
第
十
二
集

鹿
児
島
県
揖
宿
郡
山
川
町
新
生
町
八
十
四
番
地

山
川
町
教
育
委
員
会

山
川
町
の
文
化
財

（
指
定
文
化
財
総
集
編
）





昭
和
五
十
三
年
に
改
正
さ
れ
た
「
山
川
町
文
化
財
保
護
条
例
」
の
第

一
条
に
は

「
山
川
町
に
存
す
る
文
化
財
の
保
存
及
び
活
用
の
た
め
に
必
要
な
措
置

を
講
じ
、
も
っ
て
郷
土
文
化
の
向
上
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
」

と
記
さ
れ
て
い
る
。

文
化
財
と
は
「
祖
先
の
た
く
ま
し
い
創
造
力
、
た
ゆ
ま
ざ
る
努
力
に

よ
っ
て
は
ぐ
く
ま
れ
て
き
た
将
来
へ
の
指
針
と
な
る
よ
う
な
価
値
あ
る

も
の
」
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

こ
の
よ
う
な
貴
重
な
文
化
財
を
損
傷
し
た
り
、
破
壊
す
る
こ
と
な
く

次
の
世
代
へ
伝
え
て
い
く
こ
と
は
我
々
の
重
大
な
責
務
で
あ
る
。
そ
の

た
め
学
識
経
験
者
を
中
心
に
し
て
山
川
町
文
化
財
保
護
審
議
会
が
組
織

さ
れ
調
査
研
究
を
重
ね
、
必
要
な
措
置
を
講
じ
て
き
ま
し
た
。

こ
の
度
「
山
川
町
の
文
化
財
」
第
十
二
集
を
刊
行
す
る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
が
こ
れ
も
「
必
要
な
措
置
」
の
一
部
分
で
あ
り
ま
す
゜

町
内
外
の
方
々
が
本
書
を
通
じ
て
郷
土
山
川
へ
の
認
識
を
新
た
に
し

て
、
た
く
ま
し
く
活
力
に
み
ち
た
「
郷
土
文
化
の
向
上
」
に
資
し
て
い

た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
過
去
を
反
省
し
、
歴
史
を
ふ
り
か
え
る
こ

山
川
町
教
育
委
員
会

教
育
長
水

発
刊
に
あ
た
っ
て

流
郁
郎

と
な
し
に
は
将
来
へ
の
展
望
を
切
り
拓
＜
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

山
川
町
に
は
成
川
曲
道
を
は
じ
め
各
地
に
先
史
時
代
の
遺
跡
・
遺
物

が
残
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
我
々
の
祖
先
は
、
う
っ
そ
う
と
茂
っ
た
森
の

中
で
、
H

当
た
り
が
よ
く
水
を
得
や
す
い
場
所
を
選
ん
で
生
活
し
て
い

た
よ
う
で
す
゜

中
世
に
は
山
川
小
学
校
の
裏
山
の
あ
た
り
に
あ
っ
た
土
矢
倉
城
の
存

在
も
わ
か
っ
て
い
ま
す
。
典
型
的
な
山
城
で
す
が
土
地
の
豪
族
た
ち
の

砦
と
し
て
戦
乱
に
明
け
暮
れ
た
時
期
も
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

江
戸
時
代
に
な
る
と
山
川
港
は
南
島
へ
の
渡
航
地
点
と
し
て
重
要
な

役
割
を
果
た
し
た
こ
と
は
正
史
に
詳
し
く
記
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
正
龍

寺
は
桂
庵
玄
樹
の
学
統
を
引
＜
薩
南
学
派
の
学
問
僧
が
常
住
し
、
文
教

の
府
と
し
て
栄
え
ま
し
た
。

役
場
近
く
に
あ
る
リ
ュ
ウ
ガ
ン
の
古
木
は
、
島
津
氏
に
よ
る
殖
産
興

業
の
跡
を
物
語
っ
て
く
れ
る
し
、
甘
藷
翁
•
前
田
利
右
衛
門
の
功
績
は

偉
大
な
る
も
の
と
称
賛
で
き
ま
す
゜

本
書
の
刊
行
を
き
っ
か
け
に
し
て
広
い
視
野
か
ら
の
新
し
い
文
化
財

の
発
掘
•
発
見
・
文
化
財
行
政
の
あ
り
方
等
に
つ
い
て
も
御
鞭
撻
を
い

た
だ
け
れ
ば
幸
に
思
い
ま
す
゜

終
わ
り
に
、
か
ね
て
か
ら
精
力
的
に
調
査
研
究
に
あ
た
ら
れ
た
文
化

財
保
護
審
議
会
委
員
の
方
々
に
深
甚
か
ら
感
謝
を
申
し
上
げ
ま
す
゜

平
成
十
年
十
一
月
二
日
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山川町文化財一覧

指定区分 名 称 所 在 地 所有者・管理者 指定年月日 地図・番号

国指定特別
ソテツ自生地

福元・竹山
山 JI I 町 昭27. 3. 29 

1 の 1

天然記念物 岡児ケ水赤水鼻 1 の 2

県指定史跡及び 山川薬園跡
新生町35 // 昭28. 12.25 ② 

天然記念物 及びリュウガン

町指定
鰻地蔵板碑 鰻地蔵坂6261 林田スミエ 昭50. 1. 24 ③ 

有形文化財

ク 小川六地蔵瞳 小川納骨棠前 小 JI I 区 昭49. 7 .16 ① 

1/ 
旧正龍寺跡

福元5780 福 冗 区 昭56.10. 6 ⑤ 
墓石群

ケ
正龍寺宝珠付

福元5780 1/ 昭49. 7 .16 ⑤ 
角柱石塔婆

/,, 成川板碑 成川井手方1204 中薗栄ニ 昭49. 7 .16 ⑦ 

町指定有形
田の神石像 成） II 下原937 入佐カエノ 昭56.10. 6 ⑧ 

民俗文化財

町 指 ,L-, 疋 地頭仮屋跡 新生町84
山 J 11 町 昭56.10. 6 ⑨ 

有形文化財 石 塀 （町役場）

ケ
成川十一面観音

座像及び石殿
成川大坪1016~2 谷口 隆 昭60.10. 24 ⑳ 

'l 
前田利右衛門 岡児ケ水東村2159

前田美鶴 昭60.10.24 ⑪ 呈．． 石 堂ノ間墓地

町指定無形 成川南方神社 成川南方神杜
塚本秋雄 平 4. 4 .15 ⑫ 

民俗文化財 神 舞 神舞保存会

// 
利永琉球

傘踊
利永琉球傘踊保存会 市山弘志 平 4. 4 .15 ⑬ 

町 指 定 河野覚兵衛家 福元5780
河野覚兵衛 平 8. 1. 4 ⑭ 

有形文化財 墓 石 群 （旧正龍寺跡墓地内）

ケ
桜井神杜 大山3349

大 山 区 平 8. 1. 4 ⑮ 
木像銘文 （桜井神社内）

町指定有形
利永の力石

利永468
利 永 区 平 8 . 1. 4 ⑯ 

民俗文化財 （利永集落センター内）

-1-



山川町文化財地図

池田湖
（水深233m)

方位 東 経 北 緯

極東 130ー38'40" 31ー11'46" 

極西 130ー33'46" 31'11'46" 

極南 130ー35'10" 31 ゜ 9'4"

極北 130ー 35'6" 31ー14'13" 

広ぽう 東西7.68km 南北9.57km
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て
ん
ね
ん
き
ね
ん
ふ
つ
し
て
い

い
ま
す
。
こ
の
た
め
国
の
特
別
天
然
記
念
物
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

し
せ
い
ち
か
く
じ
ゅ
つ
て
き
き
わ
き
ち
ょ
う

こ
の
よ
う
に
、
こ
の
自
生
地
は
、
学
術
的
に
極
め
て
貴
重
で
あ
り
、

あ
ら
ぬ
す
ほ
う
け
ん
じ
ゅ
う
き
ん

荒
し
た
り
、
盗
み
と
る
こ
と
は
、
法
で
厳
重
に
禁
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。

あ
ね
っ
た
い
せ
い
い
（

は
亜
熱
帯
に
生
育
し
て
い
ま
す
。

い
っ
し
ゅ
や
ま
が
わ
ぽ
う
の
つ
さ
た
う
ち
の
う
ら

そ
の
う
ち
の
一
種
だ
け
が
、
こ
こ
山
川
や
坊
津
、
佐
多
、
内
之
浦

よ
ん
か
し
ょ
せ
い
い
（
に
ほ
ん
こ
せ
い
ほ
く
げ
ん

の
四
ヶ
所
に
生
育
し
、
日
本
に
お
け
る
「
自
生
の
北
限
」
と
な
っ
て

へ
ん
い
っ
た
'

