
学
区
探
訪

ー

ー

ノ

　

辻

　

の

　

地

　

蔵

　

～

硯

在

上

里

は

一

丁

自

・

二

丁

目

・

三

丁

目

と

三

つ

に

分

か

れ

て

い

ま

す

が

、

人

口

増

加

に

よ

　

っ

　

て

昭

和

五

十

三

年

に

分

け

ら

れ

る

ま

で

一

つ

の

上

里

村

で

し

た

。

し

か

し

さ

ら

に

そ

の

昔

、

上

里

村

は

「
上
の
切
」
　
「
下
の
切
」
　
の
二
つ
に
分
か
れ
て
い

ま

し

た

。

上

の

切

は

現

在

の

　

鵬

　

丁

目

の

あ

た

り

下

の

切

は

硯

在

の

三

丁

目

の

あ

た

り

で

す

。

上

の

切

に

は

約

三

十

戸

、

下

の

切

に

は

約

十

戸

の

家

が

あ

り

、

■

e

れ

が

上

里

の

全

人

口

で

し

た

。

つ

ま

り

二

丁

目

に

は

家

は

な

く

田

畑

が

広

が

っ

て

い

ま

し

た

。

そ

し

て

、

上

の

切

・

下

の

切

へ

向

う

分

岐

点

に

お

地

蔵

さ

ま

が

お

ま

　

つ

り

し

て

あ

り

ま

し

た

。

人
々
は
　
「
辻
の
地
蔵
」
　
と
呼
び
道
中
の
安
全
を
祈

り

ま

し

た

。

場

所

は

今

の

尾

崎

酒

店

の

あ

た

り

で

す

。

上

里

公

民

館

の

人

口

に

四

角

い

石

に

刻

ま

れ

た
お
地
蔵
さ
ま
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
が
そ
の
　
「

辻

の

地

蔵

」

　

で

す

。

時

に

は

道

し

る

べ

と

も

な

り

時

に

は

村

人

の

道

中

を

守

っ

て

く

れ

た

お

地

蔵

さ

ま
で
す
。
村
の
子
ど
も
た
ち
も
　
「
辻
の
地
蔵
」
　
の

前

を

通

る

時

は

必

ず

手

を

合

わ

せ

る

よ

う

に

言

わ

れ
て
い
た
そ
う
で
す
。

学
区
探
訪

～

　

神

　

領

　

～

前

号

に

車

重

ま

し

た

よ

う

に

、

上

里

村

は

昔

　

「

上
の
切
」
　
と
　
「
下
の
切
」
　
の
二
つ
に
分
か
れ
て
い

ま
し
た
。
　
「
上
の
切
」
　
は
東
上
里
と
も
呼
ば
れ
て

い

ま

し

た

が

、

土

地

の

人

々

は

　

「

神

領

」

　

と

呼

ぶ

こ

と

が

多

か

っ

た

よ

う

で

す

。

そ

れ

は

、

こ

こ

が

伊

賀

八

幡

宮

の

神

社

領

だ

っ

た

か

ら

で

す

。

神

領

は

下

の

切

に

比

べ

、

土

地

も

せ

ま

く

人

口

も

少

な

か

っ

た

の

で

す

が

、

伊

賀

八

幡

宮

の

神

社

領

で

あ

る

こ

と

を

と

て

も

誇

り

に

思

っ

　

て

い

ま

し

た

。

村

の

祭

り

に

伊

賀

八

幡

宮

の

神

官

が

直

々

に

や

っ

て

ノ

＼

る

の

が

自

慢

だ

っ

た

そ

う

で

す

。

ま

た

、

伊

賀

八

幡

宮

の

祭

り

に

は

鏡

餅

を

も

っ

て

手

伝

い

に

行

っ
　
た
そ
う
で
す
。

上

里

の

上

の

切

は

洩

船

場

が

あ

り

軍

事

上

の

拠

点

で

も

あ

り

ま

し

た

、

そ

こ

で

幕

府

は

こ

こ

を

徳

川

氏

と

関

係

の

深

い

伊

賀

八

幡

宮

の

神

領

と

し

た

と

も

考

え

ら

れ

ま

す

。

神

領

に

関

す

る

資

料

は

、

戦

前

に

伊

賀

八

幡

宮

の

社

司

で

岡

崎

図

書

館

長

で

も

あ

り

岡

崎

市

史

の

著

者

と

し

て

も

有

名

な

柴

田

顕

正

に

よ

っ

て

も

ち

出

さ

れ

た

が

戦

災

で

焼

け

て

し

ま

　

