
幕
末
の
西
多
摩

幕末に農兵隊誕生
我が村を守れ！

西
多
摩
の
お
代
官
様

カ
リ
ス
マ
代
官
・
江
川
英
龍

当

時

の

西

多

摩

は

西
多
摩
の
農
兵

幕
末
最
大「
武
州
世
直
し
一
揆
」　
西
多
摩
へ

農
兵「
秋
川
隊
」出
動
！

農兵の活躍①
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江
川
家
は
鎌
倉
時
代
か
ら
続

く
名
家
で
、
代
々
伊
豆
国
韮
山

代
官
を
世
襲
。
武
蔵
国
の
天
領

だ
け
で
な
く
、
伊
豆
、
相
模
な

ど
関
東
近
郊
に
支
配
地
を
持
っ

て
い
た
。

　
江
川
英
龍
（
１
８
０
１
～
１

８
５
５
）
は
、
天
保
６
（
１
８

３
５
）年
に
韮
山
代
官
に
就
任
。

貧
民
救
済
に
努
め
、
産
業
を
奨

励
し
、
海
外
事
情
に
も
通
じ
早

く
か
ら
国
防
へ
の
問
題
意
識
を

持
つ
名
代
官
と
し
て
、
領
民
に

「
世
直
し
江
川
大
明
神
」
と
慕

わ
れ
た
。

　
民
政
で
は
小
学
校
の
銅
像
に

も
な
っ
た
二
宮
尊
徳
を
招
い
て

農
地
を
改
良
、
天
然
痘
の
種
痘

技
術
が
伝
わ
る
と
積
極
的
に
領

民
に
接
種
を
す
す
め
、
役
人
の

不
正
を
厳
し
く
取
り
締
ま
り
、

自
身
も
質
素
倹
約
を
心
掛
け
、

さ
ら
に
は
領
民
の
暮
ら
し
を
調

査
す
る
た
め
に
行
商
人
の
ふ
り

を
し
て
領
内
を
巡
っ
た
り
と
活

躍
を
し
て
い
る
。

　
国
防
の
面
で
は
英
龍
の
領
地

は
海
岸
線
に
面
し
、
異
国
船
も

多
く
出
没
し
た
た
た
め
西
洋
砲

術
の
専
門
家
・
高
島
秋
帆
（
し

ゅ
う
は
ん
）
に
学
び
、
幕
府
に

大
砲
鋳
造
、
軍
艦
建
造
、

西
洋
砲
術
や
農
兵
の
採
用

を
訴
え
た
。
ペ
リ
ー
来
航

後
に
は
、
幕
府
か
ら
認
め

ら
れ
海
防
掛
勘
定
吟
味
役
格
に

任
じ
ら
れ
、
品
川
沖
に
台
場
を

建
造
。
世
界
遺
産
韮
山
反
射
炉

建
設
を
進
言
し
認
め
ら
れ
て
い

る
。
し
か
し
、
英
龍
は
志
半
ば

で
肺
炎
に
か
か
り
死
去
し
、
反

射
炉
の
完
成
、
農
兵
採
用
の
実

現
は
息
子
の
代
に
な
っ
て
か
ら

の
こ
と
だ
っ
た
。

　
ほ
か
に
も
英
龍
は
韮
山
塾
と

い
う
私
塾
を
開
き
、
全
国
の
若

者
が
集
ま
り
、
そ
の
中
に
は
、

幕
末
に
活
躍
し
た
桂
小
五
郎
、

大
山
巌
、
橋
本
左
内
な
ど
が
い

た
。
英
龍
は
多
摩
の
有
力
者
に

自
警
活
動
を
す
す
め
、
そ
の
た

め
天
然
理
心
流
へ
の
入
門
者
が

増
え
、
そ
れ
が
後
の
新
選
組
結

成
に
つ
な
が
っ
た
と
も
い
わ
れ

て
い
る
。

　
黒
船
来
航
か
ら
徳
川
幕
府
崩
壊
と
い
う
幕
末
の
混
乱
と
、
江
戸
に
近
い
西
多
摩
地
域
も
無
関
係
で
は
い
ら
れ
な

か
っ
た
。
西
多
摩
は
幕
府
の
天
領
（
直
轄
地
）
も
多
く
、
財
政
難
の
幕
府
へ
の
献
金
、
将
軍
上
洛
や
長
州
征
伐
の