こ
の
辺
一
帯
に
あ
る
ソ
テ
ツ
は
、
自
生
し
て
い
る
も
の
で
す

C

ソ

か
し
ょ
く
ぶ
つ
す
う
し
ゅ
る
い
ね
っ
た
い

テ
ツ
科
の
植
物
は
数
種
類
あ
り
ま
す
が
、
ほ
と
ん
ど
が
熱
帯
、
ま
た

国
指
定
特
別
天
然
記
念
物
ソ
テ
ッ
自
生
地

（
指
定
昭
和
十
七
年

月

十
九
日

ー3-



と
と
も
に
救
荒
食
品
に
す
る
。

い
る
の
は
ソ
テ
ツ
科
だ
け
で
あ
る
。

な
ど
が
あ
る
。

一
郎
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
た
。

受
精
は
イ
チ
ョ
ウ
と
同
じ
く
精
虫
に
よ
る
も
の
で
、

一
八
九
六
年
に
池
野
成

美
し
い
葉
を
だ
す
。

〈
西
田
誠
〉

ソ
テ
ッ
…
ソ
テ
ツ
科
の
常
緑
低
木
。
八
丈
島
・
九
州
南
部
以
南
の
熱
帯
に

広
く
分
布
し
、
関
東
南
部
以
南
の
暖
地
で
は
鑑
賞
用
に
庭
園
に
栽
培
さ
れ
て

い
る
。
幹
は
一
本
直
立
す
る
か
、
ま
れ
に
は
数
本
束
生
す
る
株
に
な
る
。
高

さ
一
1

三
似
、
全
面
に
葉
の
跡
が
あ
り
、
ざ
ら
ざ
ら
し
て
い
る
。
葉
は
幹
の

頂
部
に
だ
け
つ
け
、
か
さ
を
開
い
た
よ
う
に
束
生
す
る
。
葉
質
は
ひ
じ
ょ
う

に
か
た
く
、
濃
緑
色
で
つ
や
が
あ
り
、
羽
状
に
分
裂
し
、
線
形
の
羽
片
を
多

数
つ
け
る
。
雌
雄
異
株
で
花
は
幹
の
頂
部
に
つ
く
。
雄
花
は
単
生
し
、
長
さ

り
ん
ぺ
ん

五
十
i
/
‘径
一
0
竺
ほ
ど
の
円
柱
状
で
、
く
さ
び
形
の
鱗
片
が
ら
せ
ん
状
に

や
く

っ
き
、
そ
の
下
に
多
く
の
約
を
つ
け
る
。
雌
花
は
多
数
束
生
し
、
長
さ
一

0

は
い
し
ゅ

ー
一
五
乃
、
上
部
は
羽
状
に
裂
け
、
下
部
に
三
ー
五
対
の
胚
珠
を
つ
け
る
。

九
州
最
南
端
に
は
ソ
テ
ッ
の
自
生
地
が
あ
り
、
宮
崎
県
・
鹿
児
島
県
に
は

天
然
記
念
物
に
指
定
さ
れ
て
い
る
地
域
が
あ
る
。
大
木
と
し
て
は
静
岡
県
清

水
市
竜
華
寺
の
根
ま
わ
り
五
昇
、
枝
張
り
九
昇
、
熊
本
県
玉
名
郡
の
根
ま
わ

り
十
一
冒
、
枝
張
り
一

0
ぃ
唸
静
岡
県
伊
豆
川
津
町
の
径
二
冒
、
高
さ
八
討

葉
は
盛
り
花
に
利
用
し
、
幹
の
ず
い
は
砕
い
て
で
ん
ぷ
ん
を
と
り
、
果
実

育
て
方
は
、
夏
は
水
を
乾
燥
し
な
い
程
度
に
あ
た
え
る
。
根
に
多
量
の
水

分
が
あ
る
の
で
、
冬
に
は
霜
よ
け
と
凍
結
を
防
ぐ
た
め
室
内
に
お
ぎ
、
と
く

葉
を
全
部
の
ぞ
き
自
然
乾
燥
さ
せ
て
冬
を
越
さ
せ
れ
ば
、
翌
春
に
は
ま
た

〔
ソ
テ
ツ
科
〕
裸
子
植
物
・
ソ
テ
ツ
目
。
槻
界
の
熱
帯
·
亜
熱
帯
に
約
九
〇

は
い
し
ゅ

種
が
あ
る
。
茎
は
円
柱
形
で
枝
分
か
れ
は
な
く
、
胚
珠
は
葉
の
ふ
ち
に
つ
く
。

お
し
べ
の
下
面
の
胞
子
の
う
（
花
粉
袋
）
に
は
生
殖
細
胞
と
栄
養
細
胞
が
あ

り
前
者
は
二
個
の
精
虫
を
形
成
す
る
。
精
虫
は
繊
毛
の
あ
る
ら
せ
ん
帯
を
つ

け
た
球
で
運
動
す
る
。
こ
の
群
は
、
中
生
代
に
栄
え
た
植
物
で
、
今
生
き
て

百
科
事
典
（
小
学
館
）

に
温
度
を
あ
た
え
る
必
要
は
な
い
。

冒
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山川薬園跡地附近の地図

防
所
〇
遣

消
分

t ー 至漁協

山川薬園
@ 

町民会館

町
役
場

• 

れ
て
い
ま
す
。
（
薬
園
の
面
積
は
、
五
反
六
畝
だ
っ
た
）

じ
ゅ
れ
い

現
在
は
、
熱
幣
に
生
育
す
る
ム
ク
ロ
ジ
科
の
リ
ュ
ウ
ガ
ン
（
樹
齢
三

い
じ
ょ
う
す
い
て
い
の
こ
き

百
年
以
上
と
推
定
）
が
残
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
す
が
、
こ
の
樹
は
、
い

ち
ょ
つ
け
い
ほ
ど
ち
ゃ
か
っ
し
ょ
く
み
め
い

ま
も
直
径
一
・
五

C
m程
の
茶
褐
色
の
実
を
み
の
ら
せ
て
い
ま
す
。
明

じ
お
わ
ご
ろ
と
う
き
ょ
う
し
ま
づ
て
い
け
ん
じ
ょ
う

治
の
終
り
頃
ま
で
は
、
東
京
に
あ
っ
た
島
津
邸
へ
も
献
上
さ
れ
て
い
た

っ
た

と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

ゃ
え
ん
し
せ
き
て
ん
ね
ん
き
ね
ん
ぶ
つ

薬
園
の
「
史
跡
」
と
「
天
然
記
念
物
」
と
し
て
の
意
義
を
あ
わ
せ
も

た
い
せ
つ
ぶ
ん
か
ざ
い

つ
大
切
な
文
化
財
で
す
。

き
ち
ゆ
う
し
ん
い
っ
た
い
さ
つ
ま
は
ん
も
っ
と

こ
の
リ
ュ
ウ
ガ
ン
の
樹
を
中
心
と
し
た
一
帯
に
は
薩
摩
藩
で
最
も

ふ
る
や
く
え
ん
と
う

古
い
薬
園
が
あ
り
ま
し
た
。
（
万
治
二
年
1

一
六
五
九
年
に
開
園
）
当

じ
や
ま
が
わ
し
ま
づ
や
く
え
ん

時
は
、
山
川
の
島
津
薬
園
と
よ
ば
れ
、
レ
イ
シ
•
ハ
ズ
・
キ
コ
ク
・
カ

や
く
そ
う
か
ず
お
お
う

ン
ラ
ン
・
リ
ュ
ウ
ガ
ン
な
ど
の
薬
草
が
数
多
く
植
え
て
あ
っ
た
と
い
わ

（
指
定
昭
和
二
十
八
年
十
二
月
二
十
五
日
）

や
ま
か
わ
や
く
え
ん
あ
と
お
よ

”
[
塁
麟
山
川
薬
園
跡
及
び
リ
ュ
ウ
ガ
ン
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（
大
日
本
百
科
辞
典
）

〈
長
沢
元
夫
〉

乾
燥
し
て
黒
褐
色
と
な
っ
た
も
の
を
竜
眼
肉
・
福
肉
と
称
し
、
漠
方
で
強
壮
．

鎮
静
剤
と
し
て
、
健
忘
症
．
不
眠
症
な
ど
に
用
い
る
。

は
透
明
で
液
汁
の
大
木
肉
質
の
仮
種
皮
で
、
甘
く
、
生
食
さ
れ
る
。
こ
れ
を

外
、
多
く
は
三
ー
六
対
つ
き
、
革
質
全
緑
で
、
長
楕
円
形
を
な
す
。
円
錐
花

序
は
長
さ
二
0
ー
三
〇
巧
で
頂
生
ま
た
は
腋
生
し
、
花
は
黄
白
色
を
呈
し
、

直
径
三
ー
六

n

こ
で
―
o
o
o

余
個
つ
き
、
花
弁
．
尊
と
も
五
片
に
分
か
れ
、

芳
香
が
あ
る
。
雄
し
べ
は
六
1
-
0
個
、
柱
頭
は
二
裂
す
る
。
果
実
は
球
形

ま
た
は
偏
球
形
で
、
縦
径
ニ
ー
―
―
―
芸
、
果
皮
は
褐
色
を
呈
し
、
不
鮮
明
・
不

規
則
な
亀
甲
状
の
紋
が
あ
り
、
も
ろ
い
。
四
月
に
開
花
し
、
七
ー
八
月
に
熟

す
。
イ
ン
ド
原
産
と
い
わ
れ
（
ド
1
1

カ
ン
ド
ル
説
）
、
現
在
で
は
、
東
南
ア
ジ

ア
諸
国
．
熱
帯
ア
メ
リ
カ
な
ど
に
広
く
分
布
す
る
。
繁
殖
は
実
生
、
共
台
の

果
実
を
竜
眼
・
桂
円
と
い
い
、
食
用
に
す
る
。
果
肉
の
よ
う
に
見
え
る
の

接
木
、
取
木
法
な
ど
に
よ
る
。

〈
飯
塚
宗
夫
〉

葉
は
互
生
し
、
羽
状
複
葉
で
、
長
さ
一
五
ー
四
五
唸
、
子
葉
は
一
〇
芸
内

ム
ク
ロ
ジ
科
の
常
緑
性
高
木
。

リ
ュ
ウ
ガ
ン

旦

〔
竜
眼
〕

薬
園
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
古
く
大
宝
元
年
（
七
0

一
年
）
制

定
の
「
大
宝
律
令
」
の
中
に
薬
園
に
関
す
る
職
制
が
あ
る
が
、
薬
園
開
設

が
盛
ん
に
な
る
の
は
近
世
に
入
っ
て
か
ら
で
、
織
田
信
長
が
永
禄
十
一
年

（
一
五
六
八
年
）
近
江
伊
吹
山
に
開
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
江
戸

時
代
に
入
る
と
、
寛
永
十
五
年
（
一
六
三
八
年
）
幕
府
が
江
戸
に
開
設
し

て
か
ら
、
各
藩
も
こ
れ
に
な
ら
っ
て
次
つ
ぎ
と
薬
園
を
開
設
す
る
よ
う
に

な
っ
た
。
特
に
薩
摩
藩
は
温
暖
多
雨
な
気
候
風
士
を
利
し
て
、
早
く
か
ら

薬
園
設
置
に
積
極
的
で
あ
っ
た
。

そ
れ
に
伴
な
い
、
薬
草
に
関
す
る
調
査
研
究
を
行
う
「
本
草
学
」
も
発

達
し
た
。
特
に
、
科
学
知
識
に
積
極
的
な
興
味
関
心
を
も
っ
て
い
た
島
津

重
豪
は
、
薬
園
を
整
備
し
、
曽
槃
・
呉
継
子
等
の
本
草
学
者
を
招
き
、
「
成

形
図
説
」
「
質
問
本
草
」
な
ど
の
編
纂
を
行
っ
た
。

（
鹿
児
島
県

0

薬

園

〔
参
考
〕

〈
薬
園
開
設
〉
ー

寛
永
十
五
(
-
六
三
八
）

ク
一
七
（
一
六
四
0
)

慶
安
一
（
一
六
四
八
）

万
治
―
一
（
一
六
五
九
）

延
宝
八
(
-
六
八

0
)

貞
享
一
(
-
六
八
四
）

ヶ
四

(
-
4ハ
八
七
）

正
徳
五
(
-
七
一
五
）

安
永
八
(
-
七
七
九
）

江
戸
南
北
薬
園

京
都
薬
園

尾
張
藩
薬
園

山
川
薬
園

長
崎
薬
園

小
石
川
薬
園

佐
多
薬
園

南
部
藩
薬
園

吉
野
薬
園

薩南薩 幕薩尾 幕
摩部摩，，， 摩張，，，
藩藩藩府藩藩府

文
化
財
の
知
識
）
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て
い
ま
す
。

う
な
ぎ
し
そ
う
い
た
ひ
な
ん
ぽ
く
ち
ょ
う
し
だ
い
け
ん
と
く

鰻
地
蔵
板
碑
は
、
南
北
朝
時
代
の
元
徳
四
年
(
=
-
―
―
―
―
―
―
一
年
約

そ
う
り
ゆ
う
し
ぞ
う
ひ
ょ
う
げ
ん
ぽ
ん
し
き
さ

六
六
0
年
前
）
に
造
立
さ
れ
、
「
地
蔵
」
を
表
現
す
る
梵
字
が
刻
ま
れ

お
ど
う
も
（
ぞ
う
し
ぞ
う
ぼ
さ
つ
い
っ
た
い
あ
ん
ち

か
た
わ
ら
の
御
堂
に
も
、
木
像
の
地
蔵
菩
薩
一
体
が
安
置

さ
れ
て
い
ま
す
。じそ

う
し
ん
こ
う
、
つ
な
き
ち
く
て
い
ち
ゃ
(

こ
う
し
た
地
蔵
信
仰
が
、
鰻
地
区
に
定
着
し
た
の
は
、
こ
こ
に
「
地

い
ま
き
ん
り
ん
む
ら
び
と

獄
」
が
あ
っ
た
た
め
で
し
ょ
う
。
今
も
な
お
、
近
隣
の
村
人
た
ち
に
よ

し
ん
こ
う

る
侶
仰
あ
つ
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。

と
（（

特
に
、

じ
ぞ
う
ま
つ
り

一
月
十
五
・
一
六
日
の
地
蔵
さ
ん
祭
の
日
）

ヽ

‘
r

ひ
ほ
く
ち
ょ
う
ね
ん
ご
う
し
よ
う
ち
ほ
く

ま
た
、
こ
の
板
碑
に
は
、
北
朝
年
号
が
使
用
さ
れ
、
こ
の
地
が
、
北

ち
ょ
う
が
た
せ
い
り
ょ
く

t

ん
し

朝
方
の
勢
力
隕
だ
っ
た
こ
と
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

造
型
的
に
は
、
関
東
の
板
碑
に
よ
く
似
て
、
そ
の
古
式
を
伝
え
、
歴

し
じ
ょ
う
窒
ち
ょ
う
し
り
ょ
う

史
上
貴
重
な
資
料
で
す
。

町
指
定

有
形
文
化
財

（
指
定

昭
和
五
十
年
一
月
二
十
四
日
）

う
な
ぎ
じ
ぞ
う
い
た
ひ

鰻
地
蔵
板
碑
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一
石
造
塔
婆
考
」

揖
宿
郡

「
薩
摩
国
一
頴
娃
郡

旦

重
永
宰
著

板
碑
と
は
石
塔
の
形
態
の
一
っ
に
付
与
さ
れ
た
名
称
で
あ
っ
て
、
「
碑
』
で

は
な
い
。
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
石
碑
は
、
『
青
石
塔
婆
」
の
如
く
板
状
に
作
成

