
知立市 2019.12.1

新編 知立市史だより
第10号

奥三河にある御殿山（設楽町）の険しい山腹に八幡宮跡がある。そこには、池鯉鮒（知立）
の永田家が奉献した手

ちょうず

水鉢
ばち

が残されているという情報を得て現地調査を行った。この八幡
宮（現八幡神社）は文禄 2年（1593）に奥平久府尉久矩建立と、明暦 2年（1656）鳥

とり

山
やま

牛
うし

之
の

助
すけ

精
きよ

明
あきら

再建の棟札が残っている（『設楽町誌』村落誌）。その後、明治 12 年に巌
いわ

嶽
たけ

神社
境内に遷され、今は現地を訪れる者はいない。八幡宮跡を目指したが、当時の参道がわか
らないほど参道は崩れており道なき道を登っていく。当時は整えられていたものの、急な
斜面を登りつめてこの場所まで来てお祀りをするのは容易なことではなかったことと思わ
れる。そのため、麓には八幡宮があった御殿山が正面に見える場所に遥拝用の鳥居が建て
られたのである。たどり着いた先の石段を登ると、拝殿跡の正面に手水鉢があり、それに
は、寛文 8年（1668）東海道池鯉鮒宿本陣永田清七郎妻（瑠璃）が奉献したと記されていた。
どういった経緯でこの八幡宮に奉献されたのかはわかっていないが、この地域は江戸幕府
の直轄地であり、瑠璃の祖父にあたる三河代官鳥山牛之助精明と父の精

きよ

元
もと

が管轄していた
所縁の地であったのである。

　
　
献
上

　
小
代
山

八
幡
宮

　
寛
文
八
申戊
年

　
　
五
月
十
五
日

　
　
三
州
池
鯉
鮒
町

　
　
　
永
田
清
七
郎

　
　
　
　
　
　
　
内

遥拝所から八幡宮があった
御殿山を望む

御殿山
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■
「
知
立
市
域
の
祭
礼
文
化
―
マ
チ
と
ム
ラ
の
祭
り
と
芸
能
―
」鬼

頭
　
秀
明

こ
の
度
、『
新
編
知
立
市
史
７　

資
料
編　

民
俗
』
を
刊
行
す
る
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。
聞
き
取
り
や
資
料
の
調
査
な
ど
で
多
く
の
方
々
か
ら
御
協
力
い

た
だ
き
ま
し
た
。
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
す
で
に
成
果
の
一
部
は
本
市

史
だ
よ
り
第
九
号
で
も
紹
介
し
ま
し
た
。

編
さ
ん
期
間
中
に
「
知
立
ま
つ
り
」
は
、
ユ
ネ
ス
コ
の
無
形
文
化
遺
産
に

登
録
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
資
料
の
見
直
し
で
か
ら
く
り
の
「
百
合
若
灯
籠
」

は
、
残
さ
れ
て
い
た
箱
銘
か
ら
『
中
町
祭
礼
帳
』
に
あ
る
人
名
と
符
合
し
た

こ
と
で
、
実
際
の
祭
礼
で
使
わ
れ
た
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
あ
る
可
能
性
が
浮
上
し

ま
し
た
。
そ
れ
は
中
町
の
か
ら
く
り
人
形
芝
居
「
百
合
若
高
麗
軍
記
」
で
す
。

知
立
神
社
が
鎮
座
す
る
マ
チ
と
、
周
囲
に
点
在
す
る
ム
ラ
で
繰
り
広
げ
ら

れ
た
祭
礼
に
は
、「
宮
神
楽
」
ま
た
は
「
宮
流
神
楽
」
と
呼
ば
れ
る
、
神
子
舞

を
と
も
な
う
神
楽
が
奏
叩
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
熱
田
神
宮
と
深
い
係
わ

り
の
あ
る
神
楽
だ
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
神
社
の
記
録
で
も
あ
る
「
亮
円

