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「
縁え

に

し

」を
語
る

さ
だ
ま
さ
し
と
山
本
健
吉
の
親
交
が
つ
な
ぐ
ふ
る
さ
と
の
か
お
り

さ
だ
ま
さ
し
アコ
ース
テ
ィック
ラ
イ
ブ

八女市制施行
60周年・合併５
周年記念事業

お
り
な
す
八
女
で
10
月
13
日
㈷
、
八
女
市
制
60
周
年
・
合
併
５
周
年
記
念
事
業 

さ
だ
ま
さ
し
ア
コ
ー
ス

テ
ィ
ッ
ク
ラ
イ
ブ
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
さ
だ
さ
ん
と
八
女
市
無
量
寿
院
に
眠
る
文
芸
評
論
家
・

山
本
健
吉
さ
ん
が
親
交
の
深
か
っ
た
縁
に
よ
り
実
現
し
た
も
の
で
す
。
山
本
健
吉
さ
ん
の
在
り
し
日
の
思
い

出
や
ふ
る
さ
と
に
つ
い
て
、
た
っ
ぷ
り
と
語
っ
て
い
た
だ
い
た
２
時
間
半
の
コ
ン
サ
ー
ト
で
し
た
。

　
さ
だ
さ
ん
と
八
女
の
つ
な
が
り
は
平
成
24
年
５

月
７
日
、
山
本
健
吉
さ
ん
の
25
回
忌
法
要
に
参

列
す
る
た
め
に
無
量
寿
院
（
八
女
市
本
町
）
を

さ
だ
さ
ん
が
訪
れ
た
こ
と
に
始
ま
り
ま
す
。
本
堂

で
法
要
が
終
わ
っ
た
あ
と
、
参
列
者
の
前
で
健
吉

さ
ん
と
の
思
い
出
を
語
り
、
健
吉
さ
ん
が
大
変
褒

め
て
く
れ
て
生
前
よ
く
歌
っ
て
い
た
と
い
う
『
防

人
の
詩う
た
』
を
献
歌
し
た
さ
だ
さ
ん
。
さ
だ
さ
ん
は
、

健
吉
さ
ん
の
お
墓
を
守
っ
て
く
れ
て
い
る
八
女
の

人
々
に
大
変
感
謝
し
、
再
び
八
女
の
地
で
歌
う
こ

と
を
約
束
し
ま
し
た
。
今
回
こ
の
よ
う
な
縁
で
コ

ン
サ
ー
ト
が
実
現
。
当
日
は
健
吉
さ
ん
の
長
女
・

石
橋
安
見
さ
ん
も
来
市
。
安
見
さ
ん
は
さ
だ
さ
ん

と
と
も
に
10
月
10
日
㈮
に
八
女
市
立
図
書
館
２

階
に
開
館
し
た『
山
本
健
吉
資
料
室
』を
見
学
し
、

そ
の
あ
と
コ
ン
サ
ー
ト
を
楽
し
み
ま
し
た
。

　　
心
配
さ
れ
た
台
風
の
影
響
も
ほ
と
ん
ど
な
く
、

コ
ン
サ
ー
ト
会
場
と
な
っ
た
お
り
な
す
八
女
ハ
ー

モ
ニ
ー
ホ
ー
ル
は
満
席
。
さ
だ
さ
ん
の
登
場
に
、

割
れ
る
よ
う
な
拍
手
と
歓
声
が
沸
き
起
こ
り
ま
し

た
。
台
風
情
報
に
や
き
も
き
し
た
と
い
う
さ
だ
さ

ん
。
山
本
健
吉
さ
ん
と
は
同
郷（
長
崎
）で
あ
り
、

家
族
同
然
の
つ
き
あ
い
が
あ
っ
た
こ
と
、
精
神
的

支
柱
で
あ
っ
た
こ
と
を
語
り
、
故
人
と
の
想
い
出

の
曲
『
防
人
の
詩
』
を
熱
唱
し
ま
し
た
。

「
一
番
辛
か
っ
た
時
、
さ
だ
は
暗
い
と
ぼ
ろ
ぼ
ろ
に

言
わ
れ
て
い
た