さ
れ
た
所
謂
狭
義
の
板
碑
で
な
く
、
よ
し
ん
ば
そ
れ
が
角
柱
状
で
あ
っ
て
も
、

頂
部
に
山
形
と
二
条
線
（
切
り
込
み
）
、
そ
れ
に
額
部
を
有
す
る
も
の
を
『
板

碑
』
と
称
ぶ
こ
と
に
す
る
。
碑
で
も
な
く
、
板
状
で
も
な
い
も
の
を
板
碑
と

称
す
る
こ
と
に
、
甚
だ
抵
抗
を
感
ぜ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
他
に
名
称
の
な
い

現
況
で
は
止
む
を
得
ま
い
。

板
碑
は
石
塔
の
中
で
独
特
の
構
造
を
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
基
礎
を
除

け
ば
塔
身
が
一
石
で
彫
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
他
の
石
塔
類
が
数
個

の
石
よ
り
造
成
さ
れ
、
各
部
分
を
組
み
合
せ
、
積
み
重
ね
た
も
の
と
対
照
的

で
あ
る
。
こ
の
特
徴
に
よ
っ
て
、
板
碑
は
他
の
石
塔
類
の
よ
う
に
崩
壊
し
て

も
各
部
分
が
散
失
す
る
こ
と
な
く
、
個
体
と
し
て
そ
の
原
状
を
保
持
し
続
け

る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
は
、
板
碑
が
他
の
石
塔
類
に
比
べ
て
そ
の
数
が
多

く
残
存
し
、
形
態
の
比
較
観
察
を
容
易
な
ら
し
め
て
い
る
要
因
で
あ
る
。
板

碑
ブ
ー
ム
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
、
板
碑
の
研
究
が
盛
ん
な
の
も
、
こ
の
特
性
が

そ
の
背
景
の
一
っ
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

鰻地蔵板碑附近の地図

-— 

—_ 
_

l 

鰻
池
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ろ
く
ど
う
り
ん
ね
し
ゅ
じ
ょ
う
す
く
む
ろ
ま
ち

六
地
蔵
瞳
は
、
六
道
を
輪
廻
し
て
い
る
衆
生
を
救
う
も
の
と
し
て
、
室
町

じ
た
い
お
お
そ
う
り
ゅ
う

時
代
に
多
く
造
立
さ
れ
ま
し
た
。

と
う
お
が
わ
ご
う
ぞ
（
ほ
う
み
ょ
う
じ
ょ
う
し
ゅ
う
し
ょ
う

こ
の
瞳
に
は
、
小
川
の
豪
族
と
お
も
わ
れ
る
法
名
「
雲
心
浄
秀
上
座
」

つ
ま
て
ん
も
ん
せ
い
ぜ
ん

と
そ
の
妻
が
、
天
文
二
十
二
年
（
一
五
五
三
年
約
四
四
0
年
前
）
生
前
に

げ
ん
せ
あ
ん
の
ん
し
こ
あ
ん
ら
く
こ
く
お
う
じ
ょ
う
ね
が
む
ね
き
め
い
ぶ
ん

「
現
世
安
穏
」
と
死
後
の
「
安
楽
国
へ
の
往
生
」
を
頴
う
旨
を
記
し
た
銘
文

が
あ
り
ま
す
。

こ
の
帽
は
、
幾
百
年
の
間
、

た
い
せ
つ
ほ
ぞ
ん

し
て
大
切
に
保
存
し
て
き
た
も

だ
い
ひ
ょ
う
き
ち
ょ
う
し
り
，
：
う

代
表
す
る
貴
重
な
資
料
で
す
。

町
指
定

有
形
文
化
財

お
が
わ

ヽ
ー

『
ー
ー
I
,
'

、

小川六地蔵憧附近の地図
お
が
わ
む
ら
び
と
し
し
ゃ
た
い
く
よ
う

小
川
の
村
人
た
ち
が
死
者
に
対
す
る
供
養
と

の
て
あ
り
、
銘
文
・
造
型
と
も
に
当
地
方
を

...L. ろ
ノヽ＜

（
指
定
昭
和
四
十
九
年
七
月
十
六
日
）

地じ

蔵t

憧喜
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0
伏
以
（
ふ
し
て
お
も
う
）

安
穏
（
あ
ん
の
ん
）

現世（げんせ）後生（ごしょう）安楽国（あんらくこく）往生（おうじょう）[備考]宝珠は五輪塔の空風輪をコンクリートで着けてある。高さは基礎の地下の部分を含む。単位はセンチ。
奉
造
止, 
ー」

ノヽ

地

i 
蔵

且某
Et] ノ' 

虞~ 
琶l 月
天

ノ-, 

文 日
豫

十 修
善

年 根
功

旦
伸,c. ヽ
国

音ヽ~ ヽ J じヽ

珠 浄
日 秀

必 願 上

凰フ
王 坐

白敬

` 
國

> 翡
生

光

喜 旦
位門吃
崖
己

三
、
銘
文

一
、
所
在
地

二
、
形
状

高
一
―
―
七
．
〇
。
宝
珠
亡
失
、
｛
籠
部
を
一
部
欠
損
す
る
も
ほ
ぼ
塔
柱
正
面
に
銘
が
あ
る
。

田

山
川
町
小
川
小
川
墓
地
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き
ゅ
う
し
ょ
う
り
ゆ
う
し

こ
の
旧
正
龍
寺
は
、

も
と
し
そ
う

t

ん

元
氏
が
創
建
し
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

め
い
と
く
が
ん
ね
ん

明
徳
元
年
（
一
三
九
0
年
約
六
一
0
年
愉
）

さ
、

t

ん

ね
か
れ
て
再
建
に
あ
た
り
ま
し
た
。

ご
お
お
め
い
そ
う
だ
ぎ
ょ
う
と
し
ゅ
か
ふ
し
わ
ら
せ
い
か

そ
の
後
、
多
く
の
名
僧
を
出
し
、
京
都
の
儒
家
・
藤
原
捏
寓
を
も

お
ど
ろ
が
く
も
ん
て
き
す
い
し
ゅ
ん
た
か
は
こ
さ
つ
ま
ふ
ん
き
ょ
う
ふ

驚
か
す
学
問
的
水
準
の
高
さ
を
誇
り
、
薩
摩
文
教
の
府
と
さ
え
い
わ
れ

ま
た
、

さ
つ
し
ゅ
う
や
ま
か
わ
か
い
う
ん
さ
ん
し
ょ
う
り
ゅ
う
し
や
ま

薩
州
山
川
海
雲
山
正
龍
寺
と
い
い
、
山

か
い
き
ね
ん
た
い
ふ
め
い

開
基
の
年
代
は
不
明
で
す
。

め
い
そ
う
こ
し
ん
お
し
ょ
う

名
僧
・
虎
森
和
尚
が
ま

ま
う
え
き
こ
う
や
ま
か
わ
こ
う
か
い
こ
く
せ
ん
か
い
こ
う
ふ
ん
し
ょ
し
心
し
ル

山
川
港
に
は
い
る
外
国
船
の
外
交
文
書
の
授
受
に

貿
易
港
．

と
よ
と
み
ひ
で
よ
し
け
ん
ら
ち
ぎ
ょ
う

も
あ
た
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
た
め
に
豊
臣
秀
吉
の
検
地
に
よ
る
知
行

ぽ
っ
し
ゅ
う

の
没
収
を
も
ま
ぬ
が
れ
ま
し
た
。

し
か
し
、
明
治
二
年
の
廃
仏
毀
釈
に
よ
り
、
廃
寺
と
な
り
ま
し
た
。

そ
の
時
散
逸
し
た
も
の
を
集
め
た
の
か
こ
の
墓
石
群
て
す
。

ま
し
た
。

町
指
定

有
形
文
化
財

（
指
定
昭
和
五
十
六
年
十
月
六
日
）

き
ゅ
う
し
ょ
う
り
ゅ
う
じ
あ
と
ぼ
せ
き
ぐ
ん

旧
正
龍
寺
跡
墓
石
群
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旧正龍寺跡墓地（墓石群）見取図 山川町指定文化財
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1833 1759 

⑮ ⑩ ⑪ ⑮ ⑰ ⑪ ⑤ 
（手水鉢） 文政13(天保1) 享保8 天朋 6

龍光二十六世 第t五世 大城仁屋
祥雲芳充大和尚月容訟禅師 坑球
1830 1723 1786 

⑬ ⑳ ⑳ ⑳ ⑯ ⑩ ④ 
文政8 享保16 元利元
雲宗塔 第十四罷愚山和尚 内田備後
1825 1731 1615 

⑱ ⑮ ⑳ ⑳ ⑳⑮ ⑨ 
③ 留岳和尚 文化11 享保3 寿屈

（延宝I/)ころか？）前教主玄総塔門寂大円智照禅箇 天文21
1673-80 1814 1718 正龍寺の板碑

1552 

⑫ ⑰ ⑳ ⑱ ⑫ ⑳⑭ ⑧ 
② 宝暦13 延宝4 雪 問（文得禄

第二十泄 中岩庸和尚 （墨書） ごろか） 文禄10
通岩亨和尚 1676 1592-95 板禅
1763 宝珠付角柱塔

1567 

① 
永禄9
舟骸塔
1566 

⑮ ⑬ ⑬ ⑱ ⑯ 
文菱政日正13兵(天衛保I) 文政00 朋和 8 内田堅物尉

菱83彦兵衛 菱田彦兵衛 宏土

長剛 禰長易 1771 
1830 1818~29 

⑭ ⑫ ｮ 
慶応 3

@ ⑮ 菱田正兵衡
長肩1) ⑲ 寛文12 元禄13
妻 丸山氏於〇墓 廿裔二左衛門内日堅物尉

1867 1672 久記

⑰ ⑮ 
山/II石の池巌像 山ILL石の鬼瓦L 天行三耀（首文年tな4八石助し(1t右1 5裔六35門) か大丈4 (1139)か

（残欠）

入 口
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喜
@ 

正龍寺宝珠付角柱石塔婆

て
い
ま
す
゜

れ
ま
す

と゚
う
ば
と
う
じ
し
ん
こ
う
じ
っ
た
い
し
の
い
け

こ
の
塔
婆
は
、
当
時
の
信
仰
の
実
態
を
偲
ば
せ
る
だ
け
で
な
く
「
池

だ
は
や
と
の
す
け
ふ
う
ふ
あ
み
や
よ
し
ざ
え
も
ん
の
す
け
ふ
う
ふ
け
い
ざ
い
て
き

田
隼
人
助
夫
婦
」
と
「
網
屋
与
柴
左
衛
門
允
夫
婦
」
と
い
う
経
済
的

し
え
ん
し
ゃ
ぞ
く
み
ょ
う
め
い
き
ぞ
う
け
い
じ
ょ
う
き
ち
ょ
う
し
り
ょ
う

支
援
者
の
俗
名
を
明
記
し
、
か
つ
造
型
上
か
ら
も
貴
重
な
資
料
と
な
っ

げ
ん
し
ょ
う
に
ん
じ
ん
ぶ
つ
せ
ん
ご
く
じ
だ
い
え
い
ろ
く

口
源
上
人
な
る
人
物
が
、
戦
国
時
代
の
永
禄
十

か
ん
と
う

年
（
一
五
六
七
年
約
四
三

0
年
前
）
山
川
に
来
て
、
二
十
一
日
間
逗

り
ゅ
う
お
お
ひ
と
ぴ
と
あ
っ
ね
ん
ぶ
つ
こ
う
り
か
い

留
し
、
多
く
の
人
々
を
集
め
て
念
仏
講
を
お
こ
な
っ
た
こ
と
が
理
解
さ

い
ま
す
。

め
い
ぶ
ん

銘
文
に
よ
れ
ば
、

し
ょ
う
り
ゆ
う
じ
ほ
う
じ
ゅ
っ
き
か
く
ち
ゅ
う
せ
き
と
う
ぱ
あ
み
だ
さ
ん
ぞ
ん
し
ゃ
か
さ
ん
ぞ
ん

正
龍
寺
宝
珠
付
角
柱
石
塔
婆
に
は
、
阿
弥
陀
三
尊
・
釈
迦
三
尊
・

釦
翻
知
事
如
尉
と
を
年
記
ぃ
た

i知
町
嗣
の
如
字
（
衝
字
）
が
町
ま
れ
て

（
指
定
昭
和
四
十
九
年
七
月
十
六
日
）

し
ょ
う
り
ゅ
う
じ
ほ
う
じ
ゅ
っ
き
か
く
ち
ゅ
う
せ
き
と
う
ば

冒
這
已
正
龍
寺
宝
珠
付
角
柱
石
塔
婆
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三
、
銘

.w1r 

予
｀

.J̀ 
（
第
三
面
）

□
金

栄
光

屋
舎
大
旦
那
池
田
隼
人
助
夫
婦

『2`’ 
a
叩
奉
唱
満
六
字
名
号
一
十
洛
叉
遍

.. 

