

ル
で
な
く
と
も
自
分
史
は
作
れ
る
は
ず
で
す
。

日
本
人
の
平
均
寿
命
が
伸
び
て
退
職
後
の
人

生
は
二
〇
年
以
上
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

現
役
の
方
に
は
そ
れ
以
上
の
時
間
が
あ
り
ま

す
。
そ
ん
な
中
で
「
生
き
が
い
づ
く
り
」
の

た
め
に
手
軽
に
自
分
史
を
作
っ
て
み
よ
う
と

い
う
試
み
で
す
。
人
生
と
い
う
マ
ラ
ソ
ン
の

途
中
で
、
例
え
ば
ち
ょ
っ
と
一
休
み
し
て
自

分
の
人
生
を
振
り
返
る
…
そ
う
い
う
小
休
止

が
あ
っ
て
も
い
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

ラ
イ
フ
プ
ラ
ン
の
一
般
的
な
教
科
書
に
は
、

「
生
き
が
い
づ
く
り
」
と
し
て
趣
味
、
ス
ポ
ー

ツ
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
な
ど
の
地
域
貢
献
活
動

な
ど
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
自
分

史
作
り
を
加
え
て
み
ま
せ
ん
か
と
い
う
提
案

な
の
で
す
。
今
ま
で
の
途
中
経
過
の
人
生
を

振
り
返
り
、
こ
れ
か
ら
の
人
生
に
ど
う
生
か

す
か
？　

と
い
う
問
題
提
起
の
き
っ
か
け
を

つ
く
る
た
め
の
自
分
史
、と
考
え
て
く
だ
さ
い
。

人
に
は
そ
れ
ぞ
れ
違
っ
た
考
え
方
や
価
値

観
が
あ
り
、
そ
れ
を
育
ん
で
き
た
そ
れ
ぞ
れ

の
土
壌
が
あ
り
、
そ
の
人
と
関
係
し
て
き
た

も
の
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
生
ま
れ
育
っ
た

土
地
で
あ
り
、
家
族
で
あ
り
、
学
校
で
あ
り
、

友
人
で
あ
り
、
教
師
で
あ
り
、
職
場
で
あ
り
、

ス
ポ
ー
ツ
で
あ
り
、
趣
味
で
あ
り
そ
れ
こ
そ

千
差
万
別
、
多
種
多
様
で
し
ょ
う
。
ひ
と
つ

ひ
と
つ
数
え
上
げ
た
ら
枚
挙
に
い
と
ま
が
あ

り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
そ
の
中
で
自
分
に
影

響
を
与
え
て
き
た
も
の
を
抽
出
し
、
そ
れ
を

記
録
し
て
ま
と
め
て
み
る
と
い
う
こ
と
が
「
自

分
史
」
と
い
う
大
き
な
流
れ
に
な
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
流
れ
は
今
後
ど
の

方
向
に
進
む
の
か
、
太
く
な
る
の
か
細
く
な

る
の
か
、
ゆ
る
や
か
な
の
か
急
な
の
か
、
ど
ん

な
川
と
交
わ
る
の
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
わ

か
ら
な
い
な
が
ら
も
今
ま
で
の
流
れ
を
振
り

返
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ラ
イ
フ
プ
ラ
ン
の
一
層

の
充
実
に
役
立
つ
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

「
い
や
私
の
人
生
は
全
て
平
凡
な
道
だ
っ

た
。
自
分
史
な
ん
か
に
書
く
こ
と
は
な
い
」

と
言
う
人
が
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。し
か
し
、

平
凡
な
人
生
な
ど
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
出
生
か
ら
死
に
至
る
ま
で
、
い
ろ
い

ろ
な
偶
然
の
積
み
重
ね
を
通
じ
て
人
生
は
成

り
立
っ
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
事
実
だ
け
で
も

い
い
の
で
す
。
人
生
の
記
録
と
い
う
だ
け
で

も
膨
大
な
量
に
な
る
は
ず
で
す
。
そ
う
い
う

方
は
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
形
式
の
自
分
史
を

作
成
し
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
？　

深

く
自
分
を
見
つ
め
直
す
こ
と
で
、
今
後
の
新

た
な
生
き
方
が
見
つ
か
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

過
去
に
起
こ
っ
た
出
来
事
を
自
分
史
で
追
体

験
す
る
こ
と
で
、
あ
の
時
こ
う
す
れ
ば
よ
か

っ
た
、
だ
か
ら
次
は
こ
う
し
て
み
よ
う
と
い
う

新
し
い
挑
戦
に
つ
な
が
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

そ
し
て
発
表
す
る
か
ど
う
か
は
自
分
次
第
で

生きがいづくりのための
「自分史」という試み
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す
。
非
公
開
で
自
分
の
宝
物
と
し
て
大
切
に