時
に
、
堂
々
と
僕
を
弁
護
す
る
文

章
を
新
潮
45
に
書
い
て
く
れ
た
。
そ
れ
が
ど
れ

だ
け
弱
く
な
っ
た
僕
の
心
を
支
え
て
く
れ
た
こ
と

か
。
世
界
中
が
敵
で
も
山
本
健
吉
が
味
方
な
ん
だ

と
思
っ
た
瞬
間
に
ね
、
い
や
な
こ
と
も
何
も
か
も

ぱ
っ
と
消
え
て
い
く
の
。
本
当
の
僕
の
父
親
以
上

の
存
在
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
」

　
健
吉
さ
ん
の
最
初
の
妻
で
あ
り
、
安
見
さ
ん
の

実
母
で
あ
る
石
橋
秀
野
さ
ん
に
つ
い
て
『
素
晴
ら

し
い
俳
人
』
と
讃
え
る
さ
だ
さ
ん
。

「
絶
句
と
な
っ
た
『
蝉せ

み
し
ぐ
れ

時
雨 

児こ

は
擔た

ん
そ
う
し
ゃ

送
車
に
追
ひ

つ
け
ず
』
の
句
で
は
、
自
分
が
死
ぬ
間
際
の
時
に

も
お
母
さ
ん
と
い
う
生
き
も
の
は
子
ど
も
の
こ
と

を
思
う
ん
だ
な
と
び
っ
く
り
し
ま
し
た
。
石
橋
秀

野
に
非
常
に
興
味
を
持
っ
て
パ
ソ
コ
ン
で
調
べ
て

い
る
う
ち
に
八
女
の
杉
山
先
生
の
ブ
ロ
グ
に
た
ど

山
本
健
吉
さ
ん
と
さ
だ
ま
さ
し
さ
ん

一
番
辛
か
っ
た
時
に
支
え
て
く
れ
た
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山本健吉 25 回忌法要にて

　25・6歳の頃だ。僕が『お爺ちゃま』と慕っ
ていた同郷の偉人、今里広記さんに山本健吉
先生に引き合わされたのは新橋の料亭金田中
だった。同じ日に哲学者の谷川徹三先生、仏
文学者の葦原英了先生、現役だった王貞治さ
んともご一緒させていただき、僕は宴会のテー
ブルの隅っこで小さくなっていた。以来皆さん
にかわいがっていただいたが、殊に山本健吉
先生は僕を我が子のようにかわいがってくだ
さった。当時山本一家の長男は角川春樹さん、
僕が次男坊と呼ばれたほどだ。『防人の詩』が
勝った戦争映画の主題歌であったことから「好
戦的」「右翼的」などと批判にさらされ、折か
ら「さだは暗い」という揶揄とともに僕は世
の中を敵に回したような気持ちに追い詰めら
れていたころ、山本先生は新潮45に『さだ
まさし頌』という一文を寄稿してくださり僕を
弁護してくださった。この当時は酒席によくお
相伴させていただいたものだが、ある時山本
先生が僕の耳元でささやかれた。「『防人の詩』
は良い。あれはね、昭和文学史に残るよ」。僕
が凍りついていると、先生は続けられた。「僕
が残す」と。
　世の中すべてを敵に回しても山本健吉が味
方だ、と思ったとき、僕の心の中にわいてきた
勇気が、今までの僕のすべてを支えたと思う。
まことに生命の恩人だ。安見さんのことを当時
から『お姉ちゃん』とよんできたが、お姉ちゃ
んが『石橋秀野』の実娘だと知ったのは、つ
い最近のことだ。八女にお住まいの杉山洋先
生のブログにたどりついて、杉山先生にも様々
に教えいただいた。ご縁はこうして果てしなく
拡がってゆく。山本一家の次男坊は、大したも
のを残さずに生きて来たが、いやいやこれか
らこそ先生に褒めていただく仕事をしなけれ
ばと、心に命じているところだ。山本健吉はこ
ころの父である。