9

・
？
・

『
‘

ー
永
禄
十
年
丁
卯
七
月
日
圏
園
國□
源
上
人
敬
白

（
第
二
面
）

嘗
府
三
七
日
逗
留
中
諸
衆
結
縁
畢

ア
ー
ン
ク

（
第
二
面
）

（
第
三
面
）

（
第
四
面
）

ぇ
小

(marp) 

ハ
ク

(
b
h
a
b
)

釈
迦
如
来

(
a
r
p
)
普
賢
菩
薩

ア
ン

マ
ン

(
a
.
m
l
)
)

胎
蔵
界
大
日
如
来

文
珠
菩
薩

バ
ー
ン
ク

v
a
m
h
)
 

.. 

( 

金
剛
界
大
日
如
来

サ
ク

(
s
a
b
.
)

勢
至
菩
薩

キ
リ
ー
ク

(
h
r
i
b
)
阿
弥
陀
如
来

（
第
一
面
）

（
第
一
面
）

サ

(
s
a
)

屋
舎
（
お
く
し
ゃ
）

観
音
菩
薩

文

0
種
子
は

四
面
に
銘
が
あ
る
。

し
ゃ
）
上
人
（
し
ょ
う
に
ん
）

旦
那
（
だ
ん
な
）

二
、
形
状
高
一
六
四
・
五
。
宝
珠
の
一
部
を
少
欠
し
ほ
ぼ
完
形
。

結
縁
（
け
ち
え
ん
）

六
字
名
号
（
ろ
く
じ
み
ょ
う
ご
う
）

正
龍
寺
宝
珠
付
角
柱
石
塔
婆
銘
文
等

一
、
所
在
地

逗
留
（
と
う
り
ゅ
う
）

諸
衆
（
し
ょ
し
ゅ
う
）

道
園

允
妙
貞

塔
婆
之
旦
那
網
屋
与
柴
左
衛
門

国

山
川
町
福
元
（
山
下
）
正
龍
寺
墓
地

0
唱
満
（
し
ょ
う
ま
ん
）

丘
統 （

第
四
面
）

洛
叉
（
ら
く
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板碑附近の地図

成川区民センター

ロ
井手方バス停

? 

な
り
か
わ
い
た
ひ
た
か
だ
い
な
る
か
わ
お
さ
か
ま
だ
し
き
ょ
じ
ょ
う
あ
と
っ
た

成
川
板
碑
の
あ
る
高
台
は
、
鳴
河
を
治
め
た
鎌
田
氏
居
城
の
跡
と
伝

い
ま
ぼ
り

「
西
殿
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
今
も
な
お
、
「
か
ら
堀
」
の

え
ら
れ
、

あ
と
の
こ

跡
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
゜

め
い
ぷ
ん
せ
ん
ご
く
じ
だ
い
て
ん
し
ょ
う

銘
文
に
よ
り
ま
す
と
、
戦
国
時
代
・
天
正
四
年
（
一
五
七
六
年
約

か
ま
だ
ま
さ
な
り
さ
い
ご
（
か
し
ょ
か
ん
の
ん
れ
い
じ
ょ
う
じ
ゅ
ん

四
二
0
年
前
）
鎌
田
政
成
が
、
西
国
一
二
十
三
ヶ
所
の
観
音
の
霊
場
を
巡

礼
し
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
ま
す
。
群
雄
割
拠
の
戦
国
の
世
に
、
遠
く
近

畿
地
方
に
ま
で
巡
礼
し
た
政
成
の
信
仰
の
深
さ
が
し
の
ば
れ
ま
す
゜

当
地
方
に
お
け
る
こ
の
時
代
の
板
碑
は
、
ほ
と
ん
ど
角
柱
型
で
す
が
、

か
ん
と
う
い
た
ひ
に
う
す
が
た
と
う
じ
し
ん
こ
う
じ
ょ
う
き
ょ
う

こ
れ
は
、
関
東
の
板
碑
に
よ
く
似
て
薄
型
で
す
。
当
時
の
信
仰
の
状
況
と

ぞ
う
ナ
‘
け
ん
き
ゅ
う
じ
ょ
う
き
ち
ょ
う
し
り
ょ
う

造
型
の
研
究
上
貴
重
な
資
料
で
す
゜

町
指
定

有
形
文
化
財

成り

（
指
定
昭
和
四
十
九
年
七
月
十
六
日
）

JII ぢ

板沿

碑ひ
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と
し
た
。

づ
け
ら
れ
た
。

西
国
三
十
三
所

近
畿
地
方
を
中
心
に
点
在
し
て
い
る
三
十
一
二
か
所
の
観

音
を
巡
礼
す
る
霊
場
の
こ
と
。
観
音
を
ま
つ
っ
て
あ
る
霊
場
ご
と
に
巡
礼
札

ふ
だ
し
ょ

を
納
め
る
の
で
一
二
十
三
所
札
所
、
西
国
札
所
と
も
い
い
、
西
国
三
十
一
二
観
音

と
も
い
う
。
―
二
十
三
と
い
う
数
字
は
観
音
の
一
二
十
三
身
説
に
も
と
づ
い
て
名

観
音
信
仰
が
平
安
時
代
末
か
ら
民
間
信
仰
の
な
か
で
大
き
な
位
置
を
占
め

る
よ
う
に
な
っ
て
以
来
、
霊
場
巡
礼
が
行
わ
れ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
室
町
時

代
か
ら
は
一
般
人
の
巡
礼
が
盛
ん
に
な
っ
た
。
し
か
し
当
時
は
ま
だ
霊
場
の

順
位
も
場
所
も
一
定
し
て
お
ら
ず
、
江
戸
時
代
に
な
っ
て
ほ
ぼ
一
定
し
た
。

は
せ長
谷
寺
の
開
祖
と
い
わ
れ
る
徳
道
が
広
め
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
巡
礼

か
ざ
ん

は
盛
ん
に
な
ら
な
か
っ
た
。
二
七

0
年
ほ
ど
の
ち
に
な
っ
て
花
山
上
皇
が
巡

礼
さ
れ
て
か
ら
、
し
だ
い
に
隆
盛
に
な
っ
た
と
い
う
。
各
霊
場
に
は
一
首
ず

ご
え
い
か

つ
御
詠
歌
が
あ
っ
て
、
巡
礼
者
は
そ
れ
を
唱
え
、
信
心
を
奮
い
起
こ
す
助
け

ふ
だ
ら
く

第
一
番
の
那
智
山
は
日
本
に
お
け
る
普
陀
落
信
仰
の
中
心
で
あ
り
、
経
塚

ふ
じ

の
発
掘
物
も
多
く
、
第
一
番
に
定
着
し
た
理
由
も
う
な
ず
け
る
。
第
五
番
葛

井
寺
の
本
尊
、
千
手
千
眼
観
音
は
木
心
乾
漆
像
で
、
天
平
時
代
末
の
国
宝
と

っ
ぽ
さ
か

し
て
著
名
。
第
六
番
壺
坂
寺
は
『
壺
坂
霊
験
記
』
で
知
ら
れ
、
第
八
番
長
谷

ぶ
ざ
ん

寺
は
真
―
―
―
口
宗
豊
山
派
の
総
本
山
と
し
て
、
文
化
財
を
数
多
く
有
し
、
花
の
寺

と
し
て
有
名
で
あ
り
、
同
寺
の
徳
道
が
西
国
一
二
十
三
ヶ
所
の
開
祖
と
も
い
わ

旦

れ
る
こ
と
か
ら
、
第
一
番
の
霊
場
と
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

第
十
三
番
石
山
寺
は
紫
式
部
を
は
じ
め
と
す
る
文
学
作
品
と
密
接
な
関
連

お
ん
じ
ょ
う

を
持
ち
、
第
十
四
番
園
城
寺
は
三
井
寺
の
晩
鐘
と
し
て
一
二
名
鐘
の
一
っ
と
さ

れ
、
近
江
八
景
に
も
数
え
ら
れ
る
景
勝
の
地
で
あ
る
。

第
十
六
番
清
水
寺
は
「
清
水
の
舞
台
か
ら
飛
び
降
り
る
」
と
い
う
よ
う
に

ろ
く
は
ら
み
つ
じ

舞
台
造
と
し
て
知
ら
れ
、
第
十
七
番
の
六
波
羅
密
寺
の
空
也
像
は
肖
像
彫
刻

の
代
表
と
し
て
有
名
。
番
外
に
発
起
院
、
元
慶
寺
、
花
山
院
が
あ
り
、
徳
道

ば
ん
ど
う

や
花
山
上
皇
ゆ
か
り
の
寺
で
あ
る
。
そ
の
後
、
関
東
に
は
坂
東
三
十
三
所
、

秩
父
三
十
三
所
（
実
際
は
三
十
四
所
）
が
で
き
、
全
国
百
箇
所
観
音
と
な
り

ま
す
ま
す
観
音
信
仰
は
民
間
に
ひ
ろ
ま
っ
た
。

日

万
有
百
科
大
辞
典

〈
石
上
善
応
〉

哲
学
宗
教
編

p
2
1
0

．、
洋

。 50畑
I I 

数字は下表の礼所の順位を示す
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田の神石像附近の地図

←下原へ

電話交換局

←大山へ
道国

↓
旧

山川へ→

ふ
る
た
か
み
ぞ
う
な
ん
け
ん

古
い
田
の
神
像
の
南
限

れ
ま
す
。

た
っ
つ
ば
か
ま

短
い
上
着
に
タ
ス
キ
を
か
け
、
下
は
裁
着
け
袴
を
つ
け
て
い
ま
す
。

み
ぎ
て
ち
い
ひ
た
り
て
だ
ん
ご
も
の

右
手
に
は
、
小
さ
な
メ
シ
ゲ
、
左
手
に
は
、
団
子
ふ
う
の
物
を
の
せ

さ
つ
ま
ち
ほ
う
お
お
み
た
し
ご
と
す
が
た
た
か
み
ぞ
う

て
い
ま
す
。
薩
摩
地
方
に
多
く
見
ら
れ
る
田
仕
事
姿
の
田
の
神
像
で
す
。

な
り
か
わ
か
い
で
ん
じ
ぎ
ょ
う
と
き
す
い
で
ん
い
な
さ
く
し
ゅ
ご

お
そ
ら
く
、
成
川
の
開
田
事
業
を
お
こ
な
っ
た
時
の
水
田
稲
作
の
守
護

し
ん
つ
く

神
と
し
て
作
ら
れ
た
も
の
で
し
ょ
う
。

均
整
の
と
れ
た
安
定
感
の
あ
る
こ
の
像
は
、

し
め
含
ち
ょ
う

を
示
す
も
の
と
し
て
貴
重
な
も
の
で
す
。

ニ
百
二
十
年
を
へ
て
、

町
指
定

有
形
民
俗
文
化
財

ひ
ょ
う
じ
ょ
う

シ
キ
を
か
む
っ
た
表
情
が
、

た
か
み
ぞ
う

こ
の
田
の
神
像
は
、

せ
ぢ
ゅ
う
ぞ
う
り
ゅ
う

オ
中
が
造
立
し
た
も
の
で
す
。

め
い
わ明
和
八
年

田た

の

（
一
七
七
一
年
）

（
指
定

神羹

石t

像[

し
の

か
す
か
に
偲
ば

な
り
か
わ
し
も
ば
る
に

に
成
川
下
原
の
二

昭
和
五
十
六
年
十
月
六
日
）
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0
所
在
地
山
川
町
成
川
下
原

