
村
明
細
帳
（「
村
様
子
書
上
帳
」）

天
保
十
四
（
一
八
四
三
）
年
に
代
官
に
提
出
さ
れ

た
下
保
谷
村
の
村
明
細
帳
の
表
紙
。
下
保
谷
村
は

当
時
新
座
郡
に
属
し
て
い
た（
田
無
村
は
多
摩
郡
）。

西
東
京
市
中
央
図
書
館
地
域
・
行
政
資
料
室
所
蔵

やすらぎのこみち
筆者が昨年撮影。田無駅近くのこの小
路は、この地を流れていた玉川上水の
分水の名残。

行田　健晃（ぎょうだ　たけあき）
1993年生、東京都東久留米市出身。
現在、都内私立中学・高等学校教員。
修士論文『幕末の百姓と武力』執筆の
際の史料調査が縁となり、2017年か
ら毎年夏に開催される西東京市図書
館主催の「子どものための地域を知
る講演会」で講師を務める。著作に
「融解する町・村の境界線」(大石学監
修・東京学芸大学近世史研究会編『江
戸周辺の社会史』名著出版、2018年)
などがある。

村絵図（下保谷村）
村明細帳と同年に提出された下保谷村の簡略な絵図。「畑」や「林」のほか、
矢印（筆者加筆）で示した所には今も下保谷にある福泉寺の名がみえる。
西東京市中央図書館地域・行政資料室所蔵

公民館は、現在、新型コロナウイルス感染症
の拡大防止のため、休館しています。最新情
報については、公民館にお問い合わせいただ
くか、広報西東京や市ホームページでご確認
ください。

み
な
さ
ん
は
、
江
戸
時
代
の
農
民

に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
印
象
を
持

っ
て
い
る
で
し
ょ
う
か
？
「
年
貢
が

重
い
」と
い
っ
た
情
報
や
、「
笠
地
蔵
」

の
よ
う
に
昔
話
に
貧
し
い
農
民
が
登

場
し
が
ち
な
こ
と
か
ら
、「
み
ん
な

貧
し
か
っ
た
」
と
い
う
印
象
を
お
持

ち
の
方
も
多
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
実
際
の
と
こ
ろ
田
無
・

