
                                

一一一一 

『

東

村

山

』

と

い

う

地

名

の

由

来

は

、

字

の

如

く

『

村

山

』

の

東

の

ほ

う

に

あ

っ

た

か

ら

だ

が

、

そ

の

肝

心

の

『

村

山

』

と

い

う

地

名

の

由

来

に

は

諸

説

が

あ

る

。

だ

が

、

最

も

有

力

と

さ

れ

た

「

武

蔵

七

党

と

い

わ

れ

た

平

安

時

代

の

武

士

団

の

一

つ

で

あ

る

村

山

党

の

勢

力

圏

で

あ

っ

た

こ

と

か

ら

」

と

い

う

説

は

、

す

で

に

郷

土

史

研

究

家

に

よ

っ

て

時

代

的

矛

盾

が

指

摘

さ

れ

て

い

る

。

ま

た

、

「

小

さ

な

山

が

村

の

よ

う

に

点

在

」

「

村

が

共

有

す

る

山

の

意

味

」

の

二

説

は

、

そ

れ

を

立

証

す

る

資

料

が

皆

無

で

あ

る

。 

二二二二 

明

治

二

十

二

年

、

野

口

村

、

廻

田

村

、

久

米

川

村

、

大

岱

（

の

ち

の

恩

多

）

村

、

南

秋

津

村

の

五

ヵ

村

が

合

併

し

て

東

村

山

村

が

誕

生

し

た

。

昭

和

十

七

年

に

町

制

、

昭

和

三

十

九

年

に

市

制

が

施

行

さ

れ

て

い

る

。

 

三三三三 

現

在

の

市

域

（

一

七

・

一

七

平

方

キ

ロ

メ

ー

ト

ル

）

に

相

当

す

る

地

区

の

人

口

は

、

十

九

世

紀

初

頭

の

文

化

・

文

政

年

間

頃

に

は

、

戸

数

の

記

録

の

み

で

六

六

八

戸

、

明

治

三

十

七

年

が

六

二

五

九

人

、

昭

和

十

七

年

が

一

万

八

五

〇

人

、

昭

和

三

十

九

年

が

六

万

六

〇

二

一

人

、

そ

し

て

現

在

（

平

成

十

九

年

三

月

一

日

）

は

十

四

万

七

三

九

九

人

で

あ

る

。 

四四四四 

東

村

山

市

と

は

、

「

狭

山

丘

陵

の

玄

関

口

と

し

て

の

自

然

に

恵

ま

れ

た

、

鎌

倉

時

代

に

軍

事

的

・

政

治

的

に

重

要

視

さ

れ

た

宿

駅

の

一

つ

で

、

建

築

物

と

し

て

は

都

内

唯

一

の

国

宝

・

正

福

寺

千

体

地

蔵

堂

を

有

し

、

Ｊ

Ｒ

・

西

武

鉄

道

合

わ

せ

て

九

つ

の

駅

が

あ

る

、

緑

あ

ふ

れ

暮

ら

し

輝

く

文

化

都

市

」

で

あ

る

。

と

役

所

と

不

動

産

屋

は

言

っ

て

い

る

。 

五五五五 

鎌

倉

幕

府

の

執

権

、

北

条

時

宗

は

、

大

勢

の

家

臣

と

と

も

に

武

蔵

野

に

鷹

狩

り

に

や

っ

て

き

た

が

、

野

口

村

（

現

在

の

野

口

町

）

ま

で

来

た

と

こ

ろ

で

突

然

重

い

病

気

に

罹

っ

て

し

ま

っ

た

。

時

宗

は

、

自

分

は

殺

生

に

や

っ

て

き

た

の

だ

か

ら

死

ね

ば

必

ず

地

獄

に

落

ち

る

だ

ろ

う

と

思

い

、

死

を

覚

悟

し

つ

つ

地

蔵

菩

薩

を

拝

ん

で

い

た

。

す

る

と

、

あ

る

夜

の

夢

に

黄

色

い

衣

を

着

た

僧

が

あ

ら

わ

れ

、
「

私

は

こ

の

近

く

の

草

庵

に

い

る

者

で

す

。

あ

な

た

は

あ

と

三

日

の

命

で

す

が

、

こ

の

薬

を

飲

め

ば

助

か

り

ま

す

」

と

言

っ

て

時

宗

に

丸

薬

を

渡

し

た

と

こ

ろ

で

目

が

覚

め

た

。

驚

い

た

こ

と

に

、

夢

の

中

で

渡

さ

れ

た

丸

薬

が

目

の

前

に

あ

り

、

そ

れ

を

飲

む

と

嘘

の

よ

う

に

病

気

が

治

っ

て

し

ま

っ

た

。

こ

れ

は

地

蔵

菩

薩

の

お

蔭

に

違

い

な

い

と

思

っ

て

家

来

に

探

さ

せ

る

と

、

す

ぐ

近

く

に

千

体

地

蔵

を

祠

っ

た

小

さ

な

堂

宇

が

あ

っ

た

。

時

宗

は

さ

っ

そ

く

莫

大

な

寄

進

を

お

こ

な

っ

て

立

派

な

堂

に

建

て

替

え

さ

せ

た

。

そ

れ

が

現

在

の

正

福

寺

千

体

地

蔵

堂

で

あ

る

。

た

だ

し

、

国

宝

と

な

っ

て

い

る

現

在

の

千

体

地

蔵

堂

は

、

時

宗

が

建

て

替

え

さ

せ

た

当

時

の

も

の

で

は

な

く

、

一

四

〇

七

年

（

応

永

十

四

年

）

に

再

建

さ

れ

た

も

の

で

あ

る

。 

六六六六 

正

福

寺

は

、

創

建

以

来

た

び

た

び

火

事

に

見

舞

わ

れ

て

い

る

が

、

千

体

地

蔵

堂

だ

け

は

必

ず

焼

け

残

っ

て

い

る

。

火

事

に

な

る

と

ど

こ

か

ら

か

お

び

た

だ

し

い

数

の

蟹

が

や

っ

て

き

て

、

屋

根

に

昇

っ

て

泡

を

吹

き

、

火

の

粉

を

寄

せ

付

け

な

い

の

だ

と

い

う

。

ま

た

、

千

体

地

蔵

堂

の

欄

間

は

波

形

で

、

昔

は

そ

こ

に

蟹

の

彫

刻

が

精

細

に

彫

っ

て

あ

っ

た

の

だ

が

、

そ

の

彫

刻

の

蟹

が

雨

が

降

る

ご

と

に

一

匹

ず

つ

動

き

だ

し

、

つ

い

に

は

一

匹

も

い

な

く

な

っ

て

し

ま

っ

た

の

だ

と

も

い

わ

れ

て

い

る

。 

七七七七 

正

福

寺

の

近

く

の

渡

辺

家

の

座

敷

に

は

、

正

福

寺

に

つ

な

が

る

抜

け

穴

が

あ

っ

た

。

取

り

壊

し

の

際

に

見

た

人

の

話

に

よ

れ

ば

、

赤

土

の

層

に

や

っ

と

人

が

通

れ

る

程

度

の

穴

が

開

い

て

い

た

と

い

う

。

正

福

寺

東村山東村山東村山東村山のののの事件事件事件事件    

「歴史の教科書には載らない庶民の歴

史も書き残して置かなければならな

い」――というコンセプトで、柳田国男

は『遠野物語』を著わした。しかし、そ

の巻頭言で「願わくは之を語って平地

人を戦慄せしめよ」と柳田に言わしめ

た事件は、何も遠野郷だけで起こった

わけではない。これは、過去を遡って

記された東村山版遠野物語である。 秋津神社秋津神社秋津神社秋津神社｢｢｢｢力石力石力石力石｣｣｣｣    

 