日
記
」
の
記
述
か
ら
楽
人
は
熱
田
の
社
家
、
神
子
は
名
古
屋
の
繁
昌
院
の
巫

女
職
が
、
知
立
神
社
に
訪
れ
て
い
た
こ
と
を
確
認
で
き
ま
し
た
。
現
在
で
は

知
立
神
社
神
楽
保
存
会
が
年
間
を
通
じ
て

活
動
し
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
知
立
市
域
で
展
開
さ
れ
た

祭
礼
に
は
、
他
に
も
ま
だ
埋
も
れ
た
も
の

も
存
在
す
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
の
で
興
味

が
尽
き
ま
せ
ん
。

刊
行
記
念
講
演
会
を
開
催
し
ま
し
た

講
演
内
容

トピックス

新
編
知
立
市
史
第
６
回
配
本
と
な
る
『
資
料
編　

民
俗
』
の
刊
行
を
記

念
し
て
、
令
和
元
年
六
月
二
十
九
日（
土
）に
知
立
市
文
化
会
館
（
パ
テ
ィ

オ
池
鯉
鮒
花
し
ょ
う
ぶ
ホ
ー
ル
）
に
お
い
て
講
演
会
を
開
催
し
ま
し
た
。

講
師
は
、
民
俗
部
会
長
の
鬼
頭
秀
明
先
生
と
民
俗
部
会
調
査
協
力
員
の

大
野
麻
子
先
生
で
す
。講
演
内
容
に
つ
い
て
は
、今
回
刊
行
し
ま
し
た
『
資

料
編　

民
俗
』
に
書
か
れ
た
内
容
や
書
き
き
れ
な
か
っ
た
調
査
の
内
容
を

含
め
お
話
し
い
た
だ
き
き
ま
し
た
。

ま
た
、
講
演
に
併
せ
「
ち
ょ
っ
と
昔
の
道
具
展
」
を
開
催
し
、
知
立
市

歴
史
民
俗
資
料
館
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
道
具
を
展
示
し
ま
し
た
。
展
示
を

ご
覧
に
な
ら
れ
た
方
の
中
で
、
実
際
に
使
わ
れ
て
い
た
方
も
お
み
え
に
な

り
、
今
で
は
懐
か
し
い
道
具
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
い
ま
す
。

■
講
師

・
鬼
頭
秀
明
氏
（
民
俗
芸
能
研
究
家
）

　
「
知
立
市
域
の
祭
礼
文
化

　
　

―
マ
チ
と
ム
ラ
の
祭
り
と
芸
能
―
」

・
大
野
麻
子
氏（
蟹
江
町
文
化
課
主
任
学
芸
員
）

　
「
ち
ょ
っ
と
昔
の
知
立
の
住
ま
い
と
暮
ら
し
」
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■
「
ち
ょ
っ
と
昔
の
知
立
の
住
ま
い
と
暮
ら
し
」	

大
野
　
麻
子

『
新
編
知
立
市
史
』の
民
俗
調
査
で
話
者
の
方
か
ら
お
聞
き
し
た
、
昭
和
初

期
か
ら
中
期
に
か
け
て
の
住
ま
い
と
暮
ら
し
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

昔
の
住
ま
い
は
、
街
道
沿
い
の
町
場
で
は
店
舗
兼
住
宅
の
い
わ
ゆ
る
町
屋

と
い
わ
れ
る
造
り
で
し
た
が
、
農
家
で
は
広
い
敷
地
の
北
の
方
に
母
屋
、
周

囲
に
付
属
小
屋
が
配
置
さ
れ
、
母
屋
は
田
の
字
に
四
つ
の
部
屋
が
並
ん
だ
ヨ

ハ
チ
と
か
ロ
ク
ハ
チ
な
ど
と
呼
ば
れ
る
間
取
り
で
し
た
。
家
具
は
あ
ま
り
な

く
、
食
事
は
ゼ
ン
バ
コ
（
箱
膳
）
を
使
い
食
事
を
し
ま
し
た
。

農
家
の
一
日
の
暮
ら
し
は
、
夜
明
け
と
と
も
に
起
き
、
夏
で
あ
れ
ば
田
畑

で
一
仕
事
し
て
か
ら
朝
食
を
と
り
、
出
か
け
て
日
が
暮
れ
る
ま
で
野
良
仕
事

を
し
、
家
に
戻
り
夕
食
を
と
り
、
風
呂
に
入
っ
て
か
ら
、
男
は
藁わ

ら

仕
事
、
女

は
針
仕
事
な
ど
を
遅
く
ま
で
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
有
松
や
鳴
海
に
近