と
っ
て
お
く
の
も
よ
し
、本
に
す
る
の
も
よ
し
、

ま
ず
は
自
分
の
人
生
を
振
り
返
る
た
め
に
書

い
て
み
る
こ
と
が
重
要
だ
と
思
う
の
で
す
。

自
分
史
の
実
例

自
分
史
を
作
る
前
に
実
例
を
見
て
み
ま
し

ょ
う
。
身
近
な
と
こ
ろ
で
は
日
経
新
聞
の
朝

刊
に
連
載
さ
れ
て
い
る
各
界
著
名
人
の
『
私

の
履
歴
書
』
も
自
分
史
で
す
。
書
店
に
あ
る

本
を
と
っ
て
み
ま
す
と
、
意
外
と
自
分
を
主

人
公
に
し
た
自
分
史
と
呼
べ
る
も
の
が
多
い

こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
ま
す
。
例
え
ば
私
は
昨

年
、
自
動
車
会
社
で
あ
る
ス
ズ
キ
の
鈴
木
修

会
長
の
『
俺
は
、
中
小
企
業
の
お
や
じ
』（
日

本
経
済
新
聞
出
版
社
）
と
い
う
本
を
読
み
ま

し
た
。
こ
の
本
も
、
鈴
木
会
長
の
生
き
方
を

ス
ズ
キ
と
い
う
会
社
を
通
し
て
書
い
た
自
分

史
と
言
え
ま
す
。ま
た
、い
じ
め
や
自
殺
未
遂
、

非
行
を
乗
り
越
え
て
、
弁
護
士
に
な
っ
た
大

平
光
代
さ
ん
の
『
だ
か
ら
、
あ
な
た
も
生
き

ぬ
い
て
』（
講
談
社
）
も
自
分
史
で
す
。

さ
て
、
こ
こ
で
具
体
的
に
自
分
史
と
し
て

紹
介
し
た
い
本
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
『
夢

を
跳
ぶ
～
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
ア
ス
リ
ー
ト
の

挑
戦
』（
岩
波
ジ
ュ
ニ
ア
新
書
）
で
す
。
こ

の
本
の
裏
表
紙
に
は
、「
一
九
歳
の
と
き
に

骨
肉
腫
を
発
症
し
右
足
膝
下
を
失
っ
た
著
者

が
、
北
京
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
陸
上
競
技
・
走

り
幅
跳
び
日
本
代
表
に
選
ば
れ
る
ま
で
の
道

の
り
を
語
る
。
辛
い
闘
病
生
活
、
生
き
る
意

味
を
問
い
続
け
た
日
々
、
競
技
者
と
し
て
の

苦
悩
…
。
さ
ま
ざ
ま
な
困
難
を
乗
り
越
え
、

新
た
に
挑
戦
を
続
け
る
若
き
女
性
ア
ス
リ
ー

ト
の
涙
と
夢
と
希
望
の
手
記
」
と
の
あ
ら
す

じ
が
あ
り
ま
す
。
中
学
生
・
高
校
生
を
主
な

読
者
対
象
と
し
て
い
る
た
め
、
平
易
な
文
章

で
読
む
こ
と
が
で
き
、
家
族
み
ん
な
で
読
ん

で
み
る
の
も
い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ
の
本

の
目
次
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

・
私
は
ど
う
な
っ
て
し
ま
う
の
？

・
入
院
、
そ
し
て
手
術

・
退
院
後

・
ア
テ
ネ
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
へ

・
新
た
な
挑
戦
が
は
じ
ま
っ
た
！

・
サ
ン
ト
リ
ー
と
い
う
居
場
所

・
義
足
に
血
が
通
う
ま
で

・
未
来
へ
か
け
る
橋　
　

…
e
tc
．

目
次
を
見
て
み
ま
す
と
、
闘
病
記
と
し
て

の
自
分
史
と
も
言
え
ま
す
し
、
骨
肉
腫
と
い

う
病
気
を
通
じ
て
人
生
を
振
り
返
り
、
次
の

目
標
に
挑
ん
で
い
る
点
か
ら
一
般
的
な
自
分

史
と
も
分
類
で
き
ま
す
。
そ
し
て
目
次
の「
未

来
へ
か
け
る
橋
」
で
わ
か
る
よ
う
に
、
未
来

に
話
を
つ
な
い
で
い
る
と
い
う
点
で
私
の
意

図
す
る
と
こ
ろ
の
「
自
分
史
」
に
ピ
タ
リ
と

は
ま
る
の
で
す
（
み
な
さ
ん
実
際
に
読
ん
で

み
て
く
だ
さ
い
）。
佐
藤
さ
ん
の
よ
う
に
我
々

の
人
生
は
壮
絶
で
は
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
、
自
分
の
人
生
を
書
い
て
み
る
こ
と
で
何

か
見
つ
か
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

著
者
に
学
ぶ
自
分
史
の
書
き
方

そ
れ
で
は
、
自
分
史
を
書
く
た
め
に
は
具

体
的
に
ど
う
し
た
ら
い
い
の
で
し
ょ
う
か
。
そ

の
参
考
と
し
て
、
作
家
の
佐
木
隆
三
さ
ん
と

実
際
に
自
分
史
を
自
費
出
版
さ
れ
た
お
二
人

に
「
自
分
史
の
書
き
方
」
に
つ
い
て
お
話
を

う
か
が
い
ま
し
た
。

─
は
じ
め
に
佐
木
さ
ん
の
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

も
と
も
と
北
九
州
市
の
八
幡
製
鉄
に
勤
め

て
い
て
、
作
家
と
な
り
昭
和
四
二
年
に
東
京

Interview
直
木
賞
作
家
、

北
九
州
市
自
分
史
文
学
賞
審
査
員

佐
木  

隆
三
さ
ん

作
家
・
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
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へ
出
ま
し
た
。
東
京
で
執
筆
活
動
を
三
三
年

