
①集 結 
 

「「「 高高高 熊熊熊 辻辻辻 」」」    

 

 明 治 ２ （ １ ８ ６ ９ ） 年 １ １ 月 １ ５ 日 〔 新 暦 の １

２ 月 １ ７ 日 （ 金 ） 〕 、 早 朝 か ら 多 く の 人 が 集 ま

っ た 場 所 と さ れ て い ま す 。  

 

 当 日 、 上 野 原 で も 同 様 に 人 が 集 ま り ま し た

が 、 「 高 熊 辻 」 の 一 揆 勢 と は 後 に 、 加 茂 村 で

合 流 す る こ とに な り ま す 。  

 

 「 高 熊 」 は 現 在 テ ク ノ パ ー ク と な り 地 名 が 残

っ て い ま せ ん が 、 も と は 高 熊 新 田 と 呼 ば れ る

村 が 存 在 し ま し た。  

 

 『 有 馬 郡 誌 』 （ 昭 和 ４ 年 ） に よ る と 、 寛 文 ８

（ １ ６ ６ ８ ） 年 に 下 相 野 村 か ら 分 属 し た と あ り

ま す 。 し か し 、 明 治 ７ （ １ ８ ７ ４ ） 年 に 再 び 旧 下

相 野 村 と 合 併 し 姿 を 消 し ま し た （ 市 史 第 １ ０

巻  地 理 編 ） 。  

 

 

       「 高 熊 辻 」 付 近  

 

「「「 相相相 野野野 辻辻辻 」」」    

 

 場 所 の 特 定 は 困 難 で す が 、 お そ ら く 「 高 熊

辻 」 か ら 道 を ま っ す ぐ 下 っ た 、 こ の 付 近 で は な

い か と 思 わ れ ま す 。  

 

 １ １ 月 １ ５ 日 の 朝 方 、 「 西 郷 」 周 辺 か ら 人 が

集 ま っ た 場 所 と さ れ て い ま す 。 「 高 熊 辻 」 に 集

ま っ た 人 も 、 丘 を 下 っ て こ こ に 合 流 し た と 考 え

ら れ ま す 。  

 

 「 相 野 辻 」 に 集 ま っ た 一 揆 勢 は 、 そ の 後 手

分 け を し て 周 辺 の 村 々 を ま わ り 、 「 （ 一 揆 に ）

罷 不 出 候 ハ ヽ 其 家 ヲ ツ ブ ス 」 な ど と 脅 し た と さ

れ ま す 。 そ の 真 偽 は 定 か で あ り ま せ ん が 、 こ の

よ う な 声 に 駆 り 立 て ら れ た 者 も 大 勢 居 た と 思

わ れ ま す 。 そ し て 一 揆 勢 は ま す ま す ふ く れ あ が

っ て い き ま し た 。  

 

                 

                      「 相 野 辻 」 付 近  



 

上上上 野野野 原原原    

 

 

 １ １ 月 １ ５ 日 、 「 高 熊 辻 」 や 「 相 野 辻 」

に 「 西 郷 」 の 人 々 が 集 ま っ た の に 対 し て 、

「 下 郷 」 や 「 北 郷 」 の 人 々 が 集 ま っ た 場

所 と さ れ て い ま す 。 こ れ ら ２ つ の 集 団 は 、

後 に 加 茂 村 で 合 流 し ま す 。  

 

 上 野 原 は 、 そ の 後 も た び たび 一 揆 勢 に

利 用 さ れ ま し た。  

 

      旧 三 輪 村 忠 魂 碑 付 近  

 

 

 ひ と つ は １ ６ 日 （ 午 前 ４ 時 頃 ） 、 町 方 へ

進 攻 す る 直 前 に 、 年 貢 の 減 免 な ど を 記

し た 願 書 を こ こ で し た た め た よ う で す。  

 

 も う ひ と つ は 、 一 揆 が 沈 静 化 し た か に

み え た ２ ６ 日 （ １ ８ 日 と の 説 も あ る ） 、 上

記 の 願 書 の 履 行 に つ い て 藩 庁 に 不 備

が あ る と し て 、 こ こ で 改 め て 願 書 を し た た

め ま し た 。  

 

