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再
発
見
・
牛
久 

第
六
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
介
山
の
小
説

　

『
大だ
い
ぼ
さ
つ
と
う
げ

菩
薩
峠
』の
挿
絵
を
描
く

　

希
代
の
文
豪
中
里
介
山
は
明
治
18
年

（
１
８
８
５
年
）に
神
奈
川
県
西
多
摩
郡
羽

村（
現
東
京
都
羽
村
市
）で
生
ま
れ
た
。
大

正
２
年（
１
９
１
３
年
）、『
都
新
聞
』に
起
稿

さ
れ
た
小
説『
大
菩
薩
峠
』は
、
昭
和
16
年

（
１
９
４
１
年
）ま
で
29
年
の
長
き
に
わ
た
っ

て
営
々
と
書
き
つ
が
れ
、
つ
い
に
未
完
の
ま

ま
に
終
わ
っ
た
世
界
第
一
の
長
編
で
あ
る
。

芋
銭
が
、
大
正
７
年（
１
９
１
８
年
）に
玉

流
堂
書
店
よ
り
発
売
さ
れ
た
大
菩
薩
峠
の

挿
絵
を
描
い
て
い
る
の
で
、
芋
銭
と
介
山

の
関
わ
り
に
つ
い
て
次
に
記
し
て
お
く
。

　

小
川
芋
銭
と
中
里
介
山

　
　

桜
沢
一
昭
著（
同
成
社
刊
）

『
中
里
介
山
と
大
菩
薩
峠
』よ
り
引
用

　

い
さ
さ
か
旧
聞
に
属
す
る
が
、
１
月
の

上
旬（
本
書
は
平
成
９
年
６
月
刊
）、
新
宿

小
田
急
デ
パ
ー
ト
で
開
催
中
の
小
川
芋
銭

生
誕
１
２
０
年
記
念
特
別
展
を
の
ぞ
い
た
。

　

小
川
芋
銭
は
気
に
か
か
る
画
人
の
一
人

で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
今
で
は
稀
観
本

と
な
っ
た
中
里
介
山
の
和
装
本
・
玉
流
堂

版『
大
菩
薩
峠
』
第
１
巻『
甲
源
一
刀
流
の

巻
』（
大
正
７
年
２
月
）の
木
版
挿
絵
を
描

い
て
い
る
の
が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
小
川
芋
銭

で
あ
る
か
ら
だ
。

　

若
き
日
の
社
会
主
義
詩
人
中
里
介
山
を

知
る
た
め
に
、
当
時
の
社
会
主
義
雑
誌
や
新

聞
を
閲
す
る
と
き
、
そ
こ
に
は
必
ず
と
い
っ

て
よ
い
ほ
ど
小
川
芋
銭
描
く
日
露
非
戦
や
荒

廃
し
た
農
村
風
景
の
漫
画
挿
絵
を
見
出
す
。

　

１
０
０
点
の
出
品
を
概
観
し
、
ま
ず
感

心
し
た
の
は
、
初
期
の
漫
画
的
作
品
か
ら

後
年
の
新
南
画
風
の
日
本
画
へ
転
身
し
て

い
く
芋
銭
独
自
の
画
境
の
広
さ
で
あ
り
、

し
か
も
、
そ
の
背
景
に
は
、
自
然
や
農
民

へ
の
限
り
な
い
愛
惜
が
た
え
ず
見
え
か
く

れ
す
る
点
に
あ
っ
た
。

　

と
り
わ
け
、わ
た
く
し
の
印
象
に
の
こ
っ

た
の
は
、『
狐
隊
行
』と
い
う
作
品
で
あ
る
。

昭
和
５
年
の
作
。
牛
久
沼
畔
を
狐
火
を
か

ざ
し
な
が
ら
行
軍
す
る
狐
の
群
を
描
い
た

も
の
で
、
そ
こ
に
は
、
完
璧
に
新
南
画
風

の
画
境
を
確
立
さ
せ
た
ゆ
る
ぎ
な
い
自
信

の
ほ
ど
が
う
か
が
え
、
か
れ
の
自
然
観
・

宇
宙
観
を
み
ご
と
に
凝
縮
さ
せ
て
い
る
。

　

