
③「玉なし鉄砲順番帳」
宝永二(1705)年に将軍・徳川綱
吉による一連の生類保護政策の
一環で、下保谷村が犬を預かっ
た際、狼除けのために鉄砲が支
給された。本史料は、その翌年に
作成された使用記録。表題の通
り鉄砲には弾は込められず、あ
くまでも動物除けの「農具」とし
て用いられた。
（画像提供：西東京市中央図書館
地域・行政資料室）

①韮山笠
江川太郎左衛門が農兵を設置した
際に、西洋銃の使用を前提に考案
した笠。陣笠とフランス軍の帽子
を折衷した形をしている。農兵隊
頭取が使用したものと考えられる。
（画像提供：西東京市教育部社会
教育課）

②村野家住宅に残る床柱の傷
一揆勢が村野七次郎家を農具
で打ち壊した際についた傷。
現在に至るまで修繕せずに残
しているという事実に、村野
家歴代当主の一揆勢へのおも
いを汲み取ることができる。
（画像提供：顧想園サポータ
ー・郡司恒夫氏）
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こ
れ
ま
で
見
た
よ
う
に
、
江
戸
時

代
の
田
無
・
保
谷
の
人
々
は
、
さ
ま

ざ
ま
な
条
件
や
社
会
の
仕
組
み
に
支

え
ら
れ
、
全
体
と
し
て
安
定
し
た
生

活
を
送
っ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、

こ
の
仕
組
み
は
完
全
な
も
の
で
は
な

く
、
幕
末
に
つ
い
に
限
界
を
迎
え
ま

す
。
最
終
回
の
今
回
は
、
そ
の
象
徴

と
も
い
え
る
大
事
件―
幕
末
に
こ
の

地
域
を
巻
き
込
ん
で
起
き
た
一
揆
に

つ
い
て
お
話
し
い
た
し
ま
す
。

武
州
世
直
し
一
揆
（
武
州
一
揆
）

―

慶
応
二
（
一
八
六
六
）
年
六
月
に

巻
き
起
こ
っ
た
こ
の
一
揆
は
、「
世

直
し
」を
叫
ぶ
秩
父
郡
上
名
栗
村（
現

飯
能
市
）
の
貧
民
た
ち
に
よ
る
飯
能

村（
同
）で
の
打
ち
こ
わ
し
に
始
ま
り
、

鎮
圧
ま
で
の
七
日
間
で
南
は
多
摩
川

流
域
、
北
は
上
野
国
（
現
群
馬
県
）

南
部
ま
で
広
が
り
ま
し
た
。
打
ち
こ

わ
さ
れ
た
家
屋
は
二
〇
〇
カ
村
で
五

二
〇
軒
、
参
加
者
は
十
数
万
人
に
及

ぶ
と
い
わ
れ
、そ
の
凄
ま
じ
さ
は「
勢

焔
（
炎
）」
と
評
さ
れ
ま
し
た
。

み
な
さ
ん
の
中
に
は
、
農
民
た
ち

が
集
団
で
権
力
者
の
も
と
に
押
し
寄

せ
る
一
揆
の
姿
に
、「
革
命
」
の
よ

う
な
印
象
を
持
つ
方
も
い
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
最
近
の
研
究