い
こ
と
か
ら
、
副
業
で
絞
り
の
内
職
を
す
る
方
も
多
く
あ
り
ま
し
た
。

知
立
で
は
昭
和
二
十
七
年
か
ら
簡
易
水
道
の
整
備
開
始
、
昭
和
三
十
年
頃

に
は
ガ
ス
が
使
わ
れ
始
め
、
住
ま
い
や
暮
ら
し
も
変
わ
っ
て
い
き
ま
し
た
。

昔
の
暮
ら
し
は
、
日
々
苦
労
の
多
い
も
の
で
し
た
が
、
そ
の
分
、
祭
り
な

ど
の
行
事
が
、
ご
ち
そ
う
を
食
べ
服
を
新
調
で
き
る
数
少
な
い
機
会
で
あ
り
、

今
よ
り
も
メ
リ
ハ
リ
の
あ
る
も
の
で
し
た
。

そ
の
よ
う
な
経
験
を
伝
え
て
く
だ
さ
っ
た

話
者
の
方
々
に
敬
意
を
表
し
た
い
と
思
い

ま
す
。

講
演
内
容

（写真左）お櫃
ひつ

・イズミ：炊飯器や保温ジャーが普及する前は、かま
どでご飯を炊き、炊き上がったご飯をお櫃に入れた。冬は藁で作られ
たイズミに入れてご飯が冷めないようにした。
（写真右）ゼンバコ・箱膳：中には茶碗や皿などの食器が入っており、
食べる時に蓋

ふた

をひっくりかえしてその上に食器を置いて食事をした。

〜“ちょっと昔の道具展”〜
in花しょうぶホール

（写真右）綿繰り機：綿の実の種をとる道具。「ろくろ」とも呼ばれた。
細長い板の上に膝をのせて座り、上方の二つの丸棒の間に綿の実の
繊維を差し込み、ハンドルを回すと、繊維だけが向こうに行き、種が
手前に残るようになっている。
（写真左）糸車：綿から糸を紡いだり、糸に撚りをかけたり、杼（ひ）
に装着する細竹に糸を巻いたりする道具。右手で取っ手を回しながら、
左手に持った綿をとがった「つも」の先にひっかけて少しずつ後ろに引
くと、撚りが綿に伝わり、繊維が絡まって糸ができる。

（写真中央）絞り台：布を絞る道具。下に伸びた板の上に座ることで台
を固定して作業した。このあたりでは、縦引き鹿の子絞り・横引き鹿の
子絞り・皮巻き絞り・巻き上げ絞りなどが行われていた。
（写真中央手前）ぎり：絞り用の糸を巻きつけておく道具。「きり」とも
呼ぶ。これを手の中に握って糸を出し、布を絞った。
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知
立
市
内
に
は
業
平
塚
や
在
原
寺
・
八
橋
古
碑
な
ど
、『
伊
勢
物
語
』「
八
橋
」

の
場
面
に
縁
の
あ
る
史
跡
が
点
在
し
て
い
ま
す
。
『
伊
勢
物
語
』
は
在
原
業

平
に
擬
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
男
性
貴
族
が
主
人
公
の
物
語
で
す
。

都
で
は
無
用
の
身
で
あ
る
と
思
い
定
め
た
主
人
公
が
友
人
を
伴
っ
て
京
都
か

ら
東
の
方
を
指
し
て
旅
に
出
か
け
た
と
い
う
第
九
段
の
冒
頭
を
飾
る
の
が

「
八
橋
」の
場
面
で
、「
三
河
の
国
八
橋
」に
た
ど
り
着
い
た
一
行
は
、
幾
筋
か

に
分
か
れ
る
川
に
橋
が
架
け
ら
れ
た
傍
ら
で
軽
い
食
事
を
と
る
こ
と
に
し
ま

し
た
。
そ
の
と
き
、
咲
き
乱
れ
る
杜か

き
つ
ば
た若
を
見
た
同
行
の
人
か
ら
和
歌
を
詠
む

よ
う
に
促
さ
れ
た
主
人
公
が
詠
ん
だ
の
が
、
有
名
な
「
唐
衣
き
つ
つ
な
れ
に

し
つ
ま
し
あ
れ
ば
は
る
ば
る
き
ぬ
る
旅
を
し
ぞ
思
ふ
」
と
い
う
和
歌
で
、
そ

れ
を
聴
い
た
人
々
は
感
涙
に
む
せ
び
ま
し
た
。

『
伊
勢
物
語
』が
成
立
し
た
の
は
平
安
時
代
で
す
が
、
長
い
間
公
家
を
は

じ
め
と
す
る
限
ら
れ
た
人
し
か
読
む
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
多
く
の