一
、
「
田
の
神
」
石
像

田
の
神
石
像
は
、
南
九
州
以
外
の
地
方
で
は
み
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。

鹿
児
島
県
と
宮
崎
県
の
旧
薩
摩
藩
領
内
だ
け
に
分
布
し
て
い
る
。

十
八
憔
紀
初
頭
か
ら
作
ら
れ
始
め
、
十
八
世
紀
か
ら
十
九
世
紀
の
初
め

ま
で
は
特
に
本
格
的
な
制
作
が
盛
ん
で
あ
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

薩
摩
で
は
十
七
世
紀
の
終
わ
り
か
ら
十
八
世
紀
の
初
め
に
か
け
て
、
本

格
的
な
開
田
事
業
が
盛
ん
に
行
わ
れ
た
。
灌
概
用
水
路
•
井
堰
·
溜
池
な

ど
の
大
工
事
に
よ
っ
て
大
き
な
水
田
が
次
々
と
生
ま
れ
で
て
き
た
。
田
の

神
石
像
は
そ
う
し
た
時
代
に
そ
の
水
田
稲
作
の
守
護
神
と
し
て
作
ら
れ
始

め
た
と
考
え
ら
れ
る
。

田
の
神
石
像
は
初
め
仏
像
・
神
像
と
し
て
出
発
し
、
時
代
と
共
に
多
く

の
変
化
を
生
ん
だ
と
思
わ
れ
る
。

二
、
下
原
の
「
田
の
神
」
石
像
概
要

冒

こ
こ
に
「
田
の
神
」
石
像
二
体
が
並
立
し
て
い
る
が

今
回
対
象
と
し
て
い
る
の
は
右
側
の
石
像
で
あ
る
。

三
、
考山

川
町
特
産
の
山
川
石
（
凝
灰
質
安
山
岩
）
で
作
ら
れ
て
い
る
。
山
川

石
の
特
徴
は
明
る
い
黄
色
で
あ
る
こ
と
と
、
軟
質
で
刻
み
易
い
事
、
そ
し

て
刻
ん
だ
表
面
が
硬
化
し
て
風
化
し
に
く
く
な
る
こ
と
で
あ
る
。
田
の
神

と
し
て
は
倒
し
た
り
、
ぶ
っ
つ
け
た
り
の
損
傷
が
つ
き
易
い
の
が
欠
点
だ

が
、
色
が
美
し
い
の
で
指
宿
山
川
地
方
に
は
山
川
石
の
田
の
神
が
一
二
十
体

は
ど
あ
り
、
下
原
の
田
の
神
石
像
は
そ
の
代
表
作
で
あ
る
。

シ
キ
を
被
っ
た
頻
の
表
情
は
、
ま
だ
少
々
残
っ
て
い
る
。
短
い
袖
の
上

着
に
タ
ス
キ
を
掛
け
て
お
り
、
下
衣
は
裁
着
け
袴
の
大
き
い
も
の
を
つ
け

て
い
る
。

右
手
に
小
さ
い
メ
シ
ゲ
、
左
手
に
は
団
子
ふ
う
の
も
の
を
の
せ
て
い
る
。

均
整
の
と
れ
た
安
定
感
の
あ
る
姿
態
で
、
損
傷
を
受
け
る
前
の
立
派
さ
が

察

0
造
立
年
代

0
刻

銘

0
材

質

0
管
理
者

―
―
―
月
吉

明
和
八
年

井
手
八
十
二
作
之

ニ
オ
中
山
川

下
原

前
薗
口

入
佐
カ
エ
ノ

山
川
石

三
四
郎

明
和
八
年
（
一
七
七
一
年
）

背
後
の
支
え
石
上
胴
部
に
あ
り

-18-



85 cm 

四
、
下
原
の
「
田
の
神
」
石
像
の
現
状

し
の
ば
れ
る
。
薩
摩
半
島
の
先
に
は
田
の
神
の
数
は
極
め
て
少
な
い
。
田

の
神
文
化
が
南
の
端
に
は
十
分
ゆ
き
わ
た
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ

ろ
う
。
こ
の
田
の
神
は
古
い
田
の
神
の
南
限
で
あ
る
。

参
考
文
献
「
田
の
神
サ
ア
百
体
」
小
野
重
朗
著

46cm - > 
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て
い
ま
す
。

の
も
の
で
す
。

し
と
う
か
り
や
え
ど
じ
た
い
や
ま
か
わ
ご
う
せ
い
し

地
頭
仮
屋
と
は
、
江
戸
時
代
に
山
川
郷
の
政
治
を
つ
か
さ
ど
っ
て
い

や
く
し
ょ
あ
っ
か
い
よ
こ
め
（
み
か
し
ら
さ
ん
や
く

た
役
所
で
す
。
曖
．
横
目
・
組
頭
の
三
役
が
お
か
れ
て
い
ま
し
た
。

し
と
し
よ
り
ご
う
な
い
ぜ
ん
ば
ん
せ
い
む

工
力
ぱ
‘
犀
士
年
寄
と
も
よ
ば
れ
、
郷
内
全
般
の
政
務
を
つ
か
さ
ど
っ

し
ょ
む
と
り
つ
ぎ
け
ん
さ
つ
そ
し
ょ
う
（
み
か
し
ら

、
ま
た
組
頭

よ
こ
め

て
い
ま
し
た
。
横
目
は
諸
務
取
次
、
検
察
訴
訟
に
あ
た
り

し
ど
う
か
り
や
け
い
ひ

は
、
郷
士
の
指
導
と
仮
屋
の
警
備
に
あ
た
っ
て
い
ま
し
た
。

け
ん
け
い
と
ど

叫
叩
‘
叩
叩
い
尉
は
、
ほ
と
ん
ど
原
形
を
留
め
て
い
ま
せ
ん
が
、

ひ
か
し
が
わ
に
し
が
わ
だ
い
ぶ
ぶ
ん
の
こ
め
い
じ
し
ょ
ね
ん
し
と
う
し
ょ
く
せ
い

東
側
と
西
側
は
大
部
分
が
残
っ
て
い
ま
す
。
明
治
初
年
に
地
頭
職
制

ぐ
ん
せ
い
し
ょ
が
つ
こ
う
へ
ん
せ
ん
こ
ん
に
ち

が
廃
止
さ
れ
て
か
ら
は
、
軍
政
所
・
学
校
と
変
遷
を
へ
て
今
日
に
い
た
っ

ち
ょ
う
や
く
ば
ち
ょ
う
し
ゃ
い
し
へ
い
じ
と
う
か
り
や
じ
た
い

こ
こ
町
役
場
庁
舎
を
と
り
か
こ
ん
で
い
る
石
塀
は
、
地
頭
仮
屋
時
代

町
指
定

有
形
文
化
財

（
指
定
昭
和
五
十
六
年
十
月
六
日
）

地じ

頭合

仮り

屋ゃ

跡塁

石t

塀~
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文
禄
元
年
（
一
五
九
二
）
指
宿
郷
の
管
轄
で
あ
っ
た
山
川
村
成
川
村
の
二

ケ
村
を
分
割
し
て
一
郷
と
な
し
新
た
に
山
川
郷
を
創
設
す
る
。

正
保
四
年
（
一
六
四
七
）
大
山
村
を
頴
娃
郷
よ
り
山
川
郷
に
編
入
す
る
。

慶
安
三
年
（
一
六
五
0
)
岡
児
ヶ
水
村
を
頴
娃
郷
よ
り
山
川
郷
に
絹
入
す

る
。天

正
二
十
年
（
一
五
九
二
）
山
川
郷
福
元
に
麓
を
置
き
地
頭
仮
屋
を
設

け
地
頭
を
置
く
。

地
頭
仮
屋
に
曖
（
郷
士
年
寄
）
、
横
目
、
組
頭
の
三
役
を
置
く
。

曖
（
郷
士
年
寄
）
は
郷
内
全
般
の
政
務
を
掌
り
代
々
数
名
が
任
命
さ
れ

た
が
、
山
川
郷
は
初
代
か
ら
三
代
ま
で
は
一
名
、
四
代
目
か
ら
は
二
名
乃

至
四
名
が
任
命
さ
れ
て
い
る
。

横
目
は
諸
務
取
次
お
よ
び
検
察
訴
訟
の
事
に
当
た
っ
た
。

組
頭
は
郷
士
を
数
組
に
分
け
て
そ
の
頭
役
で
あ
る
が
、
郷
士
教
導
と
仮

屋
の
警
備
に
当
た
っ
た
。

右
三
役
の
下
に
郡
見
廻
（
農
事
の
監
督
指
導
お
よ
び
夫
役
の
事
を
掌
る
）
、

竹
木
見
廻
（
竹
木
の
植
栽
や
保
護
の
藍
督
）
、
山
見
廻
、
栢
梢
見
廻
（
炉
や

一
、
山
川
郷
の
創
設

旦

地頭仮屋跡石塀附近の地図

消防
分遣所

゜

日至漁協

山川薬園

@ 

~ 
地頭
仮屋跡
石塀

• 町役場

@ 

梢
の
植
栽
の
指
導
監
督
）
、
道
見
廻
、
立
山
見
廻
、
溝
見
廻
、
神
事
見
廻
、

高
張
方
、
口
事
聞
役
、
捕
締
方
、
津
口
番
役
、
浦
主
取
、
船
大
工
主
取
、

鍛
冶
主
取
、
衆
中
触
役
、
唐
船
通
事
、
番
所
在
番
役
等
が
あ
り
、
ま
た
郷

士
中
か
ら
庄
屋
、
浦
役
を
選
ん
で
村
や
浦
を
支
配
さ
せ
た
。
（
山
川
郷
史
）—21-



思
わ
れ
る
。

二
、
地
頭
仮
屋
跡
の
現
状

地
頭
仮
屋
跡
に
は
、
現
在
、
町
役
場
庁
舎
が
建
っ
て
い
る
。
地
頭
仮
屋

の
石
塀
は
北
側
と
南
側
は
殆
ど
原
形
を
留
め
て
い
な
い
が
、
東
側
と
西
側

は
大
部
分
が
残
っ
て
い
る
。

山
川
石
の
石
塀
に
囲
ま
れ
た
町
庁
舎
の
敷
地
は
一
八
七
・
九
二
平
方
米

で
あ
る
。
役
場
の
裏
の
内
庭
に
山
川
石
の
手
洗
鉢
（
高
さ
九
八
c
m直
径
四

四

C
m
)が
一
基
残
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
地
頭
仮
屋
時
代
か
ら
の
も
の
と

