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武
蔵
野
に
ま
つ
わ
る
歴
史
を

楽
し
み
な
が
ら
学
ぶ

数
々
の
文
学
賞
を
受
賞
し
た

昭
和
の
流
行
作
家

　
武
蔵
野
市
の
名
誉
市
民
で
あ
る
丹
羽
文

雄
氏
は
、昭
和
７
年
に
雑
誌『
文
藝
春
秋
』

に
発
表
し
た
小
説『
鮎
』を
き
っ
か
け
に

流
行
作
家
と
し
て
活
躍
し
ま
し
た
。
生
涯

で
十
万
枚
を
超
え
る
原
稿
を
書
い
た
と
言

わ
れ
て
い
ま
す
。『
東
京
の
女
性
』な
ど
20

作
以
上
の
作
品
が
映
画
化
さ
れ
、多
数
の

文
学
賞
を
受
賞
し
、昭
和
52
年
に
は
文
化

勲
章
を
受
賞
し
て
い
ま
す
。
日
本
文
藝
家

協
会
の
会
長
や
、芥
川
賞
を
は
じ
め
と
す

る
数
々
の
文
学
賞
の
選
考
委
員
も
務
め
ま

し
た
。
武
蔵
野
市
に
住
ん
で
い
た
丹
羽
氏

は
平
成
４
年
、武
蔵
野
市
制
45
周
年
式
典

に
お
い
て
、市
民
と
し
て
そ
の
功
績
を
末

永
く
た
た
え
る
た
め
、名
誉
市
民
の
称
号

を
贈
ら
れ
ま
し
た
。

　

丹
羽
文
雄
氏
が
生
ま
れ
た
の
は
、三
重

県
四
日
市
市
に
あ
る
浄
土
真
宗
の
寺
で
し

た
。
住
職
を
継
ぐ
べ
き
長
男
と
し
て
育
て

ら
れ
ま
し
た
が
、４
歳
で
実
母
が
旅
役
者

を
追
っ
て
出
奔
。
複
雑
な
家
庭
環
境
と
両

親
へ
の
想
い
は
、丹
羽
氏
の
多
く
の
作
品

に
反
映
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

早
稲
田
大
学
進
学
の
た
め
に
上
京
後
、

文
学
を
志
す
友
人
、尾
崎
一
雄
か
ら
教
え

ら
れ
た
志
賀
直
哉
の
小
説
に
は
、特
に
大

き
な
影
響
を
受
け
た
と
い
わ
れ
て
い
ま

健康的かつおっとりとした風情で、「文学青年的でなかった」と言われた丹羽文
雄氏。映画会社に俳優としてスカウトされたこともあった。

来 歴
明治37年 三重県四日市市の浄土真宗高田派崇顕寺に生まれ

る。三重県富田中学校卒業後、早稲田大学第一高
等学院に入学。在学中尾崎一雄と知り合い、同人誌
で小説を発表する。

昭和4年 早稲田大学文学部国文科卒業。
昭和7～ 12年 生家の寺で僧職に就くが、小説『鮎』が文壇で注目

されたことをきっかけに上京。僧職を捨て、小説家と
して活躍を始める。

昭和10～ 20年 戦時中の従軍経験をまとめた戦記物小説『海戦』ほ
か、市井事をテーマにした小説を発表。

昭和21～ 51年 流行作家として名を馳せ、『厭（いや）がらせの年齢』は
流行語となる。同人誌『文学者』を主宰し、武蔵野市の
自宅サロンでは、瀬戸内寂聴や吉村昭、津村節子とい
った後の人気作家が交流を深めた。『爬虫類』『青変』

『親鸞』などを発表し、小説化として精力的に活躍。
昭和52年 文化勲章を受章。
平成4年 武蔵野市名誉市民に推挙される。
平成17年 肺炎のため武蔵野市の自宅で逝去。

