
～

　

薮

　

田

　

の

　

御

　

田

　

戻

朋

．

奴

ポ

　

～

薮

田

の

公

民

館

の

天

井

裏

に

古

い

み

こ

し

が

し

ま

　

っ

　

て

あ

り

ま

す

。

こ

の

み

こ

し

は

音

、

御

田

扇

祭

の

時

、

額

田

手

永

の

村

々

を

ね

り

歩

い

た

も

の

な
の
で
す
。

御

田

扇

祭

は

、

毎

年

六

月

に

行

わ

れ

た

稲

の

虫

除

け

の

祭

で

す

。

桧

で

で

き

た

扇

を

み

こ

し

に

納

め

、

の

ぼ

り

や

太

鼓

と

い

　

っ

　

し

ょ

に

田

の

あ

ぜ

道

を

行

列

で

ね

り

歩

い

た

の

で

す

。

こ

の

行

列

の

出

発

点

は

大

庄

庵

の

神

尾

家

で

し

た

。

御

田

扇

祭

の

み

こ

し

は

各

手

永

に

一

つ

ず

つ

あ

り

、

皆

そ

の

色

が

ち

が

い

ま

し

た

。

額

田

手

永

の

み

こ

し

は

白

色

で

し

た

。

御

田

扇

祭

は

明

治

維

新

後

、

し

ば

ら

く

行

わ

れ

な

か

っ

た

の

で

す

が

明

治

の

な

か

ば

ご

ろ

に

再

興

さ

れ

ま

し

た

。

し

か

し

明

治

の

末

に

ま

た

行

わ

れ

な

く

な

り

、

み

こ

し

は

神

社

内

に

し

ま

わ

れ
て
し
ぎ
い
ま
し
た
。

こ
の
御
田
扇
祭
は
新
編
岡
崎
市
史
の
　
『
史
料
民

俗

』

　

に

も

紹

介

さ

れ

て

い

ま

す

。

そ

れ

に

よ

る

と

朝

早

く

出

発

し

た

行

列

は

、

の

ぼ

り

と

紋

付

き

袴

の

庄

屋

さ

ん

を

先

頭

に

、

太

鼓

・

み

こ

し

・

花

傘

な
ど
が
続
い
た
そ
う
で
す
。

学
区
探
訪

一

・

二

十

四

～

　

」

＝

】

　

葵

　

丸

　

本

　

此

糸

　

幕

　

～

薮

田

の

八

幡

宮

に

紫

ち

り

め

ん

の

幕

が

し

ま

　

っ

て

あ

り

ま

す

。

こ

の

幕

に

つ

い

て

次

の

よ

う

な

話

が
残
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

薮

田

村

は

非

常

に

沃

土

で

あ

っ

た

が

、

寛

政

八

年
　
（
一
七
九
六
）
　
の
大
洪
水
に
よ
っ
　
て
膏
木
川
と

矢

作

川

が

接

す

る

所

の

堀

防

が

切

れ

、

田

畑

の

作

土

は

も

ち

ろ

ん

底

土

ま

で

流

失

し

て

し

ま

い

ま

し

た

。

村

人

は

、

年

貢

米

は

も

ち

ろ

ん

自

分

の

生

活

に
ま
で
困
っ
　
て
し
ま
い
、
そ
こ
で
領
主
本
多
家
　
（

岡
崎
の
殿
様
）
　
に
お
願
い
を
し
て
年
貢
米
を
取
り

下

げ

て

も

ら

い

ま

し

た

。

と

こ

ろ

が

明

治

に

な

り

大

蔵

省

は

年

貢

の

未

納

分

を

取

り

た

て

よ

う

と

し

た

の

で

す

。

解

い

た

村

人

は

寄

合

を

し

、

旧

岡

崎

漕

士

明

石

範

貞

に

相

の

困

窮

を

説

明

し

て

も

ら

う

こ

と

に

し

ま

し

た

。

こ

の

明

石

範

貞

に

よ

っ

　

て

、

年

貢

の

未

納

分

は

取

り

た

て

ら

れ

ず

に

す

み

ま

し

た

。

そ

れ

以

後

、

村

人

は

領

主

の

恩

を

忘

れ

な

い

よ

う

に

供

物

を

し

て

領

主

を

礼

拝

す

る

よ

う

に

し

ま

し

た

。

そ

こ

で

旧

領

主

本

多

子

爵

は

立

莫

丸

本

紫

幕

を

薮

田

村

に

下

賜

し

た

と

い

う

の

で

す

。

今

も
神
社
に
保
存
さ
れ
て
い
ま
す
。



学
区
探
訪

一

・

二

十

六

～

　