り
つ
き
ま
し
た
。
す
ぐ
に
連
絡
を
取
ら
せ
て
い
た

だ
い
て
、
そ
の
ご
縁
で
25
回
忌
に
お
参
り
さ
せ
て

い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
石
橋
秀
野
が
つ

な
い
で
く
れ
た
ん
で
す
ね
。
今
回
、
市
制
施
行
60

周
年
・
合
併
５
周
年
記
念
と
い
う
大
事
な
時
に

よ
ん
で
い
た
だ
き
感
謝
し
ま
す
」
と
話
し
ま
し
た
。

　
家
族
で
さ
だ
さ
ん
の
コ
ン
サ
ー
ト
に
行
っ
て
い

た
と
い
う
健
吉
さ
ん
一
家
。
さ
だ
さ
ん
は
「
僕
ら

の
仕
事
は
下
り
の
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
を
昇
っ
て
い

く
よ
う
な
も
の
。
立
ち
止
ま
っ
た
瞬
間
に
も
っ
と

後
に
下
が
る
。
音
楽
や
文
化
・
芸
術
は
そ
ん
な
仕

事
。
必
死
で
た
た
か
っ
て
い
る
。
年
を
取
る
と
い

う
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
で
き
る
こ
と
が
ど

ん
ど
ん
で
き
な
く
な
っ
て
い
く
と
思
っ
て
い
る
の
は

間
違
い
。
う
ま
く
な
る
ん
で
す
よ
。
僕
は
歌
も
だ

い
ぶ
ん
う
ま
く
な
っ
た
、
ね
？
」
と
、
最
前
列
に

座
る
安
見
さ
ん
に
問
う
と
「
20
に
は
20
の
、
30
に

は
30
の
、
40
に
は
40
の
う
ま
さ
が
あ
る
と
思
い
ま

す
」
と
応
じ
た
安
見
さ
ん
。
当
意
即
妙
に
拍
手
が

わ
き
起
こ
り
ま
し
た
。

　
笑
い
あ
り
、
涙
あ
り
、
感
動
の
２
時
間
半
の
コ

ン
サ
ー
ト
が
終
了
し
、
市
長
が
さ
だ
さ
ん
へ
花
束

を
贈
呈
し
ま
し
た
。
ま
た
再
び
、
さ
だ
さ
ん
の
歌

を
八
女
の
地
で
聞
く
日
が
訪
れ
ま
す
よ
う
に
。

　

平
成
24
年
５
月
７
日
、
無
量
寿
院
で
行
わ

れ
た
山
本
健
吉
さ
ん
の
25
回
忌
法
要
に
参
列
し

た
さ
だ
さ
ん
。
墓
参
り
の
あ
と
本
堂
で
法
要
に

参
列
し
、
健
吉
さ
ん
と
の
思
い
出
を
語
り
、
八

女
の
皆
さ
ん
に
感
謝
の
言
葉
を
述
べ
ま
し
た
。

「
25
年
目
の
法
要
に
お
招
き
い
た
だ
い
た
の
で
、

あ
り
が
た
く
お
参
り
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
山
本
先
生
は
文
学
に
貢
献
し
た
、
俳
句
に

は
も
の
す
ご
い
力
を
注
が
れ
た
偉
大
な
文
学
者

で
す
。
あ
れ
だ
け
の
人
が
置
き
去
り
に
さ
れ
て

い
た
ら
ど
う
し
よ
う
と
の
恐
怖
心
が
あ
り
ま
し

た
。
け
れ
ど
八
女
の
無
量
寿
院
と
い
う
立
派
な

お
寺
で
、
地
元
の
人
た
ち
が
守
っ
て
く
れ
て
い

る
。
ち
ゃ
ん
と
先
生
の
居
場
所
が
あ
る
と
い
う

こ
と
に
ほ
っ
と
し
て
い
ま
す
。
八
女
の
皆
様
に

大
変
感
謝
し
て
い
ま
す
」

ま
た
再
び
八
女
の
地
で

さだまさしさん
からのメッセージ♪
（さだまさしアコースティック・ライ
ブパンフレットより）

さだまさしと山本健吉対談写真（ゆめいくみはぴい[参]
さだまさし（新書館）より複写：撮影／斉藤健一）

三田村市長からさださんに花束のプレゼント

平
成
24
年

広報やめ　2014.11.17
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10
月
13
日
㈷
コ
ン
サ
ー
ト
の
た
め