保
谷
に
か
つ
て
住
ん
で
い
た
農
民
た

ち
は
ど
う
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
？

西
東
京
市
に
残
る
歴
史
史
料
を
も
と

に
見
て
い
く
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。

江
戸
時
代
、
現
在
の
西
東
京
市
に

あ
た
る
地
域
に
は
田
無
村
、
上
・
下

保
谷
村
と
、
一
八
世
紀
頃
に
開
発
さ

れ
た
新
田
村
が
い
く
つ
か
あ
り
ま
し

た
が
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
武
蔵
野
台

地
と
呼
ば
れ
る
台
地
に
あ
り
ま
し
た
。

こ
の
台
地
の
地
質
が
、
水
田
を
作
る

の
に
向
い
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
一

九
世
紀
頃
ま
で
水
田
は
こ
の
地
域
に

な
か
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す（「
新

田
」
と
い
い
な
が
ら
、
そ
の
実
態
は

畑
で
し
た
）。
こ
の
状
況
は
、「
田
無
」

と
い
う
地
名
に
も
よ
く
表
れ
て
い
る

と
い
え
ま
す
。彼
ら
は
、小
麦
や
大
麦
、

粟
、
ひ
え
、
大
根
な
ど
を
栽
培
し
食

料
と
し
て
い
ま
し
た
。

江
戸
時
代
の
村
の
様
子
を
知
る
た

め
に
は
、「
村
明
細
帳
」
と
い
う
史

料
が
有
用
で
す
。
村
明
細
帳
は
、
村

が
そ
の
地
を
直
接
支
配
す
る
武
士

（「
代
官
」）
の
求
め
に
応
じ
て
提
出

し
た
村
の
状
況
に
つ
い
て
の
帳
簿
で

す
。
ま
ず
は
こ
こ
か
ら
地
域
の
様
子

を
探
り
ま
す
。

天
保
一
四
（
一
八
四
三
）
年
の
田

無
村
の
村
明
細
帳
に
よ
れ
ば
、
こ
の

時
期
、
村
の
家
数
は
二
六
四
軒
、
人

口
は
一
一
九
二
人
で
し
た
。

一
方
、
同
じ
年
の
下
保
谷
村
の
村

明
細
帳
を
見
て
み
る
と
、
こ
ち
ら
に

は
家
数
一
一
五
軒
、
人
口
五
三
五
人

と
あ
り
ま
す
。
ま
た
村
明
細
帳
で
は

あ
り
ま
せ
ん
が
、
上
保
谷
村
は
幕
府

の
記
録
に
、
文
化
・
文
政
期
（
一
八

〇
四
〜
一
八
三
〇
）
に
家
数
三
〇
〇

軒
余
り
と
あ
る
の
で
、
田
無
村
と
同

じ
く
ら
い
の
規
模
で
し
ょ
う
か
。
畑

地
が
多
い
関
係
で
、
今
よ
り
圧
倒
的

に
人
が
少
な
い
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

さ
て
、
そ
の
ほ
か
に
も
村
明
細
帳

に
は
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
が
書
い
て
あ

り
ま
す
。
村
に
水
田
が
な
い
の
で
米

が
ほ
と
ん
ど
で
き
ず
、
年
貢
は
貨
幣

で
代
納
し
て
い
る
こ
と
、
農
業
の
ほ

か
に
し
て
い
る
こ
と
は
、
男
は
下
肥

（
肥
料
）
を
江
戸
か
ら
買
っ
て
運
び
、

女
は
薪
を
採
る
く
ら
い
で
あ
る
こ
と
、

村
が
困
窮
し
て
い
る
こ
と
。
こ
れ
ら

が
、
田
無
村
・
下
保
谷
村
の
村
明
細

帳
に
共
通
し
て
書
か
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
記
録
か
ら
は
、
こ
の
地
域
が

