
新編 知立市史だより

知立市 2020.12.1

現在、松並木といえば、国指定の御油（豊川市）や最近県指定となった藤川（岡崎市）
が注目を浴びており、残念ながら知立は両者の陰に隠れてしまっています。しかし、卑
屈になることなかれ。江戸時代に国学者の渡辺政香が「並松いさぎよく生ひ繁り、道の
広さ十尋あまりも増て、小石もなく、いとなだらかにして、並松のながめ東海道の内に、
是に及ぶながめはあらじ」と旅の記録で絶賛した松並木の景色なのです（「浪華游藳」）。
この東海道一の景色を適切に保存・管理しつつ、PR・活用して、知立の魅力を発信して
いけたらよいですね。
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吟
味
し
た
結
果
、
い
ろ
い
ろ
な
新
知
見
を
得
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
こ
こ

で
は
そ
の
一
端
を
ご
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

腰
前
遺
跡
か
ら
見
つ
か
っ
た
屋
敷
地

本
遺
跡
で
は
、
幅
広
の
溝
で
区
切
ら
れ
た
七
区
画
以
上
の
屋
敷
地
が
検
出

さ
れ
て
い
ま
す
。
各
屋
敷
地
は
、
不
整
形
な
が
ら
一
辺
約
四
〇
～
六
〇
ｍ
規

模
の
四
角
形
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
敷
地
内
か
ら
は
、
多
く
の
柱
穴
や
土ど

こ

う坑
、

井
戸
、
土
葬
墓
、
火
葬
の
た
め
の
施
設
な
ど
が
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。

西
三
河
地
方
に
お
い
て
は
、
鎌
倉
時
代
で
あ
る
一
三
世
紀
に
入
る
と
、
屋

敷
地
を
明
瞭
な
溝
で
囲
う
よ
う
に
な
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す
が
、
本
遺

跡
も
同
様
な
状
況
を
示
し
て
い
ま
す
。
た
だ
、
気
を
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
点
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
発
掘
調
査
に
よ
り
検
出
さ
れ
た
遺
構
は
同
じ

遺
構
面
で
、
集
落
が
存
続
し
て
い
た
間
の
全
て
の
痕
跡
を
一
括
し
て
表
し
て

い
る
こ
と
で
す
。
中
世

を
通
じ
て
集
落
が
営
ま

れ
た
本
遺
跡
で
は
、
当

然
建
物
の
建
て
替
え
も

あ
れ
ば
、
使
わ
れ
な
く

な
っ
た
建
物
や
施
設
な

ど
も
あ
り
ま
す
。
掘
り

出
さ
れ
た
全
て
の
遺
構

が
、
同
時
期
に
機
能
し

て
い
た
わ
け
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。

そ
こ
で
、
出
土
し
た

遺
物
の
分
析
を
行
う
こ

中
世
に
お
け
る
腰
前
遺
跡
の
移
り
変
わ
り

部会だより

猿
渡
川
下
流
域
に
あ
た
る
知
立
市
上
重
原
町
、
西
中
町
か
ら
刈
谷
市
重
原

本
町
に
か
け
て
は
、
中
世
の
遺
跡
が
集
中
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
こ
の
地

が
中
世
の
重
原
荘
の
中
心
地
で
あ
っ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
の
な
か

で
も
、
猿
渡
川
右
岸
の
碧
海
台
地
縁
辺
に
位
置
す
る
腰こ

し
ま
え前
遺
跡
（
上
重
原
町

腰
前
、
上
重
原
一
丁
目
）
は
、
中
世
を
通
じ
て
営
ま
れ
た
集
落
遺
跡
で
す
。

本
遺
跡
は
、
市
教
育
委
員
会
に
よ
り
一
九
九
三
・
九
四
・
九
七
・
九
八
年
度

に
わ
た
り
、
計
一
万
㎡
を
越
え
る
面
積
が
発
掘
調
査
さ
れ
て
い
ま
す
。

今
回
の
知
立
市
史
編
さ
ん
事
業
に
関
わ
り
、
当
時
の
発
掘
調
査
資
料
を
再
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図２　各遺跡の消長