殿

　

様

　

と

　

大

　

庄

　

屋

　

～

薮
田
の
大
庄
屋
神
尾
家
は
、
宙
字
帯
刀
な
ど
特

権

が

与

え

ら

れ

て

お

り

、

そ

の

紋

所

が

通

っ

た

だ

け

で

人

々

は

控

え

た

と

い

わ

れ

て

い

ま

す

。

・

ま

た

大

庄

塵

の

家

へ

稽

主

が

お

忍

び

で

こ

っ

そ

り

や

っ

て

き

て

、

懇

親

の

意

を

示

す

こ

と

も

あ

っ

　

た

そ

う

で

す

。

そ

し

て

、

大

庄

屋

の

屋

敷

に

は

倉

が

あ

り

災

害

に

備

え

て

米

が

蓄

え

ら

れ

て

い

ま

し

た

。

薮

田

村

は

大

庄

屋

の

お

膝

元

で

あ

る

た

め

、

他

の

村

よ

り

価

過

さ

れ

出

役

も

少

な

か

っ

た

と

い

い

ま

す

立

葵

丸

本

紫

幕

が

下

賜

さ

れ

る

き

っ

か

け

と

な

っ

た

大

洪

水

の

時

、

村

の

人

々

は

生

晴

に

困

り

江

戸

を

始

め

と

し

て

他

の

町

村

へ

出

稼

ぎ

に

行

く

人

も

い

ま

し

た

。

村

に

残

っ

た

老

人

子

供

は

山

へ

行

っ

て

柿

を

貴

い

出

し

て

き

て

小

売

す

る

人

ま

で

い

ま

し

た

。

で

す

か

ら

、

年

貢

米

を

取

り

下

げ

て

く

れ
た
領
主
を
こ
尊
ぶ
気
持
ち
は
た
い
へ
ん
強
か
っ
た

よ

う

で

す

。

毎

年

正

月

の

初

寄

合

の

隙

に

は

、

下

賜

さ

れ

た

紫

ち

り

め

ん

の

幕

を

正

面

に

飾

り

、

酒

餅

を

供

え

る

し

き

た

り

に

な

っ

て

い

た

そ

う

で

す

殿

様

の

前

で

寄

合

を

し

、

お

下

が

り

の

酒

・

餅

を

食
べ
た
の
で
す
。

一

　

二

十

七

学
区
探
訪

～

　

今

　

川

　

氏

　

の

　

子

　

孫

　

～

永

禄

三

年

　

（

一

五

六

〇

）

、

今

川

義

元

は

桶

狭

間

の

戦

い

で

織

田

信

長

の

奇

襲

を

受

け

て

戦

死

し

ま

し

た

。

そ

の

た

め

、

そ

れ

ま

で

人

質

と

し

て

今

川

家

に

預

け

ら

れ

て

い

た

松

平

元

康

　

（

後

の

徳

川

家
康
）
　
は
大
高
城
か
ら
大
樹
寺
へ
と
逃
げ
帰
っ
　
て

き

ま

し

た

。

そ

の

時

、

今

川

一

族

で

元

康

と

い

　

っ

し

ょ

に

逃

げ

て

き

て

大

樹

寺

に

か

く

ま

わ

れ

た

者

が

い

ま

し

た

。

そ

の

今

川

某

は

境

内

の

西

、

多

宝

塔

の

あ

た

り

に

住

み

つ

き

ま

し

た

。

今

川

某

に

三

人

の

息

子

が

い

ま

し

た

。

三

人

の

名

は

、

助

兵

衛

杢

兵

衛

・

滑

兵

衛

。

こ

の

今

川

三

兄

弟

は

、

元

康

が

三

河

統

一

へ

の

意

志

を

固

め

た

の

と

は

反

対

に

刀

を

捨

て

、

ひ

そ

か

に

農

民

と

し

て

生

き

て

い

く

こ

と

を

決

意

し

ま

し

た

。

天

正

十

七

年

　

（

一

五

八

九
）
、
元
康
の
家
臣
小
乗
仁
右
衛
門
か
ら
足
音
を

も

ら

っ

　

て

帰

農

し

、

市

川

と

改

姓

し

ま

し

た

。

市

川

氏

は

多

宝

塔

の

あ

た

り

に

住

み

、

そ

こ

を

大

薮

村

と

称

し

て

い

た

の

で

す

が

、

そ

こ

が

農

業

に

適

し

て

い

な

い

と

い

う

の

で

現

在

の

大

樹

寺

へ

移

転

し

ま

し

た

。

大

樹

寺

の

市

川

姓

の

人

た

ち

は

、

今

川

氏

の

子

孫

と

い

わ

れ

て

い

る

の

で

す

。



学
区
探
訪

～
－
廿
八
　
樹
　
寺

一

・

二

十

八

十
五
号

新

　

