
学
区
探
訪

～

　

尊

丁

－

欄

－

の

　

寺

　

子

　

屋

　

～

大
門
学
区
に
は
、
明
治
維
新
前
、
二
　
つ
の
寺
子

屋

が

あ

り

ま

し

た

。

上

大

門

の

大

円

寺

と

下

大

門

の

慈

雲

寺

で

す

。

愛

知

県

教

育

史

の

寺

子

屋

一

覧

を

調

べ

て

み

る

と

、

次

の

よ

う

に

書

か

れ

て

い

ま

す。慈
雲
寺
・
・
・
師
匠

開
業

廃
業

寺
子
数

畠

と

う

ぶ

甘

庶

生

友

賢

　

僧

侶

慶
応
四
年

明
治
五
年

三
十
人
　
（
女
子
五
人
）

教

育

内

容

　

　

　

読

・

幸

甘
庶
生
友
信
も
師
匠

大
門
学
校
－
大
里
学
校
と
な
る
。

大

円

寺

・

・

・

師

匠

　

　

　

棚

木

成

硯

　

僧

侶

開

業

　

　

　

天

保

未

廃

業

　

　

　

明

治

五

年

寺

子

数

　

十

五

人

教

育

内

容

　

　

　

読

・

書

武
家
の
子
弟
、
な
お
学
校
設
立
後

も

国

・

湧

・

算

の

教

授

を

明

治

四

十
年
こ
ろ
ま
で
行
う
。

大
里
学

校

に
つ
い

て

は
次
号

に

書
き
ま
す

。

学
区
探
訪

・

～

　

＋

八

　

里

　

尊

丁

　

校

　

～

明

治

五

年

の

学

制

発

布

に

よ

り

、

寺

子

屋

に

か

わ

っ

　

て

学

校

が

で

き

ま

し

た

。

そ

れ

が

大

門

学

校

で

す

。

そ

し

て

大

門

と

上

里

の

子

が

通

学

す

る

学

校

と

い

う

こ

と

で

大

里

学

校

と

名

前

が

か

え

ら

れ

ま
し
た
。

今

、

七

十

歳

以

上

の

お

年

寄

に

誰

を

聞

い

て

み

ま

す

と

、

わ

し

た

ち

の

親

が

大

里

学

校

へ

通

っ

た

よ

、

と

こ

た

え

て

く

れ

ま

す

。

つ

ま

り

明

治

十

年

代

生

れ

の

人

た

ち

は

こ

の

大

里

学

校

へ

通

っ

　

て

い

た
よ
う
で
す
。

大

里

学

校

が

あ

っ

た

場

所

は

、

大

門

四

丁

目

十

九

番

地

、

岡

多

線

と

環

状

線

が

交

差

す

る

と

こ

ろ

で

す

。

岡

多

綿

が

で

き

る

ま

で

、

こ

の

大

里

学

校

跡

地

は

畑

に

な

っ

　

て

い

て

、

人

々

か

ら

学

校

畑

と

呼

ば

れ

て

い

ま

し

た

。

こ

の

大

里

学

校

と

い

う

名

は

大

門

・

上

里

の

お

年

寄

に

は

、

た

い

へ

ん

懐

し

い

名

で

す

。

十

一

年

前

、

大

門

小

学

校

が

開

校

す

る

時

に

、

学

校

名

を

大

里

小

学

校

に

し

よ

う

と

い

う

意

見

す

ら

あ

っ

た

と

い

う

こ

と

で

す

。

大

里

学

校
は
明
治
二
十
年
、
鴨
田
の
広
元
学
校
　
（
今
の
大

樹
寺
小
学
校
）
　
に
統
合
さ
れ
ま
し
た
。



学
区
探
訪

二
・
二
十

～

　

＋

八

　

門

　

の

　

し

　

め

　

縄

　

～

大

門

で

し

め

縄

が

作

ら

れ

る

よ

う

に

な

っ

た

こ

と

に

　

つ

い

て

次

の

よ

う

な

話

を

聞

き

ま

し

た

。

今

か

ら

百

年

以

上

前

の

こ

と

、

下

大

門

の

石

川

某

と

い

う

人

が

、

友

人

と

伊

勢

参

り

に

行

き

ま

し

た

。

そ

し

て

、

伊

勢

で

た

い

　

へ

ん

り

っ

ぱ

な

し

め

縄

を

見

て

大

い

に

感

激

し

、

自

分

も

作

っ

　

