
天保十三年「差出申議定一札之事」(冒頭部分)
天保13(1842)年に、下保谷村の村民一同で、名主清左衛門へ蓮見家
の名主役永続を願い出た文書。村内110家当主による連印がある。
（画像提供：西東京市中央図書館地域・行政資料室）

下田半兵衛富宅の木像
富宅が58歳の時に、養子の三右衛門
富潤によって作成された木像。厨子の
扉には、富宅の功績が漆書きされてい
る。（画像提供：西東京市中央図書館地
域・行政資料室）

養老畑碑
安政年間(1854～59年)の建立と推定される碑。かつ
ては養老畑のあった、現在の田無神社の裏手付近に
建てられていた。下田家が援助した村の医者、賀陽玄
雪による書。（画像提供：西東京市教育部社会教育課）

▶

◀

西東京市公民館は６月１日から再開しまし
た。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
新しい生活様式における公民館の利用につ
いて、ご理解、ご協力をお願いします。
（裏面をご覧ください。）

前
号
で
は
、
農
民
の
中
に
裕
福
な

人
々
が
い
た
こ
と
、
そ
の
中
に
は
名

主
に
な
る
者
が
い
た
こ
と
を
お
話
し

し
ま
し
た
。
名
主
は
村
の
代
表
で
あ

り
、
村
の
年
貢
を
取
り
ま
と
め
て
納

め
る
責
任
を
負
う
と
と
も
に
、
そ
の

地
を
治
め
る
代
官
と
の
連
絡
役
を
務

め
る
こ
と
な
ど
を
仕
事
と
し
ま
し
た
。

し
か
し
、
ど
う
で
し
ょ
う̶

昔
話

で
は
お
金
持
ち
は
意
地
悪
な
存
在
と

し
て
描
か
れ
が
ち
で
す
。
そ
ん
な
彼

ら
が
武
士
と
も
つ
な
が
る
村
の
お
偉

い
さ
ん
で
も
あ
っ
た
と
し
た
ら…

？

果
た
し
て
、
田
無
・
保
谷
の
お
金

持
ち
た
ち
は
意
地
悪
だ
っ
た
の
で
し

ょ
う
か
？　

そ
し
て
、
お
金
持
ち
が

村
の
リ
ー
ダ
ー
に
な
る
と
は
ど
う
い

う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
か
。
今
回
は
、

こ
の
地
域
に
い
た
名
主
の
お
話
で
す
。

誰
が
名
主
に
な
る
の
か̶

こ
れ
に

つ
い
て
、
す
べ
て
の
村
に
共
通
す
る

ル
ー
ル
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、

江
戸
時
代
の
初
め
ご
ろ
に
は
、
村
の

開
発
に
か
か
わ
っ
た
家
の
子
孫
が
名

主
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
し
た
。
例

え
ば
上
保
谷
村
に
は
、「
保
谷
六
苗
」

と
よ
ば
れ
る
保
谷
家
な
ど
六
つ
の
有

力
な
家
が
村
を
ひ
ら
い
た
と
い
う
伝

承
が
あ
り
（「
保
谷
」
の
由
来
と
も
）、

村
の
名
主
は
そ
の
家
の
子
孫
た
ち
が

交
代
で
務
め
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
村

は
三
つ
の
小
村
に
分
か
れ
て
お
り
、

そ
れ
ぞ
れ
に
名
主
が
い
ま
し
た
。
ま

た
田
無
村
・
下
保
谷
村
も
同
様
に
、

当
初
は
由
緒
あ
る
複
数
の
家
が
交
代

で
名
主
を
務
め
て
い
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
田
無
村
と
下
保
谷
村