家

　

～

地

名

は

歴

史

を

知

る

重

要

な

手

が

か

り

に

な

り

ま

す

。

大

門

学

区

も

昭

和

五

三

年

の

町

名

変

更

に

よ

っ

て

古

い

地

名

が

消

え

て

し

ま

い

、

歴

史

を

請

っ

て

く

れ

る

大

切

な

手

が

か

り

が

だ

ん

だ

ん

と

忘

れ

ら

れ

て

い

き

そ

う

で

す

。

大

樹

寺

の

旧

字

に

古

屋

敷

と

い

う

の

が

あ

り

ま

す

。

現

在

の

薮

田

一

丁

目

、

富

士

ス

チ

ー

ル

の

あ

た

り

に

な

り

ま

す

。

こ

の

地

名

か

ら

わ

か

る

よ

う

に
、
大
樹
寺
西
の
大
薮
村
か
ら
市
川
氏
が
最
初
に

移

住

し

て

き

た

の

が

こ

の

古

屋

敷

の

あ

た

り

だ

と

考

え

ら

れ

ま

す

。

し

か

し

宝

永

二

年

　

（

一

七

〇

五

大

洪

水

に

よ

っ

て

大

樹

専

古

屋

敷

は

大

き

な

被

害

を

受

け

ま

し

た

。

耕

地

へ

の

州

入

り

が

ひ

ど

く

、

そ

の

た

め

岡

崎

藩

の

助

成

で

州

寄

せ

を

し

て

六

尺

ほ

ど

高

い

と

こ

ろ

を

つ

く

っ

　

て

も

ら

い

、

そ

こ

へ

あ

ら

た

め

て

移

住

し

ま

し

た

。

そ

こ

が

現

在

の

大

樹

寺

二

丁

目

の

神

社

の

あ

た

り

に

な

り

ま

す

。

旧

字

を

柳

と

い

い

、

別

に

新

家

と

も

い

い

ま

し

た

。

今

も

こ

こ

に

市

川

姓

の

方

が

何

軒

か

住

ん

で

み

え

ま

す

。

古

屋

敷

か

ら

新

家

へ

、

地

名

が

人

々

の

移

動
を
教
え
て
く
れ
ま
す
。

一

　

二

十

九

学
区
探
訪

大

　

樹

　

寺

　

新

　

家

　

～

大
樹
寺
村
の
旧
字
を
調
べ
て
み
る
と
、
蓮
沼
・

池

な

ど

の

地

名

が

あ

り

、

洪

水

で

な

く

て

も

雨

が

障

れ

ば

冠

水

被

害

の

出

や

す

い

所

で

あ

っ

た

よ

う

で
す
。
、
洪
水
も
矢
作
川
場
・
青
木
川
堤
の
決
壊
に

よ

り

た

び

た

び

被

害

を

受

け

て

い

ま

す

。

な

か

で

も
宝
永
二
年
　
（
　
叫
　
七
〇
五
）
　
に
上
大
門
野
越
の
堤

防

が

切

れ

た

大

洪

水

の

被

害

は

大

き

く

、

村

は

流

さ

れ

田

畑

は

全

て

砂

で

埋

ま

り

何

も

で

き

な

く

な

っ

　

て

し

ま

い

ま

し

た

。

そ

こ

で

、

岡

崎

藩

に

願

い

を

出

し

て

溝

の

人

足

に

よ

っ

て

州

寄

せ

を

し

て

も

ら

い

ま

し

た

。

宝

永

三

年

に

屋

敷

三

千

四

十

八

坪

の

縄

張

り

が

で

き

ま

し

た

。

そ

し

て

四

年

に

六

日

間

、

五

年

に

五

日

間

、

八

年

に

十

一

日

間

、

合

計

二

十

二

日

間

の

作

業

で

州

寄

せ

を

完

了

し

ま

し

た

こ

‥

こ

が

大

樹

寺

新

家

で

す

。

旧

字

を

柳

と

い

い

ま

し

た

。

こ

こ

で

は

、

東

北

隅

に

氏

神

で

あ

る

天

満

宮

を

お

き

、

南

隅

に

蔵

屋

敷

を

お

い

て

十

七

戸

の

屋
敷
別
を
し
ま
し
た
。
新
家
の
贈
〓
糟
が
古
い
部
落

で

あ

る

に

も

か

か

わ

ら

ず

、

区

画

整

理

前

か

ら

た

て

横

き

ち

ん

と

整

備

さ

れ

て

い

た

の

は

、

こ

の

屋

敷
割
の
た
め
だ
と
考
え
ら
れ
て
．
い
ま
す
。



観音堂縁起

学
区
探
葡

一

・

三

十

十
七
号

～

　