て

み

よ

う

と

思

い

ま

し

た

。

大

門

で

は

、

昔

か

ら

蓑

を

作

る

こ

と

が

盛

ん

で

し

た

の

で

、

わ

ら

を

あ

つ

か

う

こ

と

に

な

れ

て

い

ま

す

。

す

ぐ

に

伊

勢

の

し

め

縄

を

ま

ね

て

り

っ

ぱ

な

し

め

縄

を

作

る

こ

と

が

で

き

ま

し

た

。

そ

の

し

め

縄

を

岡

崎

へ

売

り

に

出

し

た

と

こ

ろ

、

そ

の

し

め

縄

を

か

ざ

っ

た

店

屋

が

た

い

へ

ん

繁

盛

し

ま

し

た

。

そ

れ

以

後

、

大

門

の

し

め

縄

が

売

れ

る

よ

う

に

な

り

、

下

大

門

を

中

心

に

し

め

縄

作

り

が

盛

ん

に

な

り

ま

し

た

。

や

が

て

、

下

大

門

の

し

め

縄

作

り

は

中

大

門

に

も

伝

わ

り

、

現

在

で

は

中

下

合

わ

せ

て

ほ

ぼ

四

十

軒

が

し

め

縄

作

り

を

し

て

い

ま

す

。

中

大

門

へ

伝

わ

　

っ

た

の

は

、

下

大

門

へ

手

伝

い

に

行

っ

た

人

が

技

術

を

得

て

は

じ

め

ま

し

た

。

下

大

門

の

方

が

古

く

二

代

・

三

代

と

続

け

て

い

る

人

も

い

ま

す

。

学
区
探
訪

二

・

二

十

一

～

　

し

　

め

　

縄

　

作

　

＝

ノ

　

～

大

正

時

代

、

し

め

縄

組

合

が

作

ら

れ

た

こ

ろ

に

し

め

縄

を

作

っ

　

て

い

た

の

は

、

ま

だ

下

大

門

だ

け

で

し

た

。

十

七

軒

だ

っ

　

た

そ

う

で

す

。

そ

の

こ

ろ

は

大

八

車

で

岡

崎

・

豊

田

・

安

城

・

米

津

な

ど

へ

行

き

、

露

店

を

出

し

て

売

り

ま

し

た

。

し

め

縄

を

作

る

こ

と

よ

り

も

、

い

か

に

し

て

売

る

か

と

い

う

こ

と

で

苦

労

し

て

い

ま

し

た

。

年

末

に

露

店

を

出

し

て

も

、

売

れ

る

数

は

限

ら

れ

て

い

ま

す

。

作

っ

た

だ

け

売

れ

な

い

。

そ

こ

で

個

人

で

は

力

が

な

い

の

で

、

販

路

拡

大

の

た

め

に

組

合

を

作

り

ま

し

た

昭

和

に

な

っ

て

、

新

し

い

市

場

を

求

め

て

名

古

屋

へ

進

出

し

ま

し

た

。

名

古

屋

で

は

、

中

川

区

・

熱

田

区

が

し

め

縄

の

産

地

で

し

た

が

、

大

門

の

進

出

に

よ

り

廃

れ

て

し

ま

い

ま

し

た

。

昭

和

三

十

年

ご

ろ

か

ら

、

名

古

屋

の

市

場

へ

共

同

出

荷

す

る

よ

う

に

な

り

ま

し

た

。

し

か

し

市

場

で

の

せ

り

で

は

価

格

や

売

れ

行

き

が

不

安

定

で

す

。

そ

こ

で

十

年

ほ

ど

前

か

ら

、

名

古

屋

の

大

手

流

通

業

者

と

契

約

を

結

び

、

予

約

注

文

で

生

産

す

る

よ

う

に

な

り

ま

し

た

。

こ

れ

に

よ

り

価

格

も

売

れ

行

き

も

安

定

し

、

安

心

し

て

し

め

縄

が

作

れ

る

よ

う

に

な

り

ま

し

た



学
区
探
訪

二
・
二
十

～

　

続

・

し

　

め

　

縄

　

作

　

れ

ノ

　

～

前

号

に

書

き

ま

し

た

よ

う

に

、

十

年

ほ

ど

前

か

ら

予

約

注

文

で

生

産

す

る

よ

う

に

な

り

ま

し

た

の

で

、

安

心

し

て

ど

ん

ど

ん

し

め

縄

が

作

れ

る

よ

う

に

な

り

ま

し

た

。

今

で

は

、

需

要

が

供

給

を

上

回

っ

　

