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海野十三先生没後 65年◎江戸川乱歩先生生誕 120 年★特別記念大企画

永遠の十三　〜海野十三と江戸川乱歩〜
日時：2014 年５月 17 日（土）午後 2時　　会場：北島町立図書館・創世ホール　2階ハイビジョン・シアタ－
主催：海野十三の会　　講師：中　相作（なかしょうさく　江戸川乱歩研究家、名張人外境主宰者、名張市在住）

明治 27 年（1894）	 10 月 21 日、江戸川乱歩、三重県名張町新町に生まれる。本名、平井太郎。生後まもなく父
の転勤により転居。三歳から十八歳まで名古屋で過ごす。

明治 30 年（1897）	 12 月 26 日、海野十三、徳島市徳島本町に生まれる。本名、佐野昌一。明治 39年、父の転職
により神戸へ転居。

明治 45 年（1912）	 乱歩、早稲田大学予科に編入。のち、政治経済学部に進む。
大正 5 年（1916）	 乱歩、早稲田大学を卒業し、大阪の貿易会社に就職。十三、早稲田大学予科に入学。のち、理

工学部に進む。
大正 12 年（1923）	 乱歩、「新青年」にデビュー作「二銭銅貨」を発表。十三、早稲田大学を卒業し、逓信省電気

試験所に勤務。
大正 14 年（1925）	 乱歩、初の小説集『心理試験』を出版。十三、技術専門書『米国製真空管一般特性表』を佐野

昌一名義で初出版。
大正 15 年（1926）	 乱歩、1月に大阪から東京へ転居。「浅草趣味 ✳1」を発表。十三、「無線と実験」に科学童話

「ラヂ夫と電子王の話」を発表。初めてフィクションが活字となる。
昭和 2 年（1927）	 十三、「無線電話」に海野十三名義による初の科学小説「遺言状放送」を発表。
昭和 3 年（1928）	 十三、「電気風呂の怪死事件」で「新青年」に初登場。
昭和 4 年（1929）	 乱歩、「蜘蛛男」で「講談倶楽部」に初登場。
昭和 5 年（1930）	 十三、海野十三名義による初の単行本『麻雀の遊び方』を出版。
昭和 6 年（1931）	 9 月、満州事変が勃発し、十五年戦争の戦端が開かれる。
昭和 7 年（1932）	 十三、初の小説集『電気風呂の怪死事件』を出版。
昭和 8 年（1933）	 十三、「太平洋電撃戦隊」で「少年倶楽部」に初登場。
昭和 9 年（1934）	 十三、「探偵小説管見 ✳2」。乱歩、「中央公論」に「柘榴」。
昭和 10 年（1935）	 十三、「乱歩氏の懐し味 ✳3」、「本格探偵小説観 ✳4」。乱歩、「探偵小説壇の新なる情熱 ✳5」、

「日本の探偵小説 ✳6」、「日本探偵小説の多様性について ✳7」。
昭和 11 年（1936）	 乱歩、「怪人二十面相」で「少年倶楽部」に初登場。十三、「新青年」に「深夜の市長」、「深夜

の東京散歩 ✳8」。
昭和 13 年（1938）	 十三、「少年倶楽部」に「浮かぶ飛行島」、「キング」に「敵機大空襲」（『東京空爆』）。
昭和 14 年（1939）	 十三、「少年倶楽部」に「太平洋魔城」、翌年にかけて「東日小学生新聞」などに「火星兵団」。
昭和 16 年（1941）	 十三、1月、世田谷の自宅庭に防空壕を築造。海軍省から徴用され、報道班員となる。乱歩、

秋ごろ、初めて町会に出席し、防空群長を担当。のちに町会役員となる。12月、日本海軍の
真珠湾攻撃で太平洋戦争開戦。

昭和 17 年（1942）	 十三、1月、海軍報道班員として南方に赴き、デング熱に感染して 5月に帰還。
昭和 19 年（1944）	 十三、12月に「空襲都日記」を起筆。翌年 5月まで。
昭和 20 年（1945） 	 3 月 10 日、東京大空襲。乱歩、4月に家族を福島県保原町の知人宅に疎開させ、単身池袋