X=111.70

Y=
12
.0
0

Y=
12
.1
0

Y=
12
.1
8

X=111.64

93 年度

94 年度

97・98 年度

0
1:2000

50m

図３　腰前遺跡遺構図
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ま
た
、
当
時
、
高
級
品
で
あ
っ
た
中
国
龍り

ゅ
う

泉せ
ん

窯よ
う

産
の
青せ

い

磁じ

の
破
片
も
見
ら
れ

ま
す
。
さ
ら
に
、
ふ
い
ご（
炉
に
風
を
送
る
道
具
）の
破
片
や
鉄て

っ
さ
い滓

（
製
鉄
の

際
の
残
り
か
す
）
も
多
く
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
集
落
内
で
鍛
冶
を
行
っ
て

い
た
こ
と
も
わ
か
り
ま
し
た
。

中
世
後
期
の
腰
前
遺
跡

南
北
朝
期
に
あ
た
る
一
四
世
紀
は
、
出
土
遺
物
量
が
激
減
す
る
時
期
で
す
。

そ
の
理
由
は
は
っ
き
り
し
ま
せ
ん
が
、
わ
ず
か
な
が
ら
同
時
期
の
遺
物
が
出

土
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
人
々
が
住
ま
な
く
な
っ
た
わ
け
で
は
な
さ
そ
う
で

す
。
空
白
の
一
四
世
紀
に
関
し
て
は
、
実
は
西
三
河
地
方
共
通
の
状
況
で
あ

り
、
今
後
の
研
究
が
待
た
れ
る
と
こ
ろ
で
す
。

そ
し
て
遺
跡
と
し
て
の
第
二
の
ピ
ー
ク
は
、
室
町
時
代
後
期
に
あ
た
る
一

五
世
紀
後
半
か
ら
一
六
世
紀
に
か
け
て
の
時
期
で
す
。
幅
の
狭
い
溝
で
、
鎌

倉
時
代
の
屋
敷
地
割
を
ベ
ー
ス
に
し
な
が
ら
屋
敷
地
を
再
編
し
ま
し
た
。
出

土
量
が
多
い
の
は
、「
す
る
」「
こ
ね
る
」「
煮
る
」こ
と
に
使
用
で
き
る
万
能
調

理
具
の
「
す
り
鉢
」
や
、
常
滑
窯
産
甕
や
瀬
戸
・
美
濃
窯
産
の
釉ゆ

う

薬や
く

の
施
さ

れ
た
碗
や
皿
、
土は

じ師
質
（
素
焼
き
）
の
内な

い
じ
な
べ

耳
鍋
（
内
側
に
吊
り
耳
の
つ
い
た

鍋
）
な
ど
で
す
。
さ
ら
に
は
、
香
炉
や
天て

ん

目も
く

茶
碗
な
ど
も
出
土
し
て
お
り
、

器
種
の
増
加
に
よ
っ
て
中
世
前
期
の
く
ら
し

ぶ
り
か
ら
の
変
化
が
感
じ
ら
れ
ま
す
。

こ
の
後
、
一
七
世
紀
か
ら
一
八
世
紀
に
か

け
て
の
江
戸
時
代
前
期
の
焼
き
物
も
多
く
確

認
さ
れ
た
こ
と
で
、
そ
の
頃
ま
で
腰
前
遺
跡

が
生
活
域
で
あ
っ
た
こ
と
も
明
ら
か
と
な
り

ま
し
た
。（

考
古
部
会 

調
査
協
力
員 

杉
浦 

茂
）

部会だより

と
に
よ
っ
て
、
屋
敷
地
の
変
遷
や
人
々
の
く
ら
し
の
様
子
の
変
化
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

中
世
前
期
の
腰
前
遺
跡

出
土
遺
物
の
分
析
に
よ
っ
て
、
腰
前
地
区
に
は
一
二
世
紀
中
頃
の
院
政
期

か
ら
人
々
が
住
み
始
め
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
こ
の
地
方
で
は
平
安
時