人
や
物
資
を
運
ぶ
助
郷
役
、千
人
同
心
と
し
て
の
従
軍
な
ど
、西
多
摩
の
人
々
も
さ
ま
ざ
ま
な
役
割
を
果
た
し
た
。

今
年
は
明
治
維
新
１
５
０
年
の
年
、
故
郷
の
治
安
を
守
る
た
め
組
織
さ
れ
た
「
農
兵
」
を
中
心
に
幕
末
の
西
多
摩

を
特
集
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
小
峯
佐
知
子
）

　
嘉
永
６
（
１
８
５
３
）
年
６

月
の
ペ
リ
ー
来
航
は
、
幕
府
だ

け
で
な
く
一
般
の
人
々
に
と
っ

て
も
大
き
な
衝
撃
を
与
え
る
こ

と
に
な
っ
た
。
西
多
摩
に
も
黒

船
来
航
は
早
々
に
伝
わ
っ
た
よ

う
で
、
深
沢
村
（
現
あ
き
る
野

市
）
の
旧
家
深
沢
家
の
土
蔵
か

ら
は
、
自
ら
黒
船
を
見
、
ス
ケ

ッ
チ
し
た
と
思
わ
れ
る
黒
船
の

絵
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。

　
そ
の
後
、
西
多
摩
の
村
々
は

幕
府
の
直
轄
地
（
天
領
）
や
、

旗
本
が
治
め
る
地
域
だ
っ
た
こ

と
も
あ
り
、
財
政
難
に
陥
っ
て

い
た
幕
府
へ
の
献
金
を
度
々
申

し
付
け
ら
れ
、
街
道
沿
い
の
村

で
は
人
や
荷
を
運
ぶ
「
助
郷
」

の
役
目
を
果
た
し
た
り
、
裏
方

と
し
て
徳
川
幕
府
を
支
え
た
。

　
そ
の
後
開
港
し
、
外
国
と
の

貿
易
が
始
ま
る
と
、
欧
州
の
生

糸
の
主
要
産
地
・
イ
タ
リ
ア
と

フ
ラ
ン
ス
で
蚕
の
病
気
が
流
行

し
た
こ
と
も
あ
り
、
質
の
良
い

日
本
の
生
糸
の
需
要
は
急
激
に

増
加
。
原
料
糸
が
輸
出
さ
れ
る

た
め
特
産
の
「
黒
八
丈
」
の
生

産
に
支
障
が
出
た
秋
川
流
域
で

は
、
関
東
取
締
出
役
に
「
貿
易

港
と
近
い
立
地
か
ら
直
接
そ
の

影
響
を
受
け
る
」
と
生
糸
交
易

中
止
の
嘆
願
書
を
提
出
し
て
い

る
。
し
か
し
、
生
糸
の
値
が
急

上
昇
す
る
の
を
見
て
、
人
々
の

態
度
は
一
転
、
輸
出
用
の
生
糸

の
増
産
へ
と
方
向
転
換
し
た
。

こ
の
よ
う
に
当
時
の
人
々
は
、

案
外
た
く
ま
し
く
、
す
ぐ
に
外

国
と
の
貿
易
へ
関
心
を
持
つ
よ

う
に
な
り
、
名
主
の
中
に
は
ア

メ
リ
カ
や
各
国
の
通
商
条
約
と

貿
易
章
程
の
締
結
文
の
全
文
の

写
し
を
持
つ
者
も
あ
っ
た
。

【
江
戸
か
ら
疎
開
者
も
】

　
江
戸
の
町
で
は
黒
船
の
出
現

に
危
機
感
を
覚
え
た
旗
本
や
御

家
人
ら
が
、武
器
を
買
い
集
め
、

武
器
不
足
を
招
い
た
。
ま
た
、

銭
相
場
、
物
価
も
上
昇
し
江
戸

市
中
は
不
況
に
陥
り

月
に
は

強
盗
が
横
行
す
る
事
態
に
発
展

し
た
。
不
安
定
な
情
勢
に
武
士

も
庶
民
も
江
戸
近
郊
に
家
族
や

財
産
を
疎
開
さ
せ
よ
う
と
す
る

者
が
出
始
め
た
た
め
、
荷
物
を

運
搬
す
る
人
足
の
賃