の家に残る。4月 13日、東京にふたたび大空襲。十三日記／ 4月 14日《○昨夜二十三時頃、
わが横鎮は関東海面に警報を出したが、果して敵一機は房総に入り、つづいて敵大挙し、三月
十日以来の帝都市街夜間爆撃となった》。乱歩自伝《十三日夜、B29 の大空襲あり、池袋地区
焼野原となる。私の町会は南の半分が焼失し、隣組も全焼したが。私の家一軒だけ不思議に助
かった》。十三、5月に「降伏日記」を起筆。12月まで。乱歩、6月に家族の疎開先へ移る。

　　　　　十三日記　8月 10日《○今朝の新聞に、去る八月六日広島市に投弾された新型爆弾に関する米大統領ト
ルーマンの演説が出ている。それによると右の爆弾は「原子爆弾」だという事である。／あの
破壊力と、あの熱線輻射とから推察して、私は多分それに近いものか、または原子爆弾の第
一号であると思っていた》《戦争は終結だ》。12日《○とにかく、遂にその日が来た。しかも
突然やって来た。／どうするか、わが家族をどうするか、それが私の非常な重荷である。／
○女房にその話（※みなで死ぬこと）をすこしばかりする。「いやあねえ」とくりかえしてい
たが、「敵兵が上陸するのなら、死んだ方がましだ」と決意を示した。／それならばそれもよ
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さ
て
野
外
い
か
も
の
に
関
し
て
、
書
き
洩
ら
せ
な
い
の
は
深

夜
の
浅
草
情
景
で
あ
る
。
興
行
物
の
は
ね
る
の
が
大
抵
十
時
、

そ
れ
か
ら
十
二
時
頃
ま
で
は
、
ま
だ
宵
の
口
で
あ
る
。
ゾ
ロ
ゾ

ロ
と
人
通
り
が
絶
え
な
い
。
や
が
て
活
動
小
屋
の
電
飾
が
光
を

減
じ
、
池
の
鯉
の
は
ね
る
音
が
ハ
ッ
キ
リ
聞
え
る
頃
に
な
る
と
、

馬
道
か
ら
吉
原
通
い
も
人
足
も
ま
ば
ら
に
な
る
。
馬
道
辺
で
は

朦
朧
車
夫
が
跳
梁
し
出
す
。
そ
し
て
、
公
園
の
ベ
ン
チ
に
取
り

残
さ
れ
る
の
は
、
ほ
ん
と
う
の
宿
な
し
、
一
夜
を
そ
こ
で
明
か

そ
う
と
い
う
連
中
ば
か
り
で
あ
る
。
警
官
の
巡
回
が
は
げ
し
く

な
る
。
角
袖
が
何
食
わ
ぬ
顔
で
、
う
ろ
ん
な
奴
の
煙
草
の
火
を

借
り
に
来
た
り
す
る
。

「
オ
イ
、
お
前
は
宿
が
あ
る
の
か
」

「
ヘ
イ
、
実
は
帰
り
は
ぐ
っ
ち
ま
い
ま
し
て
、
電
車
は
な
く
な

る
、
仕
方
が
な
い
の
で
こ
こ
で
夜
明
し
を
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