で
は
名
主
に
な
る
家
が
途
中
か
ら
固

定
し
た
こ
と
が
記
録
か
ら
わ
か
っ
て

い
ま
す
。

両
村
と
も
一
八
世
紀
頃
に
は
一
つ

の
家
（
田
無
村
は
下
田
半
兵
衛
家
、

下
保
谷
村
は
蓮
見
清
左
衛
門
家
）
の

み
が
名
主
に
な
る
よ
う
に
な
っ
た
の

で
す
（
江
戸
時
代
の
農
民
も
、
公
式

に
名
乗
れ
な
か
っ
た
だ
け
で
苗
字
自

体
は
持
っ
て
い
ま
す
）。
こ
の
二
家

は
い
ず
れ
も
幕
末
に
幕
府
に
献
金
を

し
た
家
で
あ
り
（
前
号
参
照
）、
余

裕
が
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。

つ
ま
り
、
こ
の
二
村
で
は
江
戸
中
期

か
ら
「
お
金
持
ち
」
が
名
主
を
世
襲

す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
（
た
だ

し
、
両
家
と
も
古
く
か
ら
あ
る
家
で

も
あ
り
ま
す
）。

こ
の
二
家
に
つ
い
て
、
も
う
少
し

踏
み
込
ん
で
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

下
田
家
は
江
戸
時
代
中
頃
か
ら
商

売
に
よ
っ
て
力
を
つ
け
た
家
で
、
当

主
は
代
々
半
兵
衛
を
名
乗
り
ま
し
た
。

家
の
記
録
に
よ
れ
ば
、
質
屋
や
水
車

稼
ぎ
を
行
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。
貸

金
業
で
あ
る
質
屋
は
安
永
五
（
一
七

七
六
）
年
に
始
め
た
記
録
が
あ
る
の

で
、
こ
の
頃
に
は
す
で
に
生
活
に
余

裕
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
水

車
稼
ぎ
は
、
自
分
の
屋
敷
内
に
引
き

込
ん
だ
玉
川
上
水
の
分
水
路
に
水
車

を
設
置
し
、
米
や
小
麦
の
精
白
・
製

粉
を
行
っ
て
江
戸
へ
出
荷
す
る
も
の

で
、
大
き
な
利
益
を
生
み
ま
し
た
。

一
八
三
〇
年
代
に
は
京
橋
に
出
店
し
、

江
戸
で
の
販
売
も
直
接
手
掛
け
て
い

た
よ
う
で
す
。

下
田
家
の
名
主
と
し
て
の
仕
事
は
、

一
九
世
紀
に
名
主
を
務
め
た
下
田
半

兵
衛
富
永
・
富
宅
両
人
の
事
績
か
ら

知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
富
永
は
天

保
四
（
一
八
三
三
）
年
か
ら
数
年
に

わ
た
っ
て
村
が
大
き
き
ん
に
襲
わ
れ

た
と
き
、
自
ら
の
蓄
え
て
い
た
米
や

雑
穀
を
全
部
使
い
切
っ
て
村
民
の
飢

え
を
救
う
と
と
も
に
、
次
の
き
き
ん

に
備
え
る
た
め
、
私
費
で
五
〇
〇
石

入
り
の
穀
び
つ
を
自
宅
の
庭
に
建
て

ま
し
た
（
一
石
は
約
一
八
〇
リ
ッ
ト

ル
）。あ

と
を
受
け
た
養
子
の
富
宅
も
、

私
費
を
投
じ
て
村
の
鎮
守
で
あ
る
田

無
神
社
を
再
建
し
た
ほ
か
、
自
ら
の

土
地
の
一
部
を
「
養
老
畑
」
と
し
、

獲
れ
た
作
物
を
換
金
し
て
困
窮
者
に

施
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
実
際
に
生