間
、
北
九
州
に
戻
っ
て
一
〇
年
で
す
。
今
年

四
月
に
七
三
歳
の
誕
生
日
を
迎
え
ま
し
た
。

今
は
北
九
州
市
立
文
学
館
の
館
長
を
つ
と
め

る
一
方
、
裁
判
の
傍
聴
を
行
っ
て
い
ま
す
。

─
「
北
九
州
市
自
分
史
文
学
賞
」
の
審

査
員
に
な
ら
れ
た
き
っ
か
け
は
？

声
が
か
か
っ
た
の
は
、
自
分
が
八
幡
製
鉄

出
身
で
北
九
州
に
な
じ
み
が
あ
る
か
ら
で
す
。

「
北
九
州
市
自
分
史
文
学
賞
」
は
今
か
ら

二
〇
年
前
に
当
時
の
末
吉
市
長
が
、
小
倉
に

軍
医
と
し
て
赴
任
し
た
こ
と
が
あ
る
森
鷗
外

の
記
念
事
業
と
し
て
始
め
ら
れ
ま
し
た
。
松

本
清
張
や
火
野
葦
平
な
ど
北
九
州
で
育
っ
た

作
家
は
意
外
と
多
い
ん
で
す
よ
。
金
属
工
場

や
製
鉄
工
場
に
囲
ま
れ
た
風
土
や
生
活
様
式

な
ど
が
関
係
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。

─
工
場
の
煙
突
か
ら
も
う
も
う
と
立
ち
上

る
煙
な
ど
に
鬱
屈
し
た
思
い
が
あ
っ
た
の
で

は
な
い
で
す
か
。

そ
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
こ
と

へ
の
発
散
の
た
め
に
小
説
や
詩
、
俳
句
や
川

柳
が
生
ま
れ
た
の
で
し
ょ
う
（
笑
）。
文
学
賞

が
創
設
さ
れ
た
頃
は
ま
だ
高
齢
化
社
会
を
意

識
し
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
応
募
者
は
リ

タ
イ
ア
し
た
六
〇
歳
代
か
ら
七
〇
歳
代
が
多

い
。
昨
年
、
北
橋
現
市
長
が
「
子
ど
も
ノ
ン

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
文
学
賞
」
を
創
設
さ
れ
た
の

は
、
子
ど
も
に
も
文
章
を
書
く
楽
し
さ
を
伝

え
た
い
と
い
う
思
い
か
ら
で
す
。「
子
ど
も
文

学
賞
」
に
は
初
回
で
一
五
〇
〇
編
の
応
募
が

あ
り
ま
し
た
。

─
「
自
分
史
」
と
か
「
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
」

と
い
う
名
前
を
冠
す
る
こ
と
で
、
文
学
へ
の

敷
居
が
低
く
な
っ
た
の
で
は
？

そ
れ
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。
自
分
史
文
学

賞
に
つ
い
て
は
四
〇
〇
字
詰
め
原
稿
用
紙

二
〇
〇
枚
～
二
五
〇
枚
と
い
う
条
件
が
あ
る

の
で
す
が
、
こ
れ
は
プ
ロ
の
モ
ノ
書
き
か
ら

見
て
も
大
変
な
作
業
で
す
よ
。
単
行
本
一
冊

分
の
量
で
す
か
ら
ね
。

し
か
し
私
が
不
思
議
に
思
う
の
は
、
自
分

史
文
学
賞
へ
の
応
募
は
男
性
が
圧
倒
的
に
多

い
と
い
う
こ
と
で
す
。
巷
の
「
○
○
文
学
賞
」

は
女
性
の
応
募
者
が
多
い
の
に
も
か
か
わ
ら

ず
…
。

─
と
こ
ろ
で
昭
和
五
一
年
に
『
復
讐
す
る

は
我
に
あ
り
』
で
直
木
賞
を
受
賞
さ
れ
て
い

ま
す
ね
。
私
は
昨
年
一
一
月
に
全
面
改
定
さ

れ
た
文
春
文
庫
版
を
読
ま
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
が
、
殺
人
鬼
の
主
人
公
を
追
う
綿
密
な

ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
に
ど
ん
ど
ん
引
き
込
ま
れ
て

し
ま
い
ま
し
た
。
あ
の
本
も
主
人
公
の
人
生

を
他
人
か
ら
見
た
、
い
わ
ば
他
人
史
の
よ
う

な
も
の
で
す
ね
。
そ
こ
で
、
佐
木
さ
ん
に
ノ

ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
言
い
ま
す
か
、
自
分
史

の
書
き
方
に
つ
い
て
教
え
て
い
た
だ
き
た
い
の

で
す
が
。

こ
の
作
品
に
は
思
い
入
れ
が
あ
り
ま
す
。

私
が
沖
縄
に
い
た
三
四
歳
の
と
き
、
あ
る
殺

人
事
件
で
誤
認
逮
捕
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
ま

で
私
小
説
を
書
い
て
い
ま
し
た
が
、
そ
の
と

き
以
来
殺
人
事
件
と
か
犯
罪
を
テ
ー
マ
に
書

く
よ
う
に
な
っ
た
。
逮
捕
が
い
わ
ば
人
生
の

転
機
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
の
こ
ろ
編
集

者
か
ら
、
留
置
場
に
一
二
日
間
い
た
私
の
経

験
を
も
と
に
ト
ル
ー
マ
ン
・
カ
ポ
ー
テ
ィ
の

『
冷
血
』
の
よ
う
な
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
小
説

を
書
い
て
み
た
ら
と
勧
め
ら
れ
書
い
た
の
が

『
復
讐
す
る
は
我
に
あ
り
』
で
す
。

自
分
史
に
つ
い
て
は
特
に
書
き
方
は
な
く

自
由
で
す
。
し
か
し
履
歴
書
の
よ
う
な
編
年

体
の
書
き
方
は
面
白
く
な
い
で
し
ょ
う
。
あ

と
自
分
の
成
功
だ
け
で
な
く
失
敗
の
経
験
談

な
ん
か
も
入
れ
る
と
、
他
人
の
目
か
ら
は
魅

力
を
感
じ
ら
れ
る
で
し
ょ
う
ね
。

─
巷
の
自
分
史
の
作
り
方
の
本
で
は
自
分

の
「
年
表
」
を
作
っ
て
そ
れ
に
肉
付
け
を
し

て
い
く
と
い
う
や
り
方
を
推
奨
し
て
い
る
よ

う
で
す
が
…
。
地
方
公
務
員
の
方
々
の
た
め

に
自
分
史
を
作
る
場
合
の
ポ
イ
ン
ト
を
教
え

て
く
だ
さ
い
。

地
方
公
務
員
で
あ
れ
ば
そ
の
地
域
の
地

震
・
災
害
と
か
事
件
、
地
域
社
会
の
記
憶
に

刻
ま
れ
て
い
る
出
来
事
を
、
た
と
え
過
去
の

出
来
事
で
も
き
ち
ん
と
語
る
こ
と
が
大
事
で
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─なぜ、自分史を対象とした文学賞を企画されたのです

か?

