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武
蔵
野
市
八
幡
町
3
丁
目
、五
日
市
街

道
の
北
側
に
、
縦
2
メ
ー
ト
ル
、
横
1

メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
碑
が
ひ
っ
そ
り
と
立
っ

て
い
ま
す
。
こ
れ
は
御
門
訴
事
件
を
記
録

す
る
た
め
に
建
立
さ
れ
た「
倚い

鍤そ
う

碑
」。
こ

の
事
件
を
長
く
人
々
の
記
憶
に
と
ど
め
る

と
と
も
に
、犠
牲
と
な
っ
た
人
た
ち
を
慰

霊
す
る
た
め
の
碑
で
も
あ
り
ま
す
。

　
御
門
訴
事
件
が
起
こ
っ
た
の
は
明
治
3

（
1
8
7
0
）年
1
月
。
事
件
は
前
年
に

布
達
さ
れ
た
、
明
治
新
政
府
に
よ
る「
社

倉
政
策
」に
端
を
発
し
ま
す
。

明
治
新
政
府
の
社
倉
政
策
に
対
し

嘆
願
を
発
し
た
農
民
た
ち

　

明
治
2（
1
8
6
9
）年
11
月
、
品
川
県

は
新
政
府
の
政
策
に
よ
り
、
凶
作
や
飢
饉

に
備
え
る
た
め
の
貯
穀（
米
ま
た
は
金
）

の
供
出
を
県
下
の
村
々
に
命
じ
ま
す
。

こ
れ
が
社
倉
政
策
と
い
わ
れ
る
も
の
で

す
。
こ
の
よ
う
な
非
常
時
の
備
え
は
江

戸
時
代
か
ら
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
今

回
の
社
倉
政
策
は
、
県
が
管
理
・
運
用
し

よ
う
と
す
る
も
の
で
、
明
治
政
府
の
財
政

基
盤
を
固
め
る
こ
と
に
そ
の
主
眼
が
置

か
れ
て
い
た
こ
と
は
否
め
ま
せ
ん
。

　

こ
れ
に
対
し
て
反
対
の
意
向
を
示
し

た
の
が
、
武
蔵
野
新
田
の
う
ち
の
12
か
村

（
当
初
は
13
か
村
で
、
の
ち
に
1
か
村
が

脱
退
）で
す
。
こ
の
武
蔵
野
新
田
は
、
江

戸
幕
府
8
代
目
将
軍
吉
宗
の
時
代
に
開

発
さ
れ
ま
し
た
が
、
水
利
が
不
便
で
作
物

の
生
産
力
が
低
い
こ
と
か
ら
、
江
戸
時
代

に
は
さ
ま
ざ
ま
な
優
遇
措
置
が
取
ら
れ

て
い
ま
し
た
。

　

収
穫
量
の
低
い
土
地
だ
っ
た
こ
と
に

加
え
、
通
達
の
あ
っ
た
年
は
全
国
的
な
凶

作
で
、
品
川
県
の
示
し
た
供
出
高
は
新
田

農
民
に
と
っ
て
過
酷
な
も
の
で
し
た
。

し
か
し
品
川
県
は
特
例
を
認
め
ず
、
県
下

一
律
の
負
担
を
命
じ
た
た
め
、
農
民
た
ち

は
逼
迫
し
た
村
の
状
況
を
訴
え
、
社
倉
の

た
め
の
出
殻
に
つ
い
て
減
免
を
要
求
し

た
の
で
し
た
。

井
口
忠
左
衛
門
ら
を
中
心
と
し
て

繰
り
返
さ
れ
る
交
渉

　

12
か
村
は
一
致
団
結
し
、
品
川
県
と
の

間
で
数
度
に
わ
た
る
交
渉
を
行
い
ま
し

た
。
そ
の
中
心
人
物
の
一
人
が
関
前
新

田
名
主
・
井
口
忠
左
衛
門
で
す
。
凶
作
で

ど
う
に
も
な
ら
な
い
ほ
ど
逼
迫
し
て
い

る
農
民
の
実
情
を
訴
え
、
百
姓
の
一
軒
一

軒
の
暮
ら
し
ぶ
り
を
検
分
し
た
上
で
判

断
し
て
く
れ
る
よ
う
県
に
主
張
し
ま
し

た
。

　