八
女
市
を
訪
れ
た
さ
だ
ま
さ
し
さ
ん

と
、
山
本
健
吉
さ
ん
の
長
女
・
石
橋

安
見
さ
ん
は
山
本
健
吉
資
料
室
を

見
学
し
ま
し
た
。
懐
か
し
そ
う
に
資

料
に
見
入
る
二
人
。さ
だ
さ
ん
は「
石

橋
秀
野
と
い
う
素
晴
ら
し
い
俳
人
の

再
評
価
に
つ
な
が
る
こ
と
を
期
待
し

ま
す
」
と
開
館
を
祝
い
ま
し
た
。

　
安
見
さ
ん
は
「
今
に
も
父
が
出
て

く
る
よ
う
。
27
年
間
の
歳
月
が
あ
っ

と
い
う
間
に
縮
ま
っ
た
感
じ
が
し
ま

す
。
今
回
ま
さ
し
さ
ん
も
一
緒
に
来

て
く
れ
た
こ
と
を
、
父
は
と
て
も
喜

ん
で
い
る
と
思
い
ま
す
。
島
崎
藤
村

の
『
血
に
つ
な
が
る
ふ
る
さ
と
、
心

に
つ
な
が
る
ふ
る
さ
と･･･

』
の
言
葉

を
思
い
出
し
ま
し
た
」
と
語
り
ま
し

た
。

　
午
前
中
、
安
見
さ
ん
は
石
橋
家

の
菩
提
寺
と
な
る
無
量
寿
院
を
訪

れ
墓
参
り
を
し
、
法
要
を
済
ま
せ
ま

し
た
。

　「
八
女
の
皆
さ
ん
に
は
お
世
話
に

な
り
大
変
感
謝
し
て
い
ま
す
」
と
安

見
さ
ん
。
石
橋
家
と
八
女
の
つ
な
が

り
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。

「
石
橋
家
は
清
和
源
氏
の
血
筋
を
引

く
肥
前
出
身
の
武
士
で
、
天
正
年
間

に
星
野
村
に
住
み
代
々
医
者
を
し
て

い
ま
し
た
。
父
健
吉
も
、
健
吉
の
祖

父
の
石
橋
養
元
が
生
き
て
い
た
こ
ろ

は
よ
く
八
女
に
遊
び
に
来
て
い
た
そ

う
で
す
。
健
吉
の
父
・
忍
月
は
、
八

女
の
ほ
か
に
は
家
を
建
て
な
か
っ
た
。

『
将
来
隠
居
す
る
時
は
八
女
に
帰
っ

て
く
る
つ
も
り
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
』

と
父
は
言
っ
て
い
ま
し
た
。
父
も
先

祖
伝
来
の
土
地
を
と
て
も
大
事
に

思
っ
て
い
ま
し
た
。『
お
茶
は
八
女
茶

が
一
番
よ
い
』
と
常
々
言
っ
て
い
ま

し
た
。
八
女
を
と
て
も
大
切
に
思
っ

て
い
ま
し
た
」

山
本
健
吉   

資
料
室
オ
ー
プン

日
本
を
代
表
す
る
文
芸
評
論
家
で
文
化
勲
章
受
章
者
の
山
本
健
吉
と
、
妻
で
俳
人
の
石
橋
秀
野
の
遺
作
品
等
を

展
示
す
る
「
山
本
健
吉
資
料
室
」
が
10
月
10
日
㈮
八
女
市
立
図
書
館
本
館
２
階
に
オ
ー
プ
ン
し
ま
し
た
。
八
女
市

に
は
遺
族
か
ら
１
万
２
千
余
点
の
資
料
等
が
寄
贈
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
を
再
整
理
し
、「
山
本
健
吉
夢
中
落
花

文
庫
」
を
改
名
、
新
装
開
館
し
た
も
の
で
す
。
現
在
、
写
真
や
直
筆
の
原
稿
、
写
真
、
愛
用
品
な
ど
１
１
０
点
を

展
示
し
て
い
ま
す
。
夫
妻
が
と
も
に
展
示
さ
れ
て
い
る
資
料
室
は
全
国
で
こ
こ
だ
け
で
あ
り
、
石
橋
秀
野
の
再
評

価
に
つ
な
が
る
こ
と
も
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。

さ
だ
ま
さ
し
さ
ん
と
石
橋
安
見

さ
ん
が
資
料
室
を
見
学

八
女
を
と
て
も
大
切
に
思
っ
て

い
ま
し
た

三
田
村
市
長
の
案
内
で
資
料
室
を
見

学
す
る
さ
だ
さ
ん
と
安
見
さ
ん

（上）昭和 63 年 4 月に島原にて撮影　（下・左）石橋秀野の資料（下・右）健吉愛用の品々

石
橋

 