に

は

昔

、

高

僧

や

武

士

が

泊

ま

っ

て

い

た

と

い

い

、

危

険

が

迫

っ

た

と

き

に

逃

げ

る

抜

け

穴

だ

っ

た

と

い

わ

れ

て

い

る

。 

八八八八 

新

田

義

貞

が

鎌

倉

攻

め

を

し

た

時

、

鎌

倉

街

道

の

上

ノ

道

を

た

ど

っ

て

東

村

山

ま

で

や

っ

て

き

た

が

、

九

道

の

辻

（

現

在

の

八

坂

交

差

点

）

に

来

た

と

こ

ろ

で

、

何

し

ろ

道

が

九

つ

に

分

か

れ

て

い

る

も

の

だ

か

ら

迷

っ

て

し

ま

い

、

部

下

を

集

め

て

詮

議

を

し

た

た

め

に

無

駄

な

時

間

が

か

か

っ

て

し

ま

っ

た

。

出

発

の

際

、

義

貞

は

村

人

に

金

を

渡

し

て

、

鎌

倉

街

道

の

入

口

に

目

印

と

し

て

桜

の

木

を

植

え

て

お

く

よ

う

に

命

じ

た

。

そ

れ

以

来

、

そ

の

桜

は

『

迷

い

の

桜

』

と

呼

ば

れ

、

代

替

わ

り

し

な

が

ら

も

長

く

そ

の

地

に

あ

っ

た

が

、

い

つ

し

か

世

話

を

す

る

人

が

い

な

く

な

っ

て

枯

れ

て

し

ま

っ

た

と

い

う

。 

九九九九 

昔

、

秋

津

村

（

現

在

の

秋

津

町

）

の

村

人

数

人

が

、

豊

作

を

祈

る

た

め

に

神

社

に

お

参

り

を

し

た

。

山

を

下

り

て

ふ

と

谷

川

の

ほ

う

を

見

る

と

、

太

鼓

を

背

中

に

背

負

っ

て

虎

の

ふ

ん

ど

し

を

し

た

赤

や

青

の

鬼

が

俵

に

氷

を

詰

め

て

い

る

。

村

人

の

一

人

が

こ

わ

ご

わ

「

ア

ニ

す

ん

だ

や

？

」

と

聞

く

と

、

「

こ

の

氷

を

空

か

ら

撤

く

と

雹

（

ひ

ょ

う

）

に

な

っ

て

落

ち

る

の

で

面

白

い

の

だ

」

と

い

う

。

そ

れ

は

大

変

だ

と

思

っ

た

が

、

何

気

な

い

顔

を

し

て

別

の

鬼

に

「

雹

の

害

を

防

ぐ

に

ゃ

ど

う

し

た

ら

よ

か

ん

べ

え

」

と

聞

く

と

、

「

神

社

の

嵐

除

け

の

お

札

を

立

て

な

さ

い

」

と

教

え

て

く

れ

た

。

そ

れ

以

来

、

お

札

を

挟

ん

だ

竹

を

立

て

た

田

畑

に

は

雹

が

降

ら

な

か

っ

た

と

い

う

。

田

畑

に

お

札

を

立

て

る

習

慣

は

現

在

で

も

続

い

て

い

る

。 

一一一一

〇〇〇〇 

昔

、

柳

瀬

川

の

『

曼

荼

羅

淵

』

（

久

米

川

五

丁

目

の

日

本

ポ

リ

オ

研

究

所

の

裏

手

に

あ

た

る

）

に

は

河

童

が

棲

ん

で

い

て

、

人

間

や

馬

に

い

た

ず

ら

を

す

る

の

で

村

人

た

ち

は

困

り

切

っ

て

い

た

。

ふ

だ

ん

は

捕

ま

っ

た

り

す

る

こ

と

は

な

か

っ

た

の

だ

が

、

あ

る

日

の

こ

と

、

そ

の

日

は

頭

の

皿

が

乾

い

て

し

ま

っ

た

の

か

、

そ

れ

と

も

馬

に

で

も

蹴

ら

れ

た

の

か

、

ぐ

っ

た

り

し

て

い

る

と

こ

ろ

を

村

人

に

取

り

押

さ

え

ら

れ

て

し

ま

っ

た

。

そ

れ

懲

ら

し

め

ろ

だ

の

や

れ

殺

し

て

し

ま

え

な

ど

と

騒

い

で

い

る

の

を

、

持

明

院

（

所

沢

市

北

秋

津

）

の

和

尚

が

見

と

が

め

て

中

に

入

っ

て

、

こ

れ

か

ら

も

悪

さ

を

す

る

か

と

河

童

に

聞

く

と

首

を

横

に

振

っ

た

。

そ

れ

な

ら

ば

と

、

も

う

決

し

て

い

た

ず

ら

は

し

な

い

と

い

う

証

文

を

書

か

せ

て

逃

が

し

て

や

っ

た

。

こ

の

河

童

の

詫

び

証

文

は

明

治

十

七

年

の

火

事

の

際

に

焼

け

て

残

っ

て

い

な

い

と

い

う

。 

一

一

一

一

一

一

一

一 

河

童

に

ま

つ

わ

る

神

楽

が

、

明

治

初

期

ま

で

熊

野

神

社

（

久

米

川

五

丁

目

）

の

祭

礼

で

奉

納

さ

れ

て

い

た

。

旦

那

一

人

、

馬

鹿

二

人

が

登

場

し

、

旦

那

は

馬

鹿

二

人

に

魚

釣

り

を

命

じ

る

。

そ

こ

で

馬

鹿

が

釣

り

糸

を

垂

れ

る

と

大

き

な

獲

物

が

か

か

り

、

二

人

が

か

り

で

釣

り

竿

を

肩

に

担

い

で

引

っ

張

る

と

一

匹

の

河

童

で

、

馬

鹿

は

び

っ

く

り

仰

天

し

て

腰

を

抜

か

し

て

し

ま

う

。

「

お

前

は

誰

だ

？

」

と

聞

く

と

、

河

童

は

「

曼

陀

羅

堂

の

河

童

だ

」

と

宣

言

し

て

大

騒

ぎ

と

な

る

が

、

ま

も

な

く

頭

の

皿

が

乾

い

て

苦

し

み

だ

す

。

河

童

は

馬

鹿

に

哀

願

し

て

水

を

か

け

て

も

ら

っ

て

息

を

吹

き

返

す

。

独

特

の

仮

面

を

被

っ

て

演

じ

る

こ

の

神

楽

は

、

特

に

馬

鹿

二

人

の

仕

草

が

滑

稽

で

、

見

物

席

は

爆

笑

の

渦

だ

っ

た

と

い

う

が

、

今

は

す

た

れ

て

見

る

こ

と

が

で

き

な

い

。 

一

二

一

二

一

二

一

二 

明

治

の

廃

仏

棄

釈

運

動

の

あ

お

り

で

な

く

な

る

ま

で

、

南

秋

津

村

（

現

在

の

秋

津

町

）

に

は

龍

泉

寺

と

い

う

寺

が

あ

っ

た

。

こ

の

寺

に

丹

波

法

印

と

い

う

片

目

の

不

自

由

な

僧

が

い

た

。

農

民

た

ち

の

悩

み

を

解

決

し

た

り

、

寺

子

屋

を

開

い

た

り

、

道

路

や

橋

や

堤

防

の

改

修

工

專

を

お

こ

な

う

な

ど

、

村

人

た

ち

の

指

導

者

的

役

割

を

担

っ

て

い

た

が

、

柳

瀬

橋

の

改

修

工

事

に

着

手

し

て

か

ら

ま

も

な

く

、

突

然

の

病

で

こ

の

世

を

去

っ

て

し

ま

っ

た

。

の

ち

に

柳

瀬

橋

を

木

橋

か

ら

鉄

橋

に

架

け

替

え

た

時

、

石

垣

に

た

く

さ

ん

の

蛇

が

い

た

が

、

そ

の

中

に

一

匹

だ

け

片

目

の

蛇

が

い

た

。

村

人

は

丹

波

法

印

の

生

ま

れ

変

わ

り

に

違

い

な

い

と

信

じ

て

手

を

合

わ

せ

た

と

い

う

。 

一

三

一

三

一

三

一

三 

恩

多

の

辻

（

恩

多

三

丁

目

）

か

ら

柳

窪

（

東

久

留

米

市

）

に

通

じ

る

道

は

『

後

家

通

り

』

と

呼

ば

れ

て

い

た

。

明

治

時

代

に

、

恩

多

の

辻

の

三

角

地

に

あ

っ

た

地

蔵

尊

と

燈

籠

を

、

分

教

場

を

建

て

る

た

め

に

稲

荷

神

社

の

隣

に

あ

っ

た

大

泉

寺

に

移

転

し

た

が

、

気

が

付

く

と

通

り

沿

い

の

家

の

主

人

が

次

々

と

亡

く

な

っ

て

、

ど

の

家

も

後

家

ば

か

り

に

な

っ

て

し

ま

っ

た

。

こ

れ

は

お

地

蔵

様

を

動

か

し

た

た

た

り

に

違

い

な

い

と

い

う

こ

と

で

元

の

位

置

に

戻

す

と

、

そ

れ

以

来

何

も

起

こ

ら

な

く

な

っ

た

と

い

う

。 

一

四

一

四

一

四

一

四 

野

口

町

一

丁

目

の

清

正

公

様

や

猿

田

彦

神

社

の

あ

る

高

台

を

『

こ

ん

ぴ

ら

山

』

と

い

い

、

そ

の

脇

を

通

る

志

木

又

道

の

坂

を

『

お

ん

だ

し

坂

』

と

い

う

。

車

を

う

し

ろ

か

ら

押

し

出

す

よ

う

に

し

な

い

と

坂

を

登

り

き

れ

な

か

っ

た

た

め

に

、

そ

う

呼

ば

れ

る

よ

う

に

な

っ

た

と

い

う

。

オ

ン

ダ

シ

が

追

い

出

し

と

も

聞

こ

え

る

た

め

、

縁

起

を

担

い

で

花

嫁

行

列

は

決

し

て

こ

の

坂

を

通

ら

な

か

っ

た

と

い

わ

れ

て

い

る

。 

一

五

一

五

一

五

一

五 

北

川

の

多

摩

湖

町

一

丁

目

二

十

五

番

地

付

近

に

あ

る

橋

を

『

信

玄

橋

』

と

い

う

。

昔

、

こ