代
以
降
、
竪た

て
あ
な
た
て
も
の

穴
建
物
か
ら
掘ほ

っ
た
て
ば
し
ら
た
て
も
の

立
柱
建
物
へ
と
中
心
的
な
居
住
建
物
が
変
化
し

て
い
ま
す
。
掘
立
柱
建
物
は
、
竪
穴
建
物
と
違
っ
て
地
面
を
掘
り
窪
め
る
こ

と
が
な
く
、
地
面
に
直
接
柱
を
立
て
て
組
み
立
て
る
構
造
の
た
め
、
柱
穴
以

外
の
痕
跡
が
残
り
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
建
物
を
想
定
す
る
こ
と
に
大
変
苦
労

し
ま
す
。
で
す
が
、
同
時
期
の
多
く
の
遺
物
が
確
認
で
き
た
こ
と
で
、
集
落

の
始
ま
り
の
時
期
が
明
確
と
な
り
ま
し
た
。
な
お
、
掘
立
柱
建
物
の
多
く
は

床
面
積
が
五
坪
ほ
ど
で
、
屋
敷
地
ご
と
に
複
数
の
建
物
が
建
て
ら
れ
ま
し
た
。

鎌
倉
時
代
で
あ
る
一
三
世
紀
に
至
り
、
腰
前
の
集
落
は
最
初
の
ピ
ー
ク
を

迎
え
ま
す
。
こ
の
頃
、
幅
広
の
溝
を
掘
り
、
人
々
が
活
発
に
活
動
し
た
様
子

が
遺
物
か
ら
う
か
が
え
ま
す
。溝
を
掘
る
目
的
は
、生
活
排
水
の
た
め
で
あ
っ

た
り
、
土
地
の
所
有
境
界
を
示
し
た
り
す
る
た
め
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て

い
ま
す
。
屋
敷
地
か
ら
は
、
当
時
東

海
地
方
で
広
く
流
通
し
た
山や

ま

茶ち
ゃ

碗わ
ん

と

よ
ば
れ
る
量
産
化
さ
れ
た
碗
や
小
皿
、

貯
蔵
の
た
め
の
常と

こ

滑な
め

窯よ
う

産さ
ん

甕か
め

・
壺
、

煮
炊
き
用
の
土
鍋
な
ど
の
日
常
生
活

用
の
焼
き
物
が
多
く
出
土
し
て
い
ま

す
。
山
茶
碗
は
、
猿
投
・
渥
美
・
東

濃
な
ど
の
産
地
の
物
が
見
ら
れ
、
活

発
な
流
通
の
状
況
が
わ
か
り
ま
す
。

図４　伊勢型鍋や山茶碗、小皿 
　　　(鎌倉時代) 

図５　古瀬戸灰釉小壺
　　　（室町時代）



−4−

先
回
編
さ
ん
さ
れ
た
『
知
立
市
史
』
上
巻
（
昭
和
五
十
一
年
）
の
二
二
四

～
二
二
七
頁
に
「
天
保
十
年
（
一
八
三
九
）
四
月
の
日
付
が
は
い
っ
た
「
慶け

い

安あ
ん
の

御お

触ふ
れ

書が
き

写う
つ
し

」
と
題
す
る
文
書
が
知
立
市
誌
編
さ
ん
室
に
あ
る
」
と
記
さ
れ

て
、
触
書
の
内
容
が
途
中
省
略
さ
れ
つ
つ
も
現
代
語
訳
で
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
慶
安
二
年
（
一
六
四
九
）
に
出
さ
れ
た
触
書
が
天
保
十
年
に
刈
谷
藩