人
々
が
『
伊
勢
物
語
』

に
親
し
む
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
な
っ
た
の
は

江
戸
時
代
に
入
り
木
版

印
刷
さ
れ
た
本（
版
本
）

が
販
売
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
か
ら
で
、
そ
の

多
く
に
は
挿
絵
が
つ
い

て
い
ま
し
た
。
知
立
市

歴
史
民
俗
資
料
館
に
も
『
伊
勢
物
語
』
の
版
本
が
何
点
か
所
蔵
さ
れ
て
い
ま

す
の
で
、「
八
橋
」
の
場
面
の
挿
絵
を
見
て
い
く
こ
と
に
し
ま
す
。

図
１
は
寛
文
十
二
年
（
一
六
七
二
）
出
版
さ
れ
た
本
の
挿
絵
で
す
が
、
こ

の
本
は
寛
文
二
年
に
刊
行
さ
れ
た
本
を
覆
刻
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら

れ
て
い
ま
す
。
描
か
れ
て
い
る
の
は
三
人
の
男
性
貴
族
が
幔ま

ん
ま
く幕
の
前
で
敷
物

の
上
に
座
っ
て
い
る
姿
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
前
に
は
折お

し

き敷
に
載
せ
ら
れ
た
食
事

が
見
え
ま
す
。
画
面
左
上
に
は
板
橋
が
渡
さ
れ
た
水
面
に
杜
若
が
咲
い
て
い

ま
す
が
、
座
を
囲
む
三
人
が
杜
若
に
特
に
注
意
を
向
け
て
い
る
よ
う
に
は
見

え
ま
せ
ん
。『
伊
勢
物
語
』の
話
に
従
っ
て
、
旅
の
途
中
の
食
事
の
様
子
を
描

い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
画
面
上
部
に
は
「
み
か
わ
の
国
八
は

し
」
と
地
名
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

図
２
は
延
享
四
年
（
一
七
四
七
）
に
出
版
さ
れ
た
『
改
正
伊
勢
物
語
』
の

挿
絵
で
、
京
都
の
浮
世
絵
師
で
あ
る
西
川
祐す

け

信の
ぶ

（
一
六
七
一
〜
一
七
五
〇
）

が
下
絵
を
手
が
け
て
い
ま
す
。
図
１
と
比
べ
て
み
る
と
、
人
物
の
姿
や
位
置

が
全
く
異
な
り
ま
す
。
主
人
公
・
右
下
の
男
性
・
太
刀
を
持
っ
て
従
う
童
の

三
人
は
い
ず
れ
も
岸
に
立
ち
、
主
人
公
は
目
の
前
の
水
面
に
咲
き
乱
れ
る
杜

若
を
見
つ
め
て
い
ま
す
。

『
伊
勢
物
語
』の
話
に
忠

実
で
あ
る
よ
り
和
歌
に

焦
点
を
当
て
、
杜
若
と

主
人
公
の
関
係
を
強
調

し
た
の
で
は
な
い
か
と

考
え
ら
れ
ま
す
。
図
３

は
宝
暦
六
年
（
一
七
五

六
）
に
出
版
さ
れ
た
本

版
本『
伊
勢
物
語
』に
み
る「
八
橋
」の
図
様

部会だより

図１『伊勢物語』（当館所蔵）

図２『改正伊勢物語』（当館所蔵）
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の
板
木
を
用
い
て
明
和

二
年（
一
七
六
五
）以
降

に
刷
ら
れ
た
本
の
挿
絵

で
、
大
坂
を
拠
点
に
活

躍
し
た
絵
師
で
あ
る
月

岡
雪せ

っ

鼎て
い

（
一
七
二
六
？

〜
八
六
）
か
と
思
わ
れ

る
月
岡
丹た

ん

げ下
が
下
絵
を

描
い
て
い
ま
す
。
一
見

し
た
と
こ
ろ
図
１
に
似
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
が
、
幔
幕
や
敷
物
は
な
く
、

折
敷
で
は
な
く
三
宝
に
食
事
が
載
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
何
よ
り
、
左

手
前
に
描
か
れ
て
い
る
後
ろ
姿
の
男
性
は
顔
を
杜
若
が
咲
く
水
面
の
方
に
向

け
、
左
手
も
そ
ち
ら
を
指
す
か
の
よ
う
に
少
し
高
く
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、

食
事
の
場
面
を
描
く
と
と
も
に
、
杜
若
に
注
目
し
た
同
行
の
人
が
主
人
公
に

和
歌
を
詠
む
よ
う
促
す
様
子
を
表
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
す
。

