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武
蔵
野
市
ゆ
か
り
の

文
学
者
た
ち
の
人
生
、
作
品
世
界
、

市
と
の
関
わ
り
な
ど
を
紹
介
し
ま
す
。

武
蔵
野
に
ま
つ
わ
る
歴
史
を

楽
し
み
な
が
ら
学
ぶ

富
士
山
を
望
め
る

吉
祥
寺
の
土
地
を
購
入

　

作
家
、新
田
次
郎
氏
が
吉
祥
寺
に
土
地

を
購
入
し
た
の
は
昭
和
27
年
の
こ
と
。
雑

誌『
サ
ン
デ
ー
毎
日
』の
懸
賞
小
説
に
入

選
し
、
妻
で
あ
る
藤
原
て
い
氏
の
著
書

『
流
れ
る
星
は
生
き
て
い
る
』が
ベ
ス
ト
セ

ラ
ー
と
な
っ
た
時
期
で
あ
り
、当
時
勤
め

て
い
た
中
央
気
象
台（
後
の
気
象
庁
）の

官
舎
か
ら
移
り
住
み
ま
し
た
。

　

長
男
で
あ
る
藤
原
正
広
氏
に
よ
る
と
、

当
時
の
吉
祥
寺
は
家
も
ま
だ
少
な
く
、麦

畑
が
広
が
る
起
伏
の
あ
る
土
地
で
し
た

が
、そ
こ
か
ら
富
士
山
を
眺
め
る
こ
と
が

で
き
る
点
を
新
田
氏
は
大
層
気
に
入
っ
て

い
た
そ
う
で
す
。
富
士
山
は
デ
ビ
ュ
ー
作

『
強
力
伝
』の
舞
台
で
あ
り
、
小
説『
富
士

山
頂
』で
は
、
自
身
を
モ
デ
ル
と
す
る
主

人
公
が
、２
階
の
書
斎
か
ら
双
眼
鏡
で
富

士
山
を
眺
め
る
姿
を
描
い
て
い
ま
す
。
富

士
山
観
測
所
に
勤
め
、
富
士
気
象
レ
ー

ダ
ー
を
建
設
す
る
と
い
う
重
責
を
成
し
遂

げ
た
新
田
氏
に
と
っ
て
、富
士
山
は
特
別

な
存
在
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

気
象
台
の
技
術
者
と
作
家

二
足
の
わ
ら
じ
を
履
く
生
活

　
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
作
家
と
し
て
知
ら
れ
る

新
田
次
郎
氏
で
す
が
、作
家
と
し
て
の
デ

ビ
ュ
ー
は
39
歳
と
遅
咲
き
。
そ
の
後
も
54

歳
で
気
象
庁
を
退
職
す
る
ま
で
、気
象
台

勤
務
と
作
家
活
動
の
二
足
の
わ
ら
じ
を
履

き
続
け
ま
し
た
。

　

小
説
を
書
く
き
っ
か
け
は
、妻
の
作
家

活
動
に
刺
激
さ
れ
た
た
め
と
言
わ
れ
て
い

ま
す
が
、技
術
者
と
し
て
活
躍
し
た
新
田

氏
ら
し
く
、そ
の
作
風
は
緻
密
。
テ
ー
マ

を
絞
り
、膨
大
な
下
調
べ
を
基
に
し
た
骨

太
な
作
品
を
得
意
と
し
て
い
ま
し
た
。
小

説
を
書
き
出
す
際
、
綿
密
な「
小
説
構
成

表
」を
必
ず
作
っ
て
い
た
と
い
う
の
も
、

技
術
者
で
あ
っ
た
新
田
氏
ら
し
い
エ
ピ

ソ
ー
ド
で
す
。
原
稿
の
締
め
切
り
を
必
ず

守
る
こ
と
で
も
知
ら
れ
て
お
り
、編
集
者

と
約
束
し
た
30
分
前
に
は
、既
に
身
支
度

を
済
ま
せ
て
応
接
間
で
待
機
し
て
い
た
そ

う
で
す
。

　

同
じ
く
武
蔵
野
市
に
住
ん
で
い
た
作

家
、丹
羽
文
雄
氏
と
も
縁
が
深
く
、『
サ
ン

デ
ー
毎
日
』の
懸
賞
小
説
で
選
者
を
務
め

て
い
た
丹
羽
氏
の
元
に
通
い
、丹
羽
氏
が

主
宰
す
る
同
人
誌『
文
学
者
』に
も
参
加

し
て
い
ま
し
た
。
初
め
て
同
誌
に
投
稿
し

た
作
品
の
評
価
を「
木こ

っ

端ぱ

微み

塵じ
ん

に
叩
か
れ

た
」と
、『
小
説
に
書
け
な
か
っ
た
自
伝
』

で
記
し
て
い
ま
す
。

　