て

お

り

生

産

が

追

い

つ

か

な

い

ほ

ど

で

す

。

こ

う

し

て

現

在

で

は

売

る

こ

と

よ

り

も

作

る

こ

と

を

中

心

に

考

え

な

く

て

は

な

ら

な

く

な

り

ま

し

た

。

露

店

を

出

し

て

売

る

こ

と

に

一

生

懸

命

だ

っ

た

こ

ろ

の

苦

労

は

な

く

な

り

ま

し

た

。

こ

の

露

店

は

十

五

年

ぐ

ら

い

前

ま

で

康

生

・

篭

田

で

出

し

て

い

た

そ
う
で
す
。

大

門

の

し

め

縄

の

生

産

は

、

こ

こ

十

年

間

で

十

倍

近

く

増

加

し

ま

し

た

。

そ

の

た

め

現

在

、

大

門

の

し

め

縄

は

愛

知

県

下

の

九

割

を

占

め

る

ま

で

に

な

り

ま

し

た

が

、

最

初

は

な

か

な

か

名

古

屋

で

大

門

の

し

め

縄

が

売

れ

な

く

て

苦

労

し

ま

し

た

。

そ

れ

は

、

名

古

屋

の

し

め

縄

と

岡

崎

の

し

め

縄

と

型

が

適

っ

て

い

た

か

ら

で

す

。

し

か

し

大

門

の

し

め

縄

が

名

古

屋

を

制

す

る

よ

う

に

な

っ

て

、

名

古

屋

の

し

め

縄

も

岡

崎

の

型

に

な

っ

て

し

ま

っ

た

そ

う

で
す
。

学
区
探
訪

二

・

二

十

四

～

　

し

　

め

　

縄

　

作

　

h

‖

リ

ノ

　

爪

り

苦

　

轟

刀

　

と

　

発

　

展

　

～

し

め

縄

作

り

は

手

作

業

な

の

で

大

量

生

産

が

で

き

ま

せ

ん

。

そ

れ

に

座

っ

た

ま

ま

の

仕

事

な

の

で

根

を

つ

め

て

や

る

と

肩

が

痛

く

な

っ

　

て

き

ま

す

。

機

械

化

と

い

っ

て

も

縄

を

な

う

縄

な

い

機

ぐ

ら

い

で

、

今

で

も

ほ

と

ん

ど

が

手

作

業

で

す

。

た

だ

、

乾

燥

に

つ

い

て

は

機

械

化

が

す

す

み

ま

し

た

。

昔

は

、

矢

作

川

の

堤

防

で

乾

燥

さ

せ

ま

し

た

。

そ

の

た

め

変

色

し

て

し

ま

う

こ

と

も

あ

り

ま

し

た

。

そ

れ

が

、

先

ず

桝

乾

燥

機

を

使

い

、

次

に

大

型

乾

燥

機

を

使

う

よ

う

に

な

り

ま

し

た

。

ま

た

、

今

は

青

田

刈

り

を

し

て

し

め

縄

を

作

っ

て

い

ま

す

が

、

昔

は

米

を

と

っ

た

後

の

わ

ら

で

作

り

ま

し

た

。

青

田

刈

り

を

す

る

よ

う

に

な

っ

た

の

は

、

政

府

が

減

反

政

策

を

と

　

っ

た

こ

ろ

か

ら

で

す

。

百

年

に

わ

た

る

し

め

縄

作

り

で

、

工

夫

に

よ

る

改

良

も

い

く

つ

か

な

さ

れ

て

き

ま

し

た

。

例

え

ば

自

動

車

専

用

の

し

め

縄

な

ど

も

開

発

さ

れ

て

い

ま

す

。

宝

船

な

ど

も

作

ら

れ

る

よ

う

に

な

り

ま

し

た

全

般

に

し

め

縄

の

飾

り

は

だ

ん

だ

ん

派

手

に

な

っ

て

き

て

い

る

そ

う

で

す

。



学
区
探
訪

～

　

続

・

し

　

め

　

縄

　

作

　

れ

ノ

　

の

辛

口

　

串

刀

　

と

　

発

　

展

　