は
こ
う
し
た
見
方
か
ら
は
大
き
く
転

換
し
て
い
ま
す
。

江
戸
時
代
の
村
は
助
け
合
い
に
よ

る
生
活
保
障
の
構
造
を
持
っ
て
い
ま

し
た
が
、
支
配
者
た
る
武
士
（「
領

主
」）
は
、
そ
の
上
に
立
ち
、
農
民

を
苦
し
め
る
の
で
は
な
く
、
農
民
の

た
め
に
働
く
べ
き
存
在
と
さ
れ
ま
し

た
。
そ
し
て
、
農
民
は
そ
の
「
恩
」

へ
報
い
る
た
め
に
年
貢
を
納
め
て
い

た
の
で
す
が
、
一
揆
は
、
領
主
が
こ

の
「
約
束
」
に
違
反
し
、
農
民
の
生

活
に
無
理
が
生
じ
た
と
き
に
彼
ら
が

持
ち
出
し
た
抗
議
の
手
段
で
し
た
。

一
揆
は
領
主
に
よ
る
支
配
を
前
提
と

し
た
生
活
救
済
を
趣
旨
と
す
る
訴
願

の
最
終
形
だ
っ
た
の
で
す
。

当
時
、
一
揆
は
違
法
で
し
た
が
、

訴
願
運
動
で
あ
る
以
上
は
、
武
器
で

は
な
く
身
分
を
象
徴
す
る
農
具
を
持

つ
こ
と
、
富
裕
な
農
民
を
狙
う
打
ち

こ
わ
し
の
際
は
殺
傷
や
盗
み
を
禁
じ

る
な
ど
、
一
定
の
作
法
が
あ
り
ま
し

た
。
武
州
一
揆
で
も
、「
世
直
し
」

と
し
て
掲
げ
ら
れ
た
要
求
は
米
の
安

売
り
、
借
金
減
免
、
米
・
金
の
施
し

な
ど
の
生
活
保
障
に
関
す
る
事
項
で

あ
り
、
彼
ら
が
持
っ
て
い
る
道
具
は
、

多
く
は
鎌
や
斧
、
鍬
な
ど
の
農
具
で

し
た
。

た
だ
し
、
こ
の
一
揆
に
は
従
来
の

一
揆
と
は
異
な
る
点
も
あ
り
ま
し
た
。

そ
れ
に
は
、
当
時
の
社
会
状
況
が

関
係
し
て
い
ま
す
。
農
民
た
ち
の
間

で
貧
富
の
差
が
大
き
く
な
っ
て
き
た

一
八
世
紀
末
か
ら
、
江
戸
や
関
東
で

は
村
を
離
れ
、
博
打
を
生
業
と
す
る

無
法
者
に
よ
る
治
安
の
乱
れ
が
大
き

な
社
会
問
題
と
な
り
ま
し
た
。
こ
れ

と
歩
調
を
合
わ
せ
る
よ
う
に
、
一
九

世
紀
頃
か
ら
一
揆
の
中
に
作
法
を
破

っ
て
放
火
や
窃
盗
を
す
る
も
の
や
、

領
主
で
は
な
く
裕
福
な
農
民
を
主
な

タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
す
る
も
の
が
現
れ
た

の
で
す
。
そ
し
て
幕
末
、
開
国
に
よ

っ
て
物
資
が
輸
出
さ
れ
る
と
物
価
は

高
騰
し
、
貧
し
い
人
々
は
さ
ら
に
生

活
が
苦
し
く
な
っ
て
多
摩
の
治
安
は

悪
化
し
ま
し
た
。

も
ち
ろ
ん
、
裕
福
な
農
民
た
ち
も

治
安
悪
化
を
前
に
手
を
こ
ま
ね
い
て

い
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
彼
ら

の
中
で
剣
術
の
訓
練
が
盛
ん
に
な
っ

た
一
方
、
幕
府
も
文
久
三
（
一
八
六

三
）
年
に
は
田
無
・
保
谷
を
含
む
一

帯
の
農
民
に
無
法
者
を
捕
ら
え
る
こ

と
を
命
じ
る
触
書
を
出
し
て
い
ま
す
。

そ
し
て
同
年
、
軍
事
に
精
通
し
た
代

官
・
江
川
太
郎
左
衛
門
の
支
配
と
な

っ
た
田
無
村
と
そ
の
周
辺
で
は
、
江

川
の
指
導
の
も
と
裕
福
な
農
民
の
子

弟
ら
に
よ
っ
て
「
農
兵
」
が
組
織
さ

れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
農
民
に
鉄
砲
を

貸
与
し
て
西
洋
式
の
軍
事
訓
練
を
施

す
も
の
で
、「
戦
い
は
武
士
の
仕
事
」

と
い
う
江
戸
時
代
の
原
則
が
幕
府
黙

認
の
下
、
破
ら
れ
た
こ
と
を
意
味
し

ま
し
た
。

た
だ
し
、
こ
の
地
域
の
農
民
た
ち

は
こ
れ
以
前
か
ら
鉄
砲
を
所
持
し
て

い
ま
し
た
。
下
保
谷
村
に
は
宝
永
二

（
一
七
〇
五
）
年
に
代
官
所
か
ら
鉄

砲
を
借
り
て
い
る
記
録
が
あ
り
ま
す

（
秀
吉
の
「
刀
狩
り
」
に
よ
っ
て
農

民
た
ち
が
完
全
に
武
装
解
除
さ
れ
た

と
い
う
理
解
は
、
現
在
の
研
究
で
は

否
定
さ
れ
て
い
ま
す
）。
し
か
し
、

そ
れ
は
あ
く
ま
で
狼
な
ど
の
害
獣
を

追
い
払
う
た
め
の
「
農
具
」
で
し
か

な
く
、
弾
が
込
め
ら
れ
る
こ
と
も
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
。
幕
末
に
至
っ
て
、