こ
こ
に
見
た
よ
う
に
、
同
じ
話
に
基
づ
い
て
描
か
れ
て
い
て
も
同
じ
図
柄

に
な
る
と
は
限
り
ま
せ
ん
。
絵
師
に
よ
り
、
ま
た
物
語
の
解
釈
の
仕
方
に
よ

り
同
じ
場
面
で
も
表
現
の
し
方
は
多
様
で
す
。
そ
の
一
方
、
古
く
か
ら
描
か

れ
て
き
た
伊
勢
物
語
絵
な
ど
の
場
合
、
図
様
、
つ
ま
り
描
か
れ
た
人
物
の
姿

態
や
位
置
な
ど
が
同
じ
時
代
の
複
数
の
作
品
に
見
ら
れ
た
り
、
後
の
時
代
の

作
品
に
引
き
継
が
れ
た
り
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
図
様
の
継
承
や
影
響
関

係
は
絵
画
作
品
だ
け
で
な
く
版
本
の
挿
絵
に
も
見
ら
れ
ま
す
。

『
伊
勢
物
語
』
を
印
刷
し
た
最
も
古
い
本
は
、
慶
長
十
三
年
（
一
六
〇
八
）

五
月
に
出
版
さ
れ
た
嵯
峨
本
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
す
。
嵯
峨
本
と
は
京
都
の

豪
商
角す

み
の
く
ら倉

素そ

庵あ
ん

が
木
製
の
活
字
を
用
い
て
刊
行
し
た
一
連
の
本
の
こ
と
で
す
。

『
伊
勢
物
語
』に
挿
絵
を
入
れ
る
の
も
嵯
峨
本
に
は
じ
ま
る
の
で
す
が
、
そ
の

後
出
版
さ
れ
た
版
本
の
多
く
は
嵯
峨
本
に
倣
っ
て
い
ま
す
。
後
に
続
く
版
本

の
ほ
と
ん
ど
は
絵
入
り
で
、
元
禄
年
間
（
一
六
八
八
〜
一
七
〇
四
）
近
く
ま

で
、
嵯
峨
本
と
大
き
な
変
化
は
見
ら
れ
な
い
と
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

実
は
、
図
１
の
挿
絵
も
嵯
峨
本
と
ほ
ぼ
同
じ
で
す
。
画
面
上
部
に
地
名
を

表
示
し
て
い
る
点
は
嵯
峨
本
に
見
ら
れ
ま
せ
ん
が
、
人
物
な
ど
を
や
や
小
さ

く
す
る
も
の
の
図
様
は
一
致
し
て
ま
す
。
嵯
峨
本
と
明
ら
か
に
異
な
る
挿
絵

が
見
ら
れ
る
の
は
、
浮
世
絵
師
と
し
て
知
ら
れ
る
菱
川
師も

ろ
の
ぶ宣
（
？
〜
一
六
九

四
）
が
下
絵
を
描
い
た
『〈
新
板
〉伊
勢
物
語
頭
書
抄
』
が
延
宝
七
年
（
一
六

七
九
）
に
出
版
さ
れ
て
以
降
の
こ
と
に
な
り
ま
す
。
嵯
峨
本
以
来
主
人
公
た

ち
三
人
が
水
辺
に
座
っ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
師
宣
は
全
員
立
ち
姿
で
表
し
、

水
面
に
咲
く
杜
若
を
見
て
い
る
様
子
を
描
い
た
の
で
す
。
し
か
し
、
師
宣
の

図
様
が
広
ま
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
以
降
に
出
版
さ
れ
た
版
本
の
挿
絵

が
師
宣
図
様
一
色
に
な
っ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
嵯
峨
本
や
師
宣
の
図

様
を
踏
ま
え
つ
つ
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
本
で
人
物
の
姿
に
工
夫
を
加
え
て
表
す

よ
う
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
図
２
の
挿
絵
で
人
物
が
全
て
岸
辺
に
立
っ
て
杜

若
を
見
て
い
る
の
は
師
宣
図
様
を
踏
ま
え
た
も
の
で
、
人
物
の
一
人
を
太
刀

を
持
つ
童
に
換
え
る
工
夫
を
見
せ
る
も
の
だ
っ
た
の
で
す
。
ま
た
、
図
３
の

挿
絵
は
、
嵯
峨
本
図
様
を
踏
ま
え
つ
つ
人
物
と
杜
若
の
関
係
を
強
め
よ
う
と

し
て
生
み
出
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
の
で
す
。（

八
橋
グ
ル
ー
プ　

安
田
篤
生
）

図３『絵入伊勢物語』（当館所蔵）
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『
新
編
知
立
市
史
１　