0.5 
I I 

g
ｷ
O
 

三
、
石
塀
断
面
図

L
O
"
O
 

I•0 

—22-



ピー—-14.6M-―――4
~194M~ 

中央通路

26.2M C-------11.!M~ >

四
、
地
頭
仮
屋
跡
平
面
図

黄
櫨
馬
場
通
線

—23-



成川十一面観音座像及び石殿附近の地図

成川十一面
観音座像及び石殿

ノ＼

' ベ;••. _, 

町
指
定

有
形
文
化
財

（
指
定
昭
和
六
十
年
十
月
二
十
四
日
）

な
り
か
わ
め
ん
か
ん
の
ん
ざ
ぞ
う
せ
き
で
ん

成
川
十
一
面
観
音
座
像
及
び
石
殿

か
ん
の
ん
お
よ
せ
き
で
ん
え
い
ろ
く

こ
の
観
音
及
び
石
殿
は
永
禄
九
年
（
一
五
六
六
年
約
四
三
0
年
前
）

か
ま
だ
ま
さ
な
り
ぞ
う
り
ゅ
う

て
造
立
さ
れ
ま
し
た
。

鎌
田
政
成
に
よ
っ

せ
き
で
ん
た
か
や
く

す
ぎ
こ
だ
ち
な
か

杉
木
立
の
中
に
ひ
っ
そ
り
と
立
っ
て
い
る
こ
の
石
殿
は
、
高
さ
約
百

や
ね
し
ょ
う
め
ん
の
き
め
い
せ
き
で
ん
な
か
ぶ
つ

四

e
m、
屋
根
の
正
面
と
軒
に
銘
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
石
殿
の
中
に
は
仏

ぞ
う
ち
ょ
う
し
ゅ
つ
い
た
い
し

像
を
彫
出
し
た
板
石
を
お
さ
め
て
い
ま
す
。

観
音
は
、
板
石
に
薄
肉
彫
で
ほ
ら
れ
て
お
り
、
左
脇
に
銘
が
あ
り

い
た
い
し
た
か
や
く
＇
は
ば
や
く
ぞ
う
，
た
か
や
く

ま
す
。
の
高
さ
約
四
十
三

e
m幅
約
三
十

C
m
)像の
高
さ
は
約
三

（
板
石りょ

う
て
れ
ん
げ
も
、
，

十
八
e
mで
、
両
手
に
そ
れ
ぞ
れ
蓮
華
を
持
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。

み
ず

な
お
、
板
石
の
銘
「
永
禄
」
の
『
禄
』
は
禄
の
「
水
」
を
欠
い
て
い

あ
き

こ
の
よ
う
に
彫
ら
れ
て
い
る
の
か
明
ら
か
で
は
あ
り
ま

ま
す
。
な
ぜ
、

せ
ん
。

め
い
ぶ
ん
か
い
ど
＜

銘
文
の
解
読
と
共
に
、
こ
ん
ご
け
ん
き
ゅ
う

今
後
の
研
究
が
ま
た
れ
る
と
こ
ろ
で
す
。

—24-



チ
）
を
設
け
る
。

高
一
0
四
・
五
セ
ン
チ
、
完
形
。
屋
根
の
正
面
と
軒
に
銘
が

あ
る
。
基
礎
、
石
室
、
屋
根
よ
り
構
成
さ
れ
、
石
室
の
中
に
仏

像
板
石
を
納
め
る
。

基
礎
の
高
さ
―
-
O
.
0
セ
ン
チ
、
幅
六
九
・

0
セ
ン
チ
、
奥

行
は
後
部
が
崖
に
埋
ま
つ
て
計
測
で
き
な
い
。
石
室
の
部
分
は

側
壁
（
左
右
と
後
面
）
を
三
個
の
板
石
で
囲
い
、
正
面
に
扇
形

の
板
石
を
は
め
る
。

三
、
形

①
石
殿

石
室
の
高
さ
は
中
央
で
四
ニ
・
五
セ
ン
チ
、
幅
四
八
・
八
セ

ン
チ
、
（
内
部
三
九
・
五
セ
ン
チ
）
奥
行
三
八•
0
セ
ン
チ
（
内

部
三
三
・

0
セ
ン
チ
ー
三
四

·
0
セ
ン
チ
）
周
囲
の
板
石
の
厚

み
は
六

•
0
ー
七
・
八
セ
ン
チ
、
石
室
の
中
に
基
礎
石
を
二
．

五
竺
彫
り
窪
め
て
、
仏
像
板
石
を
立
て
る
。

寄
棟
造
り
の
屋
根
は
高
さ
四
ニ
・
0
セ
ン
チ
、
最
大
幅
六
八
·

0
セ
ン
チ
、
奥
行
は
五

0
•
0
セ
ン
チ
で
、
軒

D

の
厚
み
は
八
·

o
1
九
・
0
セ
ン
チ
軒
裏
に
一
重
の
椎
型
（
厚
み
ニ
・
0
セ
ン

状

在

二
、
土
地
所
有
者

て

所

田
い
〔l

地

山
川
町
成
川
大
坪
一
〇
一
六
の
一
―

谷
口
隆
山
川
町
成
川
九
八
六

四
、
銘

(2) 

永之ー東法藤奉

禄時 日 善名原十

九成三坊松朝一

丙川度三月 臣面
ツ

寅—字- 中‘七宗鎌観
ニ門瀧 日鶴田音

月水被此居但建

朔懸祈令士馬立

日候成瀧 守顧

也就籠 主

（軒横書）十一面 （仏像板石）千時永炉~

—25-

十
一
面
観
世
音
座
像
、
板
石
の
漕
肉
彫
で
左
脇
に
銘
が
あ
る
。

板
石
は
高
さ
四
一
―
-
·
五
セ
ン
チ
、
幅
は
上
―
一
九
・

0
セ
ン
チ
、
下

三
一
・
七
セ
ン
チ
、
厚
さ
一
四
・

0
セ
ン
チ
、
中
央
に
像
高
―
―
―

八
•
0
セ
ン
チ
の
両
手
に
夫
々
蓮
華
を
持
ち
、
彫
刻
の
手
法
は

素
朴
で
あ
る
。

板
石
の
銘
「
永
禄
」
の
『
永
炉
」
は
「
水
」
を
欠
く
が
、
な

ぜ
こ
の
よ
う
に
彫
ら
れ
た
の
か
詳
ら
か
で
な
い
。

文
（
屋
根
）



り
候
な
り
。

永
禄
九
丙
寅
一
二
月
朔
日
」
と
な
る
。
（
一
五
六
六
）

七
、
参

察

こ
の
十
一
面
観
世
音
の
石
殿
並
び
に
座
像
は
、
中
世
の
作
例
で
あ
り
、

し
か
も
ほ
ぼ
完
存
し
て
い
る
。
こ
れ
は
山
川
町
の
歴
史
資
料
と
し
て
の
価

値
が
き
わ
め
て
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。

な
お
こ
の
十
一
面
観
世
音
座
像
並
び
に
石
殿
は
、
先
に
町
文
化
財
に
指

定
さ
れ
た
成
川
板
碑
よ
り
十
年
前
に
、
同
一
人
物
に
よ
り
造
立
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
。

考

銘
文
を
訓
読
す
れ
ば
、
「
十
一
面
観
音
を
建
立
し
奉
る
。
願
主
は
鎌
田
但

馬
守
法
名
松
月
宗
鶴
居
士
、
東
善
坊
を
し
て
一
―
―
・
七
日
こ
の
瀧
に
こ
も
ら

し
め
、
一
日
三
度
ず
つ
瀧
に
祈
ら
る
。
成
就
の
時
、
成
川
中
門
に
水
か
か

六五ヽ
、

考俗

称
タ
ッ
ノ
カ
ン
サ
ア
、

ハ
ノ
カ
ン
サ
ア

十一面観世音石殿

—26-



前田利右衛門墓石附近の地図

@ 前田利右衛門墓石

ぽ
せ
き

こ
の
墓
石
は
、
き
ょ
う
ほ
享
保
四
年

（
一
七
一
九
年
約
二
八0
年
前
）
に、生ぞ
坦ぅ

り
ゅ
う立

さ
れ
ま
し
た
。

ま
え
だ
り
う
え
も
ん
ほ
う
え
い
り
ゆ
う
き
ゅ
う

前
田
利
右
衛
門
は
宝
永
二
年
（
一
七
〇
五
年
）
、
琉
球
か
ら
は
じ
め

か
ん
し
ょ
た
ね
い
も
ほ
ん
ど
お
か
ち
ょ
が
み
ず
う

て
甘
藷
の
種
子
芋
を
本
土
に
も
た
ら
し
、
岡
児
ヶ
水
に
植
え
つ
け
ま
し

こ
く
な
い
し
ょ
く
よ
う
お
お
き
が

そ
の
後
、
し
だ
い
に
国
内
に
ひ
ろ
ま
り
食
用
と
し
て
多
く
の
飢
餓

こt゚
 

す
＜

を
救
い
ま
し
た
。

こ
う
せ
き
お
お
ひ
と
ち
ょ
う
さ
け
ん
き
ゅ
う
お
と
ず
い
ま

そ
の
功
績
を
し
の
び
、
多
く
の
人
が
調
査
研
究
に
訪
れ
ま
す
が
、
今

の
こ
ぽ
せ
き

残
さ
れ
て
い
る
も
の
は
こ
の
墓
石
だ
け
で
す
。

ぼ
せ
き
せ
つ
ち
こ
う
の
さ
さ
き
り
ょ
う
け

ま
た
墓
石
の
か
た
わ
ら
に
設
置
さ
れ
て
い
る
河
野
•
佐
々
木
両
家
に

し
ょ
う
と
く
ひ
り
う
え
も
ん
じ
せ
き
し
り
ょ
う
け
り
う
え

よ
る
頌
徳
碑
も
利
右
衛
門
の
事
跡
を
知
る
と
と
も
に
、
両
家
と
利
右
衛

も
ん
か
ん
れ
ん
た
い
せ
つ
し
り
ょ
う

門
と
の
関
連
を
し
の
ば
せ
る
大
切
な
資
料
で
す
゜

（
指
定
昭
和
六
十
年
十
月
二
十
四
日
）

ま
え
だ
り
う
え
も
ん
ぼ
せ
き

汀
形
這
恥
前
田
利
右
衛
門
墓
石

—27-



を
伝
承
す
る
山
川
町
成
川
の
内
侍
舞
（
ネ
イ
メ
）
と
甑
島
の
内
侍
舞
」

伝
承
の
例
と
し
て
「
中
世
薩
摩
の
内
侍
神
楽
及
び
我
が
国
の
古
代
の
神

祭
り
の
姿
を
伝
え
る
ト
カ
ラ
列
島
の
内
侍
制
」
、
「
近
世
薩
摩
の
内
侍
舞

前
鹿
児
島
大
学
教
授
・
下
野
敏
見
氏
は
、
数
少
な
い
「
内
侍
舞
」
の

事
典
に
よ
る
）
貴
重
で
あ
る
。

川
南
方
神
社
神
舞
を
含
め
数
社
程
度
と
さ
れ
て
お
り
（
鹿
児
島
大
百
科

の
は
稀
で
あ
り
、
種
目
数
二
十
番
以
上
（
記
録
を
含
む
）
の
も
の
は
成

当
社
の
神
舞
の
起
源
に
つ
い
て
も
ま
た
、
不
詳
な
点
が
多
い
が
、
当

社
神
官
有
馬
家
系
図
に
よ
れ
ば
慶
安
二
年
（
一
六
四
九
）
頃
に
は
す
で

俗
に
神
舞
三
十
三
番
と
い
う
が
、
現
在
本
県
で
は
全
種
目
を
演
ず
る

に
神
舞
が
存
在
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。

歴
史
が
し
の
ば
れ
る
。

ノ
ミ
コ
ト
）

寛
永
七
年
（
一
六
三
0
) た

t

み
な
か
た
の
み
こ
と

南
方
神
社
の
祭
神
は
建
御
名
方
命
・
八
坂
刀
売
命

（
指
定

（
ヤ
サ
カ
ト
メ

平
成
四
年
四
月
十
五
日
）

で
あ
り
、
も
と
は
諏
訪
神
社
と
称
し
た
。
創
建
に
つ
い
て

は
資
料
の
滅
失
の
た
め
不
明
な
点
が
多
い
が
、
永
正
六
年
（
一
五
0
九
）
ヽ

の
棟
札
の
存
在
に
関
す
る
口
伝
等
か
ら
そ
の

な
り
か
わ
み
な
か
た
じ
ん
じ
ゃ
か
ん
め

ロ
形
民
“
文
化
鱈
成
川
南
方
神
社
神
舞
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失
し
た
と
い
う
。
）