　この企画は文豪森鷗外が小倉に滞在していたことを記念
してできました。明治32年から足かけ４年を小倉で過ごし
た森鷗外は、晩年、「史伝もの」という無名の人々を題材に
した小説を数多く書きました。この鷗外の「史伝もの」に
ちなみ、平成２年に誕生したのが「自分史文学賞」です。
─応募状況を教えてください。

　第一回から累計では応募数が8400編を超えました。平
均すると毎年400編くらいでしょうか。応募は、60～70
歳代が最も多くなっています。今まで応募された中で一番お
若い方は16歳、最高齢の方は103歳です。男女比につい
ては７：３くらいの割合で男性のほうが多いですね。
─自分史の内容としてはどんなものがありますか？

　やはり戦争体験記が多いですね。他には家族史や海外生
活体験記、青春回顧録などさまざまです。年々、作品の質
が上がってきていると審査員の先生がおっしゃってくださっ
ています。自分史というとある程度の年齢を重ねたからこそ
書けるものだと想像する方が多いと思いますが、北九州市
自分史文学賞の応募作品には、ある短い期間の印象的な出
来事を凝縮した作品も多く、大賞作品として、20代・30
代の方が受賞された例もあります。「クラブ活動や子育て体
験」「ボランティア体験」「出産など人生の節目となる出来事」
など何でもかまいません。
─自分史文学賞の運営で大変なことは何ですか?

　プライバシーや著作権について、きちんと守られているか
どうかをチェックするのが大変です。
─自分史文学賞の企画を通してよかったことは何ですか？

　昨年度「北九州市子どもノンフィクション文学賞～見て、
聞いて、調べて、考えた ほんとうにあった話～」を創設し
ましたがその際に「自分史文学賞」のノウハウが役立ちまし

た。２つの文学賞を通して北九州市の魅力を発信できました。
─すでに第20回を迎えられているわけですから、すごいで

すね。みなさんの反響はいかがですか？

　自分史をノンフィクションの一ジャンルとして確立し、文
学振興の実績を築いてきたことを誇りに感じています。
─最後に、この文学賞のアピールや担当者としての思い

を語っていただけたら幸いです。

　小説を書いてみたいと思っている方は、意外に多いと思い
ます。まずは、自分史から書いてみるというのはどうでしょ
う？　旅行の思い出や部活動のこと、職場・学校・家庭と
いった日常の生活の中にある、あなただけの体験を是非作品
にしてください。自分が体験したこと、感動したことであれば、
どんなテーマでも大丈夫です。たくさんのご応募をお待ちし
ています。

北九州自分史文学賞について
北九州市　
企画文化局文化スポーツ部文化振興課
文学振興担当係長

岩村  恭代さん

北九州市自分史文学賞

概要
ノンフィクションを募集。体験を中心に自らの
在り方をつづったもの、自分自身に大きな影響
や感銘を与えた人物の生き方を描いたもの。

枚数 ・400字詰め原稿用紙200枚から250枚
・ワープロA４判用紙に40字×30行

応募規定
事前に所定の応募要項を官製ハガキ、電話、
FAX等で請求またはウェブサイトで入手。800
字程度の概要をつける。

応募資格 不問

締切日 毎年９月末

作品送付先
／問合せ先

〒803-8501
北九州市小倉北区城内1番1号 
北九州市役所 
企画文化局 文化振興課
TEL：093-582-2391 
FAX：093-582-2677
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し
ょ
う
。
そ
の
出
来
事
の
影
響
が
大
き
い
こ