金
が
一
気

に
高
騰
し
た
と
い
い
、
見
通
し

の
立
た
な
い
状
況
か
ら
疎
開
を

希
望
し
た
者
が
多
か
っ
た
こ
と

が
窺
え
る
。

　
多
摩
地
域
は
江
戸
に
近
い
立

地
か
ら
避
難
者
も
多
か
っ
た
と

い
い
、
文
久
３
（
１
８
６
３
）

年
に

代
将
軍
家
茂
の
上
洛
が

決
ま
り
江
戸
市
中
が
驚
き
騒
然

と
な
る
と
、
現
在
の
福
生
市
熊

川
を
知
行
し
て
い
た
旗
本
・
田

沢
氏
も
、
名
主
に
家
族
ら
の
避

難
の
手
配
を
頼
ん
だ
と
い
う
。

【
新
政
府
軍
と
西
多
摩
】

　
徳
川
幕
府
が
終
焉
を
迎
え
、

慶
応
４（
１
８
６
８
）年
に
な
る

と
関
東
取
締
出
役
の
見
回
り
も

な
く
な
り
、西
多
摩
で
も
盗
難

や
凶
悪
事
件
が
発
生
す
る
な
ど

治
安
が
極
度
に
悪
化
。４
月


日
に
新
政
府
軍
が
江
戸
に
入
城

し
、井
伊
家
の
屋
敷
に
新
政
府

軍
参
謀
の
宿
舎
が
あ
る
と
知
っ

た
拝
島
・
五
日
市
・
八
王
子
な
ど

の
寄
場
組
合
の
村
役
人
た
ち

は
、「
新
政
府
軍
に
治
安
を
確
立

し
て
も
ら
い
、旧
関
東
出
役
の

よ
う
に
村
々
を
巡
回
し
て
ほ
し

い
」と
連
名
で
願
い
出
た
。

　
し
か
し
、
新
政
府
軍
に
村
々

の
面
倒
を
み
る
余
裕
は
ま
だ
な

く
、
対
応
し
た
参
謀
稲
葉
某
は

村
役
人
ら
に
「
悪
党
が
村
に
押

し
入
っ
て
、
お
前
た
ち
が
悪
党

を
鉄
砲
で
撃
つ
な
り
、
突
き
殺

す
な
り
し
て
も
咎
め
は
し
な

い
」
、
つ
ま
り
自
分
た
ち
の
力

で
ど
う
に
か
す
る
よ
う
返
答
し

た
と
い
う
。
そ
う
言
わ
れ
た
村

役
人
ら
の
落
胆
ぶ
り
は
想
像
に

難
く
な
い
。

　
多
く
の
地
域
が
韮
山
代

官
領
と
な
っ
て
い
た
多
摩

地
域
で
も
、
農
兵
は
文
政

の
改
革
で
設
置
さ
れ
た
寄

場
組
合
を
単
位
に
、日
野
、

五
日
市
、
拝
島
、
田
無
な

ど
で
組
織
さ
れ
、
武
蔵
・

相
模
国
で
４
１
５
人
を
動

員
す
る
計
画
が
立
て
ら
れ

て
い
た
。

　
そ
の
多
く
が
身
元
が
確

か
な
豪
農
の
次
男
三
男

で
、
装
備
や
訓
練
の
費
用

は
村
々
で
負
担
す
る
こ
と

に
な
っ
た
。
幕
府
の
赤
字

財
政
で
江
戸
湾
の
台
場
建

設
、
農
兵
ら
の
訓
練
に
も

使
わ
れ
た
芝
新
銭
座
の
大

小
砲
習
練
所
の
建
設
な
ど

幕
府
へ
の
献
金
が
相
次
い

だ
中
に
あ
っ
て
も
、
治
安

悪
化
に
悩
ま
さ
れ
て
い
た

豪
農
や
豪
商
は
農
兵
に
期

待
し
進
ん
で
寄
付
を
行
っ

た
。
そ
ん
な
当
時
の
人
々

の
世
情
へ
の
不
安
は
、
農

兵
制
度
開
始
に
先
立
ち
、

多
摩
の
村
々
が
幕
府
に

「
村
落
防
衛
の
た
め
ゲ
ベ

ー
ル
銃
１
０
０
挺
を
拝
借

し
た
い
」
と
願
い
出
て
い

る
と
こ
ろ
か
ら
も
読
み
取

れ
る
。

　
武
蔵
国
で
は
同
年


月
、農
兵
の
取
り
立