上

　

里

　

観

　

土

日

　

堂

　

H

M

綬

W

　

起

　

～

上
里
の
公
民
館
に
は
観
音
様
が
集
ら
れ
て
い
ま

す
。
区
画
盤
理
前
、
こ
の
観
音
様
は
今
公
民
館
が

あ

る

所

よ

り

少

し

西

に

あ

っ

た

俄

音

盤

に

安

遺

さ

れ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
観
音
堂
は
、
三
河
三
十
三

観
音
の
第
十
九
番
札
所
で
あ
り
、
浄
土
宗
門
福
寺

を
東
山
と
し
て
い
ま
し
た
。

こ
の
観
音
堂
に
は
巻
物
に
書
か
れ
た
縁
起
が
伝

わ

っ

て

お

り

、

文

政

二

年

と

日

付

が

書

か

れ

て

い

ま

す

。

こ

れ

に

よ

る

と

、

こ

の

聖

観

世

音

菩

薩

は

行

基

の

作

で

一

刀

三

礼

の

幕

僚

だ

と

い

う

こ

と

で

す

。

そ

し

て

こ

の

観

音

様

は

、

一

度

矢

作

川

の

大

洪

水

で

流

さ

れ

て

し

ま

い

ま

し

た

。

し

か

し

あ

る

夜
、
村
の
長
に
夢
の
お
背
け
が
あ
り
、
そ
こ
の
所

を

振

っ

て

み

る

と

、

そ

こ

か

ら

観

音

様

を

楓

り

出

す

こ

と

が

で

き

ま

し

た

。

そ

こ

で

、

そ

れ

以

後

は

村

に

堂

を

つ

く

り

安

置

す

る

よ

う

に

し

ま

し

た

｝
．
藤
野
サ
壷
r

靂

碑

か

都

針

豊

を

伸

か

上
皇
乍
∫
■
　
こ
く

紗
那
打
凍
え
蕗
勧
榔

学
区
探
訪

～

　

上

　

里

　

の

　

観

　

出

目

　

堂

－

1

ノ

上

里

の

観

音

堂

は

、

現

在

の

公

民

館

よ

り

少

し

西

、

六

十

～

七

十

坪

ほ

ど

の

敷

地

に

建

て

ら

れ

て

い

ま

し

た

。

北

か

ら

南

向

き

に

本

堂

が

あ

り

、

南

か

ら

北

向

き

に

三

十

三

観

音

、

東

か

ら

西

向

き

に

お

地

蔵

さ

ん

が

置

か

れ

、

コ

の

字

形

を

し

て

い

て

西

か

ら

入

れ

る

よ

う

に

な

っ

　

て

い

ま

し

た

。

そ

し

て

境

内

に

は

、

秋

葉

山

の

常

夜

燈

も

あ

り

ま

し

た

こ
の
お
堂
は
公
民
館
が
で
き
た
た
め
移
転
さ
れ
、

現

在

は

曽

津

の

公

民

館

の

と

こ

ろ

に

あ

り

ま

す

。

区
画
彰
〓
理
前
ま
で
観
音
堂
に
は
堂
守
の
僧
侶
も
い

ま
t
J
た
。

昔

、

こ

の

観

音

堂

で

は

、

夏

休

み

に

な

る

と

朝

食

事

前

に

子

ど

も

た

ち

が

集

ま

り

自

主

的

な

学

習

会

を

行

っ

　

て

い

た

そ

う

で

す

。

小

学

校

　

鵬

　

年

か

ら

高

等

科

の

子

ど

も

ま

で

、

毎

朝

お

堂

の

前

で

手

を

合

わ

せ

て

か

ら

、

日

誌

な

ど

の

勉

強

を

し

ま

し

た

大

き

い

子

が

小

さ

い

子

に

教

え

て

あ

げ

る

、

と

い

形
の
学
習
会
だ
っ
た
そ
う
で
す
。

上

里

下

の

切

の

観

音

掌

に

対

し

て

上

の

切

に

も

説
教
所
が
あ
り
弘
法
大
師
像
が
祭
ら
れ
、
病
気
平

癒
や
災
難
除
け
の
信
仰
を
集
め
て
い
ま
し
た
。



学
区
探
訪

～

　

地

　

蔵

　

と

　

常

　