領
内
に
頒は

ん

布ぷ

さ
れ
た
事
情
に
つ
い
て
も
、
右
の
「
慶
安
御
触
書
写
」
末
尾
に

あ
っ
た
説
明
文
を
現
代
語
訳
で
示
し
て
く
れ
て
い
ま
す
。「
慶
安
御
触
書
」は
、

か
つ
て
高
校
の
日
本
史
の
教
科
書
に
記
載
さ
れ
て
い
た
江
戸
時
代
の
有
名
な

法
令
で
す
。

右
の
文
章
の
あ
い
だ
に
「
万ま

ん

延え
ん

元
年
御
教
諭
書
谷
田
町
」
と
す
る
挿
図
が

ひ
と
つ
あ
り
ま
す
。
最
近
、
知
立
市
史
編
さ
ん
室
の
皆
さ
ん
に
谷
田
村
あ
て

の
「
御
教
諭
書
」
の
原
本
を
探
し
て
い
た
だ
き
、
つ
い
で
に
牛
田
村
あ
て
の

も
の
も
教
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
さ
ら
に『
刈
谷
市
史
』第
六
巻
資
料
（
近

世
）
の
八
四
～
九
一
頁
に
野
田
村
あ
て
の
「
御
教
諭
書
」
が
収
録
さ
れ
て
い

ま
す
。

三
つ
の
「
御
教
諭
書
」
は
、
万
延
元
年
（
一
八
六
〇
）
十
一
月
に
、
当
時

は
同
じ
福
島
藩
領
で
あ
っ
た
谷
田
村
・
牛
田
村
・
野
田
村
か
ら
、
お
そ
ら
く

は
庄
屋
た
ち
が
重
原
陣
屋
に
出
か
け
て
、
そ
こ
で
筆
写
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
村

に
持
ち
帰
っ
た
も
の
で
す
。
そ
の
内
容
は
『
刈
谷
市
史
』
第
六
巻
の
翻ほ

ん

刻こ
く

資

料
か
ら
き
ち
ん
と
理
解
で
き
ま
す
。
こ
れ
は
「
慶
安
御
触
書
」
と
は
全
く
の

無
関
係
で
す
。

三
つ
の
「
御
教
諭
書
」
は
草
書
体
（
く
ず
し
字
）
で
書
か
れ
て
い
ま
す
か

ら
、
高
校
生
を
は
じ
め
と
す
る
普
通
の
市
民
に
は
読
め
ま
せ
ん
。
そ
れ
が
市

史
に
翻
刻
掲
載
さ
れ
る
こ
と
で
内
容
が
理
解
で
き
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
も
と

の
史
料
原
本
を
眺
め
て
み
る
と
、
活
字
の
翻
刻
文
で
は
わ
か
ら
な
い
発
見
が

あ
り
ま
す
。
原
本
三
つ
の
「
御
教
諭
書
」
は
そ
れ
ぞ
れ
筆
跡
や
文
字
遣
い
が

異
な
り
、
誤
字
・
脱
字
が
あ
り
ま
す
。
場
合
に
よ
っ
て
は
朱
字
で
訂
正
が
施

さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
か
ら
「
お
そ
ら
く
は
庄
屋
た
ち
が
重
原
陣
屋
に
出
か

け
て
、
そ
こ
で
筆
写
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
村
に
持
ち
帰
っ
た
」
こ
と
が
推
測
で

き
る
の
で
す
。

歴
史
資
料
が
活
字
化
さ
れ
て
普
及
さ
れ
れ
ば
、
普
通
の
市
民
の
皆
さ
ん
が
、

自
ら
住
む
地
域
の
歴
史
を
自
ら
知
る
こ
と
に
つ
な
が
り
ま
す
。
し
か
し
歴
史

資
料
が
教
え
て
く
れ
る
の
は
、
そ
こ
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
だ
け
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
資
料
の
残
さ
れ
方
、
受
け
継
が
れ
方
、
そ
う
し
た
資
料
原
本
そ
の

も
の
の
存
在
も
ま
た
、
大
切
な
歴
史
情
報
を
後
世
の
私
た
ち
に
伝
え
て
く
れ

る
の
で
す
。

さ
て
、
知
立
市
史
編
さ
ん
室
の
皆
さ
ん
に
何
度
も
何
度
も
探
し
回
っ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
が
、「
天
保
十
年
（
一
八
三
九
）
四
月
の
日
付
が
入
っ
た
「
慶