神
舞
の
面
は
、
天
明
六
年
(
-
七
八
六
）
に
伴
氏
が
寄
進
し
た
も
の

と
い
う
伝
承
が
あ
る
が
真
偽
は
不
詳
。
現
存
す
る
も
の
は
、
田
之
神
、

翁
、
互
方
鬼
神
（
青
・
赤
・
白
•
黒
・
黄
）
、
手
力
、
神
明
（
シ
ン
メ

ィ
）
、
小
神
子
、
龍
田
、
住
吉
、
幣
立
（
ヘ
タ
テ
）
の
十
三
面
で
あ
る
。

（
も
と
も
と
三
十
面
あ
っ
た
が
、
昭
和
二
年
の
火
災
の
折
に
大
半
が
焼

歴
史
の
深
い
こ
の
貴
重
な
文
化
財
が
、
神
舞
そ
の
も
の
は
も
と
よ
り
、

神
舞
に
と
も
な
う
諸
行
事
、
設
備
、
用
具
等
に
い
た
る
ま
で
、
な
る
べ

く
古
形
を
保
ち
、
由
緒
正
し
く
伝
承
さ
れ
、
地
域
文
化
の
深
化
発
展
に

寄
与
す
る
た
め
に
、
町
指
定
文
化
財
と
し
て
の
措
置
が
講
ぜ
ら
れ
た
。

し
て
人
々
の
崇
敬
を
あ
つ
め
て
い
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

•
「
神
舞
」

N
O十
一
号

一
九
七
二
年

一
九
七
二
年

•
「
山
川
の
文
化
財
•
第
七
集
」
（
山
川
町
教
育
委
員
会
）

●
「
鹿
児
島
の
民
俗
文
化
」
下
野
敏
見
著

山
川
町
成
川
青
年
会

平
成
二
年

山
川
文
学

•
「
南
方
神
社
と
神
舞
」

谷
迫
は
る
え

に
組
織
さ
れ
て
い
た
も
の
と
み
ら
れ
、
小
川
地
区
に
は
ホ
イ
講
の
記
録

（
明
治
二
十
一
年1
昭
和
四
十
八
年
）
や
神
舞
の
面
な
ど
も
残
さ
れ
て

い
る
。
南
方
神
社
（
旧
諏
訪
神
社
）
は
、
旧
山
川
郷
成
川
村
の
鎮
守
と

N
O
-
O九
号

●
「
成
川
神
舞
と
内
侍
舞
」
（
下
野
敏
見
）

鹿
児
島
民
俗

一
九
九
六
年

「
経
済
学
論
集
」
第
一
六
号
別
刷

巡
っ
て
い
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
ホ
イ
講
も
旧
成
川
村
全
域

る
が
、
古
く
は
旧
成
川
村
（
成
川
・
鰻
・
小
川
・
浜
児
ヶ
水
）
全
域
を

●
「
山
川
町
成
川
の
神
舞
記
録
」
（
真
鍋
隆
彦
）

神
舞
の
前
日
と
当
日
の
午
前
中
に
行
わ
れ
る
グ
レ
マ
ワ
リ
と
称
す
る

神
輿
の
御
神
幸
は
、
現
在
で
は
成
川
地
区
を
め
ぐ
っ
て
い
る
よ
う
で
あ

〔
参
考
資
料
〕

●
「
平
成
ニ
・
三
年
度

（
鹿
児
島
県
教
育
委
員
会
）

鹿
児
島
大
学
法
文
学
部
紀
要

一
九
七
九
年
三
月

民
俗
芸
能
緊
急
調
査
報
告
書

べ
て
お
ら
れ
る
。
（
「
鹿
児
島
の
民
俗
文
化
」
）
。

を
あ
げ
、
貴
重
な
民
俗
文
化
財
と
し
て
認
識
し
、
保
護
す
る
必
要
を
述

鹿
児
島
県
の
民
俗
芸
能
」

発
行
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地
と
し
て
重
要
な
位
置
を
占
め
る
と
い
え
る
。

か
り
の
深
い
南
薩
地
方
に
多
く
分
布
し
て
お
り
、
琉
球
貿
易
の
要
地
で

路
・
宮
ノ
前
な
ど
）
、
喜
入
町
（
生
見
の
川
畑
な
ど
）
、
国
分
市
（
敷
根
）
ヽ

佳
十
人
町
（
川
尻
）
、
佐
多
町
（
垂
水
）
な
ど
幾
つ
か
の
伝
承
地
か
知
ら

れ
て
い
る
が
、
そ
の
な
か
に
は
す
で
に
途
絶
え
た
と
こ
ろ
も
あ
る
。

こ
の
う
ち
、
生
見
の
場
合
は
、
明
治
の
中
頃
、
川
畑
部
落
の
人
が
山

川
町
利
永
（
当
時
は
今
和
泉
村
利
永
）

た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
、
佐
多
町
垂
水
の
場
合
は
、
明
治
十
五

年
頃
、
山
川
町
大
山
の
人
が
垂
水
に
移
住
し
、
大
山
地
区
の
踊
を
伝
え

た
も
の
と
さ
れ
る
。

で
習
得
し
た
も
の
が
伝
え
ら
れ

琉
球
踊
は
地
域
性
の
濃
い
民
俗
芸
能
で
あ
り
、
近
世
硫
球
貿
易
と
ゆ

あ
っ
た
山
川
港
を
中
心
と
す
る
指
宿
・
開
間
地
方
は
、
琉
球
踊
の
伝
承

利
永
は
歴
史
的
に
は
、
延
享
一
年
（
一
七
四
四
）
今
和
泉
郷
の
一
村

と
し
て
設
置
さ
れ
る
以
前
は
、
古
来
、
頴
娃
郷
仙
田
村
の
一
部
で
あ
り
、

枚
聞
神
社
と
の
関
わ
り
も
深
か
っ
た
。
ま
た
地
理
的
に
は
山
川
港
と
枚

大
山
・
福
元
な
ど
）
、
開
間
町
（
仙
田
・
人
野
な
ど
）
、
指
宿
市
（
中
小

琉
球
踊
は
鹿
児
島
湾
沿
岸
各
地
に
分
布
し
て
お
り
、
山
川
町
（
利
永

J

旨
定

田
円
オ
無
形
民
俗
文
化
財

利t

（
指
定

平
成
四
年
四
月
十
五
日
）

な
が
り
ゆ
う
き
ゅ
う
か
さ
お
ど
り

永
琉
球
傘
踊
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文
化
財
と
し
て
の
拮
置
が
講
じ
ら
れ
た
。

い
年
月
の
間
に
さ
ま
ざ
ま
な
変
遷
を
経
て
今
日
に
継
承
さ
れ
て
き
た
。

●
「
山
川
の
文
化
財
・
第
七
集
」

（
山
川
町
教
育
委
員
会
）

一
面
で
は
、
琉
球
薩
摩
の
庶
民
レ
ベ
ル
の
文
化
交
流
の
跡
を
残
し
、
長

昭
和
五
四
年
十
月
四
日
、
五
日
発
行

聞
神
杜
を
結
ぶ
道
（
頴
娃
山
川
筋
）
の
途
中
に
あ
り
、
山
川
港
滞
在
中

の
琉
球
使
節
一
行
の
枚
聞
神
社
参
詣
の
道
筋
に
あ
た
っ
て
お
り
、

そ
の
利
永
に
古
＜
か
ら
伝
承
さ
れ
て
き
た
琉
球
傘
踊
は
、
第
二
次
槻

二
年
に
約
三
十
年
振
り
に
復
活
し
た
。
以
来
、
保
存
会
が
組
織
さ
れ
、

利
永
の
琉
球
傘
踊
は
、
沖
縄
の
「
上
り
口
説
」
が
そ
の
源
流
と
考
え

ら
れ
、
近
祉
に
お
け
る
薩
摩
と
琉
球
の
重
い
歴
史
の
影
を
映
し
な
が
ら
、

こ
の
貴
重
な
文
化
財
が
、
伝
統
に
基
づ
く
古
形
を
保
ち
、
由
緒
正
し

く
伝
承
さ
れ
、
地
域
文
化
の
深
化
発
展
に
寄
与
す
る
た
め
に
、
町
指
定

•
「
ヂ
ュ
ク
ジ
ン
傘
踊
り
民
俗
芸
能
の
一
考
察
」

年
毎
に
若
者
た
ち
へ
の
継
承
の
努
力
が
続
け
ら
れ
て
い
る
。

昭
和
六
一
年
四
月
二
五
日
発
行

昭
和
六
一
年
―
―
一
月
一
＿
一
日
発
行

界
大
戦
と
そ
の
後
の
混
乱
期
に
一
時
中
絶
し
て
い
た
の
を
、
昭
和
五
十

•
「
週
刊
レ
キ
オ
」

に
接
す
る
機
会
も
多
か
っ
た
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

民
俗
芸
能
緊
急
調
査
報
告
書

ノー

イ丁

〔
参
考
資
料
〕

•
「
平
成
ニ
・
三
年
度

（
琉
球
新
報
社
）

南
日
本
新
聞

（
鹿
児
島
県
教
育
委
員
会
）

（
国
本
稔
）

鹿
児
島
県
の
民
俗
芸
能
」
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河野覚兵衛家墓石群附近の地図

（
指
定
平
成
八
年
一
月
四
日
）

河
野
家
は
江
戸
時
代
か
ら
明
治
初
年
に
か
け
て
薩
摩
の
南
方
貿
易
に

貢
献
し
、
海
運
業
で
栄
え
た
山
川
の
豪
商
で
あ
る
。

墓
石
群
は
享
保
年
間
か
ら
文
久
年
間
に
わ
た
る
初
代
か
ら
七
代
の
歴

代
覚
兵
衛
と
係
累
の
一
部
を
含
む
十
二
基
の
五
輪
塔
よ
り
な
り
、
風
空

輪
を
欠
＜
も
の
も
あ
る
が
、
ほ
ぼ
完
全
な
も
の
は
高
さ
ニ
メ
ー
ト
ル
余

で
そ
の
重
量
感
は
仰
観
で
あ
る
。
何
れ
も
造
形
と
紋
様
の
美
し
さ
を
残

し
、
河
野
家
の
繁
栄
ぶ
り
を
象
徴
す
る
と
共
に
、
薩
摩
南
方
貿
易
の
要

津
山
川
港
の
往
時
の
賑
わ
い
ぶ
り
を
偲
ば
せ
る
。

ま
た
「
こ
の
地
方
に
お
け
る
五
輪
塔
の
造
形
は
、
極
め
て
簡
素
で
、

地
輪
は
四
面
無
地
で
装
飾
は
な
く
銘
文
の
あ
る
も
の
も
な
い
…
…
」
と

さ
れ
る
が
、
こ
の
五
輪
塔
群
は
、
地
輪
部
が
二
1

三
層
を
な
し
正
面
の

墓
銘
は
廃
仏
毀
釈
の
影
響
か
損
失
し
て
い
る
が
、
右
・
左
・
背
面
に
は

一
ニ
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
前
後
の
深
い
浮
き
彫
り
で
南
無
阿
弥
陀
仏
の
名
号

や
多
彩
な
紋
様
が
残
さ
れ
て
い
る
。
ま
さ
に
山
川
石
の
造
形
美
の
極
み

と
言
え
る
貴
重
な
五
輪
塔
群
で
あ
る
。

河
野
家
は
伊
予
国
河
野
水
軍
の
出
と
言
わ
れ
、
薩
摩
海
運
業
の
発
展

に
貢
献
し
た
。
江
戸
時
代
の
山
川
港
の
活
気
は
、
こ
の
地
に
河
野
覚
兵

衛
と
い
う
有
力
な
海
運
業
者
が
存
在
し
た
こ
と
に
よ
る
。
そ
の
豪
商
ぶ

こ
う
の
か
く
べ
え
け
ぽ
せ
き
ぐ
ん

げ
贔
恥
河
野
覚
兵
衛
家
墓
石
群
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り
を
示
す
大
五
輪
塔
の
墓
石
群
は
、
同
時
に
山
川
港
発
展
史
を
物
語
る