昭
和
31
年
に
は『
強
力
伝
』で
第
34
回

直
木
賞
を
受
賞
。
そ
の
後
も
精
力
的
に
作

品
を
発
表
し
、順
風
満
帆
な
作
家
活
動
を

無線電信講習所（現在の電気通信大学）を卒業後、中央気象台に就職。雨量計
の開発で運輸大臣賞も受賞した、優秀な技術者でもあった（撮影／市川一雄）。

来 歴
明治45年 長野県上諏訪町（現在の諏訪市）大字上諏訪字角

間新田に生まれる。本名藤原寛人。新田の次男坊だ
ったので、のちにペンネームを新田次郎とした。

昭和5年 無線電信講習所本科（現在の電気通信大学）へ入
学。

昭和7年 中央気象台（現在の気象庁）に就職。
昭和14年 兩角ていと結婚。
昭和24年 妻ていが、満州からの引き揚げの記録を記した『流れ

る星は生きている』を刊行。後にベストセラーとなる。
昭和26年 『強力伝』を「サンデー毎日第四十一回大衆文芸」に

応募。現代の部一等に入選。
昭和27年 神田の官舎から武蔵野市吉祥寺北町に転居。
昭和31年 『強力伝』によって第34回直木賞を受賞。
昭和41年 気象庁を退職。作家生活一本に絞り、さらに旺盛な

作家活動を行う。
昭和54年 紫綬褒章を受章。
昭和55年 心筋梗塞のため吉祥寺の自宅にて急逝。享年67歳。

新に

っ

田た

次じ

郎ろ

う

む
さ
し
の
文
學
館�

#
2
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新田次郎に触れる
この2冊

『武田信玄』
NHK大河ドラマの原作にもなっ
た歴史小説。天下統一を夢見た
武田信玄の一生を、雄大な構想
で描き出す（文春文庫）。

『八甲田山死の彷徨』
199名の死者を出し、山岳史上
最大とも言われる遭難事故を題
材として、ベストセラーとなり、映
画『八甲田山』（1977年）の原作
でもある山岳小説（新潮文庫）。

妻、藤原てい氏。満州か
らの壮絶な引き上げ体
験を記した『流れる星は
生きている』がベストセ
ラーとなる。昭和47年か
ら平成4年まで武蔵野市
教育委員も務めた。