と
も
あ
る
で
し
ょ
う
し
、
か
す
か
な
影
響
で

も
書
い
て
み
る
。
た
だ
、
表
面
的
な
事
実
よ

り
も
心
の
動
き
を
書
い
た
ほ
う
が
い
い
。
高

齢
者
の
方
で
あ
れ
ば
戦
争
と
か
軍
隊
時
代
、

学
徒
動
員
な
ど
も
考
え
ら
れ
ま
す
。
い
ず
れ

に
し
て
も
テ
ー
マ
は
自
由
で
す
。

自
分
史
と
い
う
の
は
社
会
的
な
事
件
、
あ

る
い
は
結
婚
、
家
族
な
ど
の
個
人
的
な
事
柄

で
も
時
代
と
自
分
が
ど
う
切
り
結
ん
で
き
た

か
と
い
う
こ
と
が
大
事
だ
と
思
う
の
で
す
。

た
だ
し
年
号
や
人
物
名
を
羅
列
す
る
よ
り
も
、

書
き
た
い
テ
ー
マ
を
強
調
す
る
、
細
か
い
こ

と
は
時
に
は
省
略
し
て
切
り
捨
て
る
。
虚
構

と
言
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
。

─
自
分
史
に
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
部
分
が

少
し
入
っ
て
も
か
ま
わ
な
い
の
で
す
か
？

テ
ー
マ
を
絞
ろ
う
と
思
え
ば
他
の
部
分
は

切
り
捨
て
ざ
る
を
得
な
い
、
そ
こ
の
部
分
は

嘘
に
な
り
ま
す
が
仕
方
が
あ
り
ま
せ
ん
。
何

で
も
書
こ
う
と
す
る
の
で
な
く
、
絞
り
込
ん

で
い
く
と
き
に
多
少
話
に
誇
張
が
あ
っ
て
も

許
さ
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
よ

う
に
し
て
大
胆
に
書
い
た
ほ
う
が
面
白
い
作

品
が
生
ま
れ
ま
す
。
他
人
に
読
ま
せ
る
作
業

で
す
か
ら
、
あ
る
程
度
の
取
捨
選
択
と
イ
ン

パ
ク
ト
の
強
弱
が
必
要
な
の
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。

─
な
る
ほ
ど
、
文
章
の
修
飾
と
い
う
こ
と

で
す
ね
。
起
承
転
結
も
大
事
で
す
よ
ね
。

そ
う
そ
う
、
人
と
話
を
す
る
と
き
の
こ
と

を
考
え
れ
ば
い
い
と
思
い
ま
す
。
工
夫
を
し

て
主
題
を
先
に
も
っ
て
き
た
ほ
う
が
他
人
に

う
ま
く
伝
わ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
ら
。

─
審
査
員
と
し
て
ご
覧
に
な
っ
て
、
最
近

の
応
募
内
容
は
い
か
が
で
す
か
？

「
子
ど
も
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
文
学
賞
」
を

例
に
と
っ
て
も
、
か
な
り
興
味
深
い
内
容
の

作
品
が
あ
り
ま
す
よ
。
例
え
ば
い
ろ
ん
な
題

材
が
あ
る
の
で
す
が
、
い
じ
め
を
題
材
に
し

た
初
回
受
賞
作
で
は
、
事
実
の
重
さ
や
、
い

じ
め
に
も
め
げ
ず
立
ち
向
か
っ
て
い
く
姿
に

感
動
を
覚
え
た
り
…
。
子
ど
も
に
気
づ
か
さ

れ
る
と
い
う
感
じ
で
す
。

─
最
後
に
自
分
史
を
含
め
モ
ノ
を
書
く
こ

と
に
対
す
る
先
生
の
思
い
を
お
聞
か
せ
願
え

た
ら
幸
い
で
す
。

私
は
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
作
家
で
す
が
、

自
分
史
を
書
く
こ
と
は
小
説
に
つ
な
が
る
と

思
い
ま
す
。
自
分
の
人
生
を
振
り
返
る
こ
と

で
ど
ん
な
経
験
を
し
た
か
見
え
て
く
る
。
そ

れ
が
私
小
説
で
す
。
自
分
史
は
モ
ノ
を
書
く

の
に
と
っ
つ
き
や
す
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
題
材
は
自
分
自
身
な
の
で
す
か
ら
。

（
壁
を
指
差
し
な
が
ら
）
あ
の
壁
に
掛
け
た

「
書
く
た
め
に
生
き
た
」
と
い
う
額
縁
は
作
家

の
瀬
戸
内
寂
聴
さ
ん
に
揮き
ご
う毫

し
て
も
ら
っ
た

の
で
す
が
、
私
は
よ
く
人
に
「
事
実
」
と
書

き
ま
す
。
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
作
家
と
し
て
、

「
事
実
」
の
重
さ
と
い
う
か
、
そ
う
い
う
も
の

を
感
じ
て
い
ま
す
ね
。

─
最
初
に
生
い
立
ち
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

私
は
昭
和
一
〇
年
に
神
戸
で
生
ま
れ
、

一
〇
歳
の
と
き
大
空
襲
で
父
親
、
母
親
を
立

て
続
け
に
失
い
ま
し
た
。
東
京
で
の
浮
浪
児

生
活
を
経
て
、
長
野
県
松
代
に
あ
っ
た
大
本

営
建
設
跡
地
の
孤
児
収
容
施
設
で
少
年
時

代
を
過
ご
し
、
そ
の
後
は
上
京
し
て
ア
ル
バ

イ
ト
を
し
な
が
ら
二
二
歳
で
定
時
制
高
校
を

卒
業
、
二
六
歳
で
大
学
を
卒
業
し
、
埼
玉
県

秩
父
郡
の
公
立
中
学
校
教
員
に
な
り
、
定
年

退
職
し
ま
し
た
。

─
自
分
史
を
書
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
き

っ
か
け
は
何
で
す
か
？

私
は
退
職
す
る
ま
で
戦
争
孤
児
と
し
て
の

過
去
は
秘
密
に
し
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、

戦
争
孤
児
と
い
う
特
殊
な
経
験
を
語
る
こ
と

は
自
分
に
し
か
で
き
な
い
し
、
戦
争
の
悲
惨

さ
、
平
和
の
大
事
さ
を
伝
え
る
こ
と
が
必
要

と
感
じ
ま
し
た
。
特
に
訴
え
た
か
っ
た
の
は
、

戦
争
で
孤
児
に
な
っ
た
人
も
い
た
ん
だ
と
い

Interview
『
俺
た
ち
は
野
良
犬
か
！

    

そ
れ
で
も
生
き
た
孤
児
た
ち
』
著
者

山
田 

清
一
郎
さ
ん

自
費
出
版
著
者
・
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
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う
事
実
と
、
そ
の
苦
し
み
で
す
。
私
は
浮
浪

児
と
し
て
残
飯
漁
り
な
ど
で
生
き
抜
い
て
き

ま
し
た
が
、
こ
の
本
は
私
の
生
き
て
き
た
証

で
あ
り
、
生
き
抜
い
て
き
た
体
験
記
で
す
。

─
自
分
史
を
書
く
際
の
コ
ツ
は
何
で
す
か
。

自
分
史
を
書
く
の
に
必
要
な
の
は
、
あ
り

の
ま
ま
の
自
分
を
語
る
こ
と
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。
飾
る
必
要
も
、
文
章
を
上
手
く
書