通
史
編　

原
始
・
古
代
・
中
世
・
近
世
』
の
刊
行

を
控
え
、
近
世
部
会
で
も
既
刊
の
資
料
編
に
掲
載
で
き
な
か
っ
た
資
史
料
群

を
も
改
め
て
読
み
直
し
な
が
ら
、
原
稿
執
筆
に
努
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

江
戸
時
代
に
つ
い
て
は
、
色
々
な
こ
と
が
す
で
に
分
か
っ
て
い
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
実
は
分
か
ら
な
い
こ
と
、
簡
単
に
確
定
で

き
な
い
こ
と
も
少
な
く
な
く
、
そ
う
し
た
ひ
と
つ
ひ
と
つ
を
確
認
し
な
が
ら

通
史
の
叙
述
を
進
め
る
必

要
が
あ
る
の
で
、
思
う
よ

う
に
は
作
業
が
は
か
ど
ら

な
い
の
が
現
状
で
す
。

た
と
え
ば
、
知
立
市
域

の
江
戸
時
代
は
、
刈
谷
藩

の
支
配
下
に
あ
り
ま
し
た

が
、
そ
の
支
配
組
織
・
行

政
組
織
が
ど
の
よ
う
で

あ
っ
た
か
が
一
目
で
分
か

る
よ
う
な
一
覧
表
が
あ
る

わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
の
た
め
、
『
資
料
編　

近
世
』
に
収
録
し
た
地
域

争
論
の
史
料
（
史
料
番
号
188　

享
保
十
四
年
牛
田
村
・
池
鯉
鮒
町
野
山
争
論

裁
許
状
〈
裁
許
絵
図
裏
書
〉
）
の
末
尾
に
「
榊
勘
太
夫
」
「
筑
猪
右
衛
門
」

ひ
と
つ
ひ
と
つ
史
実
を
確
定
し
な
が
ら

「
小
助
之
進
」
と
い
っ
た
人
名
が
列
挙
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
人
々
が
右

の
争
論
の
裁
決
に
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
っ
て
き
ま
す
が
、
彼
ら
が