鉄
砲
は
農
具
か
ら
人
に
向
け
る
武
器

へ
と
変
貌
し
た
の
で
す
。

武
州
一
揆
は
、
こ
の
よ
う
な
状
況

で
貧
民
が
起
こ
し
た「
決
死
の
訴
願
」

で
し
た
。
一
揆
勢
は
六
月
十
六
日
、

向
か
う
先
の
農
民
を
脅
し
て
味
方
に

つ
け
、
各
地
を
打
ち
こ
わ
し
な
が
ら

こ
の
地
域
に
迫
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、

彼
ら
の
次
な
る
狙
い
は
、
田
無
村
名

主
下
田
半
兵
衛
と
有
力
な
農
民
た
ち

―

田
無
村
の
人
々
は
、
一
揆
の
恐
怖

と
真
正
面
か
ら
向
き
合
う
こ
と
に
な

っ
た
の
で
す
。

一
方
で
、
農
兵
全
体
の
動
き
を
統

括
し
て
い
た
江
川
太
郎
左
衛
門
に
は
、

こ
の
一
揆
の
別
の
側
面
が
見
え
て
い

ま
し
た
。
江
川
は
、
一
揆
勢
の
最
終

的
な
目
標
の
中
に
横
浜
の
打
ち
こ
わ

し
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
情
報
を

つ
か
ん
で
い
た
の
で
す
。
こ
れ
は
、

横
浜
の
開
港
が
物
価
高
騰
の
一
因
だ

と
一
揆
勢
が
考
え
た
た
め
で
す
が
、

幕
府
の
重
要
な
施
設
へ
の
襲
撃
は
、

幕
府
の
役
人
で
あ
る
江
川
か
ら
す
れ

ば
、
絶
対
に
防
が
な
く
て
は
な
ら
な

い
事
態
で
し
た
。

そ
れ
ゆ
え
に
、
江
川
は
農
兵
に
対

し
て
一
揆
勢
を
見
か
け
次
第
打
ち
殺

す
べ
し
、
と
い
う
非
情
な
命
令
を
下

し
ま
す
。そ
れ
は
、富
裕
な
農
民
た
ち

が
、
共
に
生
き
る
は
ず
の
貧
民
へ
銃

口
を
向
け
る
と
い
う
、
あ
ま
り
に
悲

し
い
状
況
の
出
現
を
意
味
し
ま
し
た
。

そ
し
て
、
最
悪
の
シ
ナ
リ
オ
は
、

現
実
の
も
の
に
な
り
ま
し
た
。
一
揆

勢
が
柳
窪
村
（
現
東
久
留
米
市
）
名

主
の
分
家
、
村
野
七
次
郎
家
を
打
ち

こ
わ
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
田
無
の

農
兵
な
ど
約
一
五
〇
人
が
乗
り
込
み
、

戦
い
が
始
ま
っ
た
の
で
す
。
農
兵
た

ち
は
鉄
砲
を
射
掛
け
、
刀
で
斬
り
込

み
、
激
し
い
戦
闘
の
末
に
一
揆
を
鎮

圧
し
ま
し
た
。
一
揆
勢
八
人
が
亡
く

な
り
、
八
〇
人
以
上
が
負
傷
す
る
凄

惨
な
戦
い
で
し
た
。
村
野
家
の
住
宅

に
は
今
も
そ
の
時
に
つ
け
ら
れ
た
柱

の
傷
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
時
の
戦
い
に
つ
い
て
、
江
川

代
官
所
の
記
録
に
注
目
す
べ
き
記
述

が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