秀
野
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文
芸
評
論
家
。
石
橋
忍
月
（
八
女
市
黒
木
町

出
身
）の
三
男
と
し
て
長
崎
市
に
生
ま
れ
ま
し
た
。

本
名
は
石
橋
貞
吉
。
大
正
13
年
長
崎
県
立
長
崎

中
学
校
よ
り
慶
應
義
塾
大
学
文
科
予
科
に
入
学

し
、
２
年
間
英
文
学
者
で
詩
人
の
西
脇
順
三
郎

に
師
事
。
昭
和
３
年
文
学
部
国
文
学
科
に
進
学

し
、
折
口
信
夫
に
師
事
。
日
本
文
学
史
・
芸
能

史
に
目
を
向
け
る
契
機
と
な
り
ま
し
た
。
昭
和

４
年
、
文
化
学
院
在
学
中
の
秀
野
と
学
生
結
婚
。

　
昭
和
６
年
大
学
を
卒
業
後
、
改
造
社
に
入
社
。

雑
誌
「
俳
句
研
究
」
に
携
わ
り
、
俳
句
批
評
に

精
進
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
戦
中
か
ら
戦

後
に
か
け
て
、
京
都
日
日
新
聞
社
文
化
部
長
や

角
川
書
店
勤
務
を
経
て
、
昭
和
30
年
『
芭
蕉
』

で
新
潮
社
文
学
賞
を
受
賞
。
翌
31
年
『
古
典
と

現
代
文
学
』
で
読
売
文
学
賞
を
受
賞
す
る
な
ど
、

批
評
家
と
し
て
の
地
位
を
確
立
。
そ
の
後
も
古

典
文
学
に
関
す
る
優
れ
た
評
論
を
発
表
し
、
昭

和
58
年
文
化
勲
章
受
章
。
国
文
学
の
豊
か
な
素

養
を
も
つ
数
少
な
い
評
論
家
と
し
て
、
古
典
か

ら
現
代
ま
で
鋭
い
評
論
活
動
を
展
開
し
ま
し
た
。

俳
句
の
研
究
で
も
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
昭
和
63

年
５
月
７
日
死
去
。
81
歳
。『
浄
土
宗
若
泰
山

光
明
寺
無
量
寿
院
』（
八
女
市
本
町
）
の
「
石

橋
氏
累
代
之
墓
」
に
眠
り
ま
す
。

　
俳
人
。
父
・
藪
楢
太
郎
、
母
由
栄
の
四
女

と
し
て
奈
良
県
山
辺
郡
二
階
堂
村
（
現
・
天
理

市
）
に
生
ま
れ
ま
し
た
。
奈
良
県
師
範
学
校

附
属
小
学
校
を
卒
業
後
、
家
族
と
と
も
に
上

京
。

　
文
化
学
院
中
学
部
に
入
学
。
学
監
与
謝
野

晶
子
に
短
歌
を
、
高
浜
虚
子
に
俳
句
を
学
び
ま

し
た
。
昭
和
４
年
慶
應
義
塾
大
学
生
石
橋
貞

吉
（
山
本
健
吉
）
と
学
生
結
婚
。
家
庭
の
事

情
に
よ
り
同
学
院
を
自
主
退
学
し
ま
す
。
昭

和
13
年
頃
か
ら
本
格
的
な
句
作
に
精
進
。
そ

の
後
俳
誌
『
鶴
』
を
代
表
す
る
女
流
俳
人
と

し
て
活
躍
し
ま
す
。

　
昭
和
17
年
長
女
安
見
誕
生
。
昭
和
20
年
夫

が
島
根
新
聞
社
勤
務
と
な
り
松
江
に
移
住
。

翌
21
年
夫
が
京
都
日
日
新
聞
社
論
説
委
員
と

な
っ
た
た
め
京
都
に
転
居
。
そ
の
後
肺
結
核
と

腎
臓
病
を
病
み
、
昭
和
22
年
９
月
26
日
国
立

宇
陀
野
療
養
所
に
て
逝
去
。
38
歳
。
上
記
の

墓
に
眠