貴
重
な
証
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
大
五
輪
塔
は
石
エ
の
た
＜
み
な
技

に
よ
り
、
故
人
の
生
業
を
表
す
俵
を
積
ん
だ
船
や
生
前
好
ん
だ
で
あ
ろ

う
花
や
木
或
い
は
酒
盃
な
ど
多
彩
な
紋
様
が
浮
き
彫
り
さ
れ
て
い
る
。

古
い
山
川
石
の
墓
石
が
壊
さ
れ
て
い
く
風
潮
の
な
か
で
、
二
七
0
余

年
か
ら
一
三
〇
余
年
を
経
た
現
在
で
も
、
山
川
石
の
造
形
美
の
極
み
と

も
い
え
る
こ
の
五
輪
塔
群
は
、
貴
重
な
先
人
の
遺
産
で
あ
る
。

材
質
は
山
川
石
（
凝
灰
質
安
山
岩
）
で
、
今
日
で
は
伐
り
出
さ
れ
な

い
大
き
い
原
石
が
使
わ
れ
て
い
る
。

五
輪
塔
の
高
さ
は
完
全
な
も
の
で
二
0
八
ー
ニ
三
0
セ
ン
チ
メ
ー
ト

ル
あ
る
。

地
輪
は
初
代
か
ら
三
代
ま
で
は
三
層
、
四
代
以
降
は
二
層
の
構
造
と

な
っ
て
い
る
。
地
輪
の
正
面
は
下
層
も
し
く
は
中
層
に
「
蓮
坐
」
、
上
層

に
墓
銘
が
深
彫
り
さ
れ
て
い
る
が
、
墓
銘
は
多
く
が
欠
損
し
て
い
る
。

廃
仏
毀
釈
の
影
響
で
あ
ろ
う
か
。

三
代
以
降
は
地
輪
上
層
の
左
・
右
・
背
面
に
六
字
名
号
が
中
層
も
し

く
は
下
層
の
左
・
右
・
背
面
に
は
多
彩
な
紋
様
が
深
く
浮
き
彫
り
さ
れ

て
い
る
。
ま
た
、
紋
様
の
端
や
無
地
の
面
に
俗
名
・
行
年
等
が
刻
ま
れ

た
も
の
も
あ
る
。

地
輪
・
水
輪
．
火
輪
は
単
な
る
平
面
的
な
装
着
構
造
で
あ
る
が
、
空
．

風
輪
は
一
石
で
、
火
輪
上
部
の
ホ
ゾ
穴
（
径
八
ー
九
、
深
さ
―
•
五
ー

―
―
―
•
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
に
納
ま
る
構
造
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、

〔
参
考
資
料
〕

●
山
川
の
文
化
財
第
九
集
「
河
野
家
の
博
」

●
松
下
尚
明
「
山
川
港
の
豪
商
河
野
覚
兵
衛
伝
」

•
岩
倉
市
郎
「
薩
州
山
川
ば
い
船
聞
書
」
昭
和
十
三
年
一
二
月

•
安
政
三
年
四
月
一
日
付
島
津
家
江
戸
詰
御
用
人
堅
山
利
武
公
用
控

●
山
川
村
郷
土
歴
史
第
一
篇
•
第
二
篇

●
下
野
敏
見
「
生
き
て
い
る
民
俗
探
訪
」
（
美
し
い
山
川
石
の
墓
）

昭
和
五
四
年
一
月

•
五
代
夏
夫
「
薩
摩
的
こ
ぽ
れ
話
」
（
薩
摩
の
密
貿
易
者
の
項
）

●
七
代
覚
兵
衛
位
牌

●
河
野
家
氏
神
（
通
称

平
成
六
年
十
一
月

平
成
二
年
二
月

平
成
三
年
二
月

船
霊
様
）

安
永
六
年
（
一
七
七
七
年
）
十
月
建
立

河
野
家
所
蔵
資
料

●
河
野
家
系
図

●
「
大
守
様
御
光
越
の
事
」
文
政
八
年
(
-
八
二
五
年
）

掛
軸
に
表
装
さ
れ
て
い
る
。

空
・
風
輪
は
欠
落
し
た
も
の
が
多
い
。
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桜井神社附近の地図

至利永→

大
山

郵
便
局

至
小
川
↓

幅

―
-
O
.
0
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

男
像
は
高
さ
四
三
・
八
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

木
像
二
体
と
も
材
質
は
楠
材
で
あ
る
。

平
成
八
年
一
月
四
日
）

の
背
面
に
あ
る
。
木
像
は
永
年
地
域
の
人
々
が
崇
め
て
き
た
も
の
で
あ

当
の
木
像
銘
文
は
、
天
正
六
年
二
五
七
八
）
に
書
か
れ
た
も
の
で

こ
の
時
代
は
戦
国
時
代
で
戦
乱
に
明
け
暮
れ
て
い
た
。
だ
が
、
銘
文

当
地
方
に
は
中
槻
古
文
書
が
ほ
と
ん
ど
残
さ
れ
て
い
な
い
中
、
当
時

の
社
会
状
況
を
知
る
こ
と
の
で
き
る
貴
重
な
歴
史
資
料
で
あ
る
。

地
域
の
平
和
安
穏
が
実
現
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

に
よ
れ
ば
「
諸
顔
成
就
処
」
と
あ
る
の
で
、
こ
の
地
方
で
は
お
そ
ら
く

判
読
で
き
、
当
時
の
一
端
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

両
体
と
も
同
一
銘
文
が
記
さ
れ
、
四
一
七
年
を
経
た
い
ま
も
十
分
に

名
が
墨
書
さ
れ
て
い
る
。

大
宮
司
衆
（
祭
主
の
命
を
受
け
て
祭
祀
に
奉
仕
す
る
者
）
及
び
仏
師
の

当
時
の
為
政
者
と
見
ら
れ
る
長
井
幡
磨
守
賓
正
の
名
や
大
山
と
小
川
の

る
。 こ

の
銘
文
は
、
桜
井
神
杜
本
殿
内
に
安
置
さ
れ
た
男
女
二
体
の
木
像

町
指
定

有
形
文
化
財

（
指
定

さ
＜
ら
い
じ
ん
じ
ゃ
も
く
ぞ
う
め
い
ぶ
ん

桜
井
神
社
木
像
銘
文
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る
。

佛
師
本
覚
坊
種
春

小
川
門
六
良
衛
門

中
村
ノ
藤
衛
門

来
る
。

ク
ホ
ノ
神
左
衛
門

小
川
門
の
名
も
出
て

恣
下
ノ
又
兵
衛

大
山
の
隣
り
集
落
の

大
宮
司
衆

ク
ホ
は
「
久
保
」

本
頴
長
井
幡
磨
守
賓
正

恋
下
は
「
松
下
」

天
正
六

□
年
諸
願
成
就
処

固
口
は
不
明

の
切
り
込
み
が
あ
っ
て
こ
の
部
分
に
次
の
よ
う
な
銘
文
（
墨
書
）
が
あ

―
-
O
.
0
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

横

一
八
•
0
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
＼

両
体
と
も
背
面
下
部
に
縦

0
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

●
再
調
査

平
成
七
年
七
月

厚
さ

一
三
•
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

（
昭
和
四
八
年
十
月
五
日
）

幅

一
八
•
0
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

．
「
広
報
や
ま
が
わ
」
第
一
四
0
号
紹
介

女
像
は
高
さ

―
―
―
三
・0
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

●
昭
和
四
八
年
六
月
一
一
九
日
発
見

厚
さ

一
六
•
0
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

〔
経
過
〕
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利永の力石附近の地図
I I ; 至利永小

県
道
利
永
開
聞
線

至
大
山
↓

り
ふ
れ
た
石
に
す
ぎ
な
い
が
、
こ
の
石
を
介
し
て
伝
承
さ
れ
て
き
た
村

た
め
の
貴
重
な
資
料
と
考
え
ら
れ
る
。
力
石
は
石
そ
の
も
の
は
ご
く
あ

ほ
と
ん
ど
の
集
落
で
す
で
に
力
石
は
紛
失
し
て
お
り
、
現
存
す
る
利

失
わ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。

い
っ
た
。

認
め
ら
れ
、
若
者
は
や
が
て
配
偶
者
を
得
て
独
立
の
家
庭
を
営
ん
で

る
。
そ
の
程
度
の
重
さ
の
物
を
持
ち
運
ぶ
こ
と
が
若
者
の
資
格
で
あ
り
、

平
成
八
年
一
月
四
日
）

昔
、
利
永
の
青
年
舎
の
庭
に
大
小
―
―
個
の
石
が
あ
り
若
者
た
ち
は

折
々
こ
れ
を
持
ち
上
げ
、
担
ぎ
、
持
ち
運
ぶ
競
争
を
し
た
。

石
は
古
来
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
素
朴
な
信
仰
の
対
象
と
さ
れ
て
き
た
。

神
の
依
代
で
あ
る
重
い
石
を
持
ち
上
げ
て
力
を
競
う
石
占
も
そ
の
一
っ

と
さ
れ
る
。
全
国
的
に
若
者
た
ち
が
力
を
競
う
力
石
の
民
俗
は
そ
の
娯

楽
化
し
た
も
の
と
見
ら
れ
て
い
る
。
他
方
、
こ
の
民
俗
は
古
く
は
村
落

共
同
体
に
お
け
る
若
者
た
ち
の
一
種
の
通
過
儀
礼
で
あ
っ
た
と
も
さ
れ

そ
の
関
門
を
通
過
し
た
者
が
村
落
共
同
体
の
構
成
員
と
し
て
一
人
前
に

力
石
は
か
っ
て
は
全
国
的
に
広
く
行
わ
れ
た
民
俗
で
、
山
川
地
方
で

も
各
地
で
行
わ
れ
た
形
跡
が
あ
る
が
、
所
に
よ
っ
て
は
そ
の
記
憶
す
ら

永
の
力
石
は
ま
さ
に
消
滅
し
よ
う
と
す
る
こ
の
民
俗
を
う
か
が
い
知
る

と
し

町
指
定

I
J

有
形
民
俗
文
化
財
夭

r
.

（
指
定

な
が
ち
か
ら
い
し

永
の
力
石
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約55cm

約
43 
cm 

タ
ー
に
保
管
し
て
あ
る
。

●
「
利
永
の
力
石
」
は
利
永
集
落
セ
ン

明
で
あ
る
。

さ
い
方
は
種
々
調
査
し
た
が
行
方
不

神
社
に
移
転
さ
れ
現
存
す
る
が
、
小

却
さ
れ
た
時
、
大
き
い
力
石
は
利
永

戦
後
、
青
年
舎
敷
地
が
個
人
に
売

一
七
五
斤
と
い
わ
れ
て
い
る
も
の
か
。

う
。
現
在
(
-
六
三
斤
）
の
も
の
は

と
―
二
0
斤
と
い
わ
れ
て
い
た
と
い

に
よ
れ
ば
、
昔
、
力
石
は
一
七
五
斤

昔
、
力
石
を
持
っ
た
経
験
者
た
ち

し
て
い
る
。

六
三
斤
）
卵
形
の
浜
石
で
「
利
永
」

の
文
字
が
彫
ら
れ
て
い
た
が
摩
滅

●
重
さ
九
七
．
六
キ
ロ
グ
ラ
ム

卜
ル

●
高
さ
（
厚
み
）
約
二
七
セ
ン
チ
メ
ー

落
共
同
体
に
お
け
る
民
俗
の
重
み
が
貴
重
と
思
わ
れ
る
。

●
知
覧
町
郷
土
誌

●
喜
入
町
郷
土
誌

●
大
日
本
百
科
事
典

〔
参
考
資
料
〕

•
四
日
市
大
学
健
康
科
学
研
究
室

（
小
学
館
）

高
島
懺
助
教
授
資
料
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