い
っ
た
い
何
者
な
の
か
が
分
か
り
ま
せ
ん
。

そ
こ
で
、
『
資
料
編　

近
世
』
に
収
め
た
十
八
世
紀
前
半
の
刈
谷
藩
主
三

浦
家
の
家
老
日
記
を
読
み
進
め
て
み
ま
す
。
す
る
と
享
保
十
四
年
（
一
七
二

九
）
五
月
の
項
目
に

十
六
日
、
〇
今
日
、
京
都
所
司
代
牧
野
河
内
守
様
が
池
鯉
鮒
で
御
休
み

（
に
な
る
と
い
う
の
で
）、
…
町
奉
行
筑
摩
猪
右
衛
門
・
御
物
頭
戸
村
源
兵

衛
・
御
用
人
小
原
助
之
進
・
御
目
付
榊
原
勘
太
夫
（
の
四
名
が
池
鯉
鮒
町

の
）入
口
ま
で
（
出
迎
え
の
た
め
の
）
御
使
者
（
を
勤
め
る
）

と
す
る
記
事
（
筆
者
現
代
語
訳
）
が
現
れ
ま
す
。
こ
の
記
事
に
よ
っ
て
、
享

保
十
四
年
の
刈
谷
藩
で
は
誰
が
町
奉
行
・
物
頭
・
御
用
人
と
い
っ
た
役
職
に

就
い
て
い
た
か
が
具
体
的
に
分
か
り
、
先
の
史
料
に
出
て
き
た「
榊
勘
太
夫
」

「
筑
猪
右
衛
門
」「
小
助
之
進
」が
、そ
れ
ぞ
れ
刈
谷
藩
の
御
目
付
や
町
奉
行
・

御
用
人
で
あ
っ
た
こ
と
が
初
め
て
分
か
る
と
い
う
次
第
で
す
。

こ
う
し
た
い
さ
さ
か
迂
遠
と
も
思
え
る
作
業
を
ひ
と
つ
ひ
と
つ
積
み
重
ね

な
が
ら
、
知
立
市
域
の
江
戸
時
代
が
ど
の
よ
う
な
人
々
の
営
み
に
よ
っ
て
構

成
さ
れ
て
い
た
の
か
を
明
ら
か
に
で
き
た
ら
と
考
え
て
い
ま
す
。

（
近
世
部
会
長　

池
内　

敏
）

写真：部会の様子
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編
さ
ん
委
員
会

平
成
30
年
8
／
10

編
集
委
員
会

平
成
30
年
4
／
15
、
7
／
1
、
10
／
27
、
平
成
31
年

2
／
3

新
編
知
立
市
史
通
史
編
の
構
成
・
体
裁
に
つ
い
て
の

各
部
会
か
ら
の
審
議
案
件
に
つ
い
て
検
討
し
決
定
し

て
い
き
ま
す
。

部
　
会

考
古
部
会

〇
部　

会　

6
／
24
、
9
／
23
、
12
／
16
、
平
成
31

　
　
　
　
　

年
3
／
2

〇
打
合
せ　

5
／
18

〇
追
跡
調
査　

10
／
3
、
10
／
11
、
12
／
13

〇
デ
ー
タ
作
り　

10
／
23

通
史
編
に
向
け
て
、
目
次
案
・
体
裁
・
掲
載
す
る
図

版
を
考
案
し
て
い
ま
す
。

古
代･

中
世
部
会

〇
部　

会　

4
／
15
、
7
／
6
、
11
／
10
、
平
成
31

　
　
　
　
　

年
2
／
9

〇
打
合
せ　

5
／
18

通
史
編
に
向
け
て
、
目
次
案
・
体
裁
・
掲
載
す
る
図

版
を
考
案
し
て
い
ま
す
。

近
世
部
会

〇
部　

会　

6
／
30

〇
打
合
せ　

7
／
1
、
10
／
6
、
平
成
31
年
1
／
12

通
史
編
に
向
け
て
目
次
案
を
考
案
し
て
い
ま
す
。

近
代
・
現
代
部
会

〇
部　

会　

4
／
14
、
6
／
3
、
11
／
18
、 

12
／
16
、

　
　
　
　
　

平
成
31
年
2
／
10

〇
打
合
せ　

7
／
1
、
9
／
15

〇
資
料
調
査　

6
／
23（
刈
谷
市
）、
7
／
15（
刈
谷
市
）、

　
　
　
　
　

7
／
28（
刈
谷
市
）、
8
／
５（
刈
谷
市
）、

　
　
　
　
　

8
／
17（
立
川
市
）、
8
／
19（
刈
谷
市
）、

　
　
　
　
　

平
成
31
年
２
／
14
、
3
／
7
、
3
／
23

　
　
　
　
　

〜
24（
福
島
市
）

通
史
編
に
向
け
て
、
目
次
案
・
体
裁
・
掲
載
図
版
を

考
案
し
て
い
ま
す
。

民
俗
部
会

〇
部　

会　

5
／
24
、
7
／
4
、
12
／
19
、
平
成
31

　
　
　
　
　

年
1
／
31

〇
打
合
せ　

8
／
15
、
10
／
18
、
11
／
7

〇
調
査
･
聞
き
取
り

　
　
　
　
　
　

5
／
3
知
立
ま
つ
り（
撮
影
）、
5
／
10

　
　
　
　
　
　

日
吉
山
王
社
の
馬
道
具
・
獅
子
屋
形
の

　
　
　
　
　
　

資
料
調
査
、
5
／
13
日
吉
山
王
社
祭
礼
、 　

　
　
　
　
　

6
／
13
西
丘
町
、
7
／
4
撮
影
、
7
／

　
　
　
　
　
　

21
、
8
／
24
秋
葉
ま
つ
り
関
係
調
査
、

　
　
　
　
　
　

9
／
16
、
9
／
21
撮
影
、
10
／
6
追
加

　
　
　
　
　
　

調
査
、
10
／
10
個
人
向
け
調
査

昨
年
度
に
引
き
続
き
、
刊
行
に
向
け
て
原
稿
の
校
正

作
業
を
行
っ
て
い
ま
す
。

八
橋
グ
ル
ー
プ

〇
部　

会　

6
／
23
、
9
／
29
、
平
成
31
年
２
／
23

〇
打
合
せ　

8
／
24

〇
資
料
調
査　

10
／
2
、
11
／
22（
洛
東
遺
芳
館
）、
12

　
　
　
　
　

／
5（
西
尾
市
岩
瀬
文
庫
）、
12
／
7

　
　
　
　
　
（
国
立
国
会
図
書
館
）、
平
成
31
年
1
／

　
　
　
　
　