て
が

命
じ
ら
れ
、田
無
村
に
出

張
し
た
代
官
所
手
代
ら

に
、各
村
の
名
主
が
農
兵

の
名
前
や
献
金
額
な
ど
を

記
し
た
書
類
を
提
出
。元

治
元（
１
８
６
４
）年
９
月

に
は
江
戸
芝
新
銭
座
で
、

高
島
流
砲
術
を
身
に
着
け

た
手
代
ら
の
指
導
で
農
兵

の
訓
練
を
開
始
し
た
。

　
将
軍
上
洛
の
途
上
、
将

軍
家
茂
が
韮
山
の
農
兵
の

訓
練
を
見
学
し
称
賛
さ
れ

る
一
幕
も
あ
り
、
そ
の
様

子
は
す
ぐ
に
「
農
兵
の
誉

れ
」
と
し
て
武
蔵
国
の
農

兵
ら
に
も
伝
え
ら
れ
た
。

　
多
摩
地
方
で
は
元
治
２

年
に
農
兵
の
調
練
を
開

始
。瑞
穂
で
は
狭
山
池
近

く
で
訓
練
を
し
、大
工
や

屋
根
職
人
に
頼
み
小
屋
や

標
的
を
作
っ
た
。後
に
そ

れ
を
記
念
し
、狭
山
池
公

園
に「
調
練
橋
」と
名
付
け

ら
れ
た
橋
が
か
け
ら
れ
、

同
橋
の
説
明
板
に
よ
る
と

「

人
が
訓
練
を
行
い
、箱

根
ケ
崎
村
と
石
畑
村
か
ら

各
４
人
、殿
ヶ
谷
村
か
ら

２
人
が
参
加
し
て
い
た
」

と
あ
る
。

　
あ
き
る
野
市
で
は
山
田

堰
の
あ
た
り
で
訓
練
を
行

い
、
歳
～

代
の
者
が

訓
練
に
励
ん
だ
。彼

ら
は
始
め
は
こ
わ
ご

わ
と
銃
を
扱
っ
て
い

た
が
、慣
れ
て
く
る

と
旧
式
の
ゲ
ヴ
ェ
ー

ル
銃
で
は
な
く
新
式

の
銃
を
使
い
た
い
と

求
め
る
よ
う
に
な
る

な
ど
、故
郷
を
守
る

と
い
う
自
分
た
ち
の

役
割
に
積
極
的
に
な

っ
て
い
っ
た
と
い

う
。農
兵
ら
は
各
隊

ご
と
に
、そ
ろ
い
の

制
服
や
旗
を
作
り
、

徳
川
家
の
家
紋
の
入

っ
た
銃
を
貸
し
与
え

ら
れ
て
い
た
。

　
慶
応
２
（
１
８
６
６
）

年
、
開
港
の
影
響
や
長
州

征
伐
軍
へ
の
物
資
買
い
上

げ
だ
け
で
な
く
、
春
か
ら

の
異
常
気
象
で
諸
物
価
は

う
な
ぎ
上
り
と
な
っ
た
。

そ
れ
は
、
質
に
出
す
も
の

す
ら
な
く
な
り
困
窮
し
た

民
が
暴
動
を
起
こ
す
事
態

を
招
き
、
そ
の
数
は
全
国

で

件
に
上
る
ほ
ど
だ
っ

た
。
幕
府
の
天
領
で
起
き

た
騒
動
も
多
く
、
長
州
征

伐
で
幕
府
軍
を
不
利
に
し

た
原
因
の
ひ
と
つ
と
も
い

わ
れ
て
い
る
と
い
う
。

　
５
月

日
に
は
江
戸
・

品
川
、

日
に
は
芝
・
三

田
で
打
ち
毀
し
が
起
き
、

そ
の
翌
月
、
６
月

日
に

西
多
摩
地
域
も
巻
き
込

む
、
幕
末
最
大
の
農
民
一

揆
「
武
州
世
直
し
一
揆
」

が
発
生
し
た
。
７
日
あ
ま

り
で
鎮
圧
さ
れ
た
同
一
揆

は
、
現
在
の
埼
玉
県
名
栗

村
の
貧
し
い
農
民
が
中
心

と
な
り
、
現
在
の
青
梅
市

の
成
木
村
な
ど
も
合
流
。

広
範
囲
で
同
時
多
発
的
に

起
こ
り
武
蔵
国
・
上
野
国

の
２
０
２
村
、
参
加
人
数

は

万
人
以
上
だ
っ
た
。