く
必
要
も
あ
り
ま
せ
ん
。
地
方
公
務
員
の
方

の
自
分
史
で
あ
れ
ば
、
仕
事
の
こ
と
を
書
か

れ
た
ら
ど
う
で
し
ょ
う
。
組
織
の
中
に
い
て
、

仕
事
を
通
し
て
、
人
と
の
出
会
い
、
感
動
し

た
体
験
、
そ
れ
か
ら
あ
の
時
こ
う
し
た
か
っ

た
と
い
う
思
い
な
ど
を
書
い
て
み
る
の
が
い
い

と
思
い
ま
す
。

─
時
間
と
費
用
は
ど
の
く
ら
い
か
か
り
ま

し
た
か
？

時
間
に
つ
い
て
は
、
私
は
文
章
を
書
く
の

が
得
意
な
の
で
、
ワ
ー
プ
ロ
の
下
書
き
を
一

週
間
く
ら
い
で
仕
上
げ
ま
し
た
よ
。
そ
れ
を

肉
付
け
し
て
膨
ら
ま
せ
て
い
く
の
で
す
。
自

分
の
こ
と
を
書
く
の
で
、
そ
ん
な
に
苦
は
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
後
、
出
版
社
の
方

に
校
正
を
し
て
も
ら
い
ま
し
た
ね
。
費
用
に

つ
い
て
は
一
〇
〇
〇
冊
で
一
二
〇
万
円
で
し

た
。
高
か
っ
た

で
す
が
本
を
出

し
て
よ
か
っ
た
。

手
紙
な
ど
で「
と

て
も
感
動
し
た
」

と
い
う
反
響
が

あ
り
ま
し
た
。

─
上
手
く
書
く
コ
ツ
な
ど
あ
り
ま
す
か
。

上
手
く
書
こ
う
と
い
う
意
識
は
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
け
れ
ど
、
必
要
に
応
じ
て
戦
争
用

語
の
解
説
を
挿
入
し
た
り
、
詩
を
入
れ
た
り

し
ま
し
た
。
写
真
は
か
な
り
効
果
が
あ
っ
た

ん
じ
ゃ
な
い
か
な
。コ
ツ
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、

自
分
の
人
生
を
振
り
返
っ
て
、
山
有
り
谷
有

り
の
人
生
を
き
ち
ん
と
書
く
と
い
う
こ
と
で

し
ょ
う
ね
。
私
の
場
合
は
、
東
京
で
の
浮
浪

児
暮
ら
し
や
、
長
野
県
松
代
の
孤
児
収
容
施

設
で
の
生
活
に
焦
点
を
当
て
て
詳
細
に
書
き

ま
し
た
。
孤
児
収
容
施
設
で
最
初
、
地
元
の

人
に
冷
た
く
さ
れ
て
小
学
校
に
行
く
こ
と
を

許
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
や
、
学
校
に
行
け
る

よ
う
に
な
っ
て
か
ら
は
必
死
に
勉
強
し
て
親

の
い
る
同
級
生
を
見
返
す
こ
と
が
で
き
た
こ

と
な
ど
、
当
時
の
状
況
を
き
ち
ん
と
細
か
く

書
き
ま
し
た
。

─
最
後
に
自
分
史
に
つ
い
て
思
い
を
語
っ

て
く
だ
さ
い
。

自
分
史
は
家
族
、
同
じ
世
代
、
次
の
世
代
、

同
僚
、
後
輩
に
残
す
記
念
碑
で
す
。
雑
誌
、

新
聞
へ
の
投
稿
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
の
掲

載
な
ど
何
で
も
あ
る
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
記

憶
は
消
え
る
、
忘
れ
る
け
れ
ど
、
記
録
は
い

つ
ま
で
も
消
え
な
い
。
は
じ
め
か
ら
完
成
さ

れ
た
も
の
を
目
指
す
の
で
は
な
く
、
ま
ず
コ

ツ
コ
ツ
と
記
録
を
続
け
て
い
く
こ
と
も
大
切

だ
と
思
い
ま
す
。
皆
さ
ん
も
ご
自
分
の
生
き

様
を
書
い
て
み
て
く
だ
さ
い
。

─
最
初
に
生
い
立
ち
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

私
は
子
ど
も
の
頃
は
貧
し
く
、
い
じ
め
や

不
登
校
に
よ
り
中
学
校
も
卒
業
で
き
ま
せ
ん

で
し
た
。
一
八
歳
で
結
婚
し
ま
し
た
が
夫
の

暴
力
か
ら
離
婚
、
飲
食
店
経
営
、
警
備
会

社
で
の
保
安
員
（
万
引
き
の
防
止
員
）
を
経

験
し
ま
し
た
。
六
一
歳
で
夜
間
中
学
に
通
い
、

六
五
歳
で
退
職
後
定
時
制
高
校
を
卒
業
、
卒

業
間
際
に
ガ
ン
（
悪
性
リ
ン
パ
種
と
い
う
血

液
の
ガ
ン
）
が
判
明
し
治
療
、
完
治
し
た
か

に
見
え
た
も
の
の
再
発
し
、
現
在
抗
が
ん
剤

で
治
療
中
で
す
。

そ
の
一
方
、
万
引
き
防
止
を
テ
ー
マ
に
警

察
や
学
校
で
の
講
演
も
行
っ
て
い
ま
す
。
平

成
七
年
に
初
め
て
、『
万
引
き
日
誌
～
女
性

保
安
員
の
奮
闘
記
』（
青
弓
社
）
を
出
版
し
、

平
成
二
〇
年
に
二
冊
目
の
本『
若
者
と
闘
い
、

ガ
ン
と
闘
う
』
を
出
し
ま
し
た
。

Interview
『
若
者
と
闘
い
、

    

