
M AC H I DA  AU T U M N  &  W I N T E R  S P E C I A L   II

M A S A KO  S H I R A S U

白洲正子（しらすまさこ） 1910年１月7日東京・永田町生まれ。随筆家。33歳のとき、東京空襲を機に終の棲家「武相荘」に移り住む。著書に『お能の見かた』『かくれ里』『西国巡礼』『日本の たくみ』『両性具有の美』など多数。1997年町田市名誉市民。1998年88歳で没
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白
洲
正
子
の
著
書
『
か
く
れ
里
』
の

冒
頭
に
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。

「
秘
境
と
呼
ぶ
ほ
ど
人
里
離
れ
た
山

奥
で
は
な
く
、
ほ
ん
の
ち
ょ
っ
と
街
道

筋
か
ら
そ
れ
た
所
に
、
今
で
も
『
か
く

れ
里
』
の
名
に
相
応
し
い
よ
う
な
、
ひ
っ

そ
り
し
た
真
空
地
帯
が
あ
り
、
そ
う

い
う
所
を
歩
く
の
が
、
私
は
好
き
な
の

で
あ
る
」｜

町
田
市
鶴
川
に
今
も
残
る

白
洲
次
郎
・
正
子
夫
妻
が
暮
ら
し
た

邸
宅
「
武
相
荘
」。
そ
こ
に
、
相
通
じ
る

趣
き
を
感
じ
る
人
も
多
い
の
で
は
な
い
か
。

1
9
1
0（
明
治
43
）年
、白
洲
正
子

は
東
京
・
麹
町
永
田
町
で
樺
山
伯
爵
家

の
次
女
と
し
て
生
ま
れ
た
。
父
・
愛
輔

は
実
業
家
・
貴
族
院
議
員
。
父
方
の
祖

父
・
樺
山
資
紀
は
薩
摩
出
身
の
軍
人
・

政
治
家
で
警
視
総
監
や
海
軍
大
臣
を
歴

任
し
て
い
る
。
正
子
は
自
分
に
薩
摩
人

の
血
が
流
れ
て
い
る
こ
と
を
強
く
感
じ

て
い
た
と
い
う
。
幼
少
よ
り
能
の
稽
古

に
親
し
み
、
14
歳
の
と
き
に
女
人
禁
制

の
能
舞
台
に
女
性
と
し
て
初
め
て
立
つ
。

「
お
能
を
徹
底
的
に
し
た
こ
と
が
、
私

の
人
生
に
と
っ
て
は
よ
か
っ
た
」
と
本
人

が
語
る
よ
う
に
、
能
は
、
古
典
に
通
じ
、

日
本
人
の
精
神
世
界
や
美
意
識
に
深

く
分
け
入
っ
て
い
く
後
の
著
作
の
バ
ッ
ク

ボ
ー
ン
と
も
な
っ
て
い
く
。

そ
の
後
ア
メ
リ
カ
へ
留
学
。
帰
国
後
、

19
歳
で
白
洲
次
郎
と
結
婚
す
る
。

白
洲
夫
妻
が
鶴
川
を
終
の
棲
家
と
し

た
の
は
1
9
4
2
年
。
百
年
以
上
を
経

た
茅
葺
き
屋
根
の
養
蚕
農
家
を
買
い

取
っ
て
の
こ
と
だ
。
折
し
も
太
平
洋
戦

争
が
始
ま
っ
て
食
料
も
不
足
し
始
め
た

こ
ろ
の
こ
と
。
東
京
で
の
食
糧
難
や
空

襲
を
予
見
し
て
の
こ
と
で
も
あ
る
が
、

正
子
は
か
ね
て
か
ら
静
か
な
農
村
に
住

み
た
い
と
思
っ
て
い
た
と
書
い
て
い
る
。

当
初
は
住
め
る
状
態
で
は
な
か
っ
た

と
い
う
家
を
、
修
繕
を
重
ね
、
茅
葺
き

の
屋
根
を
葺
き
替
え
て
住
ん
だ
。
古
い

も
の
を
大
切
に
し
つ
つ
、
絶
え
ず
手
を

入
れ
な
が
ら
住
ま
う
、
そ
う
し
た
暮
ら

し
を
正
子
は
気
に
入
っ
て
い
た
と
い
う
。

庭
に
は
四
季
を
通
じ
て
木
の
花
、
草
の

花
が
咲
き
、
自
給
自
足
を
志
し
て
畑
仕

事
に
熱
中
し
た
と
も
述
べ
て
い
る
。

1
9
4
3
年
、
最
初
の
著
書
『
お
能
』

を
刊
行
。
以
降
、
最
晩
年
ま
で
、
日
本

文
化
全
般
に
関
す
る
随
筆
の
執
筆
に
取

り
組
み
続
け
る
。
戦
後
は
小
林
秀
雄
、

青
山
二
郎
ら
と
親
交
を
結
び
、
文
学
や

骨
董
の
世
界
に
深
く
踏
み
込
ん
で
、
審

美
眼
を
深
め
て
い
っ
た
。
自
ら
を
「
好

奇
心
が
強
く
」「
何
事
に
つ
け
素
手
で
飛

び
込
ん
で
行
く
以
外
に
で
き
な
い
性
分
」

と
語
る
正
子
は
、
常
に
自
分
の
眼
で
見
、

足
を
運
ん
で
執
筆
し
た
。
東
奔
西
走
す

る
姿
は
晩
年
も
変
わ
ら
ず
、
数
々
の
名

紀
行
を
生
ん
で
も
い
る
。
骨
董
の
師
匠
・

青
山
二
郎
を
し
て
「
韋
駄
天
お
正
」
と

言
わ
し
め
た
の
は
伊
達
で
は
な
い
。

1. もとは隠居部屋だった小部屋を書斎に。お
びただしい数の蔵書もそのまま残る　２. 緑や
花が絶えない里山の自然に囲まれた旧白洲邸
「武相荘」　３. 著作は単著だけでも約80冊を
数える。装丁にもこだわり、着物地を使った特
装本なども　4. 晩年のお気に入りミッソーニを
着る　5. 夫白洲次郎氏とのツーショット　6. 母
屋の居間には調度品も残り、正子の生活の様
子が窺われる

特
集

2
随
筆
家
・
町
田
市
名
誉
市
民

白
洲
正
子

生
涯
走
り
続

日
本
の
美
の
け
た

探
訪
者

33
歳
に
し
て
移
り
住
ん
だ
鶴

そ
の
一
角
に
あ
る
北
向
き
の

数
々
の
著
作
は
生
み
出
さ
れ
た
。

生
涯
向
か
い
合
い
、そ
れ
を
一
つ

縦
横
無
尽
に
日
本
の
美
へ
と
分

そ
の
探
訪
は
終
生
尽
き
る
こ
と

川
の
地
と「
武
相
荘
」。

小
部
屋
か
ら

幼
少
か
ら
親
し
ん
だ
能
に

の
軸
と
し
て

け
入
っ
て
行
く
。

な
く
続
い
た
と
い
う
。

名
誉
市
民正

子
け
た

探
訪
者

川
の
地
と「
武
相
荘
」。

小
部
屋
か
ら

幼
少
か
ら
親
し
ん
だ
能
に

の
軸
と
し
て

け
入
っ
て
行
く
。

な
く
続
い
た
と
い
う
。