ど
う
か
今
夜
の
所
は
お
見
逃
し
を
」

な
ん
て
問
答
が
聞
え
出
す
。
警
官
も
世
話
が
や
き
切
れ
な
い

と
見
え
て
、
夜
毎
に
ベ
ン
チ
を
宿
と
す
る
も
の
十
数
人
を
数
え

る
。
そ
れ
が
大
抵
は
常
習
者
だ
。
料
理
屋
な
ん
か
の
、
ご
み
溜

を
あ
さ
っ
て
、
大
き
な
竹
の
皮
に
一
杯
残
飯
を
持
っ
て
来
る
奴

が
あ
る
。
て
ん
で
に
ア
ル
ミ
の
弁
当
箱
を
持
っ
て
い
て
、
そ
れ

を
分
け
て
つ
め
る
。
明
日
の
弁
当
に
な
る
の
だ
。
残
っ
た
分
は

皆
し
て
手
摑
み
で
ム
シ
ャ
ム
シ
ャ
や
る
。
食
い
な
が
ら
、
深
夜

の
浅
草
を
、
ピ
ク
ニ
ッ
ク
に
で
も
来
た
つ
も
り
で
、
世
間
話
を

し
て
い
る
。
な
か
な
か
楽
し
相
だ
。

こ
れ
ら
は
別
状
な
い
の
だ
が
、
そ
こ
へ
時
々
異
形
の
も
の
が

現
れ
る
。
男
の
く
せ
に
白
粉
を
塗
っ
て
い
る
。
そ
し
て
通
行
人

に
、

「
チ
ョ
イ
ト
、
あ
な
た
」

な
ん
て
、
く
ね
く
ね
と
身
体
を
よ
じ
ら
せ
て
、
手
招
ぎ
を
す

る
。
野
外
か
げ
ま

0

0

0

と
も
云
う
べ
き
代
物
だ
。
公
園
の
隅
々
に
は
、

云
う
ま
で
も
な
く
、
淫
売
屋
の
ポ
ン
引
婆
さ
ん
が
、
う
さ
ん
臭

い
顔
を
し
て
立
っ
て
い
る
。
夜
鷹
と
い
う
も
の
に
は
、
不
幸
に

し
て
ま
だ
出
会
わ
な
い
が
、
時
に
出
な
い
と
も
限
ら
ぬ
。

初
出
：
新
青
年　

大
正
15
年
9
月
号

底
本
：
江
戸
川
乱
歩
全
集
第
24
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平
成
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年
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思
う
に
わ
が
日
本
人
ほ
ど
、
種
類
の
多
い
探
偵
小
説
を
書
く

人
種
は
外
に
い
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
日
本
人
が
そ
れ
を

好
む
の
は
、
一
つ
は
そ
の
天
性
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
外
国
で

は
専
ら
純
本
格
の
探
偵
小
説
が
流
行
る
。
そ
れ
等
の
主
体
は
皆

ト
リ
ッ
ク
で
あ
る
。

外
国
の
読
者
は
科
学
常
識
が
進
ん
で
い
て
、
謎
を
解
く
こ
と

に
誰
も
が
相
当
の
興
味
を
感
じ
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
純
本
格