の

場

所

に

金

の

入

っ

た

信

玄

袋

が

落

ち

て

い

て

、

落

と

し

主

を

探

し

た

が

見

つ

か

ら

な

い

。

そ

こ

で

村

で

協

議

し

た

結

果

、

こ

の

金

を

元

に

し

て

橋

を

か

け

た

の

で

そ



う

呼

ば

れ

る

よ

う

に

な

っ

た

と

い

う

。 
一

六

一

六

一

六

一

六 
久

米

川

町

二

丁

目

か

ら

恩

多

町

五

丁

目

に

向

か

う

江

戸

道

の

途

中

に

『

達

磨

坂

』

と

い

う

坂

が

あ

る

。

昔

、

こ

の

坂

の

上

の

観

音

の

祠

に

奉

納

さ

れ

て

い

た

ダ

ル

マ

が

、

風

に

吹

か

れ

て

坂

下

ま

で

転

が

り

落

ち

た

か

ら

だ

と

い

う

。 

一

七

一

七

一

七

一

七 

恩

多

町

四

丁

目

の

東

村

山

高

校

と

大

岱

小

学

校

の

あ

い

だ

に

『

六

兵

衛

坂

』

と

い

う

坂

が

あ

る

。

東

側

の

中

村

家

の

六

代

前

に

六

兵

衛

と

い

う

人

が

お

り

、

当

時

は

こ

の

付

近

に

家

が

一

軒

し

か

な

か

っ

た

か

ら

だ

と

い

う

。 

一

八

一

八

一

八

一

八 

野

火

止

用

水

の

恩

多

町

四

丁

目

四

十

一

番

地

付

近

に

『

三

ト

ラ

橋

』

と

い

う

橋

が

か

か

っ

て

い

る

。

橋

の

た

も

と

に

三

左

衛

門

と

虎

蔵

と

い

う

人

が

住

ん

で

い

た

た

め

だ

と

い

う

。 

十

九

十

九

十

九

十

九 

柳

瀬

川

の

南

側

の

秋

津

町

五

丁

目

付

近

の

一

部

は

『

ド

ガ

ド

ガ

』

と

呼

ば

れ

て

い

る

。

特

に

こ

の

あ

た

り

は

段

差

が

激

し

く

、

水

が

滝

の

よ

う

に

ド

ガ

ド

ガ

と

音

を

た

て

て

い

た

か

ら

だ

と

い

う

。 

二

十

二

十

二

十

二

十 

久

米

川

町

二

丁

目

、

青

葉

町

二

丁

目

、

恩

多

町

五

丁

目

の

境

に

な

っ

て

い

る

一

帯

を

『

ハ

ケ

』

と

い

う

が

、

そ

の

一

角

に

『

ハ

ケ

の

お

さ

る

様

』

と

呼

ば

れ

る

庚

申

塔

が

あ

り

、

近

隣

の

人

々

の

信

仰

を

集

め

て

い

た

。

い

つ

も

小

豆

や

提

灯

、

季

節

の

花

々

な

ど

が

供

え

ら

れ

、

線

香

の

煙

が

絶

え

る

こ

と

は

な

か

っ

た

。

三

猿

や

桃

の

実

を

手

に

し

た

猿

な

ど

の

絵

馬

が

た

く

さ

ん

奉

納

さ

れ

て

い

た

。

こ

の

ハ

ケ

の

お

サ

ル

様

は

根

っ

か

ら

の

遊

び

好

き

で

、

時

々

姿

を

消

し

て

ど

こ

か

へ

い

な

く

な

っ

て

し

ま

っ

た

。

下

里

（

東

久

留

市

）

や

清

水

（

東

大

和

市

）

で

見

か

け

ら

れ

る

こ

と

も

あ

っ

た

が

、

い

つ

の

間

に

か

元

の

場

所

に

戻

っ

て

い

る

。

そ

れ

が

、

戦

後

の

あ

る

時

期

か

ら

ぷ

っ

つ

り

と

姿

を

消

し

て

し

ま

っ

た

。

そ

の

行

方

を

知

る

者

は

誰

も

い

な

い

と

い

う

。 

二

一

二

一

二

一

二

一 

現

在

の

平

和

塔

公

園

（

本

町

一

丁

目

）

の

あ

る

小

山

は

昔

は

『

大

塚

』

と

呼

ば

れ

、

狐

穴

が

た

く

さ

ん

あ

る

こ

と

で

も

知

ら

れ

て

い

た

。

明

治

の

頃

、

九

道

の

辻

（

現

在

の

八

坂

交

差

点

）

の

近

く

の

隠

居

所

に

住

ん

で

い

た

あ

る

人

は

、

三

と

八

の

付

く

日

に

所

沢

で

開

か

れ

て

い

た

『

市

六

斎

』

（

三

八

の

市

）

に

行

く

た

び

に

、

必

ず

何

か

食

べ

物

を

買

っ

て

帰

り

、

大

塚

の

狐

穴

に

供

え

て

、
「

お

ら

あ

、

昼

も

夜

も

こ

の

前

を

通

り

ま

す

だ

が

、

ど

う

か

化

か

さ

ね

え

よ

う

に

願

え

ま

す

」

と

祈

っ

て

い

た

。

あ

る

日

、

野

口

村

西

宿

（

現

在

の

諏

訪

町

）

の

本

宅

で

嫁

が

台

所

の

戸

を

開

け

る

と

、

軒

下

に

一

匹

の

狐

が

前

脚

を

き

ち

ん

と

揃

え

て

す

わ

っ

て

い

た

。

狐

は

し

ば

ら

く

嫁

の

顔

を

じ

っ

と

見

上

げ

、

そ

れ

か

ら

ぴ

ょ

こ

ん

と

お

辞

儀

を

す

る

と

去

っ

て

い

っ

た

。

そ

れ

か

ら

一

時

間

も

経

た

な

い

う

ち

に

、

隠

居

所

か

ら

急

病

の

知

ら

せ

が

届

い

た

。

大

塚

の

狐

が

知

ら

せ

に

き

た

の

だ

ろ

う

と

人

々

は

思

っ

た

と

い

う

。 

二

二

二

二

二

二

二

二 

野

口

村

西

宿

（

現

在

の

諏

訪

町

）

の

道

下

（

現

在

の

都

営

住

宅

付

近

）

か

ら

墓

場

山

（

前

川

の

実

来

橋

の

西

側

一

帯

）

に

か

け

て

は

、

昔

か

ら

『

狐

の

嫁

入

り

』

が

よ

く

見

ら

れ

る

と

こ

ろ

で

、

夜

中

に

こ

こ

を

通

っ

た

時

に

提

灯

行

列

を

見

た

と

い

う

村

人

が

た

く

さ

ん

い

た

。 

二

三

二

三

二

三

二

三 

人

間

が

突

然

い

な

く

な

る

こ

と

を

『

神

隠

し

』

と

い

い

、

子

供

を

戒

め

る

の

に

「

神

隠

し

に

あ

う

よ

」

と

脅

か

す

こ

と

が

あ

る

が

、

東

村

山

地

方

で

は

『

隠

れ

座

頭

』

『

人

さ

ら

い

』

『

血

と

り

』

に

さ

ら

わ

れ

る

と

い

う

言

い

方

も

し

て

い

た

。

戦

前

ま

で

は

、

特

に

八

国

山

（

諏

訪

町

二

・

三

丁

目

）

、

萩

山

（

萩

山

町

）

の

牛

ケ

窪

、

お

さ

る

山

（

青

葉

町

）

か

ら

伊

豆

殿

堀

（

新

堀

川

）

に

か

け

て

は

非

常

に

寂

し

い

と

こ

ろ

で

、

子

供

た

ち

だ

け

で

行

く

こ

と

は

禁

じ

ら

れ

て

い

た

。 

二

四

二

四

二

四

二

四 

大

岱

村

（

現

在

の

恩

多

町

）

の

金

子

と

い

う

家

の

子

供

が

行

方

不

明

に

な

り

、

村

中

総

出

で

探

し

た

が

見

つ

か

ら

な

か

っ

た

。

何

日

か

し

て

、

御

岳

山

（

奥

多

摩

郡

）

で

迷

子

と

し

て

保

護

さ

れ

た

と

連

絡

が

入

っ

た

。

家

人

が

急

い

で

引

き

取

り

に

い

く

と

、

何

日

間

か

飲

ま

ず

食

わ

ず

で

い

た

ら

し

く

痩

せ

細

っ

て

い

た

と

い

う

。 

二

五

二

五

二

五

二

五 

明

治

の

初

め

頃

、

廻

田

村

（

現

在

の

廻

田

町

）

の

人

が

、

九

歳

の

男

の

子

に

青

梅

を

持

た

せ

て

国

分

寺

ま

で

使

い

に

出

し

た

。

先

方

は

、

梅

の

お

返

し

に

と

油

揚

げ

を

た

く

さ

ん

包

ん

で

、

風

呂

敷

に

横

背

負

い

に

背

負

わ

せ

て

帰

し

た

。

と

こ

ろ

が

夜

に

な

っ

て

も

帰

っ

て

こ

な

い

。

大

急

ぎ

で

国

分

寺

に

行

っ

て

聞

い

て

み

る

と

、

早

い

時

間

に

帰

し

た

と

い

う

。

皆

で

何

日

も

探

し

た

ら

、

津

田

塾

の

山

で

や

っ

と

見

つ

か

っ

た

。

が

、

子

供

の

着

物

は

食

い

ち

ぎ

ら

れ

、

持

た

せ

ら

れ

た

油

揚

げ

は

も

ち

ろ

ん

、

子

供

の

お

腹

ま

で

食

わ

れ

て

い

た

と

い

う

。 

二

六

二

六

二

六

二

六 

明

治

の

初

め

頃

、

大

岱

村

（

現

在

の

恩

多

町

）

で

は

、

裏

山

の

ム

ジ

ナ

が

小

川

を

越

え

て

毎

晩

や

っ

て

き

て

糞

を

す

る

の

で

、

山

の

よ

う

に

な

っ

て

い

る

こ

と

が

よ

く

あ

っ

た

と

い

う

。

何

の

た

め

か

は

わ

か

ら

な

い

が

、

村

人

は

『

ム

ジ

ナ

の

タ

メ

グ

ソ

』

と

呼

ん

で

い

た

。
「

ム

ジ

ナ

は

千