安
御
触
書
写
」
と
題
す
る
文
書
」
は
つ
い
に
見
つ
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
先

回
の
編
さ
ん
事
業
が
終
わ
っ
た
後
、
き
ち
ん
と
受
け
継
が
れ
な
か
っ
た
と
い

う
こ
と
で
す
。

先
回
の
『
知
立
市
史
』
が
編
さ
ん
さ
れ
た
昭
和
五
〇
年
代
に
は
知
ら
れ
て

い
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
現
在
で
は
「
慶
安
御
触
書
」
は
慶
安
二
年
に
は
存
在

せ
ず
、
江
戸
時
代
後
期
の
創
作
で
あ
ろ
う
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
て
い
ま
す
。

と
す
れ
ば
、
天
保
十
年
に
刈
谷
藩
が
ど
の
よ
う
に
し
て
こ
の「
慶
安
御
触
書
」

と
題
さ
れ
た
法
令
を
入
手
し
、
そ
れ
は
ほ
か
の
「
慶
安
御
触
書
」
と
ど
の
よ

う
な
差
異
が
あ
る
の
か
、
な
い
の
か
、
こ
う
し
た
こ
と
を
知
り
た
い
と
こ
ろ

歴
史
資
料
を
後
世
に
引
き
継
ぐ
意
味

部会だより
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で
す
。
そ
れ
ら
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
天
保
十
年
前
後
の
知
立
市
域
の

人
々
の
生
活
が
、
ど
の
よ
う
に
規
制
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
た
か
否
か
が
検
討

で
き
る
は
ず
な
の
で
す
。

し
か
し
な
が
ら
原
本
が
残
さ
れ
て
い
な
い
以
上
、
そ
う
し
た
試
み
は
不
可

能
と
な
り
、
誠
に
残
念
で
す
。

（
近
世
部
会 

部
会
長 

池
内 

敏
）

　令和２年６月から、知立市観光交流センターお
よび八橋史跡保存館でも新編知立市史を購入でき
るようになりました。
　歴史探訪のお供にぜひお買い求めください。

【所在地】
・知立市観光交流センター
　中町中１２８番地
・八橋史跡保存館
　八橋町寺内６１番地１
※施設の開館日等をご確認 
　のうえ、ご利用ください。

新編知立市史を販売する施設が増えました

知立市観光交流センター

図
１　

牛
田
村
「
御
教
諭
書
」 

　

万
延
元
年
（
一
八
六
〇
） 

「
御
教
諭
書
」　
同
じ
箇
条
の
前
後

図
２　

谷
田
村
「
御
教
諭
書
」

　

万
延
元
年
（
一
八
六
〇
）

　