っ

　

た

と

い

う

こ

と

で

す

。



学
区
探
訪

～

　

も

・

「

ノ

　

一

　

ハ

ノ

　

の

武

ハ

　

剣

　

神

　

社

　

～

上

大

門

に

あ

る

神

社

を

「

八

剣

神

社

」

と

い

う

こ

と

は

学

区

の

人

な

ら

だ

れ

で

も

知

っ

て

い

る

こ

と

と

思

い

ま

す

。

矢

作

の

東

レ

岡

崎

工

場

の

近

く

に

も

∧

剣

神

社

と

い

う

の

が

あ

り

ま

す

。

そ

し

て

神

社

と

い

う

の

は

普

通

南

向

き

に

建

て

ら

れ

る

も

の

で

す

が

、

こ

の

神

社

は

珍

し

く

北

向

き

に

建

て

ら

れ

て

い

ま

す

。

こ

の

二

つ

の

八

剣

神

社

に

つ

い

て
は
言
伝
え
が
あ
る
の
で
す
。

昔
、
矢
作
川
の
供
水
に
よ
っ
て
大
門
の
∧
剣
神

社

は

流

さ

れ

て

し

ま

い

ま

し

た

。

そ

の

後

、

八

剣

神

社

の

一

部

が

矢

作

の

こ

の

地

に

流

れ

つ

き

ま

し

た

。

そ

こ

で

こ

こ

に

も

八

剣

神

社

が

建

て

ら

れ

た

と

い

う

の

で

す

。

し

か

も

大

門

の

方

角

、

つ

ま

り

北
向
き
に
建
て
ら
れ
た
の
で
す
。
祭
神
は
矢
作
の

八
剣
神
社
も
大
門
の
∧
剣
神
社
と
同
じ
く
日
太
武

尊
と
天
踊
大
神
で
す
。

学
区
探
訪

・

～

　

移

　

転

　

し

　

た

　

寺

　

院

－

1

′

前

号

で

八

剣

神

社

が

矢

作

川

の

洪

水

に

よ

　

っ

　

て

流

さ

れ

た

と

い

う

緒

を

青

書

ま

し

た

。

矢

作

川

の

洪

水

で

流

さ

れ

た

の

は

神

社

ば

か

り

で

は

あ

り

ま

せ

ん

。

洪

水

で

流

さ

れ

て

移

転

し

た

お

寺

も

あ

る

の
で
す
。

中

大

門

に

勝

連

寺

公

園

と

い

う

公

園

が

あ

り

ま

す

。

こ

の

勝

蓮

寺

と

い

う

の

は

地

名

で

昭

和

五

十

三

年

に

町

名

変

更

さ

れ

る

ま

で

、

大

字

大

門

小

字

勝

蓮

寺

が

こ

‥

こ

の

住

所

で

し

た

。

こ

の

地

名

か

ら

も

わ

か

る

よ

う

に

昔

こ

こ

に

勝

連

寺

と

い

う

お

寺

が

あ

り

ま

し

た

。

現

在

の

勝

連

寺

公

園

の

蘭

あ

た

り

に

あ

っ

た

と

い

わ

れ

て

い

ま

す

。

か

な

り

古

く

奈

良

時

代

か

ら

あ

っ

た

が

、

兵

火

に

あ

っ

て

焼

失

し

た

り

、

矢

作

川

の

洪

水

で

流

失

し

た

り

し

て

矢

作

に

移

転

し

ま

し

た

。

現

在

、

矢

作

橋

を

渡

っ

た

と

こ

ろ

に

勝

連

寺

と

い

う

お

寺

が

あ

り

ま

す

が

、

こ

の

お

寺

が

中

大

門

か

ら

移

転

し

た

と

考

え

ら

れ

ま

す

り

　