人

の

股

を

く

ぐ

る

と

人

を

化

か

せ

る

よ

う

に

な

る

」

と

も

伝

え

ら

れ

て

い

る

。 

二

七 

あ

る

年

の

秋

、

野

口

村

北

山

（

現

在

の

野

口

町

三

丁

目

付

近

）

に

稲

刈

り

に

行

っ

た

人

が

、

稲

刈

り

の

手

を

休

め

て

腰

を

下

ろ

し

て

一

服

し

て

い

た

。

と

こ

ろ

が

、

て

っ

き

り

畦

か

丸

太

だ

ろ

う

と

思

っ

て

い



た

腰

か

け

て

い

る

モ

ノ

が

、

突

然

も

ぞ

も

ぞ

と

動

き

だ

し

た

。

驚

い

て

飛

び

退

く

と

大

き

な

蛇

の

胴

体

だ

っ

た

の

で

、

一

目

散

に

逃

げ

た

。

あ

と

で

戻

っ

て

み

る

と

、

蛇

の

通

っ

た

あ

と

の

稲

が

倒

さ

れ

て

、

道

の

よ

う

に

な

っ

て

続

い

て

い

た

と

い

う

。 

二

八

二

八

二

八

二

八 

明

治

十

三

年

十

一

月

十

九

日

、

日

本

史

上

最

後

の

本

格

的

仇

討

ち

と

い

わ

れ

た

事

件

が

東

村

山

で

起

こ

っ

た

。

前

年

の

四

月

二

十

一

日

、

大

岱

村

（

現

在

の

恩

多

町

）

の

稲

荷

神

社

の

祭

り

の

夜

、

柳

瀬

学

校

職

員

の

高

木

千

代

三

郎

と

稲

熊

の

親

分

と

呼

ば

れ

て

い

た

橋

本

熊

三

と

の

あ

い

だ

で

争

い

が

起

こ

っ

た

が

、

そ

の

後

ま

も

な

く

、

仲

裁

に

入

っ

た

川

上

助

左

ヱ

門

の

刃

傷

を

受

け

た

死

体

が

発

見

さ

れ

た

。

熊

本

鎮

台

に

陸

軍

軍

曹

と

し

て

勤

務

し

て

い

た

息

子

の

行

義

は

、

い

っ

た

ん

は

故

郷

の

久

米

川

村

に

戻

っ

て

葬

儀

を

済

ま

せ

た

も

の

の

、

す

ぐ

に

熊

本

鎮

台

に

戻

ら

ざ

る

を

得

な

か

っ

た

。

そ

の

後

、

落

ち

て

い

た

刀

の

鞘

を

手

が

か

り

に

猪

熊

の

親

分

が

調

査

し

た

と

こ

ろ

、

犯

人

が

高

木

千

代

三

郎

だ

と

わ

か

り

、

行

義

は

さ

っ

そ

く

上

京

し

よ

う

と

し

た

が

、

軍

か

ら

の

休

暇

の

許

可

が

ど

う

し

て

も

出

な

か

っ

た

。

そ

こ

で

仕

方

な

く

軍

を

脱

走

し

、

三

ヶ

月

逃

げ

回

っ

た

末

に

や

っ

と

久

米

川

村

に

た

ど

り

着

い

て

高

木

に

決

闘

を

申

し

込

み

、

秋

津

紅

葉

山

（

秋

津

四

丁

目

）

で

仇

を

討

っ

た

の

で

あ

る

。

夜

明

け

の

光

が

射

し

込

む

頃

、

梅

岩

寺

（

久

米

川

町

五

丁

目

）

に

引

き

上

げ

て

父

の

墓

前

に

高

木

の

首

を

捧

げ

た

あ

と

、

行

義

は

警

察

に

出

向

い

て

自

首

を

し

た

。

終

身

刑

を

言

い

渡

さ

れ

て

網

走

刑

務

所

に

服

役

す

る

が

、

四

十

三

歳

の

時

に

恩

赦

で

釈

放

さ

れ

、

出

所

後

は

自

由

党

の

壮

士

と

な

っ

て

活

躍

し

た

。

梅

岩

寺

に

は

、

明

治

三

十

六

年

に

東

京

市

長

と

な

っ

た

尾

崎

行

雄

が

、

行

義

あ

て

に

送

っ

た

礼

状

が

保

管

さ

れ

て

い

る

。

こ

の

事

件

は

当

時

の

新

聞

で

大

き

く

採

り

上

げ

ら

れ

、

「

探

偵

実

話

・

川

上

行

義

」

「

川

上

行

義

復

讐

新

話

」

が

出

版

さ

れ

た

り

、

行

義

を

主

人

公

に

し

た

芝

居

が

全

国

で

上

演

さ

れ

た

り

、
「

川

上

騒

動

く

ど

き

節

」

と

い

う

歌

が

大

流

行

し

た

こ

と

な

ど

か

ら

、

行

義

は

た

ち

ま

ち

全

国

的

な

有

名

人

に

な

っ

て

し

ま

っ

た

。

そ

の

重

圧

に

耐

え

か

ね

た

の

か

、

五

十

四

歳

の

時

に

つ

ま

ら

な

い

喧

嘩

か

ら

友

人

を

刺

殺

し

て

し

ま

い

、

再

び

刑

務

所

に

舞

い

戻

っ

た

。

懲

役

十

五

年

の

刑

を

終

え

て

七

十

五

歳

で

亡

く

な

る

ま

で

の

消

息

は

一

切

わ

か

っ

て

い

な

い

。 

二

九

二

九

二

九

二

九 

紅

葉

山

の

事

件

は

、

当

時

十

五

、

六

歳

だ

っ

た

当

間

丈

之

助

少

年

に

と

っ

て

生

涯

忘

れ

ら

れ

な

い

事

件

と

な

っ

た

。

行

義

は

、

高

木

の

首

を

槍

の

先

に

付

け

て

歌

を

う

た

い

な

が

ら

梅

岩

寺

に

や

っ

て

く

る

と

、

住

職

を

起

こ

し

て

事

の

次

第

を

報

告

し

、

裏

の

井

戸

で

洗

っ

た

首

を

父

の

墓

前

に

供

え

た

あ

と

家

に

帰

っ

た

の

だ

が

、

そ

の

途

中

、

た

ま

た

ま

顔

見

知

り

で

門

前

に

住

ん

で

い

た

丈

之

助

少

年

を

叩

き

起

こ

し

、
「

高

木

の

ほ

う

か

ら

首

を

取

り

返

し

に

来

る

か

も

し

ん

ね

い

か

ら

、

朝

ま

で

番

を

し

て

ろ

」

と

言

い

付

け

た

の

で

あ

る

。

夜

が

明

け

る

と

す

ぐ

に

、

仇

討

ち

の

こ

と

を

聞

い

た

村

人

が

や

っ

て

き

た

の

で

少

年

は

安

心

し

た

が

、

ま

も

な

く

大

勢

の

人

々

が

首

を

見

物

し

に

ど

っ

と

押

し

か

け

、

大

変

な

騒

ぎ

に

な

っ

た

こ

と

に

ま

た

驚

い

た

と

い

う

。 

三三三三

〇〇〇〇 

明

治

の

頃

、

野

口

村

西

宿

（

現

在

の

諏

訪

町

）

に

住

む

遠

藤

若

次

郎

と

い

う

人

が

、

夜

中

に

何

か

の

物

音

が

し

た

の

で

外

に

出

て

み

る

と

、

二

瀬

橋

の

鉄

橋

の

手

前

に

蒸

気

機

関

車

が

止

ま

り

、

提

灯

を

掲

げ

た

工

夫

が

線

路

を

直

し

て

い

る

の

が

見

え

た

。

何

事

か

と

思

っ

て

駆

け

出

し

て

行

っ

て

み

た

が

、

着

い

て

み

る

と

汽

車

も

線

路

工

夫

も

跡

形

も

な

く

消

え

て

い

た

。

た

だ

二

瀬

橋

の

下

の

水

音

が

聞

こ

え

る

ば

か

り

で

あ

っ

た

と

い

う

。 

三

一

三

一

三

一

三

一 

あ

る

紺

屋

の

職

人

が

酒

を

飲

み

に

行

っ

た

帰

り

道

、

ふ

ら

つ

く

足

取

り

で

梅

岩

寺

の

辺

り

に

さ

し

か

か

る

と

、

す

ぐ

近

く

に

赤

い

鳥

居

が

見

え

た

。

こ

れ

幸

い

と

つ

か

ま

っ

て

休

も

う

と

す

る

と

、

鳥

居

は

ツ

ツ

ー

と

動

い

て

先

の

ほ

う

へ

動

い

た

。

近

付

い

て

ま

た

つ

か

ま

ろ

う

と

す

る

と

逃

げ

て

い

く

。

結

局

一

晩

中

鳥

居

を

追

い

回

し

て

い

た

と

い

う

。 

三

二

三

二

三

二

三

二 

あ

る

女

性

が

得

体

の

知

れ

な

い

重

い

病

気

に

か

か

り

、

医

者

が

診

て

も

病

名

が

わ

か

ら

ず

手

当

て

の

施

し

よ

う

が

な

か

っ

た

。

困

っ

た

夫

は

、

箱

根

ヶ

崎

（

瑞

穂

町

）

の

裏

手

に

あ

っ

た

と

い

う

藤

山

に

住

む

、

当

時

評

判

の

巫

女

に

お

伺

い

を

立

て

た

と

こ

ろ

、

巫

女

に

神

様

ら

し

き

霊

が

乗

り

移

り

、
「

毎

日

毎

日

我

が

前

を

通

り

な

が

ら

、

一

言

の

挨

拶

も

な

い

無

礼

な

奴

だ

。

こ

れ

か

ら

で

も

挨

拶

に

く

れ

ば

病

気

は

治

し

て

や

ろ

う

」

と

言

っ

た

。

夫

は

そ

れ

が

ど

こ

の

神

様

か

わ

か

ら

ず

恩

案

の

挙

げ

句

、

毎

日

畑

に

向

か

う

道

筋

に

小

さ

な

稲

荷

社

が

あ

っ

た

こ

と

に

気

が

付

き

、

早

速

赤

飯

を

炊

い

て

油

揚

げ

と

と

も

に

献

上

し

た

と

こ

ろ

、

病

気

は

瞬

く

間

に

治

っ

て

し

ま

っ

た

と

い

う

。

 

