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再
発
見
・
牛
久 

第
七
話

牛
久
市
文
化
財
保
護
審
議
委
員　
　
　

栗く
り
は
ら原　

功
い
さ
お　

　

芋
銭
が
、
幸
徳
秋
水
、
堺
利
彦
ら
が
発

行
す
る
平
民
新
聞
に
挿
絵
を
投
稿
し
て
い

た
関
係
か
ら
、
介
山
も
は
や
く
か
ら
芋
銭

に
注
目
し
て
い
た
よ
う
だ
。

　

介

山

は

芋

銭

宅

を

明

治

44

年

（
１
９
１
１
年
）５
月
31
日
に
訪
問
し
て
い

る
。
介
山
が
そ
の
訪
問
記『
芋
銭
子
を
訪

ふ
』を
都
新
聞（
現
東
京
新
聞
）に
同
年
６

月
２
日
よ
り
５
回
連
載
し
て
い
る
の
で
、

各

回

の

主

要

部

分

を

抜

粋

し

て

次

に

記

し

て

お

く
。
こ
の

年
、
芋
銭

43
歳
、
介

山

は

26

歳
で
あ
っ

た
。

（
一
）

　

社
中
の
者
を
連
れ
て
、
常
陸
国（
ま
だ

旧
国
名
を
使
っ
た
人
が
い
た
）
牛
久
村
に

芋
銭
子
を
訪
ね
た
。
午
前
６
時
に
上
野
駅

を
発
車
し
て
８
時
少
し
過
ぎ
に
牛
久
駅
に

着
い
た
。（
当
時
客
車
を
蒸
気
機
関
車
が
引

い
て
い
た
）。『
絵え

を
描か

く
小
川
さ
ん
と
い

う
人
は
何ど

こ処
で
し
ょ
う
』と
尋た
ず

ね
な
が
ら
、

牛
久
の
町
を
過
ぎ
た
。
暢の

ん

き気
に
歩
い
て
、

朴ぼ
く
と
つ訥
な
爺じ
い

さ
ん
や
、
恥
ず
か
し
そ
う
な
田

舎
娘
な
ど
に
度
々
聞
い
て
、
芋
銭
宅
に
着

い
た
。
芋
銭
子
の
家
は
純
然
た
る
農
家
で

あ
る
。
家
の
周
囲
は
桑
畑
、
馬ば
れ
い
し
ょ

鈴
薯
畑
や

ら
で
、
自
分
は
芋
銭
家
中
の
人
と
な
っ
た
。

痩や

せ
こ
け
て
、
背
の
低
い
、
顔
の
半
分
が

髭
だ
ら
け
の
芋
銭
子
は
、
奥
の
方
か
ら
出

て
き
て
余
ら
を
迎
え
、
六
畳
の
室へ
や

に
導
い

た
。
初
対
面
や
ら
、
時
候
や
ら
の
挨
拶
が

あ
っ
て
、
や
が
て
細
君
が
乳ち

の

み

ご

呑
児
を
抱
え

な
が
ら
、
茶
と
塩
煎
餅
を
運
ん
で
き
て
、

持
て
成
し
て
く
れ
た
。
細
君
は
今
ま
で
外

で
裸は

だ

し足
で
、
農
事
を
働
い
て
居
た
も
の
ら

し
い
。
何
処
か
ら
何
処
ま
で
田
舎
の
農
家

に
入
っ
た
心
持
が
し
て
、
画
人
ら
し
い
と

こ
ろ
が
少
し
も
な
い『
稲
敷
郡
養よ
う
さ
ん蚕

組
合

員
小
川
茂
吉
』
と
い
う
表
札
が
よ
く
す
べ

て
を
説
明
す
る
も
の
だ
と
思
っ
た
。

（
二
）

　

但
し
、
芋
銭
子
は
土
地
の
農
民
で
は
な

い
。
士
族
で
、
東
京
生
ま
れ
の
人
で
あ

る
。
こ
の
辺
が
牛
久
藩
の
領
地
で
父
祖
以

来
開か
い
こ
ん墾

を
や
っ
て
居
た
。
そ
の
縁
故
で
牛

久
村
の
住
民
と
な
っ
た
。
一
時
は
東
京
生

活
を
や
っ
て
見
た
が
、健
康
が
許
さ
な
い
、

脚
気
の
よ
う
な
妙
な
病
気
に
か
か
っ
て
、

そ
れ
か
ら
こ
の
牛
久
村
に
引
込
ん
だ
。

（
三
）

　