貧
し
か
っ
た
印
象
を
受
け
ま
す
。

江
戸
時
代
の
生
活
は
今
よ
り
も
安

定
し
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
か
ら
、
困

窮
す
る
農
民
が
い
た
こ
と
は
事
実
で

す
。
ま
た
天
災
に
よ
っ
て
生
活
が
破

壊
さ
れ
る
こ
と
も
よ
く
あ
り
ま
し
た
。

し
か
し
、
そ
れ
を
差
し
引
い
て
も

村
の
自
己
申
告
を
基
に
作
成
さ
れ
た

帳
簿
の
内
容
を
、
す
べ
て
本
当
の
こ

と
だ
と
信
用
し
て
よ
い
の
で
し
ょ
う

か
？　

実
は
、
村
明
細
帳
は
村
の
年

貢
負
担
能
力
調
査
の
た
め
に
作
ら
れ

た
関
係
上
、
村
側
が
状
況
を
自
ら
に

都
合
よ
く
申
告
す
る
場
合
が
多
々
あ

っ
た
の
で
す
。
で
は
、
村
明
細
帳
以

外
の
史
料
は
、
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

実
際
、
こ
の
地
域
の
土
地
は
や
せ

て
い
ま
し
た
が
、
一
八
世
紀
初
頭
に

玉
川
上
水
の
分
水
が
田
無
や
保
谷
に

届
き
、
耕
地
開
発
が
進
む
と
村
の
様

子
は
大
き
く
変
わ
り
ま
し
た
。
下
保

谷
村
の
戸
数
は
江
戸
前
期
の
一
・
七

倍
に
な
り
、
田
無
村
に
は
生
活
水
準

が
向
上
し
て
幕
末
ま
で
に
人
口
が
倍

に
な
っ
た
と
述
べ
る
史
料
が
残
っ
て

い
ま
す
（
田
無
村
の
人
口
は
幕
末
に

一
六
〇
〇
人
を
突
破
）。
江
戸
中
期

に
人
々
の
生
活
は
改
善
し
た
の
で
す
。

さ
ら
に
、
こ
の
地
域
の
地
理
的
条

件
と
し
て
江
戸
に
近
い
と
い
う
も
の

が
あ
り
ま
す
。
田
無
で
も
保
谷
で
も
、

作
物
の
多
く
は
、
自
分
た
ち
で
食
べ

る
ほ
か
に
、
江
戸
に
売
り
に
出
さ
れ

た
の
で
す
。田
無
村
に
は
安
政
四（
一

八
五
七
）
年
の
記
録
と
し
て
、
売
っ

た
作
物
の
利
益
が
村
全
体
で
六
〇
〇

両
（
物
価
の
関
係
で
換
算
は
難
し
い

が
幕
末
の
一
両
は
約
一
万
円
）
に
も

な
る
と
の
記
述
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

林
畑
の
多
い
下
保
谷
村
で
は
採
れ
た

薪
も
江
戸
向
け
に
売
っ
て
い
た
よ
う

で
す
。

ほ
か
に
も
、
青
梅
街
道
が
村
を
通

る
田
無
村
に
は
、
宿
屋
、
居
酒
屋
、

う
ど
ん
・
そ
ば
屋
、豆
腐
屋
、タ
バ
コ
・

菓
子
屋
の
ほ
か
、
お
金
を
貸
す
質
屋

も
四
軒
あ
っ
た
こ
と
が
寛
政
三（
一

七
九
一
）年
や
天
保
一
二（
一
八
四
一
）

年
の
記
録
か
ら
判
明
し
て
い
ま
す
。

田
無
・
保
谷
の
農
民
が
農
業
以
外

で
生
活
の
た
め
に
や
っ
て
い
る
こ
と

は
ご
く
わ
ず
か―

村
明
細
帳
の
こ

う
し
た
記
述
は
、
実
は
建
前
に
す
ぎ

な
か
っ
た
の
で
す
。
遅
く
と
も
江
戸

時
代
の
後
半
に
は
、
こ
の
地
域
に
は

商
売
を
軌
道
に
乗
せ
る
な
ど
し
て
財

を
成
し
た
農
民
が
現
れ
て
い
ま
し
た
。

「
農
民
は
皆
貧
し
い
」と
い
う
イ
メ
ー

ジ
は
、
必
ず
し
も
正
確
で
な
い
こ
と

が
よ
く
わ
か
る
と
思
い
ま
す
。

最
後
に
、
富
裕
な
農
民
の
財
力
を

示
す
記
録
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

江
戸
幕
府
は
、
幕
末
に
欧
米
が
日

本
に
接
近
し
て
く
る
よ
う
に
な
る
と
、

海
防
の
た
め
に
江
戸
湾
に
台
場
を
造

る
の
で
す
が
、
こ
の
費
用
の
負
担
が

田
無
や
保
谷
に
も
「
献
金
」
を
迫
る

形
で
降
っ
て
き
ま
し
た
。
献
金
が
で

き
る
家
は
あ
る
程
度
裕
福
だ
と
い
え

ま
す
が
、
こ
の
時
の
記
録
を
見
る
と
、

下
保
谷
村
か
ら
は
八
家
が
合
計
三
〇

両
を
、
田
無
村
か
ら
は
三
〇
家
が
合

計
で
実
に
約
二
〇
〇
両
を
拠
出
し
て

い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
さ
ら
に
、

田
無
村
の
「
献
金
」
の
内
、
半
分
の

一
〇
〇
両
は
下
田
家
と
い
う
一
つ
の

家
に
よ
っ
て
負
担
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、
富
裕
な
農
民
の
中
に
は
、

村
の
代
表
で
あ
る
「
名
主
」
に
な
る

者
も
い
ま
し
た
。
た
と
え
ば
先
に
述

べ
た
下
田
家
は
田
無
村
の
名
主
で
す
。

　

次
回
は
、
こ
の
名
主
の
仕
事
・
役

割
に
つ
い
て
お
話
し
い
た
し
ま
す
。

し
ん
で
ん

あ
わ

し
も
ご
え

た
き
ぎ

な  

ぬ
し

・
・    

・
・
・

・
・
・
・
・
・

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
拡
大
防
止
の
た
め
、
公
民
館
は
３
月
１
日
以
降
休
館
し
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
、
公
民
館
だ
よ
り
で
特
別
紙
面
講
座
を
行
い
ま
す
。
今
月
号
か
ら
３
回
連
続
で
江
戸
時
代
の
西

東
京
市
域
を
取
り
上
げ
ま
す
。
学
び
を
深
め
、
楽
し
ん
で
い
た
だ
け
た
ら
と
思
い
ま
す
。

江
戸
時
代
の
田
無
・
保
谷

村
明
細
帳
か
ら
見
る
村
の
姿

村
明
細
帳
は
信
用
で
き
る
？

玉
川
上
水
・
江
戸
・
青
梅
街
道

献
金
に
見
る
農
民
の
財
力

特別紙面講座

ふ
る
さ
と
む
か
し
探
訪

　
　
　
　
　
〜
江
戸
時
代
の
田
無
・
保
谷
〜

農
民
た
ち
は
み
ん
な
貧
し
か
っ
た
の
か
？

̶

歴
史
史
料
か
ら
組
み
立
て
る
村
の
す
が
た̶

第
一
回

行 

田  

健 

晃

西東京市
6 月 1 日
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