 三 田 城 下 に 近 い 上 野 原 の 利 用 に は 、            上 野 交 差 点 付 近  

藩 庁 へ の 威 嚇 と い う 意 味 も 込 め ら れ て い 

た と 思 わ れ ま す 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



②藩知事・大参事との接触 

   

旧旧旧 加加加 茂茂茂 橋橋橋 付付付 近近近    

 

 国 道 １ ７ ６ 号 線 の 青 野 川 に か か る 橋 の す

ぐ 上 流 に 、 現 在 も 「 加 茂 大 橋 」 が 存 在 し ま

す 。 近 く に は 明 和 ６ （ １ ７ ６ ９ ） 年 に 建 て ら れ

た 道 し る べ が あ り 、 古 く か ら の 道 で あ っ た こ

と が わ か り ま す 。  

 

 「 高 熊 辻 」 や 「 相 野 辻 」 か ら の 集 団 と 、 上

野 原 か ら の 集 団 は 、 １ ５ 日 の 夜 、 こ こ 加 茂

村 で 合 流 し ま し た。  

           旧 加 茂 橋  

 

 三 田 藩 知 事 九 鬼 隆 義 （ 旧 藩 主 ） や 大

参 事 白 洲 退 蔵 （ 旧 家 老 ） は 一 揆 勢 を 説

得 す る た め 、 夜 五 ツ 時 （ 午 後 ８ 時 頃 ） に 加

茂 村 に 向 か い ま し た 。  

 そ の 際 、 一 揆 勢 が （ 旧 ） 加 茂 橋 を 越 え な

い よ う 考 え た よ う で す が 、 九 鬼 と 白 洲 が 到

着 し た 時 に は 一 揆 勢 は す で に 橋 を 三 田 町

方 面 に 越 え て い た よ う で す。  

                                            

 史 料 に よ る と 一 揆 勢 は 説 得 に 来 た 九 鬼    旧 加 茂 橋 付 近 の 道 標 （ 明 和 ６ 年 ８ 月 建 立 ）  

ら を 取 り 囲 み 、 「 ど ふ 盗 人 め 」 な ど と い っ た 悪     頭 に 梵 字 。 「 右 さ い （ 所 ）  左 き よ （ 水 ） 」 。  

口 と と も に 石 や 瓦 を 投 げ つ け 、 九 鬼 は 落 馬  

し 逃 げ 隠 れ、 い っ ぽ う 白 洲 は 乗 っ て き た 駕 籠 を 壊 さ れ た そ う で す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     旧 藩 主 九 鬼 隆 義             白 洲 退 蔵              小 寺 泰 次 郎  

（ 写 真 ： 三 田 市 教 育 委 員 会 提 供 ）  

 白 洲 は 当 時 急 進 的 な 藩 政 を 実 施 し て い ま し た が 、 一 揆 勢 は と り わ け 白 洲 と 、 ま た 同

様 に 推 進 者 で あ っ た 小 寺 泰 次 郎 を 非 難 の 的 と し て い ま し た 。 一 揆 で は 「 大 鯛 小 鯛 」 を

殺 せ と い っ た ス ロ ー ガ ン が あ っ た よ う で す 。 白 洲 、 小 寺 と も 名 前 に （ た い ） が 付 く こ と を 大

小 の 鯛 に か け た も の で 、 「 大 鯛 」 と は 白 洲 を 、 「 小 鯛 」 と は 小 寺 を 意 味 し ま す 。  

 

 こ の よ う に 一 揆 の 後 背 に は 、 ひ と つ に 急 進 的 な 藩 政 へ の 反 発 が あ り ま し た。  



③町方進攻前の腹ごしらえ 
 

行基堂  

 

 

行 基 堂  

 

 川 除 の 御 霊 神 社 の 参 道 脇 に、 それ は あ り ま す 。  

 川 除 に は 奈 良 時 代 の 高 僧 行 基 に 関 す る 民 話 が 伝 わ っ て い ま す 。 そ れ は 行 基 が こ の

地 の 治 水 工 事 を す す め た と い う も の で （ 三 田 の 民 話 編 集 委 員 会 『 三 田 の 民 話 』 上 ） 、

川 除 の 人 々 の 水 に 関 す る 様 々な 祈 り が 行 基 堂 に 込 め ら れ て い ま す 。  

 