も
の
の
多
い
の
も
道
理
で
あ
る
。

こ
れ
に
反
し
て
わ
が
国
の
読
者
は
文
芸
的
に
は
外
国
の
読
者

階
級
よ
り
も
遥
か
に
秀
で
て
い
る
が
、
科
学
的
で
は
外
国
に
於

て
見
る
が
如
き
ほ
ど
普
及
し
て
い
な
い
。
此
等
の
事
情
よ
り
考

え
て
み
て
も
、
わ
が
国
に
は
純
本
格
以
外
の
探
偵
趣
味
的
小
説

の
歓
迎
さ
れ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
私
は
思
う
の
で
あ

る
。そ

ん
な
わ
け
で
、
私
は
わ
が
国
の
探
偵
小
説
に
変
格
の
多
い

こ
と
を
そ
ん
な
に
慨
い
て
は
い
な
い
。
む
し
ろ
変
格
の
多
い
と

い
う
事
に
探
偵
小
説
の
将
来
性
を
認
め
て
い
る
。

今
日
ま
で
に
日
本
独
特
の
変
格
探
偵
小
説
の
評
論
も
、
そ
の

作
品
の
分
類
論
さ
え
も
ま
だ
出
て
い
な
い
け
れ
ど
、
他
日
必
ず

そ
れ
が
論
ぜ
ら
れ
る
時
期
が
来
る
だ
ろ
う
。
其
の
時
こ
そ
は
探

偵
小
説
な
る
言
語
の
意
味
が
今
日
よ
り
以
上
に
ず
ッ
と
明
瞭
に

な
る
こ
と
と
思
う
。

繰
り
返
し
て
云
う
が
、
探
偵
小
説
と
は
凡
そ
探
偵
趣
味
の
入

っ
て
い
る
小
説
を
指
し
て
云
う
の
が
至
当
で
、
純
本
格
探
偵
小

説
だ
け
に
限
る
の
は
適
当
で
な
い
と
私
は
考
え
る
。

そ
し
て
其
の
意
味
に
於
て
の
探
偵
小
説
は
、
も
っ
と
勇
敢
に
、

新
し
い
型
を
求
め
、
此
処
ぞ
と
思
う
方
向
に
ド
ン
ド
ン
拡
大
し

て
ゆ
く
の
が
よ
い
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。

初
出
：
新
青
年　

昭
和
9
年
10
月
号

底
本
：
海
野
十
三
全
集
別
巻
1　

平
成
3
年

＊　
　
　
　
　
　
　
　
　

＊

乱
歩
氏
の
懐
し
味
［
＊
3
］

海
野
十
三　

誰
し
も
江
戸
川
乱
歩
と
い
へ
ば
、
氏
の
作
品
に
現
れ
て
く
る

や
う
な
グ
ロ
テ
ス
ク
な
人
物
を
想
像
す
る
だ
ら
う
。
と
こ
ろ
が

氏
に
会
つ
て
み
る
と
、
凡
そ
氏
が
そ
れ
と
反
対
に
、
如
何
に
も

慈
悲
深
い
お
地
蔵
さ
ま
の
や
う
な
人
物
で
あ
る
の
に
駭
か
さ
れ

る
で
あ
ら
う
。
或
る
酒
席
で
若
い
妓
が
そ
の
席
に
乱
歩
先
生
が

交
つ
て
ゐ
ら
れ
る
と
聞
き
、
先
生
は
ど
こ
に
い
ら
つ
し
や
る
の

か
教
へ
て
く
れ
と
私
に
せ
が
ん
だ
。
私
は
、
そ
れ
よ
り
君
が
当

て
て
み
ろ
と
い
ふ
と
、
彼
女
は
そ
れ
な
れ
ば
と
一
座
を
見
廻
し

て
、
遂
に
指
し
た
の
は
そ
の
中
の
最
も
グ
ロ
テ
ス
ク
な
る
人
物

だ
つ
た
。
私
は
そ
の
大
変
な
誤
り
を
指
摘
し
た
が
、
後
で
本
物

の
乱
歩
氏
を
知
り
当
て
た
彼
女
は
私
に
向
つ
て
、
乱
歩
先
生
が
、

あ
ん
な
優
し
い
方
と
は
鳥
渡
信
じ
ら
れ
な
い
わ
ネ
と
感
歎
し
た

の
で
あ
つ
た
。

し
か
し
乱
歩
氏
の
優
し
さ
と
か
懐
し
さ
と
か
は
そ
の
風
貌
に

於
て
発
見
す
る
よ
り
も
、
更
に
著
し
く
、
氏
の
平
常
生
活
に
於

て
見
出
す
も
の
で
あ
る
。
氏
は
極
め
て
正
直
で
あ
つ
て
飾
ら
な

い
。
そ
し
て
よ
く
探
偵
小
説
の
こ
と
を
心
配
し
、
友
人
の
身

の
上
を
案
じ
そ
し
て
新
人
に
関
心
を
持
つ
こ
と
も
比
類
な
く
、

「
あ
の
人
は
ど
う
な
つ
た
か
な
ア
」
な
ど
と
、
途
中
で
名
前
を

消
し
た
同
好
の
無
名
作
家
の
こ
と
を
想
出
し
て
不
図
述
懐
さ
れ

る
こ
と
が
屡
々
で
あ
る
。
人
間
乱
歩
の
懐
し
味
を
感
ず
る
者
は
、

私
だ
け
で
は
な
か
ら
う
と
信
ず
る
。

平
凡
社
版
の
乱
歩
の
全
集
の
第
十
三
巻
の
最
後
に
「
探
偵
趣

海
野
十
三
と
江
戸
川
乱
歩
　
関
連
随
筆
評
論
集