三

三

三

三

三

三

三

三 

川

越

の

扇

町

屋

に

あ

る

稲

荷

は

、

占

い

が

よ

く

当

た

る

こ

と

で

有

名

で

、

遠

く

か

ら

も

お

伺

い

を

立

て

る

人

々

が

や

っ

て

き

た

。

あ

る

人

が

占

い

ご

と

の

お

願

い

に

行

っ

た

ら

、

今

日

は

駄

目

な

の

だ

と

い

う

。

ど

う

し

て

か

と

聞

い

た

ら

、「

今

、

う

ち

の

お

狐

様

は

、

東

村

山

の

浅

間

塚

の

お

狐

様

で

お

産

が

あ

っ

て

、

見

舞

い

に

行

っ

て

る

の

で

ま

た

お

い

で

な

さ

い

」

と

言

わ

れ

た

と

い

う

。 

三

四

三

四

三

四

三

四 

久

米

川

町

の

桜

井

家

に

は

古

く

か

ら

稲

荷

を



祀

っ

て

あ

る

が

、

特

に

金

銭

の

失

せ

物

に

は

あ

ら

た

か

な

霊

験

が

あ

り

、

一

週

聞

以

内

に

は

た

い

て

い

見

つ

か

る

と

い

わ

れ

て

い

る

。

噂

を

聞

き

付

け

て

お

参

り

に

や

っ

て

く

る

人

も

多

く

、

そ

れ

は

現

在

も

続

い

て

い

る

と

い

う

。 

三

五

三

五

三

五

三

五 

大

正

の

初

め

頃

、

人

が

死

ぬ

と

夜

中

に

寺

の

戸

に

ド

カ

ン

と

大

き

な

音

を

た

て

て

何

か

が

ぶ

つ

か

り

、

坊

さ

ん

は

目

を

覚

ま

さ

れ

る

と

い

う

噂

が

あ

ち

こ

ち

で

広

ま

っ

た

。

そ

こ

で

野

口

村

西

宿

（

現

在

の

諏

訪

町

）

の

村

人

の

一

人

が

、

徳

蔵

寺

の

義

栴

和

尚

に

真

偽

を

尋

ね

に

い

っ

た

。

す

る

と

義

栴

和

尚

は

、『

う

ん

、

ド

カ

ン

と

ね

。

す

る

と

翌

日

は

決

ま

っ

て

死

ん

だ

沙

汰

が

あ

る

も

ん

だ

。

人

が

死

ぬ

と

魂

が

抜

け

出

し

て

、

体

よ

り

も

先

に

寺

に

来

ち

ま

う

ん

だ

ね

」

と

真

面

目

な

顔

を

し

て

答

え

た

と

い

う

。 

三

六

三

六

三

六

三

六 

廻

田

町

の

神

山

惣

助

と

い

う

人

が

子

供

の

頃

、

暑

い

夏

の

夕

暮

に

、

父

親

に

畑

の

高

台

（

富

士

見

町

四

丁

目

）

に

煙

草

を

忘

れ

て

き

た

の

で

取

っ

て

き

て

く

れ

と

頼

ま

れ

た

。

自

転

車

で

家

を

出

て

水

路

を

渡

り

、

南

へ

向

か

っ

て

い

く

と

、

遠

く

の

二

本

松

の

上

に

十

五

夜

の

よ

う

な

満

月

が

見

え

た

。
「

あ

れ

、

こ

の

月

は

南

だ

」

と

思

っ

て

東

の

空

を

見

る

と

、

そ

こ

に

も

う

一

つ

満

月

が

出

て

い

た

。

び

っ

く

り

し

て

南

の

空

に

目

を

移

す

と

月

は

消

え

て

い

た

と

い

う

。 

三

七

三

七

三

七

三

七 

昭

和

八

年

、

久

米

川

町

の

青

年

団

が

軍

事

演

習

に

参

加

し

、

夜

中

に

歩

哨

と

し

て

見

回

り

を

さ

せ

ら

れ

た

。

す

る

と

突

然

、

林

の

中

に

三

〇

個

以

上

の

赤

い

火

が

ち

ら

ち

ら

と

点

滅

し

は

じ

め

た

。

何

事

か

と

思

っ

て

こ

わ

ご

わ

見

て

い

る

と

、

一

〇

分

間

ぐ

ら

い

続

い

て

消

え

て

し

ま

っ

た

と

い

う

。

軍

事

演

習

に

は

ほ

か

の

村

の

青

年

団

も

参

加

し

て

い

た

が

、

そ

ん

な

奇

怪

な

行

動

を

と

る

筈

は

な

く

、

狐

の

提

灯

か

も

し

れ

な

い

と

み

ん

な

で

話

し

合

っ

た

と

い

う

。 

三

八

三

八

三

八

三

八 

正

福

寺

の

近

く

に

住

む

渡

辺

宗

太

と

い

う

人

が

、

友

人

と

二

人

で

所

沢

に

狩

猟

に

出

か

け

た

。

夕

方

に

な

っ

て

、

荒

幡

の

富

士

の

そ

ば

の

桑

畑

を

通

り

か

か

っ

た

時

、

一

人

の

女

性

が

何

か

を

し

て

い

る

の

に

出

会

っ

た

。

よ

く

見

る

と

、

新

巻

鮭

を

背

負

っ

た

女

性

が

、

束

ね

て

あ

る

桑

の

縄

を

一

生

懸

命

に

ほ

ど

い

て

い

る

。

お

か

し

な

こ

と

を

し

て

い

る

と

思

っ

た

宗

太

が

女

性

に

近

付

く

と

、

足

元

か

ら

狐

が

一

匹

飛

び

出

し

て

き

た

の

で

鉄

砲

を

撃

っ

た

。

そ

の

音

に

驚

い

た

女

性

は

ぽ

か

ん

と

し

た

ま

ま

、
「

私

は

今

朝

砂

川

を

出

て

、

北

野

へ

歳

暮

の

鮭

を

届

け

る

の

だ

が

…

…

」

と

ぼ

そ

ぼ

そ

言

っ

た

。

宗

太

は

北

野

へ

行

く

道

を

教

え

て

や

っ

た

と

い

う

。 

三

九

三

九

三

九

三

九 

久

米

川

町

の

榎

本

孫

一

と

い

う

人

が

十

七

歳

の

頃

、

当

時

『

か

し

な

ら

し

』

と

呼

ば

れ

て

い

た

山

の

と

こ

ろ

で

二

人

の

友

人

に

会

っ

た

。

連

れ

立

っ

て

歩

い

て

い

く

と

、

遠

く

の

ほ

う

で

青

い

火

が

燃

え

て

い

る

の

が

見

え

た

。

正

体

が

わ

か

ら

な

い

ま

ま

に

し

ば

ら

く

見

て

い

た

が

、

狐

火

は

煙

草

を

吸

う

と

消

え

る

と

い

う

話

を

一

人

が

思

い

出

し

、

煙

草

に

火

を

点

け

て

吸

っ

て

か

ら

、

ふ

っ

と

煙

を

吐

い

た

の

と

同

時

に

、

青

い

火

が

ふ

っ

と

消

え

た

。

「

あ

り

ゃ

あ

狐

だ

。

ホ

レ

行

こ

う

」

と

言

わ

れ

、

夢

中

で

柳

沢

の

坂

ま

で

す

っ

飛

ん

で

逃

げ

た

と

い

う

。 

四四四四

〇〇〇〇 

あ

る

夜

、

野

口

村

西

宿

（

現

在

の

諏

訪

町

）

の

清

水

清

次

郎

と

い

う

人

が

、

親

戚

と

い

っ

し

ょ

に

祭

り

の

相

談

に

行

っ

た

帰

り

に

、

白

山

神

社

（

久

米

川

町

四

丁

目

）

の

鳥

居

を

過

ぎ

た

あ

た

り