 夜 八 ツ 半 過 （ １ １ 月 １ ６ 日 午 前 ３ 時 頃 ） に 一 揆 勢 は 加 茂 村 か ら こ こ へ や っ て 来 て 、

三 田 襲 撃 の 前 の 腹 ご し ら え を し た と さ れ ま す 。  

 

 実 は 一 揆 勢 が こ こで 口 に し た 酒 や 飯 は 、 町 方 の 商 家 か ら の 贈 り も の で し た。  

こ れ ら の 酒 や 飯 に は 、 「 進 上  何 屋 何 兵 衛 」 な ど と 商 家 の 名 前 を 書 い た 立 て 札 が 付 け

ら れ て い た そ う で す 。 一 揆 勢 が 押 し 寄 せ る こ と を 事 前 に 知 っ た 町 方 の 商 家 が 何 と か 自

分 の 店 を 守 ろ う と 、 自 ら の 名 前 を 明 か し て 酒 や 飯 を 贈 っ た の で す 。  

  

 一 揆 勢 は 贈 ら れ た 飯 を 前 に 不 満 に 思 う 商 家 の 名 前 を 見 つ け る と 、 「 く さ り 飯 不 喰 」

な ど 言 っ て 田 へ 投 げ 捨 て る な ど 、 悪 態 を つ き な が ら 食 っ た と さ れ ま す 。  

 

 一 揆 勢 は そ の 後 、 夜 七 ツ 過 （ １ １ 月 １ ６ 日 午 前 ４ 時 頃 ） に は 上 野 原 へ と 移 動 し 、 藩

庁 へ の 願 書 を し た た め る こ と に な り ま す 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



④三田城下へ 
 

桜桜桜 ののの 馬馬馬 場場場 付付付 近近近    

 

 

 １ ６ 日 朝 五 ツ 時 頃 （ 午 前 ８ 時 頃 ） 、 一 揆

勢 は 願 書 を 渡 す た め こ こ に 押 し 寄 せ ま す 。  

史 料 に は 「 人 数 弐 万 人 」 と あ り 、 実 際 の 人

数 は 定 か で あ り ま せ ん が 、 相 当 多 く の 人 が

押 し 寄 せ た こ と が 分 か り ま す。  

 

 引 き 上 げ た の は 四 ツ 半 （ 午 前 １ １ 時 頃 ）

と さ れ ま す か ら 、 約 ３ 時 間 に わ た る 混 乱 が 、

こ の 周 辺 で 続 き ま し た。  

 

        桜 の 馬 場 付 近  

 

 

町方の商家 
 

 三 田 や 三 輪 の 多 く の 商 家 が 襲 撃 に あ い

ま し た 。 町 方 の 商 家 は 自 分 の 店 を 守 り た い

思 い か ら 、 一 揆 勢 に 様 々 な 対 処 を し ま し た 。

鍵 屋 重 兵 衛 の 店 で は 、 一 揆 勢 の た め に 

炊 き 出 し を 行 っ て い ま す 。  

         旧 三 田 陣 屋              

         

 残 さ れ た 史 料 に よ る と 鍵 屋 で は 、 １ １ 月 １

５ 日 （ 白 米 ・ 酒 ・ 小 煎 魚 ） 、 １ ６ 日 （ 白 米 ） 、

１ ７ 日 （ 白 米 ・ 醤 油 ・ 大 根 ・ ニ ン ジ ン ・ 味

噌 ・ 木 ） な ど の 諸 品 を 、 炊 き 出 し の た め に 買

い 求 め て い ま す 。 そ の か い あ っ て か 、 鍵 屋 は

襲 撃 の 難 を 逃 れ る こ と がで き ま し た。  

 

 一 揆 勢 が 引 き 上 げ た 後 も 、 し ば ら く 商 家

の 困 難 は 続 き ま し た 。 史 料 に は た び た び 、

現 実 に は な い 百 姓 集 会 の 噂 が 記 さ れ て い                  

ま す 。 依 然 襲 撃 に お び え る 商 家 の 姿 で す 。           鍵 屋 の 跡 （ 三 田 本 町 ）           

ま た 襲 撃 を ひ ど く お び え る う ち は 、 農 家 の 者  

は 商 家 に 「 無 理 ニ ね ぎ る」 と い っ た 有 様 で し た 。  

 