ガ
ン
と
闘
う
』
著
者

特
定
非
営
利
活
動
法
人　

全
国
万
引
犯
罪
防
止
機
構

普
及
推
進
委
員
会　

委
員中

村 

有
希
さ
ん

自
費
出
版
著
者
・
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
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─
自
分
史
を
書
か
れ
た
き
っ
か
け
は
？

子
ど
も
の
頃
か
ら
本
を
書
き
た
い
と
い
う

願
望
は
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
何
を
書
こ

う
か
ま
で
は
考
え
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
書

く
き
っ
か
け
は
、
保
安
員
だ
っ
た
と
き
、
あ

る
大
学
関
係
者
か
ら
「
自
分
の
経
験
を
ま
と

め
て
み
た
ら
」
と
勧
め
ら
れ
た
こ
と
で
す
。

─
自
分
史
を
書
く
に
あ
た
っ
て
の
コ
ツ
を

教
え
て
く
だ
さ
い
。

私
は
真
実
を
書
く
こ
と
だ
と
思
っ
て
い
ま

す
。
そ
し
て
他
人
に
伝
え
た
い
こ
と
を
書
く

こ
と
に
尽
き
る
と
思
い
ま
す
。
は
っ
き
り
と

し
た
目
的
意
識
や
世
の
中
に
訴
え
た
い
こ
と

が
あ
れ
ば
、
面
白
い
と
感
じ
て
い
た
だ
け
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

─
具
体
的
に
は
真
実
を
ど
の
よ
う
な
手
法

で
書
か
れ
た
の
で
す
か
？

私
は
日
々
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
記
入
す
る

手
帳
や
保
安
員
の
日
報
、
そ
れ
に
「
感
じ
た

こ
と
ノ
ー
ト
」
を
つ
け
て
い
ま
し
た
。
い
つ
、

ど
こ
で
、
何
を
し
た
と
い
う
史
実
を
思
い
出

す
き
っ
か
け
と
し
て
手
帳
や
日
報
が
、
詳
細

に
つ
い
て
は
「
感
じ
た
こ
と
ノ
ー
ト
」
が
役

立
ち
ま
し
た
。
こ
れ
ら
過
去
の
日
記
、
作
業

日
誌
、
感
想
を
最
終
的
に
ま
と
め
た
も
の
が

こ
の
本
で
す
。
つ
ま
り
、
毎
日
毎
日
の
「
思

い
」の
積
み
重
ね
で
で
き
た
も
の
で
す
。
日
々

を
大
切
に
し
て
い
き
た
い
。
特
に
病
気
し
て

か
ら
は
そ
う
感
じ
ま
す
か
ら
。

─
山
有
り
谷
有
り
の
人
生
で
内
容
も
も
ち

ろ
ん
面
白
い
の
で
す
が
、
心
の
動
き
が
如
実

に
書
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
面
白
さ
の
秘

訣
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

そ
れ
は
気
が
つ
か
な
か
っ
た
。
で
も
そ
の

と
き
思
っ
た
こ
と
や
、
あ
り
の
ま
ま
の
気
持

ち
を
書
き
ま
し
た
。
そ
れ
が
面
白
い
と
言
わ

れ
た
の
は
初
め
て
で
す
ね
。
私
、
自
分
の
本

の
感
想
を
今
回
初
め
て
聞
い
た
ん
で
す（
笑
）。

─
最
後
に
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
お
願
い
し
ま
す
。

た
と
え
一
冊
の
本
を
盗
ん
で
も
万
引
き
は

犯
罪
で
す
。
犯
罪
で
人
生
を
ダ
メ
に
す
る
の

は
も
っ
た
い
な
い
。
書
い
た
本
に
つ
い
て
言

え
ば
、
一
冊
目
は
万
引
き
を
防
止
す
る
保
安

員
と
し
て
の
体
験
が
中
心
で
す
が
、
二
冊
目

は
保
安
員
と
、
自
分
の
生
い
立
ち
や
定
時
制

高
校
、
そ
し
て
ガ
ン
…
こ
れ
は
ま
さ
に
自
分

史
で
す
よ
。
こ
の
本
を
自
分
の
人
生
と
し
て

残
す
こ
と
が
で
き
た
か
ら
思
い
残
す
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
。
ガ
ン
が
い
つ
再
発
す
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
が
、
明
日
死
ん
で
も
満
足
で
す

（
笑
）。

自
分
史
は
精
一
杯
生
き
た
証
で
す
。
皆
さ

ん
に
は
「
自
分
は
社
会
の
中
で
少
し
で
も
意

味
の
あ
る
生
き
方
を
し
た
」
と
胸
を
張
っ
て

言
え
る
人
生
を
送
っ
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

「
私
は
人
と
し
て
悔
い
の
な
い
一
生
で
あ
っ

た
だ
ろ
う
か
？
」
と
い
う
こ
と
で
す
。

自
分
史
を
発
表
す
る

自
分
史
を
書
い
て
も
発
表
し
な
い
と
い
う

選
択
肢
も
あ
り
ま
す
が
、
も
し
誰
か
に
伝
え

た
い
と
い
う
思
い
が
あ
る
な
ら
発
表
し
て
み

て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
。
発
表
の
手
段
と
し

て
は
次
の
三
つ
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

①
ブ
ロ
グ
に
載
せ
る

最
近
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
日
記
な
ど

を
公
開
す
る
ブ
ロ
グ
が
流
行
っ
て
い
て
、
個

人
で
も
手
軽
に
作
品
を
発
表
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
無
料
サ
イ
ト
な
ら
、
自
分
史
も
費