こ

の

矢

作

の

勝

連

寺

は

今

で

も

中

大

門

に

た

く

さ

ん

の

檀

下

を

も

っ

　

て

い

ま

す

。

・

ま

た

、

能

見

に

あ

る

覚

恩

寺

も

大

門

に

檀

下

を

も

っ

て

お

り

大

門

か

ら

移

転

し

た

と

い

わ

れ

て

い

ま

す

。



学
区
探
訪

一

・

二

十

一

・
～
　
薮
　
田
　
の
ー
十
八
　
庄
　
屋
　
～

昔

、

岡

崎

藩

は

藩

領

を

六

つ

の

手

永

と

い

う

行

政

区

画

に

分

割

し

、

各

手

永

ご

と

に

大

庄

屋

を

お

い

て

統

碑

さ

せ

て

い

ま

し

た

。

そ

の

中

の

一

つ

を

管

轄

し

て

い

た

の

が

薮

田

の

神

尾

家

な

の

で

す

。

幕
末
の
各
手
永
の
大
庄
屋
を
調
べ
て
み
る
と
、

川

西

手

永

　

　

　

下

佐

々

木

　

　

　

太

田

伊

兵

衛

上

野

手

永

　

　

　

中

園

　

　

　

　

　

　

岩

槻

吉

兵

衛

山

方

手

永

　

　

　

六

名

　

　

　

　

　

　

斎

藤

孫

右

衡

門

埴

通

手

永

　

　

　

中

ノ

郷

　

　

　

　

長

島

力

三

郎

額

田

手

水

　

　

　

薮

田

東

山

中

辛

永

　

洞

神
尾
彦
石
衛
門

永
井
利
右
衛
門

と

あ

り

ま

す

。

こ

の

額

田

手

永

は

、

三

十

七

つ

の

村
に
お
よ
ぶ
広
大
な
も
の
で
八
千
石
か
ら
　
】
　
万
石

を

統

碑

し

て

い

ま

し

た

。

大

庄

屋

神

尾

家

の

力

の

ほ

ど

を

う

か

が

い

知

る

こ

と

が

で

き

ま

す

。

神

尾

家

で

は

、

彦

右

衛

門

・

彦

四

郎

と

二

代

続

い

て

大

庄

屋

に

な

り

ま

し

た

。

そ

し

て

、

彦

四

郎

の

時

、

明

治

維

新

を

む

か

え

ま

し

た

。

明

治

四

年

の

廃

藩

置

県

に

よ

り

岡

崎

藩

が

な

く

な

り

、

か

わ

っ

　

て

額

田

郡

が

お

か

れ

る

と

彦

四

郎

は

初

代

の

額

田

郡

長

に

な

っ

て

い

ま

す

。

学
区
探
訪

一

・

二

十

二

～

　

続

・

薮

　

山

山

　

の

　

＋

八

庄

　

屋

　

～

薮
田
の
神
尾
彦
四
郎
は
明
治
5
年
　
（
壬
申
年
）

初

代

額

田

郡

長

に

な

り

ま

し

た

。

彦

四

郎

の

曽

孫

に

あ

た

る

神

尾

幸

男

さ

ん

の

家

に

次

の

よ

う

な

辞

令
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

神
尾
彦
四
郎

郡
長
申
付
候
串

壬

申

二

月

額

田

郡

は

そ

の

後

、

額

田

県

の

第

七

大

区

と

な

り

ま

す

が

、

彦

四

郎

は

第

七

大

区

長

に

も

な

っ

て

い

ま

す

。

さ

ら

に

第

一

回

愛

知

県

議

会

の

識

見

と

な

り
ま
す
。
愛
知
県
議
会
史
第
山
巻
を
見
る
と
、

薮

田

村

　

神

尾

彦

四

郎

明

治

十

二

・

五

～

明

治

十

三

・

十

在

職

一

年

六

ケ

月

自

由

派

・

元

第

七

大

区

長

天

保

十

一

・

八

・

四

生

明

治

十

五

・

二

・

一

死

去

と

あ

り

ま

す

。

彦

四

郎

は

三

十

才

前

に

大

庄

屋

と

な

り

、

大

き

な

体

だ

っ

た

と

い

わ

れ

て

い

ま

す

。