で

、

た

く

さ

ん

の

提

灯

が

行

列

し

て

や

っ

て

来

る

の

に

行

き

会

っ

た

。

ま

る

で

本

物

の

祭

り

の

よ

う

に

、

笛

や

太

鼓

を

囃

し

立

て

て

い

い

調

子

だ

っ

た

と

い

う

。

親

戚

は

「

面

白

い

か

ら

見

て

い

く

べ

え

」

と

言

っ

た

が

、

清

次

郎

は

「

よ

く

見

ろ

。

人

様

の

家

の

提

灯

に

ゃ

家

の

名

や

屋

号

が

書

い

て

あ

る

け

ど

、

あ

り

ゃ

あ

字

が

ね

え

か

ら

狐

だ

。

そ

ん

な

も

ん

見

て

ん

と

化

か

さ

れ

て

ど

う

に

か

な

っ

ち

ま

あ

か

ら

早

く

帰

ん

べ

え

」

と

せ

か

せ

た

と

い

う

。

近

く

の

石

屋

の

う

し

ろ

に

お

稲

荷

様

が

あ

る

の

で

、

そ

こ

の

お

狐

様

か

な

と

思

っ

た

と

い

う

。

 

四

一

四

一

四

一

四

一 

八

坂

神

社

（

栄

町

三

丁

目

）

の

ご

神

木

は

、

樹

齢

三

百

年

を

超

え

る

杉

の

木

で

、

そ

の

枝

が

社

殿

の

一

部

に

食

い

込

ん

で

い

た

。

明

治

末

期

、

屋

根

の

葺

き

替

え

を

す

る

職

人

が

邪

魔

に

な

る

枝

を

山

刀

（

な

た

）

で

切

り

落

と

そ

う

と

し

た

と

こ

ろ

、

自

分

の

腕

を

切

っ

て

大

怪

我

を

し

て

し

ま

っ

た

。

そ

れ

以

来

、

ご

神

木

の

た

た

り

を

恐

れ

て

枝

を

切

ろ

う

と

す

る

者

が

な

か

っ

た

。

そ

の

た

め

、

昭

和

四

十

年

の

社

殿

新

築

の

際

に

は

、

社

殿

の

ほ

う

を

わ

ざ

わ

ざ

ご

神

木

か

ら

離

し

て

建

て

る

こ

と

に

な

っ

た

。

し

か

し

、

古

木

で

倒

壊

す

る

危

険

も

あ

っ

た

た

め

、

や

む

な

く

神

式

に

則

っ

た

お

祓

い

を

し

て

先

の

ほ

う

だ

け

を

切

り

詰

め

た

。

こ

の

時

は

き

ち

ん

と

お

祓

い

を

し

た

た

め

か

、

た

た

り

の

よ

う

な

事

件

は

ま

っ

た

く

起

き

な

か

っ

た

と

い

う

。 

四

二

四

二

四

二

四

二 

八

坂

神

社

で

は

、

古

く

か

ら

た

び

た

び

丑

の

刻

参

り

が

お

こ

な

わ

れ

て

い

た

。

真

夜

中

に

藁

で

作

っ

た

人

形

を

五

寸

釘

で

木

に

打

ち

付

け

、

人

を

呪

い

殺

す

儀

式

で

あ

る

。

杉

の

ご

神

木

に

も

五

寸

釘

の

あ

と

が

た

く

さ

ん

あ

っ

た

と

い

わ

れ

る

が

、

今

は

木

の

成

長

に

よ

っ

て

判

然

と

し

な

く

な

っ

て

し

ま

っ

た

。 

四

三

四

三

四

三

四

三 

大

正

五

年

か

ら

昭

和

二

年

ま

で

お

こ

な

わ

れ

た

村

山

貯

水

池

（

多

摩

湖

）

の

築

造

工

事

で

は

、

大

量

の

砂

利

と

セ

メ

ン

ト

が

使

わ

れ

た

が

、

セ

メ

ン

ト

は

東

村

山

駅

ま

で

は

川

越

鉄

道

の

貨

車

で

、

そ

こ

か



ら

多

摩

湖

ま

で

は

軽

便

鉄

道

で

運

ば

れ

て

い

た

。

当

時

の

セ

メ

ン

ト

は

竹

の

タ

ガ

が

か

か

っ

た

樽

入

り

で

、

貨

車

か

ら

は

歩

み

板

の

上

を

転

が

し

て

下

ろ

す

の

だ

が

、

そ

の

力

の

入

れ

加

減

が

む

ず

か

し

く

、

た

び

た

び

勢

い

が

つ

き

す

ぎ

て

タ

ガ

が

は

ず

れ

、

樽

が

壊

れ

て

東

村

山

駅

構

内

に

は

大

量

の

セ

メ

ン

ト

が

こ

ぼ

れ

て

い

た

。

駅

の

近

く

に

住

む

人

々

は

、

一

日

に

何

度

か

「

あ

あ

、

ま

た

溜

ま

っ

た

だ

ん

べ

」

と

塵

取

り

や

箒

を

持

っ

て

や

っ

て

来

て

、

好

き

な

だ

け

セ

メ

ン

ト

を

手

に

入

れ

る

こ

と

が

で

き

た

。

そ

し

て

申

し

合

わ

せ

た

よ

う

に

庭

に

池

を

作

っ

た

。

今

で

も

そ

の

名

残

を

見

る

こ

と

が

で

き

る

と

い

う

。 

四

四

四

四

四

四

四

四 

通

常

、

貯

水

池

の

取

水

塔

は

一

つ

だ

け

で

あ

る

は

ず

な

の

だ

が

、

な

ぜ

か

村

山

貯

水

池

（

多

摩

湖

）

に

は

二

つ

目

の

取

水

塔

が

作

ら

れ

て

い

る

。

飲

料

貯

水

池

で

あ

る

村

山

貯

水

池

は

、

水

質

の

悪

化

を

防

止

す

る

た

め

に

、

堤

防

の

中

ほ

ど

に

下

層

の

水

を

抜

く

た

め

の

穴

が

作

ら

れ

、

何

日

か

に

一

度

バ

ル

ブ

を

開

け

て

湖

底

の

水

を

放

出

す

る

構

造

に

な

っ

て

い

た

。

そ

の

際

に

は

、

バ

ル

ブ

の

上

部

に

鉄

の

棒

を

十

文

字

に

渡

し

、

そ

れ

ぞ

れ

の

棒

を

四

人

の

人

間

が

抱

え

、

力

一

杯

回

す

こ

と

で

や

っ

と

バ

ル

ブ

が

開

閉

す

る

の

で

あ

っ

た

。

こ

れ

は

あ

ま

り

に

も

重

労

働

だ

と

い

う

こ

と

で

、

昭

和

五

十

年

頃

に

、

バ

ル

ブ

の

開

閉

を

モ

ー

タ

ー

の

動

力

で

お

こ

な

う

機

械

が

据

え

付

け

ら

れ

た

。

と

こ

ろ

が

、

バ

ル

ブ

開

門

の

日

が

来

て

機

械

を

作

動

さ

せ

た

と

こ

ろ

、

機

械

が

突

然

故

障

し

て

モ

ー

タ

ー

が

止

ま

ら

な

く

な

り

、

つ

い

に

ス

ピ

ン

ド

ル

の

ネ

ジ

部

分

が

つ

ぶ

れ

て

一

ミ

リ

も

動

か

な

く

な

っ

て

し

ま

っ

た

。

そ

こ

で

、

下

層

の

水

を

排

出

す

る

た

め

の

第

二

取

水

塔

が

作

ら

れ

た

の

で

あ

る

。 

四

五

四

五

四

五

四

五 

村

山

貯

水

池

（

多

摩

湖

）

が

完

成

し

て

か

ら

数

年

後

、

東

村

山

地

方

で

は

、

『

鴨

緑

江

節

』

の

替

え

歌

で

あ

る

こ

ん

な

歌

が

流

行

し

て

い

た

。 

 