～

昔

、

し

め

縄

作

り

は

、

農

閑

期

の

正

月

前

に

や

る

仕

事

で

、

農

業

の

忙

し

い

こ

ろ

は

や

り

ま

せ

ん

で

し

た

。

と

こ

ろ

が

今

は

、

八

月

に

青

田

刈

り

を

や

ら

な

く

て

は

な

り

ま

せ

ん

し

、

そ

れ

よ

り

前

に

大

根

じ

め

の

中

身

を

作

っ

　

て

お

か

な

く

て

は

な

り

ま

せ

ん

。

▲

ま

た

、

紙

　

（

御

幣

）

　

も

切

ら

な

く

て

は

な

り

ま

せ

ん

。

こ

う

し

て

一

年

中

、

仕

事

が

あ

る

よ

う

に

な

り

、

し

め

縄

作

り

も

専

業

化

し

て

き

ま

し
た
。大

門

の

し

め

縄

の

生

産

は

、

こ

こ

十

年

間

で

急

激

に

増

加

し

ま

し

た

。

そ

し

て

、

し

め

縄

作

り

の

技

術

は

秘

密

に

な

っ

て

お

り

、

外

に

も

ら

さ

ぬ

よ

ぅ

に

し

て

き

ま

し

た

。

し

か

し

、

こ

の

技

術

を

受

け

継

ぐ

べ

き

後

継

者

の

不

足

に

悩

ん

で

い

ま

す

。

し

め

縄

農

家

の

子

ど

も

た

ち

は

、

知

ら

ず

知

ら

ず

の

う

ち

に

技

術

を

覚

え

て

し

ま

う

の

で

す

が

、

み

ん

な

外

へ

勤

め

に

出

て

し

ま

い

ま

す

。

そ

れ

か

ら

宅

地

化

に

よ

る

田

の

減

少

と

減

反

政

策

の

取

り

止

め

に

よ

る

材

料

不

足

も

心

配

さ

れ

ま

す

。

こ

れ

が

大

門

の

し

め

縄

作

り

の

課

題

と

さ

れ

て

い

ま

す

。

学
区
探
訪

二
・
二
十
七

～

・

十

八

　

門

　

新

　

田

　

～

寛

永

二

年

　

（

一

六

O

 

t

こ

　

と

宝

永

二

年

　

（

一

七

〇

五

）

　

の

二

度

に

わ

た

り

、

矢

作

川

は

八

剣

神

社

の

東

、

野

越

で

決

壊

し

ま

し

た

。

こ

れ

に

よ

っ

　

て

今

の

水

郷

公

園

の

と

こ

ろ

に

大

き

な

池

が

で

き

、

大

門

四

丁

目

あ

た

り

は

荒

地

に

な

っ

　

て

し

ま

い

ま

し

た

。

岡

崎

領

主

は

こ

の

荒

地

に

な

っ

　

て

し

ま

っ

た

と

こ

ろ

を

開

墾

す

る

よ

う

に

、

ふ

れ

を

出

し

ま

し

た

が

、

な

か

な

か

や

っ

　

て

く

れ

る

人

が

い

ま

せ

ん

。

と

う

と

う

領

主

の

命

に

よ

っ

て

、

三

人

の

者

が

派

遣

さ

れ

る

こ

と

に

な

り

ま

し

た

。

こ

の

人

た

ち

が

開

墾

に

努

力

し

、

今

の

大

門

新

田

の

先

祖

に

な

り

ま

し

た

。

新

田

と

い

う

地

名

の

由

米

は

、

こ

の

新

し

い

開

墾

に

よ

る

の

で

す

。

大

門

新

田

は

、

四

～

五

軒

、

多

い

時

で

も

七

軒

と

い

う

小

さ

な

部

落

で

し

た

が

、

独

立

し

た

部

落

と

し

て

や

　

っ

　

て

き

ま

し

た

。

し

か

し

明

治

の

未

に

な

り

農

家

は

十

戸

組

合

を

作

ら

な

く

て

は

な

ら

な

く

な

り

ま

し

た

が

、

大

門

新

田

だ

け

で

は

作

る

こ

と

が

で

き

ま

せ

ん

。

そ

こ

で

上

大

門

と

い

　

っ

し

ょ

に

や

ら

せ

て

も

ら

う

よ

う

に

な

り

、

そ

れ

以

後

、

大

門

新

田

は

独

自

性

を

失

っ

て

し

ま

い

ま

し

た

。



学
区
探
訪

～

　

続

・

・

十

八

　