　
豪
商
ら
か
ら
米
の
安
売

り
を
拒
絶
さ
れ
、
一
揆
を

起
こ
し
た
人
々
は
飯
能
・

所
沢
・
寄
居
な
ど
で
５
２

０
軒
の
豪
商
や
豪
農
を
打

ち
毀
し
、
青
梅
や
福
生
で

も
被
害
が
で
た
。
こ
の
世

直
し
一
揆
事
件
で
、
治
安

維
持
へ
の
期
待
を
背
負
っ

た
西
多
摩
の
農
兵
も
活
躍

す
る
こ
と
に
な
る
。

　
一
揆
の
首
謀
者
は

～


歳
ま
で
の
男
子
は
斧
や

の
こ
ぎ
り
を
持
っ
て
「
世

直
し
」
に
参
加
す
る
よ
う

呼
び
か
け
、
「
米
穀
商
は

米
を
安
く
売
る
こ
と
」

「
質
屋
は
質
物
を
無
償
返

還
す
る
こ
と
」
「
高
利
貸

し
は
借
金
証
文
を
返
還
す

る
こ
と
」
「
村
々
は
人
足

を
提
供
す
る
こ
と
」
を
求

め
る
廻
状
を
一
斉
に
各
村

へ
送
り
、
要
求
に
応
じ
な

い
村
は
焼
き
払
う
か
打
ち

毀
す
と
強
硬
な
姿
勢
を
と

っ
た
。
そ
の
一
方
で
、

「
人
身
に
少
し
も
危
害
を

加
え
な
い
」
「
金
銭
を
か

す
め
取
っ
て
は
い
け
な

い
」
な
ど
厳
重
な
規
律
を

設
け
、
守
ら
せ
て
い
た
。

　
一
揆
勢
の
本
隊
は
所
沢

方
面
へ
向
か
い
、
西
多
摩

へ
向
か
っ
た
一
隊
は
青
梅

で
４
件
打
毀
し
、
瑞
穂
・

福
生
方
面
、
日
の
出
・
あ

き
る
野
方
面
の
２
方
向
に

別
れ
た
。
瑞
穂
で
は
名
主

が
話
を
つ
け
事
な
き
を
得

た
が
、
福
生
で
は
打
ち
毀

し
が
行
わ
れ
、
そ
の
後
八

王
子
へ
向
か
っ
た
一
揆
勢

は
、
八
王
子
宿
の
農
兵
ら

と
多
摩
川
を
挟
ん
で
交

戦
、
夕
方
に
一
揆
勢
は
敗

走
し
た
。

　
農
兵
と
は
江
戸
時
代
末

期
に
国
防
や
治
安
維
持
の

た
め
、
通
常
は
農
業
に
従

事
し
て
い
る
農
民
を
非
常

時
に
兵
士
と
し
て
用
い
る

制
度
の
こ
と
。

　
多
摩
地
域
の
天
領
も
治

め
て
い
た
名
代
官
・
伊
豆

国
韮
山
代
官
の
江
川
英
龍

は
、
緊
急
時
の
派
兵
を
各

藩
が
担
う
海
岸
防
備
体
制

へ
の
不
安
か
ら
、
幕
府
へ

韮
山
代
官
領
の
農
民
を
訓

練
し
、
危
急
の
際
に
動
員

す
る
「
農
兵
制
度
」
の
採

用
を
何
度
も
訴
え
た
。
部

隊
行
動
を
中
心
と
す
る
西

洋
の
戦
術
に
は
、
身
分
意

識
が
強
く
弱
体
化
し
た
武

士
よ
り
、
頑
健
な
農
民
の

若
者
を
訓
練
し
た
ほ
う
が

よ
り
有
効
で
、
幕
府
の
経

済
的
負
担
も
少
な
い
と
考

え
た
た
め
だ
っ
た
。

　
幕
府
は
身
分
制
度
を
揺

る
が
す
農
兵
制
度
に
難
色

を
示
し
続
け
た
が
、
英
龍

は
代
官
所
近
く
の
金
谷
村

の
農
民
に
洋
式
銃
の
訓
練

を
施
し
て
い
た
。
嘉
永
２

（
１
８
４
９
）
年
に
イ
ギ

リ
ス
の
軍
艦
が
下
田
港
に

居
座
っ
た
時
、
英
龍
は
訓

練
し
た
金
谷
村
の
農
民


人
を
武
装
さ
せ
率
い
、
艦

長
と
の
談
