
珈　

東
京
西
部
の
五
日��
市

�����

町
（
現
あ
き
る
野
市
）
の
土

い
つ
か
い
ち

蔵
か
ら
明
治
期
の
古
文
書
が
発
見
さ
れ
て
か
ら
ち
ょ
う

ど　

年
が
経
っ
た
。
今
、
そ
れ
は
「
五
日
市
憲
法
」
と

５０
呼
ば
れ
注
目
が
集
ま
っ
て
い
る
。
新
井
勝
紘
『
五
日
市

憲
法
』（
岩
波
新
書
、
８
８
５
円
）
は
発
見
の
い
き
さ

つ
、
起
草
者
の
千
葉
卓
三
郎
の
足
ど
り
、
五
日
市
と
い

う
町
、
そ
し
て
文
書
が
埋
も
れ
て
い
く
過
程
ま
で
、
発

見
者
で
あ
り
研
究
者
で
あ
る
著
者
な
ら
で
は
の
生
き
生

き
と
し
た
筆
致
に
よ
る
貴
重
な
記
録
で
あ
る
。

　

明
治
の
初
め
、
市
井
の
人
々
が
議
論
を
重
ね
て
憲
法

草
案
を
起
草
し
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
は
圧
倒
さ
れ
る
。
昨

今
の
い
か
に
も
軽
々
し
い
憲
法
改
正
案
の
文
言
と
比
べ

る
と
き
、
権
力
と
国
民
と
の
関
係
を
徹
底
的
に
論
じ
、

理
想
の
国
の
あ
り
方
を
追
求
し
た
真
摯
な
姿
勢
か
ら
学

ぶ
も
の
は
多
い
。「
五
日
市
憲
法
」
の
条
文
を
読
む
と

現
憲
法
よ
り
も
優
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
個
所
さ
え
散

見
さ
れ
る
な
ど
、
お
お
い
に
感
服
さ
せ
ら
れ
た
。

玳　
�
薪�
を
背
負
っ
て
歩
き
な
が
ら
本
を
読
む
二
宮
金
次

ま
き

郎
の
像
（
戦
後
も
校
門
脇
に
あ
っ
た
）
は
い
ま
だ
に
印

象
深
い
。
小
澤
祥
司
『
二
宮
金
次
郎
と
は
何
だ
っ
た
の

か
』（
西
日
本
出
版
社
、
１
９
４
４
円
）
は
二
宮
尊
徳

の
生
涯
と
後
継
者
た
ち
に
よ
る
報
徳
運
動
継
承
の
努
力

を
前
半
、
地
方
改
良
運
動
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
利
用
さ

れ
た
戦
中
の
「
臣
民
の
手
本
」
と
し
て
の
尊
徳
を
後
半

に
構
成
さ
れ
て
い
る
。
報
徳
運
動
の
実
際
と
、
戦
時
下
、

国
民
に
虚
像
が
刷
り
込
ま
れ
た
こ
と
に
加
え
、
戦
後
、
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Ｇ
Ｈ
Ｑ
右
派
が
逆
に
尊
徳
を
民
主
主
義
者
と
し
て
利
用

し
よ
う
と
し
た
話
も
興
味
深
い
。
そ
し
て
今
、
道
徳
教

科
書
に
尊
徳
の
虚
像
が
再
び
登
場
し
始
め
て
い
る
。

珎　

誰
も
が
ネ
ッ
ト
で
情
報
を
取
り
、
誰
で
も
ネ
ッ
ト

で
発
信
者
と
し
て
意
見
を
言
え
る
時
代
は
、
あ
る
意
味

で
怖
い
社
会
で
あ
る
。
福
田
直
子
『
デ
ジ
タ
ル
・
ポ
ピ

ュ
リ
ズ
ム
』（
集
英
社
新
書
、
７
９
９
円
）
か
ら
は
、

ネ
ッ
ト
を
駆
使
し
て
い
る
つ
も
り
の
わ
れ
わ
れ
が
、
実

は
利
用
さ
れ
て
い
る
数
々
の
事
実
を
知
る
。
検
索
し
た

り
「
い
い
ね
」
を
ク
リ
ッ
ク
す
る
都
度
、「
あ
ち
ら
側
」

は
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
（
情
報
処
理
の
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
）

に
よ
っ
て
新
た
な
最
適
解
を
導
き
出
し
、
ネ
ッ
ト
上
に

植
え
付
け
、
私
た
ち
を
誘
導
し
よ
う
と
す
る
。
ツ
イ
ッ

タ
ー
の
書
き
込
み
や
「
い
い
ね
」
の
か
さ
上
げ
で
さ
え
、

ボ
ッ
ト
と
呼
ば
れ
る
ソ
フ
ト
に
よ
っ
て
簡
単
に
果
た
さ

れ
る
の
だ
と
い
う
。
ネ
ッ
ト
社
会
の
仕
組
み
を
知
り
、

対
応
す
る
う
え
で
時
宜
を
得
た
好
著
で
あ
る
。

玻　

食
と
健
康
に
つ
い
て
は
あ
ま
た
の
俗
説
が
あ
り
、

そ
の
中
に
一
握
り
の
真
理
が
あ
る
。
だ
が
津
川
友
介
『
世

界
一
シ
ン
プ
ル
で
科
学
的
に
証
明
さ
れ
た
究
極
の
食

事
』（
東
洋
経
済
新
報
社
、
１
６
２
０
円
）
の
主
張
は
単

純
明
快
で
あ
る
。
要
す
る
に
膨
大
な
科
学
的
論
文
の
集

積
が
認
め
ら
れ
て
い
る
知
見
こ
そ
正
し
い
の
だ
か
ら
そ

れ
を
尊
重
せ
よ
、
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
の
結
論
は
「
精

製
し
た
コ
メ
や
麦
、
牛
豚
肉
、
ハ
ム
・
ソ
ー
セ
ー
ジ
は
体

に
良
く
な
い
が
、
玄
米
、
ソ
バ
、
オ
リ
ー
ブ
オ
イ
ル
、

ナ
ッ
ツ
、
果
物
、
魚
は
体
に
良
い
」
だ
っ
た
。
評
者
の

永
年
の
実
践
に
ほ
ぼ
近
い
が
、
食
の
世
界
は
な
お
奥
深

い
と
い
う
感
も
強
い
。
海
草
だ
と
か
発
酵
食
品
だ
と
か

お
酒
だ
と
か
。
続
編
が
期
待
さ
れ
る
。���（
浅
野　
純
次
）
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