門

　

新

　

田

　

～

前

号

に

書

き

ま

し

た

よ

う

に

、

大

門

新

田

は

上

大

門

と

い

　

っ

　

し

ょ

に

な

　

っ

　

て

し

ま

い

ま

し

た

の

で

大

門

新

田

の

氏

神

で

あ

る

八

幡

宮

も

上

大

門

の

八

則

神

社

に

合

併

さ

れ

て

し

ま

い

壊

し

た

。

大

門

新

田

は

、

上

大

門

の

世

話

に

な

っ

　

て

は

い

る

が

、

小

さ

な

部

落

で

も

何

と

か

一

つ

の

部

落

と

し

て

の

体

面

を

保

と

う

と

努

力

し

ま

し

た

。

そ

の

た

め

、

八

則

神

社

の

氏

子

絶

代

も

受

け

ま

し

た

。

八

剣

神

社

の

祭

に

は

、

上

・

中

・

下

と

共

に

新

田

で

独

自

の

の

ぼ

り

も

出

し

ま

し

た

。

こ

う

し

て

昔

か

ら

独

立

し

な

く

て

は

、

と

い

う

気

持

ち

を

持

ち

続

け

て

き

た
の
で
す
。

区

画

整

理

後

、

大

門

新

田

の

人

口

は

急

増

し

ま

し

た

。

そ

の

た

め

、

昭

和

五

十

八

年

、

大

門

新

田

は

上

大

門

か

ら

や

っ

と

独

立

す

る

こ

と

が

で

き

ま

し

た

。

先

祖

・

先

輩

た

ち

に

よ

る

長

い

間

の

独

立

の

願

い

が

か

な

っ

た

の

で

す

。

現
在
、
大
門
新
田
は
、
戸
数
八
十
二
戸
、
人
口

三

百

二

十

八

人

で

独

立

し

た

町

内

と

し

て

や

っ

て

い

ま

す

。

四

～

五

軒

だ

っ

た

昔

と

く

ら

ぺ

る

と

、

め

ざ

ま

し

い

発

展

と

い

え

る

で

し

ょ

う

。

学
区
探
訪

～

　

池

　

に

＝

仰

仇

　

む

　

鐘

　

～

上

大

門

に

あ

る

大

円

寺

は

、

昔

は

野

越

、

今

の

水

郷

公

園

の

あ

た

り

に

あ

っ

た

と

い

わ

れ

て

い

ま

す

8

　

大

円

寺

の

移

転

は

、

明

暦

元

年

　

二

　

六

五

五

年

）

　

の

洪

水

で

流

失

し

た

こ

と

に

よ

り

ま

す

。

新

田

の

助

右

衛

門

と

い

う

人

と

替

地

を

し

て

、

現

在

地

へ

移

転

し

ま

し

た

。

流

失

し

た

時

、

鐘

も

流

さ

れ

て

し

ま

い

ま

し

た

。

そ

の

た

め

、

今

で

も

水

郷

公

園

の

池

の

底

に

は

、

大

円

寺

の

鐘

が

埋

っ

て

い

る

と

伝

え

ら

れ

て

い

ま

す

。

大

円

寺

は

、

観

世

音

菩

薩

を

本

尊

と

し

、

大

永

八
年
　
（
一
五
二
八
年
）
　
に
建
立
さ
れ
ま
し
た
。
三

河
に
お
け
る
観
音
三
十
三
番
札
所
の
、
う
ち
二
十
二

番

目

の

札

所

で

も

あ

り

ま

す

。

そ

の

観

音

堂

に

は

上

里

の

観

音

堂

と

よ

く

似

た

伝

説

が

残

さ

れ

て

い

ま

す

。

矢

作

川

の

大

洪

水

の

た

め

観

音

堂

が

流

失

し

ま

し

た

。

後

に

な

っ

て

、

里

正

の

夢

に

埋

没

の

地

が

告

げ

ら

れ

ま

し

た

。

里

正

が

翌

朝

に

な

っ

て

掘

っ

　

て

み

る

と

、

一

体

の

観

音

像

が

出

て

き

ま

し

た

。

そ

こ

で

、

観

音

像

を

今

の

大

円

寺

の

地

に

安

置

し

た

と

い

う

の

で

す

。

大

門

に

も

上

里

に

も

矢

作

川

の

洪

水

に

か

か

わ

る

伝

説

が

あ

る

の

で

す

。