◆

村

山

の

山

口

境

の

あ

の

貯

水

池

は 

 
 

二

百

五

十

戸

も

移

転

さ

せ 

 
 

八

十

五

尺

の

土

手

を

築

き 

 
 

今

で

は

都

の

遊

園

地 

 

◆

村

山

の

山

口

境

の

あ

の

貯

水

池

は 

 
 

鴨

や

魚

が

多

け

れ

ど 

 
 

取

る

に

取

ら

れ

ぬ

禁

猟

区 

 
 

ほ

ん

に

浮

き

世

は

ま

ま

な

ら

ぬ 

四

六

四

六

四

六

四

六 

明

治

二

十

七

年

に

敷

設

さ

れ

た

川

越

線

（

現

在

の

西

武

国

分

寺

線

）

に

は

、

昭

和

二

十

七

年

ま

で

蒸

気

機

関

車

が

走

っ

て

い

た

。

戦

時

中

に

中

央

線

沿

線

の

軍

需

工

場

に

通

っ

て

い

た

東

村

山

の

人

々

は

、

疲

れ

た

体

を

癒

す

意

味

も

あ

っ

て

か

、

次

の

よ

う

な

『

ラ

バ

ウ

ル

小

唄

』

の

替

え

歌

を

帰

り

の

車

内

で

歌

っ

て

い

た

と

い

う

。 

 

◆

汽

車

に

お

乗

り

な

ら

ゴ

イ

線

に

お

乗

り 

 
 

北

は

川

越

南

は

ブ

ン

ジ 

 
 

金

波

銀

波

の

ム

ラ

ヤ

マ

恋

し 

 
 

可

愛

い

あ

の

娘

の

笑

顔

が

浮

か

ぶ 

（

ゴ

イ

線=
川

越

線

／

ブ

ン

ジ=

国

分

寺

／

金

波

銀

波=

多

摩

湖

／

ム

ラ

ヤ

マ=

東

村

山

） 

四

七

四

七

四

七

四

七 

第

二

次

世

界

大

戦

に

お

い

て

、

当

時

の

東

村

山

町

は

米

軍

の

空

襲

に

五

回

遭

っ

て

い

る

。

そ

の

ほ

と

ん

ど

は

、

陸

軍

の

飛

行

場

が

あ

っ

た

所

沢

へ

向

か

う

道

路

を

寸

断

す

る

こ

と

を

目

的

と

し

て

い

た

た

め

、

お

も

に

橋

が

数

多

く

か

か

っ

て

い

た

柳

瀬

川

沿

い

の

一

帯

に

集

中

し

て

い

る

。

昭

和

二

十

年

四

月

二

日

未

明

の

空

襲

の

時

に

は

、

大

型

爆

撃

機

B
2
9

が

秋

津

町

の

小

俣

家

の

畑

（

現

在

の

秋

津

町

一

丁

目

）

に

墜

落

し

た

。

民

家

二

十

二

戸

が

破

壊

さ

れ

、

二

戸

が

全

焼

、

町

民

三

名

が

行

方

不

明

と

な

っ

た

。B
2
9

の

残

骸

の

傍

ら

に

は

、

十

一

名

の

米

兵

の

焼

死

体

が

あ

っ

た

。

そ

の

中

に

は

通

信

兵

だ

っ

た

と

思

わ

れ

る

女

性

が

一

人

い

た

が

、

現

場

に

駆

け

付

け

た

憲

兵

隊

は

そ

の

事

実

を

な

ぜ

か

異

常

に

警

戒

し

、

女

性

の

兵

士

が

い

た

こ

と

は

絶

対

に

口

外

し

な

い

よ

う

、

村

人

に

徹

底

指

導

し

て

か

ら

引

き

揚

げ

て

い

っ

た

と

い

う

。

夜

が

明

け

る

と

、

何

人

か

の

村

人

が

バ

ラ

バ

ラ

に

な

っ

た

死

体

を

引

き

ず

り

回

し

て

い

た

。

こ

の

光

景

を

見

て

い

た

小

俣

家

の

当

主

の

権

次

郎

は

、
「

仏

様

に

な

れ

ば

敵

も

味

方

も

な

い

じ

ゃ

な

い

か

」

と

つ

ぶ

や

い

て

、

米

兵

の

遺

体

を

集

め

は

じ

め

た

。

集

ま

っ

た

人

々

は

し

ば

ら

く

そ

れ

を

黙

っ

て

見

て

い

た

が

、

誰

言

う

と

も

な

く

い

つ

し

か

遺

体

を

拾

い

集

め

る

よ

う

に

な

り

、

日

本

兵

に

見

つ

か

ら

な

い

よ

う

に

と

、

菰

に

包

ん

で

秋

津

駅

の

北

側

に

あ

る

花

見

堂

の

裏

に

埋

め

、

遺

品

は

軍

に

見

つ

か

ら

ぬ

よ

う

に

隠

し

て

お

い

た

。

戦

後

、

権

次

郎

は

遺

骨

と

遺

品

を

掘

り

出

し

て

、

駐

留

軍

の

担

当

者

に

引

き

渡

し

て

感

謝

状

を

贈

ら

れ

た

と

い

う

。

 