丹に

羽わ

文ふ

み

雄お

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
。

む
さ
し
の
文
學
館�

#
1

す
。
在
学
中
に
自
ら
も
同
人
誌
に
小
説
を

発
表
し
始
め
、
卒
業
後
一
旦
は
生
家
に

戻
っ
て
職
に
就
い
た
も
の
の
、小
説『
鮎
』

が
話
題
に
な
っ
て
再
度
上
京
。
そ
の
た
め

実
父
の
強
い
怒
り
を
受
け
て
僧
籍
は
取
り

上
げ
ら
れ
、丹
羽
家
か
ら
廃
嫡
と
い
う
処

分
を
受
け
ま
し
た
が
、そ
の
後
人
気
作
家

と
し
て
精
力
的
に
活
躍
を
続
け
ま
し
た
。

文
学
者
た
ち
が
集
う

武
蔵
野
市
の
丹
羽
邸

　
丹
羽
文
雄
氏
は
小
説
家
と
し
て
は
も
ち

ろ
ん
、文
学
雑
誌『
文
学
者
』の
主
宰
者
と

し
て
も
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

昭
和
23
年
、流
行
作
家
と
し
て
名
を
馳は

せ
て
い
た
丹
羽
氏
を
中
心
に
、文
学
者
が

集
う「
十
五
日
会
」を
結
成
。
会
に
は
石

川
達
三
、田
村
泰
次
郎
、火
野
葦
平
、尾
崎

一
雄
、井
伏
鱒
二
な
ど
そ
う
そ
う
た
る
メ

ン
バ
ー
が
連
な
り
、「
文
学
者
が
こ
れ
ほ

ど
多
く
一
同
に
会
し
て
話
し
合
う
こ
と

は
、絶
後
と
は
い
わ
ぬ
が
空
前
の
こ
と
で

あ
る
」と
言
わ
れ
た
ほ
ど
で
し
た（『
十
五

日
会
と「
文
学
者
」』よ
り
）。

　
「
十
五
日
会
」の
雑
誌
と
し
て
刊
行
さ
れ

た『
文
学
者
』は
、第
一
線
で
活
躍
す
る
小

説
家
が
作
品
を
発
表
す
る
場
で
あ
り
、新

人
作
家
に
と
っ
て
は
文
壇
へ
の
登
竜
門
で

も
あ
り
ま
し
た
。
丹
羽
氏
は
後
進
の
育
成

に
も
力
を
注
ぎ
、
河
野
多
惠
子
、
立
原
正
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丹羽文 雄に触れる
この2冊

『親鸞』
宗教者、親鸞に魅入られた丹羽氏
が自ら「ライフワーク」と称した作
品。産経新聞にて連載され、人間
の業を描き出した。（新潮文庫）

『鮎・母の日・妻』
自分を捨てた実母への複雑な想
いをつづり、文壇デビュー作となっ
た『鮎』や、処女作品『秋』など10
篇を収録。（講談社文芸文庫）

も
、応
接
室
に
入
れ
て
く
れ
る
と
聞
い
て

い
る
」と
記
し
て
い
ま
す
。
ま
た
瀬
戸
内

寂
聴
の
私
小
説『
場
所
』に
も
、「
三
鷹
の

駅
の
踏
切
を
渡
っ
て
北
口
に
出
る
と
、上

水
に
沿
っ
た
路
が
あ
り
、そ
こ
を
た
ど
る

と
、
大
き
な
丹
羽
文
雄
邸
が
あ
っ
た
」と

い
う
一
節
が
あ
り
ま
す
。

作
家
た
ち
に
戦
い
の
場
を

与
え
る
雑
誌
『
文
学
者
』

　
『
文
学
者
』は
何
度
か
の
休
刊
を
経
な
が

ら
刊
行
を
続
け
、昭
和
49
年
の
四
月
号
で

25
年
に
わ
た
る
歴
史
に
幕
を
閉
じ
ま
し

た
。
雑
誌
の
発
行
費
用
の
ほ
と
ん
ど
は
、

当
時
人
気
作
家
と
し
て
活
躍
し
て
い
た
丹

羽
氏
が
負
担
し
て
い
ま
し
た
が
、編
集
方

針
に
は
ほ
と
ん
ど
口
を
挟
ま
ず
、作
品
の

掲
載
の
是
非
に
つ
い
て
は
編
集
委
員
た
ち

が
合
評
会
に
よ
っ
て
決
め
て
い
ま
し
た
。

丹
羽
氏
の『
文
学
者
』に
対
す
る
情
熱
は
、

ど
こ
か
ら
き
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　
『
丹
羽
文
雄
文
藝
事
典
』の
著
者
、秦
昌

弘
さ
ん
に
よ
る
と
、
丹
羽
氏
は「
丹
羽
家

か
ら
は
小
説
家
を
出
さ
な
い
」と
言
っ
て

い
た
そ
う
で
す
。
文
学
の
厳
し
さ
、創
作

を
続
け
る
こ
と
の
難
し
さ
を
知
り
尽
く
し

た
丹
羽
氏
に
と
っ
て
、小
説
家
と
い
う
職

業
は
わ
が
子
、
孫
ら
に
勧
め
る
こ
と
が
で

き
な
い
職
業
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。「
丹

羽
文
雄
が
あ
え
て『
文
学
者
』の
編
集
に

口
を
挟
ま
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、論
議
が

生
ま
れ
、時
に
は
感
情
の
ぶ
つ
か
り
合
い

や
、
作
家
同
士
の
ね
た
み
、
そ
ね
み
が

あ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
こ
か
ら
這

い
上
が
れ
な
い
者
に
は
、作
家
と
し
て
大

成
で
き
な
い
と
考
え
て
い
た
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
」と
秦
氏
は
語
り
ま
す
。