谷
田
町
所
蔵

部会だより
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『
新
編
知
立
市
史
６
資
料
編 

近
代
・
現
代
』（
一
〇
七
頁
）
に
「
上
重
原

村
隔
離
病
舎
図
面
」
を
載
せ
ま
し
た
（
図
１
参
照
）。
一
九
〇
二
年
（
明
治
三

十
五
）
の
も
の
で
す
。
上
重
原
の
区
有
文
書
と
し
て
保
管
さ
れ
て
き
て
、
現

在
は
知
立
市
歴
史
民
俗
資
料
館
が
所
蔵
し
て
い
る
図
面
を
ト
レ
ー
ス
し
た
も

の
で
す
。
木
造
瓦
葺
四
棟
、
建
設
費
五
六
五
円
七
七
銭
九
厘
、
敷
地
面
積
四

一
〇
坪
で
し
た
。
こ
の
建
物
は
、
上
重
原
村
が
愛
知
県
に
補
助
申
請
し
て
、

そ
の
補
助
金
で
建
て
ら
れ
ま
し
た
。
申
請
書
も
残
っ
て
お
り
、「
上
重
原
村
よ

り
県
へ
の
伝
染
病
隔
離
室
建
築
費
補
助
申
請
書
」
と
し
て
、
こ
れ
も
資
料
編

に
載
せ
て
い
ま
す
。

名
称
か
ら
わ
か
る
と
お
り
、「
伝
染
病
」
患
者
を
隔
離
収
容
し
て
治
療
す

る
施
設
で
す
。こ
れ
を
上
重
原
村
が
建
設
し
た
背
景
に
は
、一
八
九
七
年
（
明

治
三
十
）
に
制
定
さ
れ
た
「
伝
染
病
予
防
法
」
が
あ
り
ま
す
。
同
法
に
よ
り

市
町
村
が
「
隔
離
病
舎
」
を
設
置
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
法
律
が

「
伝
染
病
」か
ら「
感
染
症
」へ

制
定
さ
れ
た
背
景
に
は
、
あ
る
人
物
が
関
わ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
二
○
二
四

年
発
行
予
定
の
新
千
円
札
の
肖
像
に
選
ば
れ
た
、
北
里
柴
三
郎
で
す
。
彼
は
、

一
八
九
四
年（
明
治
二
十
七
）、
日
本
政
府
か
ら
ペ
ス
ト
病
調
査
の
た
め
香
港

に
派
遣
さ
れ
、
そ
こ
で
世
界
で
初
め
て
ペ
ス
ト
菌
を
発
見
し
ま
し
た
。

彼
が
香
港
に
派
遣
さ
れ
た
年
に
日
清
戦
争
が
始
ま
り
ま
し
た
。
外
国
と
の

戦
争
は
、
派
遣
さ
れ
た
兵
士
を
介
し
て
「
伝
染
病
」
が
日
本
に
入
っ
て
く
る

危
険
も
伴
う
の
で
、
ペ
ス
ト
が
流
行
し
て
い
た
香
港
へ
の
調
査
に
は
、
戦
争

の
影
が
あ
り
ま
し
た
。「
伝
染
病
」の
流
入
を
防
ぐ
検
疫
体
制
と
国
内
で
の
流

行
を
防
ぐ
た
め
の
隔
離
体
制
を
整
え
る
法
律
と
し
て
、「
伝
染
病
予
防
法
」が

日
清
戦
争
後
に
制
定
さ
れ
た
の
で
す
。
北
里
の
ペ
ス
ト
菌
の
発
見
と
法
律
の

制
定
に
よ
る
衛
生
行
政
に
よ
っ
て
、
日
本
で
は
、
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
よ
う

な
ペ
ス
ト
大
流
行
は
起
き
ず
に
す
み
ま
し
た
。
上
重
原
の
隔
離
病
室
も
ペ
ス

ト
で
使
用
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

「
伝
染
病
予
防
法
」は
、
制
定
か
ら
百
年
以
上
た
っ
た
一
九
九
九
年
（
平
成

十
一
）
に
「
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る

法
律
」（
感
染
症
法
）が
施
行
さ
れ
て
そ
の
役
割
を
終
え
ま
し
た
。「
伝
染
病
」

と
い
う
名
称
が
持
つ
「
病
気
を
広
め
る
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
か
ら
来
る
人
権