四

八

四

八

四

八

四

八 

久

来

川

町

の

立

河

正

時

と

い

う

人

は

、

北

支

（

中

国

の

北

部

）

か

ら

昭

和

二

十

三

年

に

復

員

し

た

が

、

そ

の

年

の

夏

、

保

生

園

（

現

在

の

山

手

病

院

）

の

裏

山

へ

盆

花

を

採

り

に

行

っ

た

ら

、

大

き

な

木

の

根

っ

こ

の

と

こ

ろ

に

見

慣

れ

な

い

稲

荷

の

赤

い

祠

が

あ

っ

た

。

子

供

の

頃

か

ら

駈

け

め

ぐ

っ

て

遊

ん

だ

山

な

の

で

よ

く

知

っ

て

い

る

つ

も

り

だ

っ

た

が

、
「

た

ぶ

ん

戦

争

中

に

で

も

祀

ら

れ

た

新

し

い

稲

荷

様

な

の

だ

ろ

う

」

と

思

っ

て

、

採

り

集

め

た

花

を

祠

の

前

に

置

い

て

そ

の

場

を

離

れ

た

。

新

し

い

花

を

採

っ

て

し

ば

ら

く

し

て

戻

っ

た

ら

、

花

だ

け

が

残

っ

て

い

て

祠

は

な

く

な

っ

て

い

た

と

い

う

。 

四

九

四

九

四

九

四

九 

昭

和

の

中

頃

、

浦

和

市

に

住

む

野

崎

ア

キ

と

い



う

女

性

が

目

を

患

っ

て

い

た

が

、

医

者

か

ら

回

復

の

見

込

み

は

な

い

と

見

離

さ

れ

て

し

ま

っ

た

。

あ

る

日

、

ど

こ

か

ら

か

や

っ

て

き

た

浮

浪

者

風

の

男

が

、
「

東

村

山

の

久

米

川

に

小

さ

い

石

祠

が

あ

り

、

観

音

様

が

祀

ら

れ

て

い

る

、

こ

れ

を

一

心

に

拝

め

ば

目

は

治

る

」

と

言

っ

て

去

っ

て

い

っ

た

。

詳

し

い

所

番

地

を

聞

か

な

か

っ

た

た

め

、

彼

女

は

何

度

も

東

村

山

に

足

を

運

び

、

や

っ

と

の

こ

と

で

達

磨

坂

上

の

豊

田

家

（

久

米

川

二

丁

目

）

に

、

小

さ

い

な

が

ら

慈

母

観

音

が

祀

ら

れ

て

い

る

の

を

知

り

、

早

速

日

参

し

て

一

心

に

祈

る

と

目

が

治

っ

て

し

ま

つ

た

。

豊

田

家

の

慈

母

観

音

の

堂

内

に

は

、

彼

女

が

寄

進

し

た

賽

銭

箱

と

鈴

が

奉

納

さ

れ

て

い

る

。 

五五五五

〇〇〇〇 

東

村

山

市

と

聞

い

て

思

い

浮

か

ぶ

有

名

人

と

い

え

ば

、

何

を

さ

て

措

い

て

も

志

村

け

ん

で

あ

る

。

た

だ

し

、

彼

が

結

果

的

に

せ

よ

「

東

村

山

市

」

と

い

う

地

名

を

残

し

た

功

労

者

で

あ

る

こ

と

は

あ

ま

り

知

ら

れ

て

い

な

い

。

一

九

七

〇

年

代

前

半

、

東

村

山

市

の

周

辺

で

は

、

町

や

村

が

合

併

し

て

市

制

を

施

行

し

た

こ

と

で

、

新

名

称

の

市

が

次

々

と

誕

生

し

て

い

た

。

「

東

村

山

」

と

い

う

の

は

明

治

二

十

二

年

か

ら

続

く

由

緒

あ

る

名

前

だ

が

、

当

時

は

あ

ま

り

に

も

知

ら

れ

て

い

な

い

無

名

の

市

だ

っ

た

た

め

、

市

名

を

改

称

し

て

み

ん

な

に

知

っ

て

も

ら

お

う

と

い

う

運

動

が

一

気

に

高

ま

り

、

新

市

名

を

市

民

か

ら

公

募

し

て

決

め

よ

う

と

い

う

プ

ラ

ン

が

立

て

ら

れ

た

。

そ

こ

で

突

如

と

し

て

起

き

た

の

が

、

Ｔ

Ｂ

Ｓ

『

８

時

だ

よ

全

員

集

合

』

か

ら

広

ま

っ

た

「

東

村

山

音

頭

」

の

大

ブ

ー

ム

で

あ

る

。

あ

ま

り

に

も

急

速

に

「

東

村

山

」

の

名

前

が

人

口

に

膾

炙

さ

れ

た

た

め

、

今

さ

ら

市

名

を

変

え

る

意

味

が

ほ

と

ん

ど

な

く

な

っ

て

し

ま

っ

た

。

知

名

度

を

高

め

て

く

れ

た

功

績

に

対

し

、

東

村

山

市

は

志

村

け

ん

に

感

謝

状

を

贈

っ

た

。

市

民

栄

誉

賞

を

贈

ろ

う

と

い

う

動

き

も

あ

る

が

、

何

度

も

候

補

に

名

が

挙

が

る

だ

け

で

い

ま

だ

に

実

現

は

し

て

い

な

い

。

彼

が

テ

レ

ビ

番

組

の

中

で

歌

っ

て

い

た

『

東

村

山

音

頭

』

は

、

最

初

の

三

小

節

だ

け

は

オ

リ

ジ

ナ

ル

と

だ

い

た

い

同

じ

だ

が

、

そ

の

他

の

部

分

は

ま

っ

た

く

の

彼

の

作

詞

変

曲

で

あ

る

。

正

調

の

東

村

山

音

頭

の

歌

詞

は

次

の

よ

う

な

も

の

で

あ

る

。 

 

◆

東

村

山

庭

先

や

多

摩

湖

ソ

レ

ヤ

レ

ソ

レ 

 
 

狭

山

茶

ど

こ

ろ

人

情

に

あ

つ

い 

 
 

茶

の

み

ば

な

し

に

花

が

咲

く

花

淋

咲

く 

 
 

（

以

下

く

り

か

え

し

） 

 
 

チ

ョ

イ

ト

チ

ョ

ッ

ク

ラ

チ

ョ

イ

ト 

チ

ョ

イ

ト

キ

テ

ネ 

 
 

よ

か

っ

た

ら

お

い

で

よ

お

茶

い

れ

る 

 

◆

関

東

八

州

八

国

山

で

ソ

レ

ヤ

レ

ソ

レ 

 
 

見

れ

ば

う

き

世

の

こ

こ

ろ

も

晴

れ

る 

 
 

晴

れ

り

ゃ

富

士

さ

え

薄

化

粧

薄

化

粧 

 

◆

言

わ

ず

語

り

に

伊

豆

殿

堀

を

ソ

レ

ヤ

レ

ソ

レ 

 
 

こ

え

て

逢

う

瀬

を

ま

た

二

瀬

川 

 
 

し

の

ぶ

久

来

川

古

戦

場

古

戦

場 

●

参

考

資

料 
東

村

山

市

教

育

委

員

会

『

ふ

る

さ

と

昔

語

り

』

／

東

村

山

市

教

育

委

員

会

・

文

化

財

専

門

委

員

会

『

東

村

山

民

謡

集

』

／

東

村

山

郷

土

研

究

会

『

東

材

山

四

方

山

話

』

一

・

二

／

東

村

山

郷

土

研

究

会

『

地

域

に

残

る

地

名

に

ま

つ

わ

る

話

』

一

～

三 

●●●●

解

説

解

説

解

説

解

説 

東

村

山

と

い

う

と

こ

ろ

は

、

取

り

立

て

て

特

徴

の

あ

る

町

で

は

な

い

。

お

そ

ら

く

、

正

福

寺

千

体

地

蔵

堂

と

志

村

け

ん

が

こ

の

世

に

存

在

し

て

い

な

か

っ

た

ら

、

そ

の

名

も

人

口

に

膾

炙

さ

れ

る

こ

と

は

な

か

っ

た

だ

ろ

う

。

戦

後

、

住

宅

・

商

業

地

域

と

し

て

発

展

し

た

の

も

、

典

型

的

な

ベ

ッ

ド

タ

ウ

ン

化

に

伴

う

結

果

に

過

ぎ

な

い

。

し

か

も

、

そ

れ

を

推

進

し

た

の

は

自

助

努

力

で

は

な

く

、

な

ぜ

か

市

内

に

た

く

さ

ん

の

駅

を

作

っ

て

く

れ

た

西

武

鉄

道

の

お

蔭

で

あ

る

。

東

村

山

市

内

に

は

、

い

わ

ゆ

る

伝

説

、

昔

話

、

お

伽

話

な

ど

と

い

わ

れ

る

、

フ

ィ

ク

シ

ョ

ン

と

し

て

の

魅

力

に

満

ち

た

物

語

は

ほ

と

ん

ど

残

っ

て

い

な

い

。

そ

の

代

わ

り

、

何

々

村

の

何

兵

衛

さ

ん

が

狐

に

化

か

さ

れ

た

と

い

っ

た

類

い

の

、

さ

も

事

実

で

あ

る

か

の

よ

う

な

不

思

議

な

話

は

数

多

く

残

さ

れ

て

い

る

。

も

ち

ろ

ん

、

〈

二

二

〉

の

『

後

家

通

り

』

の

話

は

、

お

そ

ら

く

コ

レ

ラ

か

何

か

の

疫

病

の

せ

い

で

は

な

い

か

と

か

、

〈

二

〇

〉

の

『

ハ

ケ

の

お

さ

る

様

』

の

話

は

、

酔

っ

払

っ

た

若

者

が

悪

戯

し

た

の

だ

ろ

う

と

か

、

い

ろ

い

ろ

と

科

学

的

に

推

理

す

る

こ

と

は

で

き

る

が

、

そ

れ

を

逐

一

や

っ

て

い

た

の

で

は

途

端

に

民

俗

学

的

味

わ

い

は

失

わ

れ

て

し

ま

う

。

い

ず

れ

に

し

て

も

、

こ

れ

だ

け

魅

力

的

な

不

可

思

議

譚

が

数

多

く

残

さ

れ

て

い

る

と

い

う

の

は

、

東

村

山

が

ま

か

り

間

違

っ

て

も

都

会

で

は

な

い

こ

と

の

証

左

だ

が

、

機

能

的

文

化

都

市

を

標

榜

し

な

が

ら

産

廃

処

理

場

で

ダ

イ

オ

キ

シ

ン

を

撤

き

散

ら

し

て

い

る

ど

こ

か

の

自

治

体

よ

り

は

、

よ

ほ

ど

ま

し

な

の

で

は

な

い

だ

ろ

う

か

。

東

村

山

市

の

二

代

前

の

市

長

は

、

市

政

パ

ン

フ

レ

ッ

ト

に

「

目

標

の

位

置

付

け

は

田

園

調

布

」

と

書

い

て

失

笑

を

買

っ

た

。

し

か

し

、

そ

れ

に

象

徴

さ

れ

る

い

い

意

味

で

の

《

脳

天

気

さ

》

こ

そ

が

、

実

は

ス

ト

レ

ス

ば

か

り

を

抱

え

て

い

る

現

代

日

本

人

に

最

も

欠

け

て

い

る

も

の

で

は

な

い

か

と

い

う

気

も

し

て

く

る

。

偉

大

で

は

な

い

が

健

全

な

る

田

舎

都

市

『

東

村

山

』

の

風

貌

の

一

端

に

し

み

じ

み

と

し

て

い

た

だ

け

れ

ば

幸

甚

で

あ

る

。
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編

集

編

集

編

集

編

集 

株

式

会

社

コ

コ

・

プ

ラ

イ

ド

出

版

事

業

部

「

コ

コ

・

パ

ピ

ラ

ス

」 