ま
た
村
側
の
妥
協
案
と
し
て
、
村
の
実

情
に
応
じ
た
負
担
割
合
を
提
示
。
交
渉

に
あ
た
っ
て
い
た
県
の
担
当
者
は
こ
れ

を
認
め
た
も
の
の
、
時
の
県
知
事
・
古
賀

一
平
に
よ
っ
て
否
認
さ
れ
、
交
渉
は
決
裂

し
て
い
き
ま
す
。
こ
う
し
た
県
の
態
度

は
、
予
定
通
り
の
穀
高
を
集
め
ら
れ
な
い

こ
と
に
加
え
、
農
民
の
主
張
を
認
め
る
こ

と
で
新
政
府
の
脆
弱
性
を
示
す
こ
と
を

危
惧
し
た
か
ら
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
事
態
に
憤
激
し
た
村
役

人
た
ち
は
、
同
年
12
月
20
日
、
関
野
新
田

（
現
在
の
小
金
井
市
）の
真
蔵
院
に
集
ま

り
今
後
の
対
策
を
協
議
す
る
戦
術
会
議

を
行
い
、
12
か
村
の
団
結
を
確
認
す
る
た

め
の「
取
極
申
議
定
一
札
之
事
」と
い
う

文
書
を
作
成
し
、
そ
の
結
束
を
誓
い
ま
し

た
。

　

そ
の
後
の
再
度
の
嘆
願
に
対
し
、
年
も

押
し
迫
っ
た
12
月
24
日
、
品
川
県
は
忠
左

衛
門
ほ
か
数
人
の
村
役
人
を
県
庁
に
呼

び
出
し
、
古
賀
知
事
自
ら
が
列
席
す
る
中

で
命
令
に
従
う
よ
う
伝
え
ま
す
。
し
か

し
彼
ら
は
承
諾
せ
ず
、
結
果
と
し
て
県

は
、
忠
左
衛
門
と
上
保
谷
新
田
名
主
・
伊

左
衛
門
の
2
人
を
村
へ
返
さ
ず
、「
宿や

ど

預あ
ず
け

」、
す
な
わ
ち
軟
禁
状
態
に
し
て
抑
留

し
ま
し
た
。

　

こ
の
報
告
を
受
け
て
激
し
い
怒
り
を

爆
発
さ
せ
た
農
民
た
ち
は
、
集
団
で
門
訴

す
る
こ
と
を
決
定
。
品
川
県
庁
の
あ
る

明
治
と
い
う
新
た
な
時
代
の
幕
開
け
に
、

多
摩
地
域
で
起
こ
っ
た「
御ご

門も
ん

訴そ

事
件
」。

今
回
は
新
政
府
の
政
策
に
反
対
し
、

真
正
面
か
ら
立
ち
向
か
っ
て
い
っ
た

農
民
た
ち
の
史
実
を
追
い
か
け
ま
す
。

御
門
訴
事
件

〜
農
民
た
ち
に
よ
る
民
衆
運
動

武
蔵
野
に
ま
つ
わ
る
歴
史
を

楽
し
み
な
が
ら
学
ぶ

倚
い

鍤
そう

碑。市の有形文化財に指定されている。



日
本
橋
浜
町
へ
向
け
て
出
発
し
ま
し
た
。

し
か
し
こ
れ
は
、
村
役
人
の
説
得
に
よ
っ

て
中
止
さ
れ
ま
す
。

農
民
た
ち
の
行
進
に
東
京
は
騒
然

品
川
県
は
武
力
で
抑
圧

　

明
治
3（
1
8
7
0
）年
、
年
が
明
け
て

も
忠
左
衛
門
、
伊
左
衛
門
は
宿
預
と
な
っ

た
ま
ま
、
村
に
は
帰
っ
て
き
ま
せ
ん
で
し

た
。
さ
ら
に
、
1
月
7
日
に
は
12
か
村
の

村
役
人
が
県
庁
に
招
集
さ
れ
、
県
側
の
要

求
を
拒
否
し
た
全
員
が
宿
預
と
な
っ
て

し
ま
い
ま
す
。

　

こ
の
対
応
に
業
を
煮
や
し
た
12
か
村

は
、再
び
決
起
。
1
月
10
日
夕
方
、
4
、
5

日
分
の
弁
当
を
用
意
し
、
蓑み

の

笠が
さ

姿
で
品
川

県
庁
へ
向
け
て
行
進
を
開
始
し
ま
し
た
。

そ
の
数
は
記
録
に
よ
っ
て
ま
ち
ま
ち
で

す
が
、
７
０
０
か
ら
8
0
0
人
ほ
ど
だ
っ

た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
う
し
た
徒
党
を
組
ん
で
の
運
動
に
、