夜

　

燈

　

～

昔

、

上

里

村

は

上

の

切

・

下

の

切

に

分

か

れ

て

い

ま

し

た

の

で

、

お

地

蔵

さ

ん

も

上

の

切

・

下

の

切

に

一

つ

ず

つ

あ

り

ま

し

虎

。

上

の

切

は

説

教

所

に
、
下
の
切
は
観
音
堂
に
祭
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

今

、

公

民

館

の

東

に

西

向

き

に

二

　

つ

の

お

地

蔵

さ

ん

が

並

べ

て

安

置

し

て

あ

り

ま

す

∴

　

子

ど

も

を

抱

い

て

い

る

大

き

い

方

の

お

地

蔵

さ

ん

が

上

の

切

に

祭
ら
れ
て
い
た
お
地
蔵
さ
ん
で
す
。

上

里

公

民

館

の

前

に

常

夜

燈

が

あ

り

ま

す

。

こ

れ

は

、

も

と

も

と

観

音

堂

の

境

内

に

あ

っ

た

も

の

で

す

が

、

一

時

上

里

神

社

の

西

の

一

角

に

移

転

さ

れ

、

さ

ら

に

区

画

整

理

後

、

現

在

地

へ

と

移

転

さ

れ

ま

し

た

。

天

保

三

年

と

日

付

が

刻

み

こ

ま

れ

て

い

ま

す

。

こ

の

常

夜

燈

の

ろ

う

そ

く

に

火

を

つ

け

に

い

く

の

は

、

子

ど

も

た

ち

の

仕

事

で

し

た

。

交

代

で

当

番

が

ま

わ

っ

て

く

る

の

で

す

が

、

暗

く

な

っ

　

て

か

ら

火

を

つ

け

に

い

く

の

は

、

子

ど

も

に

と

っ

　

て

は

こ

わ

く

て

つ

ら

い

仕

事

だ

っ

た

そ

う

で

す

当

時

は

現

在

の

よ

う

に

家

は

た

く

さ

ん

あ

り

ま

せ

ん

し

、

田

ん

ぼ

に

囲

ま

れ

た

中

に

ぽ

つ

り

と

火

が

と

も

　

っ

　

て

い

る

の

は

こ

わ

か

　

っ

た

の

で

し

ょ

う

。

学
区
探
訪

～

　

出

目

　

の

　

地

　

蔵

　

祭

　

～

昔

の

上

里

の

地

蔵

祭

に

つ

い

て

お

年

寄

か

ら

次

の

よ

う

な

話

を

聞

き

ま

し

た

。

今

の

地

蔵

祭

は

子

供

会

を

や

っ

て

い

る

大

人

の

人

た

ち

に

よ

っ

　

て

行

わ

れ

て

い

ま

す

が

、

菅

の

地

蔵

祭

は

大

人

は

い

　

っ

さ

い

関

与

せ

ず

子

供

た

ち

だ

け

で

行

わ

れ

ま

し

た

。

高

等

科

二

年

の

子

を

中

心

に

、

男

子

だ

け

で

や

り

ま

し

た

。

花

・

ロ

ー

ソ

ク

な

ど

係

分

担

が

決

ま

　

っ

　

て

い

て

、

み

ん

な

で

協

力

し

ま

す

。

全

員

で

リ

ア

カ

ー

を

使

っ

　

て

矢

作

川

か

ら

砂

を

運

ん

で

き

て

祭

唖

を

作

り

、

年

長

者

か

ら

順

々

に

座

り

ま

す

。

花

た

て

な

ど

の

道

具

も

み

ん

な

で

矢

作

川

へ

洗

い

に

い

き

ま

す

。

そ

し

て

最

年

長

者

の

中

か

ら

一

人

リ

ー

ダ

ー

が

遇

ば

れ

、

そ

の

運

ば

れ

た

リ

ー

ダ

ー

は

ご

ち

そ

う

の

材

料

を

買

っ

て

き

ま

す

。

そ

し

て

、

そ

れ

を

そ

の

母

親

が

料

理

し

て

み

ん

な

に

食

べ

さ

せ

る

の

で

す

。

夜

に

な

る

と

お

僧

明

を

つ

け

、

花

火

合

戦

な

ど

も

や

り

ま

し

た

。

四

年

生

以

上

は

お

堂

に

こ

も

っ

て

夜

明

し

も

し

ま

し

た

。

上

里

の

子

が

丈

夫

な

の

も

子

ど

も

た

ち

が

自

発

的

に

地

蔵

祭

を

や

る

か

ら

だ

と

い

わ

れ

て
き
ま
し
た
。


