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村
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新
し
い
市
川
市

史
の
編
纂
が
始
ま
っ
て
四
年
た
ち
ま
す
。
旧
版
の

市
川
市
史
が
刊
行
さ
れ
て
か
ら
三
十
数
年
が
た
ち

ま
し
た
。
こ
の
市
史
は
、
当
時
、
模
範
的
な
地
域

史
と
し
て
大
変
高
い
評
価
を
得
て
い
た
と
思
い
ま

す
。
古
代
史
関
係
で
は
井
上
光
貞
さ
ん
、
滝
口
宏

さ
ん
、
竹
内
理
三
さ
ん
ら
一
流
の
研
究
者
が
参
加

さ
れ
て
編
纂
さ
れ
ま
し
た
。

　

今
回
の
新
版
は
、
こ
の
間
の
著
し
い
研
究
の
進

展
と
考
古
学
の
発
掘
成
果
を
踏
ま
え
て
編
纂
し
よ

う
と
い
う
意
図
が
あ
り
ま
す
。
基
本
的
コ
ン
セ
プ

ト
と
し
て
は
、
市
川
市
の
地
域
的
特
色
を
存
分
な

く
取
り
込
も
う
と
い
う
目
標
を
持
っ
て
い
ま
す
。

奈
良
時
代
の
市
川
市
域
と
い
う
の
は
、
下
総
国
の

葛
飾
郡
に
所
在
し
て
い
ま
し
た
。
大
変
恵
ま
れ
た

こ
と
に
、
正
倉
院
文
書
の
中
に
七
二
一
年
（
養
老

五
年
）の
下
総
国
葛
飾
郡
の
大
嶋
郷
戸
籍
が
あ
り
、

今
回
刊
行
す
る
報
告
書
は
こ
の
戸
籍
の
復
原
を
め

ざ
し
て
い
ま
す
。

　

正
倉
院
文
書
の
調
査
を
経
験
さ
れ
て
い
る
加
藤

さ
ん
の
ほ
う
か
ら
、
な
ぜ
復
原
が
必
要
な
の
か
。

そ
の
ま
ま
の
形
で
残
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で

す
が
、
な
ぜ
復
原
と
い
う
形
を
と
る
の
か
、
そ
の

辺
り
か
ら
お
話
願
い
ま
す
で
し
ょ
う
か
。

■
正
倉
院
文
書
と
は

○
加
藤
友
康
（
以
下
、
加
藤
）　

本
日
、
お
い
で

い
た
だ
い
て
い
る
皆
川
先
生
に
は
、
後
ほ
ど
詳
し

く
お
話
を
伺
え
れ
ば
と
思
い
ま
す
が
、
ま
ず
は
簡

単
に
概
略
を
ご
説
明
し
て
お
き
ま
す
。

　

正
倉
院
文
書
と
言
わ
れ
る
も
の
は
、
広
い
意
味

で
の
今
の
正
倉
院
校
倉
の
中
に
あ
っ
た
（
実
際
に

は
、
現
在
は
完
全
空
調
の
宝
庫
に
お
さ
め
ら
れ
て

い
る
）
文
書
全
体
を
指
す
場
合
と
、
狭
い
意
味
で

正
倉
院
の
中
倉
と
よ
ば
れ
る
区
画
に
伝
来
し
た
古

文
書
と
い
う
、
二
つ
の
分
け
方
が
あ
る
と
思
い
ま

す
。
下
総
国
の
戸
籍
は
、
狭
い
意
味
で
の
正
倉
院

文
書
と
い
う
範
疇
の
中
に
属
し
て
い
る
も
の
が
中

心
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

正
倉
院
文
書
は
、
皆
川
先
生
＊
１

や
西
洋
子
さ
ん

＊
２

の
ご
研
究
に
も
あ
り
ま
す
が
、
江
戸
時
代
の
天

保
年
間
に
穂
井
田
忠
友
が
、
調
査
・
整
理
を
し
、

も
と
も
と
奈
良
時
代
の
大
量
の
文
書
の
な
か
か

ら
四
五
巻
の
「
正
集
」
と
い
う
編
成
が
さ
れ
ま
し

鼎
談
「
正
倉
院
文
書
と
下
総
国
戸
籍
」
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名
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