東
京
中
が
騒
然
と
な
っ
た
の
は
言
う
ま

で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
10
日
夜
、
県
庁
に
詰

め
か
け
た
農
民
た
ち
は
、
県
庁
の
門
内
に

入
れ
ば
強
訴
と
な
る
た
め
、
あ
く
ま
で
も

門
前
か
ら
訴
状
を
提
出
し
て
嘆
願
す
る

門
訴
を
し
ま
す
。
し
か
し
品
川
県
の「
知

事
を
引
き
出
す
つ
も
り
か
」と
い
う
声
に

対
し
、
農
民
が「
左
様
」と
答
え
る
と
即
座

に
門
が
開
か
れ
、
武
器
を
持
た
ず
に
訴
え

る
農
民
た
ち
に
対
し
て「
不
届
至
極
な
る

百
姓
ば
ら
、
太
刀
の
続
く
限
り
切
り
捨
て

よ
」と
の
命
令
の
も
と
、
農
民
め
が
け
て

切
り
込
み
、
大
砲
も
打
ち
出
す
と
い
う
武

力
で
事
態
の
収
束
に
あ
た
り
ま
し
た
。

　

こ
れ
に
よ
っ
て
多
数
の
逮
捕
者
が
出

る
と
と
も
に
、
県
側
は「
12
か
村
を
古
の

原
野
に
な
す
と
も
、
県
の
規
則
を
決
行
し

な
け
れ
ば
相
成
ら
ず
」と
姿
勢
を
変
え

ず
、
厳
し
い
取
り
調
べ
が
始
ま
り
ま
す
。

取
り
調
べ
に
は「
痛
吟
味
」と
い
う
拷
問

が
用
い
ら
れ
た
と
さ
れ
、
野
中
新
田
名

主
・
定
右
衛
門
、
上
保
谷
新
田
百
姓
・
国

蔵
は
獄
死
、
そ
し
て
忠
左
衛
門
は
病
気
で

出
獄
後
に
死
亡
す
る
な
ど
、犠

牲
者
を
出
し
ま
し
た
。

　

県
は
18
日
に
は
村
々
に
告

諭
の
高
札
を
立
て
、村
役
人
ら

に
先
導
さ
れ
た
百
姓
ら
の
罪

は
問
わ
な
い
と
し
、こ
の
事
件

は
幕
を
閉
じ
る
こ
と
と
な
り

ま
す
。

御
門
訴
事
件
が

も
た
ら
し
た
も
の
と
は

　

こ
う
し
た
犠
牲
を
払
っ
た

末
の
結
果
は
、ど
う
だ
っ
た
の

で
し
ょ
う
か
。

　

品
川
県
に
農
民
が
望
ん
で
い
た
当
初

の
要
求
通
り
、
米
の
供
出
は
3
分
の
1
に

減
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
明
治
4

（
1
8
7
1
）年
の
廃
藩
置
県
に
よ
り
社

倉
政
策
は
頓と

ん

挫ざ

し
て
い
き
ま
す
。

　

そ
の
後
、
そ
れ
ま
で
積
み
立
て
た
社
倉

金
の
返
還
が
行
わ
れ
、
こ
の
戻
し
金
の
一

部
を
使
っ
て
明
治
27（
1
8
9
4
）年
に

建
立
さ
れ
た
の
が
冒
頭
で
紹
介
し
た「
倚

鍤
碑
」で
す
。
碑
文
は
神
奈
川
県
知
事
を

勤
め
、
自
由
党
副
総
裁
と
な
っ
た
中
島
信

行
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
中

島
は
こ
う
し
た
民
衆
運
動
に
強
い
共
感

を
持
っ
て
そ
の
任
を
受
け
た
と
さ
れ
て

い
ま
す
。
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取材・文／山口朋恵　参考資料／武蔵野市史　続資料編 詳しくは武蔵野ふるさと歴史館まで

現在の真蔵院（小金井市） 御門訴事件に参加した12か村

●内藤新田

●戸倉新田

●野中新田
（六左衛門組） ●鈴木新田

●関野新田
●梶野新田

●上保谷新田

●柳窪新田
●大沼田新田

●野中新田（与右衛門組）

●野中新田
（善左衛門組）

●関前新田

●明治2（1869）年 

11月  5日 品川県が社倉政策を県下の村々に命じる。
12月  5日～ 村役人らが県に対し「歎願書」を提出。
 以降数度の交渉の末に妥協案が成立。
12月19日 妥協案が県知事により否認される。
12月22日 県に対し、改めて「歎願書」を提出。
12月24日 忠左衛門ら4名が県庁へ出頭。
12月26日 県は忠左衛門と伊左衛門の2名を拘留。
12月28日 農民が門訴のため県庁へ向かうが中止。
●明治3（1870）年 

  1月10日 門訴を決行。県の武力行使により収束。
  1月17日 忠左衛門らが逮捕される。
  1月18日 各関係村々に告諭の高札が立てられる。

御門訴事件の経緯

東大和市 東久留米市

小平市

西東京市

小金井市

三鷹市

武蔵野市
国分寺市