こ

の
戦
い
に
本
当
に
積
極
的
に
参
加
し

た
農
兵
は
一
部
で
あ
り
、
残
り
の

人
々
は
そ
の
光
景
を
遠
巻
き
に
見
て

い
る
だ
け
だ
っ
た
、
と
い
う
の
で
す
。

こ
こ
か
ら
は
、
代
官
の
命
令
に
従
い
、

一
揆
勢
を
容
赦
し
な
い
覚
悟
と
、
自

ら
と
同
じ
農
民
た
ち
を
手
に
か
け
る

こ
と
へ
の
た
め
ら
い
の
間
で
揺
れ
る

農
兵
た
ち
の
姿
を
う
か
が
う
こ
と
が

で
き
ま
す
。
ま
た
、
戦
場
と
な
っ
た

村
野
家
で
は
、
亡
く
な
っ
た
一
揆
勢

八
人
を
祀
る
祠
が
建
て
ら
れ
、
今
で

も
毎
朝
、
水
を
供
え
て
い
ま
す
。
そ

れ
は
、「
水
を
飲
み
た
い
」
と
言
い
な

が
ら
亡
く
な
っ
て
い
っ
た
一
揆
勢
へ

の
憐
れ
み
で
す
。

武
州
一
揆
の
展
開
は
、
貧
民
た
ち

が
こ
れ
ほ
ど
の
行
動
を
起
こ
さ
ざ
る

を
得
な
か
っ
た
点
、
富
裕
な
農
民
が
、

本
来
救
う
べ
き
存
在
で
あ
る
貧
民
と

武
力
衝
突
を
起
こ
し
た
点
に
お
い
て
、

江
戸
時
代
の
社
会
の
仕
組
み
の
破
綻

を
象
徴
す
る
も
の
で
し
た
。
こ
の
破

綻
の
感
覚
は
、
直
接
の
標
的
に
は
な

ら
ず
と
も
、
同
じ
よ
う
に
一
揆
の
恐

怖
に
晒
さ
れ
た
保
谷
地
域
の
人
々
に

も
共
有
さ
れ
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
れ
を
表
す
か
の
よ
う
に
、
一
揆

の
翌
年
、
江
戸
時
代
は
終
わ
り
を
告

げ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
田
無
・
保
谷

の
人
々
は
、
後
悔
と
な
お
続
く
混
乱

の
中
で
、
少
し
ず
つ
新
た
な
時
代
へ

と
踏
み
出
し
て
い
き
ま
し
た
。
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そ
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は
革
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そ
れ
と
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　―

武
州
世
直
し
一
揆
と
幕
末
の
農
民
た
ち―

第
三
回

行 

田 

健 

晃

治
安
の
悪
化
と
一
揆
の
変
質

武
装
す
る
農
民
、
鉄
砲
の
変
貌

そ
も
そ
も
一
揆
と
は
何
か
？

「
勢
焔
」
は
秩
父
の
山
間
よ
り

た
め
ら
い
と
憐
れ
み

新
た
な
時
代
へ

向
か
う
は
田
無
村
・
下
田
家

「
見
か
け
次
第
打
ち
殺
す
べ
し
」

柳
窪
村
・
村
野
家
で
の
戦
い
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