　

平
成
17
年
、丹
羽
文
雄
氏
は
西
久
保
の

自
宅
で
逝
去
。
享
年
百
歳
で
し
た
。

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

丹羽文 雄記 念室（三重 県 四日市 市）

上）丹羽氏は応接間の暖炉を背にソファに腰掛け
て、訪れる人を迎えていました。（写真提供／四日
市市立博物館）

下）丹羽文雄記念室では、丹羽氏が愛用し、多く
の作品を生み出した書斎机も見ることができます。
（写真提供／四日市市立博物館）

所在地：三重県四日市市安島1-3-16四日市市立博物館3階 常設展示室
利用時間：午前9時30分～午後5時／休館日：月曜（祝日の場合は翌日）、年末年始、館内整備日

四日市市立博物館内にある丹羽文雄記念室では、武蔵野市にあった
丹羽邸の応接間を再現しています。ここに雑誌「文学者」の仲間たち
が集まり、文学談義を交わし、丹羽氏との交流を重ねていました。

数々の文学者が生まれた部屋

秋
、津
村
節
子
、吉
村
昭
、瀬
戸
内
寂
聴
ら

を
こ
の『
文
学
者
』か
ら
人
気
作
家
へ
と

育
て
て
い
き
ま
し
た
。
作
家
を
目
指
す
者

に
と
っ
て
、当
時『
文
学
者
』は
憧
れ
の
存

在
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。

　
武
蔵
野
市
西
久
保
に
あ
っ
た
丹
羽
邸
の

応
接
間
は
、『
文
学
者
』の
編
集
会
議
を

行
っ
た
り
、作
家
を
志
す
者
た
ち
が
丹
羽

氏
に
教
え
を
請
う
場
と
し
て
使
わ
れ
て
い

ま
し
た
。
新
た
に
書
斎
を
設
け
た
際
は
、

「
書
斎
開
き
の
会
」に
作
家
や
編
集
者
は
も

ち
ろ
ん
、東
宝
の
ス
タ
ー
女
優
ま
で
が
足

を
運
ん
だ
と
い
わ
れ
ま
す
。「『
文
学
者
』

の
編
集
会
議
を
丹
羽
家
で
前
記
の
編
集
委

員
の
人
た
ち
と
済
ま
せ
た
あ
と
、料
理
研

究
家
と
し
て
名
の
あ
っ
た
奥
さ
ん
と
お
嬢

さ
ん
が
二
人
が
か
り
で
も
て
な
し
て
下

さ
っ
た
」（『
追
悼 

丹
羽
文
雄
』よ
り
）と
い

う
一
文
の
よ
う
に
、
当
時
の
丹
羽
邸
は
、

文
学
サ
ロ
ン
と
し
て
多
く
の
文
化
人
た
ち

が
集
う
場
と
な
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。

　

津
村
節
子
は『
瑠
璃
色
の
石
』と
い
う

作
品
の
中
で
、「
丹
羽
邸
は
三
鷹
駅
に
ほ

ど
近
い
閑
静
な
住
宅
街
に
あ
り
、南
側
の

道
路
に
面
し
て
生
垣
が
続
き
、そ
の
先
に

門
が
あ
っ
た
。
植
込
み
の
あ
る
ア
プ
ロ
ー

チ
が
玄
関
ま
で
続
き
、右
側
の
垣
に
は
前

庭
に
通
じ
る
木
戸
が
あ
っ
た
」「
丹
羽
の
面

会
日
は
毎
週
月
曜
日
の
午
後
で
、そ
の
日

な
ら
ば
初
対
面
で
紹
介
者
の
な
い
も
の
で

取材・文／藤城明子（ポルタ）　取材協力／四日市市立博物館　参考文献／小泉譲『評伝丹羽文雄』（講談社）、中村八朗『文壇資料十五日会と「文学者」』
（講談社）、丹羽文雄『ひと我を非情の作家と呼ぶ』（光文社文庫）、大河内 昭爾『追悼 丹羽文雄』（鳥影社）ほか