侵
害
も
問
題
と
さ
れ
、
症
状
と
し
て
の
「
感
染
症
」
と
い
う
名
称
が
用
い
ら

れ
る
よ
う
に
な
り
、
社
会
か
ら
の
隔
離
を
目
的
と
す
る
の
で
な
く
、
予
防
と

治
療
を
よ
り
重
視
し
た
法
律
に
改
め
ら
れ
ま
し
た
。
歴
史
用
語
と
し
て
「
伝

染
病
」
は
残
り
ま
す
が
、
こ
れ
か
ら
は
「
感
染
症
」
が
一
般
的
に
な
っ
て
い

く
で
し
ょ
う
。
歴
史
表
現
の
難
し
い
と
こ
ろ
で
す
。
通
史
編
で
は
、
留
意
し

な
が
ら
叙
述
し
た
い
と
思
い
ま
す
。（

近
代
・
現
代
部
会 

部
会
長 

土
屋
武
志
）

小
使
室

間湯

便
所

快
期
室

事
務
室

床

庇

庇

便
所

軽
症
室

軽
症
室

軽
症
室

軽
症
室

重
症
室

重
症
室

重
症
室

重
症
室

看
護
室

井 室　死

一
間

一間

二間 二間

三
間

三
間

六間

一間三尺 三尺

三
尺

三

三
尺

四
尺

六間 二間

三尺

二
間
三
尺

二
間
一
尺

下　　廊

同 同 同

同 同 同

一
間
四
尺

一
間
四
尺

一
間

六間

同 同 同

同 同 同 一間三尺 一間三尺

一間三尺

三尺

一
間
三
尺三間

隔離病舎図面

図１　上重原村隔離病舎図面

部会だより
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先
日
、
資
料
の
整
理
を
し
て
い
る
と
、
珍
し
い
書
籍
が
見
つ
か
り
ま
し
た
。

そ
の
書
籍
は
「
三み

河か
わ

御ご

開か
い

国こ
く

備び

考こ
う

大た
い

全ぜ
ん

」
で
す
。
現
在
、
筑
波
大
学
附
属
図

書
館
（
以
下
筑
波
本
）
と
ベ
ル
リ
ン
国
立
図
書
館
（
以
下
ベ
ル
リ
ン
本
、
デ

ジ
タ
ル
公
開
さ
れ
て
い
る
）
し
か
所
蔵
し
て
い
ま
せ
ん
。
そ
の
稀
少
な
書
籍

が
新
た
に
知
立
市
で
見
つ
か
り
ま
し
た
。
今
回
は
知
立
市
で
発
見
さ
れ
た

「
三
河
御
開
国
備
考
大
全
」（
以
下
知
立
市
本
）
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

「
三
河
御
開
国
備
考
大

全
」
は
、
作
者
不
明
で
成

立
時
期
は
江
戸
時
代
後
期

と
さ
れ
て
い
ま
す
。
冊
数

は
一
〇
巻
五
冊
、
現
在
残

さ
れ
て
い
る
の
は
写
本
の

み
で
す（『
国
書
総
目
録
』

第
七
巻
）。
内
容
は
徳
川

家
康
以
前
の
松
平
氏
の
事

跡
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

知
立
市
本
は
、
刊
記
・

奥
書
が
な
い
た
め
、
成
立

時
期
や
刊
本
か
写
本
か
に

つ
い
て
も
分
か
り
ま
せ
ん
。

冊
数
は
、
巻
一
の
一
冊
が

欠
け
て
い
る
た
め
四
八
巻

珍
発
見
か
!?
知
立
市
に
あ
っ
た
稀
少
な
書
籍

四
八
冊
で
す（
巻
一
が
あ
れ
ば
四
九
巻
四
九
冊
）。
刊
記
・
奥
書
が
な
い
た
め
、

こ
れ
以
降
も
続
い
て
い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

内
容
は
家
康
以
前
の
松
平
氏
か
ら
豊
臣
政
権
期
の
家
康
ま
で
の
事
跡
を
記

述
し
て
い
ま
す
。
松
平
氏
と
家
康
に
関
す
る
記
述
が
ほ
と
ん
ど
で
す
が
、
わ

ず
か
に
織
田
信
長
や
豊
臣
秀
吉
に
関
す
る
記
述
（
美
濃
攻
め
・
山
崎
の
合
戦

な
ど
）
が
散
見
さ
れ
ま
す
。
よ
っ
て
、
松
平
氏
・
徳
川
氏
の
歴
史
を
中
心
に

扱
っ
た
私
撰
の
歴
史
書
と
い
え
る
か
と
思
い
ま
す
。

知
立
市
本
と
ベ
ル
リ
ン
本
を
比
較
す
る
と
、
冊
数
が
大
き
く
違
っ
て
お
り
、

知
立
市
本
の
方
が
内
容
が
大
幅
に
追
加
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
松
平
広
忠
ま