芋
銭
は
河
童
を
好
ん
で
描
き
、『
カ
ッ
パ

の
芋
銭
』
と
よ
ば
れ
る
ほ
ど
に
カ
ッ
パ
の

イ
メ
ー
ジ
が
つ
よ
く
、
そ
の
た
め
か
、
か

れ
の
画
技
は
、
不
当
に
黙
視
さ
れ
る
傾
向

に
あ
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
青
年
中

里
介
山
は
、
は
や
く
か
ら
芋
銭
に
注
目
し

た
一
人
で
あ
っ
た
。
日
露
戦
争
直
後
の
明

治
38
年
、
介
山
は
、
芋
銭
の
芸
術
を『
天

下
一
品
』
と
ま
で
絶
賛
し
て
は
ば
か
ら
な

い
。
そ
の
理
由
は
、
芋
銭
の
も
つ『
俳
味
』

に
あ
る
と
い
う
。

　

そ
う
し
た
介
山
の
芋
銭
礼
賛
が
、
は
た

し
て
正
鵠
を
射
た
も
の
か
ど
う
か
、
わ
が

眼
で
た
し
か
め
て
み
た
い
と
い
う
の
が
、

今
回
の
特
別
展
へ
の
最
大
の
期
待
で
あ
っ

た
が
、
明
治
後
期
か
ら
大
正
初
期
の
作
品

は
、
お
も
い
の
ほ
か
少
な
く
、
遺
憾
な
が

ら
、
介
山
の
見
識
を
判
定
す
る
に
は
い
た

ら
な
か
っ
た
。
わ
た
く
し
の
見
た
限
り
で

は
、
介
山
の
い
う『
俳
味
』を
感
じ
さ
せ
る

作
品
は
、
む
し
ろ
、
つ
ぎ
の
大
正
中
期
以

降
、
新
南
画
を
開
拓
し
は
じ
め
る
あ
た
り

か
ら
顕
著
と
な
る
よ
う
に
お
も
わ
れ
た
。

あ

る

い

は
、

介
山
は
、
漫

画
か
ら
新
南

画
に
転
身
す

る
芋
銭
の
芸

術
的
方
向
性

を
、
す
で
に

予
感
し
て
い

た
の
で
あ
ろ

う
か
。

　

介
山
も
幼
少
期
よ
り
好
ん
で
絵
を
描
い

た
。
…
そ
の
俳
画
風
、
庶
民
的
な
作
風
、

こ
と
に
江
戸
ッ
子
医
師
道
庵
な
ど
を
描
く

と
き
、
な
か
な
か
捨
て
が
た
い
禅
味
を
の

ぞ
か
せ
る
。
案
外
、
芋
銭
の
影
響
も
あ
っ

た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

帰
宅
し
、
ひ
さ
し
ぶ
り
で
芋
銭
の
描
く

『
大
菩
薩
峠
』の
口
絵『
地
蔵
菩
薩
』を
開
い

て
み
た
。
特
別
展
を
見
た
せ
い
で
あ
ろ
う

か
、
地
蔵
菩
薩
に
し
て
は
妙
に
人
間
臭
を

た
だ
よ
わ
せ
た
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
表
情
で
あ

る
。
そ
う
い
え
ば
、見
よ
う
に
よ
っ
て
は
、

地
蔵
の
顔
が
介
山
に
似
て
い
る
よ
う
で
も

あ
る
。
介
山
か
ら
口
絵
を
依
頼
さ
れ
た
旧

同
志
芋
銭
は
、い
た
ず
ら
心
も
手
伝
っ
て
、

介
山
の
相
貌
を
お
も
い
う
か
べ
な
が
ら
こ

れ
を
描
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

70
年
の
生
涯
、
旅
を
の
ぞ
き
、
ほ
と
ん
ど

茨
城
牛
久
に
す
ご
し
た
芋
銭
、
多
摩
の
山
野

に
籠
居
し
た
介
山
。
と
も
に
田
園
に
ユ
ー
ト
ピ

ア
を
も
と
め
た
孤
高
の
明
治
人
で
あ
っ
た
。

　中里介山著の和装本・玉流堂版『大

菩薩峠』第1巻『甲源一刀流の巻』（大

正7年刊）の木版挿絵『地蔵菩薩』を小

川芋銭が描く。

羽村市郷土博物館所蔵。同館提供。

各時代の歴史よりこぼれ話

小
川
芋
銭
と
中
里
介
山
①