こ
ん
な
話
が
出
た
。
芋
銭
子
が
幸
徳
秋

水
の
た
め
に
絵（
平
民
新
聞
に
寄
稿
）
を

書
い
て
い
た
。
其
の
関
係
か
ら
大
逆
事
件

の
際
、
出
入
り
に
お
供と
も（
刑
事
が
つ
く
）

が
つ
い
た
。
或あ
る
と
き時
東
京
の
友
を
訪
問
す
べ

く
、
牛
久
沼
名
産
の
蓴
じ
ゅ
ん
さ
い

菜
の
瓶び
ん

を
小こ

わ

き脇
に

は
さ
ん
で
、
汽
車
に
乗
り
込
む
と
突
然
そ

の
刑
事
か
ら
取
調
べ
を
受
け
て
、
件
く
だ
ん

の
瓶

を
取
り
上
げ
ら
れ
た
。
爆
発
物
で
も
入
っ

て
居
り
は
せ
ぬ
か
と
の
疑
い
で
あ
っ
た
ら

し
い
。
…
其
の
お
陰か
げ

で
芋
銭
子
の
名
が
警

察
方
面
へ
知
れ
て
、

思
い
が
け
な
く
其

の
方
面
か
ら
絵
を

頼
み
に
く
る
も
の

が
出
来
て
、
商
売

に
な
っ
た
と
笑
っ

て
居
た
。

（
四
）

　

芋
銭
に
は
芋
銭
の
天
地（
世
界
、
宇
宙
）

が
あ
る
。
…
ナ
イ
フ
で
削
っ
て
も
、
石
炭

を
焚た

い
て
も
出
て
来
な
い
処
と
こ
ろ

が
あ
る
。人
、

こ
の
自
得
を
小
さ
し
と
言
う
勿な
か

れ
、
真
に

此
の
自
得
に
達
す
れ
ば
よ
く
古
今
に
独
歩

し
得
る
で
あ
ろ
う
。

　

芋
銭
子
は
余
の
為
に
俳は
い
か
い
じ

諧
寺
入
道（
小

林
一
茶
）の

　
　

痩
や
せ
か
え
る蛙
負
け
る
な
一
茶
是こ
れ

に
あ
り

を
描か

く
可べ

く
約
し
て
、
様
々
な
話
が
あ
っ
た
。

　

芋
銭
子
は
其そ

こ処
ま
で
送
る
と
い
う
て
、

麦む
ぎ
わ
ら
ぼ
う
し

藁
帽
子
を
被
り
、
三
人
連
れ
立
っ
て
、

牛
久
沼
の
方
へ
歩
き
出
す
。

（
五
）

　

や
が
て
沼
の
畔
の
、
と
あ
る
一
水
亭
に
着

い
て
沼
で
取
れ
た
、
魚
類
や
蓴
じ
ゅ
ん
さ
い

菜
を
肴
さ
か
な

に

ビ
ー
ル
を
抜
い
た
。ま
た
、盛
ん
に
話
し
出
す
。

や
が
て
亭
を
辞じ

し
、
芋
銭
子
は
、
ま
た
わ
ざ

わ
ざ
停ス
テ
ー
シ
ョ
ン

車
場
ま
で
送
っ
て
来
て
く
れ
た
。

写真　晩年の中里介山（57歳）

信州・野尻湖畔　昭和17年7月撮影

中里介山と大菩薩峠（桜沢一

昭著・同成社刊）より引用

各時代の歴史よりこぼれ話

小
川
芋
銭
と
中
里
介
山
②

都
新
聞
提
供
は
桜
沢
一
昭
氏

　

み
や
こ
文
壇

　
　

芋
銭
子
を
訪
ふ―

介
山

　
　
　

―

明
治
44
年
６
月
２
日
よ
り

　
　
　
　
　

５
回
都
新
聞
に
連
載―