判
に
成
功
。
農

兵
の
実
用
性
に
自
信
を
深

め
た
と
い
う
。

　
同
年

月
、
幕
府
は
大

名
へ
海
防
強
化
令
を
出

し
、
庶
民
に
も
「
国
防
は

国
民
全
体
の
問
題
、
国
恩

に
報
い
る
た
め
に
も
身
分

に
応
じ
た
負
担
を
す
る
よ

う
」
命
じ
た
も
の
の
、
農

兵
採
用
に
つ
い
て
は
な
か

な
か
認
め
な
か
っ
た
。
文

久
３
（
１
８
６
３
）
年
、

韮
山
代
官
支
配
地
に
限
り

農
兵
の
採
用
は
許
可
さ
れ

た
が
、
英
龍
は
そ
の
８
年

前
に
病
死
。
そ
の
跡
を
継

い
だ
英
敏
も
早
世
し
て
し

ま
い
、
そ
の
弟
の
英
武
の

代
に
な
っ
て
い
た
。

　
そ
の
後
、
韮
山
代
官
領

以
外
の
天
領
や
諸
藩
で

も
、
兵
力
不
足
を
補
う
た

め
農
兵
採
用
が
相
次
ぎ
、

類
似
の
幕
府
直
轄
軍
と
し

て
集
め
ら
れ
た
「
兵
賦

（
へ
い
ふ
）
」
や
、
江
戸

で
は
火
消
し
な
ど
が
多
く

志
願
し
た
「
町
兵
」
な
ど

も
集
め
ら
れ
た
。し
か
し
、

訓
練
度
の
高
さ
、
装
備
の

充
実
度
で
韮
山
代
官
領
の

農
兵
は
抜
き
ん
で
て
い
た

と
い
わ
れ
て
る
。

　
の
ち
に
、
幕
府
と
い
う

設
立
母
体
を
失
っ
た
韮
山

代
官
領
の
農
兵
は
、
新
政

府
か
ら
東
征
軍
と
し
て
出

兵
要
請
を
受
け
た
が
な
ん

と
か
断
り
、や
が
て
解
散
。

多
摩
地
方
で
は
明
治
３

（
１
８
７
０
）
年
４
月
に

貸
与
さ
れ
て
い
た
ゲ
ベ
ー

ル
銃
を
韮
山
県
に
返
納
し

た
。
そ
の
２
年
後
、
明
治

政
府
は
徴
兵
の
詔
を
発

布
。
人
々
は
故
郷
の
た
め

で
は
な
く
、
国
家
の
た
め

の
兵
士
と
し
て
徴
集
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
。

▲狭山池ほとりには「常夜燈」（高
さ５㍍）も。慶応元年、当初は日光
街道と残堀川が交わる場に建てられ
た。幕末の不安の中、燈明を灯して
旅人の道標とするとともに天下泰
平、村内安全を祈った。

〔参考文献〕各市町村史、『東京都の歴
史』『幕末の農兵』樋口雄彦著、『幕末
の世直し　万人の戦争状態』須田務
著、『悪代官はじつは正義の味方だっ
た』山本博文著など

　　　　〔略年表〕
１８５３　ペリー浦賀来航
１８５４　日米和親条約
１８５８　安政の大獄、日米修好
　　　　　通商条約
１８５９　神奈川・長崎・
　　　　　箱館開港、貿易開始
１８６０　桜田門外の変。横浜開
　　　　　港
（～１８６５）米価高騰で農民一
　　　　　揆頻発
１８６１　和宮将軍家降嫁、現瑞
　　　　　穂町の村々に助郷を命
　　　　　じる
１８６３　将軍上洛、西多摩の村
　　　　　々にも献金を命じる。
　　　　　韮山代官支配地で農兵
　　　　　採用
１８６４　蛤御門の変、第１次長
　　　　　州征伐
１８６５　多摩地域で農兵の訓練
　　　　　開始。幕府直轄領で兵
　　　　　賦の徴発開始
１８６６　薩長同盟。第２次長州
　　　　　征伐、韮山代官農兵武
　　　　　州世直し一揆動員
１８６７　大政奉還。月韮山代
　　　　　官農兵、八王子で薩邸
　　　　　浪士隊を阻む
１８６８　鳥羽・伏見の戦、明治
　　　　　改元、江戸を東京と改
　　　　　称
１８６９　江川英武（江川英龍の
　　　　　子）、韮山県知事に