で
の
松
平
氏
に
関
す
る
記
事
が
若
干
異
な
っ
て
い
る
箇
所
も
あ
り
、
字
の
書

き
方
も
違
っ
て
い
ま
す
。
お
そ
ら
く
知
立
市
本
と
ベ
ル
リ
ン
本
は
、
筆
者
が

違
う
人
物
で
あ
る
異
本
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

現
在
の
写
本
の
残
存
状
況
か
ら
広
く
世
間
に
流
布
し
て
い
な
か
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
「
三
河
御
開
国
備
考
大
全
」。
家
康
の
ル
ー
ツ
で
あ
る
松
平
氏
や
家

康
自
身
は
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
江
戸
時
代
の
人
々

が
松
平
氏
や
徳
川
家
康
を
ど
う
認
識
し
て
い
た
の
か
、
そ
の
一
端
を
垣
間
見

る
こ
と
が
で
き
る
史
料
と
い
え
ま
す
。

知
立
市
本
は
巻
一
が
欠
け
て
お
り
、
か
つ
刊
記
・
奥
書
が
な
い
た
め
不
完

全
な
状
態
で
す
が
、
珍
し
い
書
籍
で
あ
り
、
市
に
と
っ
て
貴
重
な
史
料
で
す
。

ま
だ
発
見
さ
れ
た
ば
か
り
な
の
で
、史
料
の
性
格
や
他
の
筑
波
本
・
ベ
ル
リ
ン

本
と
の
比
較
な
ど
今
後
調
査
・
研
究
を
進
め
、
知
立
市
本
の
全
体
像
を
明
ら

か
に
し
て
史
料
的
位
置
付
け
を
行
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
ま
す
。

図２　知立市本の第六巻目次 図１　知立市本の第六巻表紙

事務局だより
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刊
行
予
定

好
評
販
売
中

刊行物のご案内

■
新
刊
（
令
和
二
年
三
月
刊
行
）

『
新
編
知
立
市
史

　
　
　
　

別
巻 

八
橋
編
』

　
　
　
　

B5
判
オ
ー
ル
カ
ラ
ー

　
　
　
　
　
　
　

三
五
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
５　

資
料
編　

池
鯉
鮒
宿
本
陣
御
宿
帳
』

	

B5
判 	

二
六
〇
〇
円

『
新
編
知
立
市
史
１ 

通
史
編 

原
始
・
古
代
・
中
世
・
近
世
』 

	

菊
判
オ
ー
ル
カ
ラ
ー	

二
〇
〇
〇
円

	

令
和
三
年
三
月
刊
行
予
定

新
編
知
立
市
史
編
さ
ん
事
業
の
集
大
成
と
な
る
通
史
編
２
冊
の
前
半
分
。

旧
石
器
時
代
か
ら
廃
藩
置
県
の
頃
ま
で
の
、
知
立
市
域
の
歴
史
を
た
ど
る
読

み
物
で
す
。
多
く
の
方
に
読
ん
で
い
た
だ
け
る
よ
う
、
お
求
め
や
す
い
価
格

と
し
ま
し
た
。

新
編
知
立
市
史
だ
よ
り
第
11
号　

令
和
２
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
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
７　

資
料
編　

民
俗
』

	

B5
判
（
Ｄ
Ｖ
Ｄ
付
き
）	

三
七
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

☆
新
編
知
立
市
史
は
、
歴
史
民
俗
資
料
館
・
市
役
所
市
民
課
・
観
光
交
流
セ

ン
タ
ー
・
八
橋
史
跡
保
存
館
で
購
入
で
き
ま
す
。
詳
し
く
は
、
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

市
史
編
さ
ん
活
動
に
お
き
ま
し
て
、
た
く
さ
ん
の
方
に
ご
協

力
・
ご
教
示
を
賜
り
ま
し
た
。
ま
た
、
多
く
の
貴
重
な
資
料

を
提
供
い
た
だ
き
ま
し
た
。
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

お礼


