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八 や

熊 ぐ
ま

と
い
う
地
名
は
、
明
治
に
な
っ
て
か
ら
誕
生
し
た
も
の
で
す
。
も
と

も
と
こ
の
地
域
に
は
二 に

女
子

に

ょ

し

村 む
ら

、
五 ご

女
子

に

ょ

し

村 む
ら

と
い
う
村
が
あ
り
、
明
治
１

１
（
１
８
７
８
）
年
に
ふ
た
つ
の
村
が
合
併
し
て
八
熊
村
と
な
り
ま
し
た
。

名
前
は
そ
れ
ぞ
れ
の
村
の
神
社
の
頭
文
字
か
ら
取
ら
れ
た
も
の
で
、
五
女

子
村
の
八
劔
社

は
ち
け
ん
し
ゃ

の
八
と
、
二
女
子
村
の
熊
野

く

ま

の

神
社

じ
ん
じ
ゃ

の
熊
を
あ
わ
せ
て
村 そ

ん

名 め
い

と
し
ま
し
た
。
八
熊
村
は
、
明
治
２
２
年
に
は
近
隣
と
合
併
し
八
幡
村

や
わ
た
む
ら

と
な
り
ま
す
が
、
地
名
は
現
在
ま
で
続
い
て
い
ま
す
。 

両
村

り
ょ
う
そ
ん

と
も
珍
し
い
名
前
で
す
が
、
か
つ
て
こ
の
付
近
で
力
を
持
っ
て
い
た

領
主
が
七
人
の
娘
を
土
地
付
き
で
嫁
が
せ
、
そ
の
土
地
に
一
か
ら
七
ま
で

の
数
字
を
付
け
た
故
事
に
由
来
す
る
と
言
わ
れ
ま
す
。
江
戸
時
代
は
、

東
海
道

と
う
か
い
ど
う

の
脇 わ

き

街
道

か
い
ど
う

と
し
て
の
役
割
を
担
っ
て
お
り
、
朝
鮮

ち
ょ
う
せ
ん

通
信
使

つ
う

し
ん
し

や
茶 ち

ゃ

壺 つ
ぼ

行
列

ぎ
ょ
う
れ
つ

が
往 お

う

来 ら
い

し
た
佐
屋

さ

や

街
道

か
い
ど
う

（
佐
屋

さ

や

路 じ

）
が
通
っ
て
い
る
た
め
、
道
の

改
修
の
負
担
や
行
列
通
行
時
に
人
馬

じ

ん

ば

の
供
出
が
求
め
ら
れ
ま
し
た
。
現

在
、
東
海
道
新
幹
線
の
高
架
近
く
に
は
一
里
塚

い
ち

り

づ
か

の
跡
が
あ
り
、
当
時
の

雰
囲
気
を
伝
え
ま
す
。
江
戸
時
代
後
期
に
は
両
村
と
も
南
瓜

か
ぼ
ち
ゃ

を
つ
く
り
、

下 し
も

小
田
井

お

た

い

の
市
場
に
出
荷
し
て
い
た
よ
う
で
す
。 

八
幡
村
は
大
正
１
０
（
１
９
２
１
）
年
に
名
古
屋
市
南
区
と
な
り
、
昭

和
１
２
（１
９
３
７
）年
、
再
編
成
に
よ
り
中
川
区
と
な
り
ま
し
た
。 

【
参
考
資
料
】『
中
川
区
の
歴
史
』（
愛
知
県
郷
土
資
料
刊
行
会
）、『
角
川
日
本
地
名
大
辞
典 

２

３
』（
角
川
書
店
）
、『
名
古
屋
叢
書 

続
編 

第
４
巻
（
尾
張
徇
行
記 

１
）
』（
名
古
屋
市
教
育

委
員
会
） 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

二
〇
一
五
（
平
成
二
七
）
年
十
一
月
作
成 

中
川
区
風
土
記 

八
熊
（
二
女
子
村
・
五
女
子
村
） 

中
川
図
書
館 
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↑『尾張志付図』から二女子村・五女子村周辺【天保（1830～1844）年間】 

八劔社 

熊野神社 

八熊通り 

五女子 
二女子 

↑国土地理院地図から現在の様子 

堀

川 

佐屋街道 

↑二女子であがめられて来た熊野神社。境内にはクスノキ

やエノキなど多数の保存樹が茂っています。 

↑五女子の八劔社には、 

「力持ち石」も残されています。 

←二女子村と五女子村を現在の地図に重ね合わ

せたものです（推定）。 

『地図でみる露橋の歴史』から。 

佐屋街道 