用
を
か
け
ず
に
載
せ
ら
れ
ま
す
。

②
自
費
出
版
す
る

自
費
出
版
と
は
執
筆
者
が
自
ら
費
用
を
出

し
て
出
版
す
る
こ
と
で
す
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
で
調
べ
た
と
こ
ろ
、
ペ
ー
ジ
数
に
も
よ
り

ま
す
が
最
低
で
も
一
〇
万
円
前
後
は
か
か
る

よ
う
で
す
。
近
年
の
出
版
不
況
の
影
響
か
、

自
費
出
版
に
伴
う
さ
ま
ざ
ま
な
ト
ラ
ブ
ル
や

被
害
も
出
て
い
ま
す
の
で
、
事
前
に
よ
く
調

べ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

③
文
学
賞
に
応
募
す
る

文
学
賞
に
応
募
す
る
の
も
一
つ
の
手
で
す
。

私
小
説
の
形
式
だ
と
○
○
文
学
賞
な
ど
の
募

集
も
結
構
多
い
よ
う
で
す
。
自
分
史
に
限
定

し
た
文
学
賞
と
し
て
、
北
九
州
市
で
は
「
北

九
州
市
自
分
史
文
学
賞
」
を
行
っ
て
い
ま
す
。
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─自費出版に伴うトラブルについて教え

てください。

　2006年から2008年にかけて自費出版
の大手２社が倒産し、自費出版のトラブル
が多数発生しました。どちらの会社も、お
客さまから預かった前払金を会社の資金繰
りに流用してしまったという特徴がありま
す。また「自費出版」という言葉を使わず
に、「共創出版」とか「共同出版」といっ
た言葉を使って執筆者に負担がないかのよ
うな勧誘をしたり、作成した本が流通に乗
らなかったりといった被害に遭われた方がた
くさんいらっしゃって、社会的にも大きな
問題になりました。それから２年以上が経
ち、現在は落ち着いています。
　社会的な問題になった後、自費出版され
る方への注意が喚起されたり、経営する側
も「自費出版」という言葉をきちんと使う
ようになりました。現在では、当センター
へはトラブルばかりでなく自費出版全般に
関する相談が月に数件程度に減りました。

─被害に遭わないためには、どのように

したらいいでしょうか？

　私たちは「消費者保護のための自費出版
営業・契約ガイドライン」を作成していま
す。ガイドラインから見ると、「契約金を一
括して前払いしない」ということです。例
えば、費用は作業進行に応じて契約時20
％、初校時40％、納品時40％という具合
に支払うとか。それから、「本を作ること」
と「本を流通させること」は別だという意
識を常に持ってください。本を流通させれ
ば人気が出て売れるんじゃないかとか、欲
は出さないほうがいいでしょう。

─自分史を作ることで期待される効果は

ありますか？

　私たちは自分史を生きがいづくりの一つ
と考えています。まず、自分史なり本を作
るという行為を通して「心のリセット」を
するというのが一番大事なことだと思って
います。自分を振り返り、心の反

はんすう

芻をする
ことは自分の座標軸を見つけていくことだ
と思っています。
　そのためには、まず書いてみることが重
要です。そして本の形にしたら、例えば友
達に渡すことで、コミュニケーションの道
具になったり、新しい出会いにつながる可
能性も出てきます。そういう点から言うと、
自分史を含め自費出版は重要なリタイアメ
ントプログラムの一つです。
─自分史を作る際のアドバイスをお願い

します。

　ブログで発表するという手段もあります
が、ブログだと一方的で反応がない。本な
ら人に渡すことで、読んでもらい、感想を
聞くこともできる。しかし、大切なのは自
分史を含め本を書くことを楽しむというこ
とに尽きます。繰り返しになりますけれど
も、自分史を書くことは「心のリセット」
なので楽しいのです。自慢史にならなけれ
ば書き方は自由です。例えば、直近の出来
事から遡っていく書き方もあります。本の
形態は簡易な本から装丁の立派な本まで種
類はたくさんあります。
　当センターの機関誌「リタイアメントジ
ャーナル」では「自費出版図書館たより」
というコーナーがあり、自費出版本の書評
も行っています。編集会議のメンバーを唸
らせる秀作も多いです。自分は無理だとは
思わずどんどんチャレンジしてほしいと思い
ます。

NPO法人リタイアメント情報センター「自費出版トラブル相談室」

尾崎  浩一さん

ま
と
め

今
回
の
調
査
や
取
材
を
通
じ
て
、「
生
き

が
い
づ
く
り
」
の
た
め
の
自
分
史
に
つ
い
て

考
え
て
み
ま
し
た
。
自
分
史
と
は
い
わ
ば
自

分
が
主
人
公
の
作
品
で
す
。
こ
の
作
品
作
り

に
欠
か
せ
な
い
の
が
自
分
自
身
へ
の
取
材
。

つ
ま
り
、
自
分
史
を
書
く
と
い
う
こ
と
は
、

自
己
を
深
く
冷
静
に
客
観
視
し
、
自
分
の
生

き
方
を
振
り
返
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
書
く

こ
と
で
自
己
反
省
に
も
つ
な
が
り
ま
す
。

発
表
の
手
段
は
色
々
あ
り
ま
す
が
、
自
分

史
の
究
極
の
読
者
は
自
分
自
身
な
の
で
す
。

自
分
史
を
書
く
最
大
の
目
的
は
、
過
去
を
振

り
返
っ
て
今
後
ど
の
よ
う
に
生
き
て
い
く
か

を
考
え
る
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
私

も
将
来
、
自
分
史
を
書
く
と
き
の
た
め
に
今

以
上
に
実
り
あ
る
人
生
を
歩
ん
で
い
き
た
い

と
思
い
ま
し
た
。
あ
な
た
も
自
分
史
を
書
い

て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

（
協
会
職
員
／
谷
口
有
史
）

自分史を含む自費出版で
留意すべきこと
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