り
ま
す
。

　
没
後
、昭
和
23
年
第
１
回
川
端
茅
舎
賞
（
現・

現
代
俳
句
協
会
賞
）
を
受
賞
。
翌
24
年
、
夫

健
吉
に
よ
り
句
文
集
『
櫻
濃
く
』
が
発
刊
。

平
成
22
年
長
女
安
見
（
山
本
安
見
子
）
に
よ

り
『
石
橋
秀
野
の
一
〇
〇
句
を
読
む
』
が
発
刊
。

山
本
健
吉
・
石
橋
秀
野 

夫め
お
と婦
句
碑

ふ
る
さ
と
を
愛
し
た
石
橋
忍
月

こ
ぶ
し
咲さ

く  

昨き

の

う日
の
今き

ょ

う日
と  

な
り
し
か
な
　
健
吉

蝉せ
み
し
ぐ
れ

時
雨  

児こ

は
擔た

ん
そ
う
し
ゃ

送
車
に 

追お

ひ
つ
け
ず
　
　
　
秀
野

　
平
成
11
年
５
月
７
日
健
吉
の
祥
月
命
日
に
除

幕
建
立
（「
山
本
健
吉
・
石
橋
秀
野
句
碑
建
設
委

員
会
」
会
長
・
今
里
允
昭
）
さ
れ
ま
し
た
。
碑

文
は
と
も
に
二
人
の
絶
句
で
代
表
作
。
秀
野
の
句

は
直
筆
、
健
吉
の
句
も
原
稿
等
か
ら
一
字
ず
つ
選

び
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
夫
婦
句
碑
と
い
う
こ
と
で
、

桜
御
影
石
を
同
じ
大
き
さ
で
真
っ
二
つ
に
割
り
、

二
つ
の
石
を
か
み
合
わ
せ
て
い
ま
す
。

　
文
芸
評
論
家
で
あ
り
山
本
健
吉
の
父
・
石
橋
忍

月
（
本
名
・
友
吉
）
は
黒
木
町
湯
辺
田
に
生
れ
、

黒
木
小
学
校
で
学
び
ま
し
た
。の
ち
に
福
島
町（
八

女
市
）
の
叔
父
石
橋
養
元
（
眼
科
医
）
の
養
子
と

な
り
ま
す
。
帝
国
大
学
生
の
時
に
、
森
鷗
外
の
小

説
『
舞
姫
』
に
厳
し
い
批
評
を
展
開
し
ま
し
た
。

そ
の
後
、
二
葉
亭
四
迷
や
坪
内
逍
遙
と
い
っ
た
明

治
の
文
豪
た
ち
の
文
芸
評
論
を
新
聞
雑
誌
で
展
開

し
、当
時
の
文
壇
に
大
き
な
影
響
を
与
え
ま
し
た
。

　
山
本
健
吉
は
、『
石
橋
忍
月
に
関
す
る
二
章
』

で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

「
忍
月
は
、
湯
辺
田
を
一
生
な
つ
か
し
が
っ
て
い
た
。

明
治
の
初
年
に
彼
は
湯
辺
田
か
ら
黒
木
町
の
学
校

に
通
っ
た
。
そ
こ
の
祇
園
神
社
の
藤
を
『
予
が
幼

少
時
代
の
知
己
』
と
言
っ
て
い
る
。
ま
た
子
ど
も
の

頃
矢
部
川
の
水
に
潜
っ
て
鮎
を
捕
ま
え
た
こ
と
を

語
っ
て
い
る
。
日
田
の
三
隅
川
、
人
吉
の
球
磨
川
と

並
べ
て
、
彼
は
矢
部
川
を
誇
っ
て
い
る
の
で
あ
る
」

旧木下
家住宅
「堺屋」

学びの館
「石橋忍
月文学
資料館」

石
いし

橋
ばし

 忍
に ん

月
げ つ

(1865～1926）

山
や ま

本
も と

 健
け ん

吉
き ち

明治40年（1907）～昭和63年（1988）

石
い し

橋
ば し

 秀
ひ で

野
の

明治42年（1909）～昭和22年（1947）

忍月の生家は「学びの館（黒木町）」に「石
橋忍月文学資料館」として移築されています。

広報やめ　2014.11.19