活
が
成
り
立
た
な
い
農
民
が
い
れ
ば
、

そ
の
救
済
に
も
尽
力
し
ま
し
た
。

蓮
見
家
の
当
主
は
代
々
清
左
衛
門

を
名
乗
り
ま
し
た
。
蓮
見
家
の
敷
地

内
に
は
一
八
五
村
に
及
ぶ
尾
張
徳
川

家
の
鷹
場
（
将
軍
や
大
名
が
鷹
狩
を

行
う
場
）
を
管
理
す
る
尾
張
家
の
役

人
（「
鳥
見
」）
の
陣
屋
が
あ
っ
た
の

で
す
が
、こ
の
施
設
は
三
〇
〇
坪（
約

一
〇
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
）
あ
り
ま

し
た
。
蓮
見
家
は
代
々
、
こ
の
陣
屋

の
番
を
務
め
ま
し
た
。

ま
た
、
蓮
見
家
に
は
江
戸
時
代
の

代
表
的
な
読
み
書
き
の
教
科
書
で
あ

る
『
庭
訓
往
来
』
の
写
本
を
は
じ
め
、

『
論
語
』な
ど
の
漢
籍
や
和
歌
集
、
天

文
学
や
医
学
に
関
す
る
書
籍
が
残
っ

て
お
り
、
村
を
ま
と
め
る
家
に
ふ
さ

わ
し
い
高
い
教
養
が
垣
間
見
え
ま
す
。

蓮
見
家
の
名
主
と
し
て
の
仕
事
ぶ

り
を
具
体
的
に
示
す
記
録
と
し
て
は
、

寛
政
一
一
（
一
七
九
九
）
年
に
作
成

さ
れ
た
年
貢
立
て
替
え
の
た
め
の
借

金
証
文
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
記
録
か

ら
は
、
生
活
が
厳
し
い
農
民
二
〇
家

の
年
貢
を
蓮
見
家
が
ほ
ぼ
同
時
に
立

て
替
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

以
上
、
両
家
の
史
料
か
ら
は
、
裕

福
で
教
養
が
深
く
、
村
民
の
た
め
に

働
く
名
主
像
が
描
け
ま
す
。

実
は
、
江
戸
時
代
の
名
主
の
決
ま

り
方
の
変
化
は
、
一
つ
の
家
の
世
襲

か
ら
複
数
の
家
に
よ
る
交
代
制
へ
と

い
う
形
が
一
般
的
で
し
た
。
そ
れ
で

も
こ
の
二
村
が
逆
の
変
化
を
し
た
の

は
、「
こ
の
家
が
名
主
を
務
め
続
け

た
方
が
よ
い
」
と
い
う
村
民
た
ち
の

意
思
が
あ
っ
た
か
ら
で
し
ょ
う
。

と
い
う
の
も
、
田
無
村
に
は
、
下

田
家
内
で
名
主
引
き
継
ぎ
の
あ
っ
た

万
延
元
（
一
八
六
〇
）
年
に
、
村
民

一
同
の
連
印
で
下
田
三
右
衛
門
富
潤

に
名
主
就
任
を
願
い
、
指
示
に
従
う

と
約
束
し
た
証
文
が
残
っ
て
い
る
の

で
す
。
ま
た
蓮
見
家
に
は
、寛
政
一

〇（
一
七
九
八
）
年
、
逆
に
当
主
が

名
主
を
辞
め
よ
う
と
す
る
の
を
村
民

た
ち
が
止
め
よ
う
と
し
た
記
録
が
あ

り
ま
す
。
世
襲
と
は
い
え
、
名
主
の

立
場
に
は
村
民
た
ち
の
意
向
が
反
映

さ
れ
る
余
地
が
あ
っ
た
の
で
す
。
特

に
田
無
村
で
は
名
主
が
一
家
の
み
に

よ
る
世
襲
に
な
る
過
程
で
、
村
民
た

ち
が
他
の
名
主
に
不
信
任
を
表
明
す

る
場
面
も
あ
り
ま
し
た
（
明
和
期
の

村
方
騒
動
）
の
で
、
下
田
家
は
村
民

た
ち
の
存
在
を
よ
り
意
識
し
て
い
た

こ
と
で
し
ょ
う
。
名
主
は
村
民
た
ち

に
、
と
き
に
私
財
を
投
げ