29
、
1
／
30（
名
古
屋
市
蓬
左
文
庫
）、

　
　
　
　
　

1
／
31（
大
阪
市
立
大
学
）、
2
／
15

　
　
　
　
　
（
名
古
屋
市
蓬
左
文
庫
）、
3
／
8
（
名

　
　
　
　
　

古
屋
市
蓬
左
文
庫
）、3
／
12
（
東
京
都

　
　
　
　
　

立
中
央
図
書
館
）、3
／
18
（
大
阪
市
立

　
　
　
　
　

大
学
）

八
橋
に
関
す
る
資
料
の
調
査
・
収
集
を
進
め
、
原
稿

を
執
筆
し
て
い
ま
す
。

活
動
記
録

（
平
成
30
年
４
月
1
日
〜
31
年
3
月
31
日
）　
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刊
行
予
定

好
評
販
売
中

刊行物のご案内

■
新
刊
（
2
0
1
9
年
　
平
成
30
年
度
刊
行
）

『
新
編
知
立
市
史
7
　
資
料
編
　
民
俗
』

	

B5
判
（
Ｄ
Ｖ
Ｄ
付
き
）	

三
七
〇
〇
円

■
既
刊

『
新
編
知
立
市
史
3
　
資
料
編
　
原
始
・
古
代
・
中
世
』

	

B5
判
二
冊
箱
入
り（
付
図
あ
り
）四
五
〇
〇
円

『
新
編
知
立
市
史
4
　
資
料
編
　
近
世
』

	

B5
判
（
Ｃ
Ｄ
―
Ｒ
Ｏ
Ｍ
付
き
）	

三
一
〇
〇
円

『
新
編
知
立
市
史
　
別
巻
　
八
橋
編
』

	

B5
判
オ
ー
ル
カ
ラ
ー	

三
五
〇
〇
円

	

令
和
二
年
三
月
刊
行
予
定

伊
勢
物
語
に
描
か
れ
て
い
る
在
原
業
平
・
か
き
つ
ば
た
・
八
橋
は
時
代
を

経
て
も
人
々
に
愛
さ
れ
多
く
の
文
学
作
品
に
登
場
し
、
浮
世
絵
や
屏
風
・
硯

箱
な
ど
の
美
術
工
芸
の
題
材
と
し
て
人
気
を
博
し
ま
し
た
。

本
巻
は
八
橋
の
場
面
を
取
り
上
げ
た
浮
世
絵
・
美
術
工
芸
・
古
代
中
世
文

学
・
近
世
文
学
の
諸
作
品
を
一
堂
に
集
め
、
そ
し
て
八
橋
の
復
興
に
尽
力
し

た
方
厳
売
茶
に
つ
い
て
も
解
説
し
て
い
ま
す
。

今
ま
で
に
な
い
八
橋
に
特
化
し
た
資
料
集
で
す
。

新
編
知
立
市
史
だ
よ
り
第
10
号　

令
和
元
年
12
月
１
日
発
行

発
行　

知
立
市
教
育
委
員
会
文
化
課
市
史
編
さ
ん
係

　

知
立
市
教
育
委
員
会
文
化
課
市
史
編
さ
ん
係

〒
四
七
二
―
〇
〇
五
三

知
立
市
南
新
地
二
丁
目
三
―
三
（
歴
史
民
俗
資
料
館
内
）

Ｔ
Ｅ
Ｌ　

〇
五
六
六
―
八
三
―
六
七
八
九　

Ｆ
Ａ
Ｘ　

〇
五
六
六
―
八
三
―
六
六
七
五

E-m
ail　

sisi-hensan@
city.chiryu.lg.jp

お
問
い
合
わ
せ

『
新
編
知
立
市
史
5
　
池
鯉
鮒
宿
本
陣
御
宿
帳
』

	

B5
判	

二
六
〇
〇
円

『
新
編
知
立
市
史
6
　
資
料
編
　
近
代
・
現
代
』

	

B5
判
（
付
図
あ
り
）	

四
一
〇
〇
円

『
新
編
知
立
市
史
8
　
資
料
編
　
自
然
』

	

B5
判
オ
ー
ル
カ
ラ
ー

	

（『
植
物
・
動
物
目
録
』
付
き
）	

四
七
〇
〇
円

『
新
編
知
立
市
史
　
　
別
巻
　
文
化
財
編
』

	

A4
判
オ
ー
ル
カ
ラ
ー	

二
六
〇
〇
円

知立市
ホームページを
ご覧ください