増築した２階の八畳間
を書斎としていた。晴れ
た日はこの書斎の窓か
ら、富士山の姿を眺める
ことができたという（写
真提供／朝日新聞社）。

M U S A S H I N O  H I S T O R Y

新田次郎記 念室（長 野県 諏 訪 市）

諏訪市図書館の2階にある新田次
郎記念室。蔵書を中心に遺品な
どを常設展示（閲覧も可能）。書
斎の復元コーナーもあり。

数々の名作の
舞台裏に迫る

所在 地： 長野県諏訪市湖岸通り5-12-18
　　　　 諏訪市図書館内
利用時間： 9時30分（土・日曜、祝日10時）
 ～ 7時（水・木曜6時30分まで、  

土・日曜、祝日6時まで）
休館日： 月曜、蔵書整理期間、年末年始

送
っ
て
い
た
か
の
よ
う
に
見
え
ま
す
が
、

小
説
一
本
に
絞
る
自
信
は「
全
く
な
か
っ

た
」と
語
っ
て
お
り
、
気
象
台
の
仕
事
を

辞
め
る
ま
で
に
は
か
な
り
の
葛
藤
が
あ
っ

た
よ
う
で
す
。
夕
方
５
時
に
仕
事
を
終
え

た
後
、帰
宅
し
て
11
時
ま
で
が
作
家
活
動

の
時
間
。
夕
食
を
済
ま
せ
て
か
ら
２
階
の

書
斎
へ
の
階
段
を
上
る
時
、「
戦
い
だ
、戦

い
だ
」と
つ
ぶ
や
く
の
が
毎
日
の
習
慣
で

し
た
。
作
家
と
し
て「
な
ん
と
か
や
れ
る

と
い
う
確
信
の
よ
う
な
も
の
を
得
た
」

（『
小
説
に
書
け
な
か
っ
た
自
伝
』よ
り
）の

は
、小
説
を
書
き
出
し
て
か
ら
16
年
の
年

月
が
た
っ
て
い
ま
し
た
。

　
昭
和
41
年
に
気
象
庁
を
退
職
。
そ
の
後

書
き
下
ろ
し
長
編『
火
の
島
』や『
富
士
山

頂
』、『
槍
ヶ
岳
開
山
』な
ど
を
発
表
し
ま

し
た
。
昭
和
46
年
に
発
表
さ
れ
た『
八
甲

田
山
死
の
彷
徨
』が
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な

り
、昭
和
49
年
に
は「『
武
田
信
玄
』、な
ら

び
に
一
連
の
山
岳
小
説
に
対
し
て
」第
８

回
吉
川
英
治
文
学
賞
を
受
賞
。
次
第
に
短

編
が
減
り
、長
編
小
説
主
体
の
仕
事
に
変

わ
っ
て
い
き
ま
す
。「
い
い
も
の
が
書
き

た
い
、
オ
レ
が
死
ん
で
も
残
る
よ
う
な
も

の
を
書
き
た
い
、出
来
る
だ
け
長
篇へ

ん

を
書

き
た
い
」と
い
う
の
が
口
癖
で（『
わ
が
夫 

新
田
次
郎
』よ
り
）、精
魂
を
傾
け
る
創
作

活
動
に
、妻
て
い
は
体
を
壊
さ
な
い
か
と

随
分
心
を
痛
め
て
い
た
よ
う
で
す
。

創
作
活
動
の
日
々
を
癒
や
す

善
福
寺
公
園
ま
で
の
散
歩
道

　

気
象
庁
を
退
職
後
、小
説
を
書
く
こ
と

取材・文／藤城明子（ポルタ）　参考文献／新田次郎『小説に書けなかった自伝』（新潮文庫）、藤原てい『わが夫 新田次郎』（新潮社）、
新田次郎記念会編『新田次郎文学事典』（新人物往来社）、田村 栄『新田次郎』（清山社）ほか

に
根
を
詰
め
過
ぎ
、運
動
不
足
に
な
り
が

ち
だ
っ
た
た
め
、１
時
間
ほ
ど
か
け
て
散

歩
す
る
の
が
毎
日
の
習
慣
と
な
っ
て
い
ま

し
た
。
自
宅
か
ら
善
福
寺
公
園（
杉
並
区

善
福
寺
二・
三
丁
目
）ま
で
、約
５
km
に
わ

た
る
コ
ー
ス
を
、
雨
が
降
っ
て
も
雪
が

降
っ
て
も
歩
い
て
い
た
と
か
。『
小
説
に

書
け
な
か
っ
た
自
伝
』で
は
、
周
囲
を
何

度
も
散
策
し
、時
間
を
か
け
て
決
め
た
と

い
う
そ
の
散
歩
コ
ー
ス
が
詳
細
に
記
さ
れ

て
い
ま
す
。

　
「
武
蔵
野
吉
祥
寺
北
町
一
丁
目
の
私
の

家
か
ら
出
て
、吉
祥
寺
東
町
に
出
る
。
法

政
高
校
の
グ
ラ
ウ
ン
ド
の
あ
た
り
か
ら
、

練
馬
区
関
町
一
丁
目
に
入
り
、直
ぐ
杉
並

区
善
福
寺
町
を
通
っ
て
、善
福
寺
公
園
に

入
る
。
池
を
一
周
す
る
だ
け
で
約
一
キ
ロ

メ
ー
ト
ル
あ
る
。
帰
途
は
関
町
一
丁
目
を

青
梅
街
道
の
近
く
ま
で
歩
い
た
と
こ
ろ

で
、
練
馬
区
立
野
町
に
足
を
踏
み
入
れ
、

吉
祥
寺
北
町
の
自
宅
へ
と
回
帰
す
る
の
で

あ
る
」

　

毎
日
歩
き
、ど
の
家
に
ど
ん
な
花
が
咲

く
か
も
す
べ
て
把
握
し
て
い
た
と
い
う
新

田
氏
。
多
忙
の
た
め
趣
味
の
登
山
が
あ
ま

り
で
き
な
か
っ
た
彼
に
と
っ
て
、
こ
の
散

歩
道
を
歩
く
時
間
が
、心
休
ま
る
貴
重
な

ひ
と
と
き
だ
っ
た
よ
う
で
す
。