う
っ
て
で

も
村
の
た
め
に
働
く
こ
と
を
求
め
ら

れ
、
そ
れ
ゆ
え
に
教
養
に
富
ん
だ
、

余
裕
の
あ
る
家
が
望
ま
れ
た
の
で
す
。

さ
ら
に
言
え
ば
、
こ
の
話
は
名
主

だ
け
に
留
ま
り
ま
せ
ん
。
江
戸
時
代

の
村
に
は
、
年
貢
が
払
え
な
く
な
っ

た
家
が
出
た
場
合
に
他
の
家
が
そ
れ

を
カ
バ
ー
す
る
「
五
人
組
」
と
い
う

仕
組
み
が
あ
り
ま
し
た
。
貧
し
い
農

民
の
生
活
危
機
は
、
裕
福
な
農
民
に

と
っ
て
も
決
し
て
無
縁
な
こ
と
で
は

な
か
っ
た
の
で
す
。
し
た
が
っ
て
、

江
戸
時
代
は
、
富
め
る
者
が
貧
し
い

者
を
助
け
る
こ
と
を
当
然
の
こ
と
と

す
る
社
会
で
あ
り
、「
金
持
ち
は
意

地
悪
で
は
な
か
っ
た
」
と
言
い
き
れ

な
い
ま
で
も
、
意
地
悪
を
し
づ
ら
い

仕
組
み
に
な
っ
て
い
た
と
い
え
ま
す
。

江
戸
時
代
の
村
は
、
一
つ
の
家
が

ダ
メ
な
ら
一
族
や
五
人
組
が
、
そ
れ

で
も
ダ
メ
な
ら
名
主
が
生
活
を
保
障

す
る
と
い
う
、
助
け
合
い
の
多
重
構

造
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、

生
活
環
境
の
厳
し
い
こ
の
時
代
、
農

民
の
中
に
は
助
け
合
い
の
網
か
ら
こ

ぼ
れ
て
土
地
を
失
い
、
富
裕
な
農
民

の
小
作
人
に
な
っ
た
人
や
、
村
を
離

れ
て
い
か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
人
が

い
た
こ
と
も
ま
た
、
事
実
で
す
。

そ
し
て
、
困
窮
し
た
農
民
た
ち
は

大
き
な
う
ね
り
と
な
っ
て
こ
の
地
に

押
し
寄
せ
ま
す
。
次
回
は
、
幕
末
に

こ
の
地
域
を
揺
る
が
せ
た
大
事
件
に

つ
い
て
お
話
し
し
ま
し
ょ
う
。

ぎ
ょ
う
　
　
　
だ
　
　
　  

た
け          

あ
き

な

ぬ
し

む
ら
か
た
そ
う
ど
う

ろ
く
み
ょ
う

し
も  

だ  

は
ん  

べ    

え

は
す  

み   

せ
い  

ざ   

え  

も
ん

と
み 

な
が
　    

と
み 

い
え

こ
く

て
い
き
ん
お
う
ら
い

と
り  

み

か
い  

ま

と
み
ひ
ろ

し
ょ
う
も
ん

・
・
・

・

・
・
・
・
・
・
・
・

・
・
・
・
・
・
・
・
・

・
・
・
・
・
・
・

ず   し

か   や  げん

せつ

特別紙面講座

ふ
る
さ
と
む
か
し
探
訪

　
　
　
　
　
〜
江
戸
時
代
の
田
無
・
保
谷
〜

金
持
ち
は
意
地
悪
だ
っ
た
の
か
？

　
　
　―

名
主
の
役
割
と
村
・
村
民―

第
二
回

行 

田 

健 

晃

名
主
に
な
る
家
が
固
定
す
る

名
主
と
村
の
関
係

名
主
の
人
物
像
と
仕
事 

②

―
 

下
保
谷
村
名
主
・
蓮
見
家 ―

名
主
の
人
物
像
と
仕
事 

①

―
 

田
無
村
名
主
・
下
田
家 ―

村
の
限
界
と
こ
ぼ
れ
落
ち
る
人
々

金
持
ち
は
意
地
悪
だ
っ
た
の
か

名
主
世
襲
の
実
際

西東京市
7 月 1 日
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