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わ

が

ふ

る

さ

と

の

活

用

方

法

 

東

伊

豆

町

教

育

委

員

会

  

ふ

る

さ

と

と

は

い

っ

た

い

ど

う

い

う

も

の

か

、

み

な

さ

ん

は

考

え

た

こ

と

が

あ

り

ま

す

か

。 

み

な

さ

ん

の

住

む

家

、

み

な

さ

ん

の

通

う

学

校

、

海

や

山

な

ど

の

自

然

、

遊

び

場

。

何

よ

り

も

た

く

さ

ん

の

友

だ

ち

が

い

て

戻

っ

て

く

る

と

ほ

っ

と

す

る

、

そ

れ

が

ふ

る

さ

と

で

す

。

 

こ

の

本

に

は

、

み

な

さ

ん

が

生

ま

れ

る

ず

っ

と

前

に

、

み

な

さ

ん

と

同

じ

よ

う

に

東

伊

豆

町

で

過

ご

し

て

大

人

に

な

っ

た

人

た

ち

が

残

し

た

知

恵

や

道

具

、

建

造

物

な

ど

、

私

た

ち

の

ふ

る

さ

と

に

つ

い

て

多

く

の

こ

と

が

書

い

て

あ

り

ま

す

。

 

学

校

の

遠

足

に

行

っ

た

り

友

だ

ち

と

探

検

し

て

み

た

り

し

て

、

東

伊

豆

町

に

つ

い

て

調

べ

て

学

ん

で

く

だ

さ

い

。

そ

し

て

、

た

く

さ

ん

知

っ

て

、

も

っ

と

も

っ

と

ふ

る

さ

と

東

伊

豆

町

を

好

き

に

な

っ

て

く

だ

さ

い

。

 

み

な

さ

ん

が

ふ

る

さ

と

東

伊

豆

町

を

知

り

、

好

き

に

な

る

た

め

の

ガ

イ

ド

ブ

ッ

ク

と

し

て

こ

の

本

を

使

っ

て

い

た

だ

け

た

ら

嬉

し

い

で

す

。
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東

伊

豆

町

の

文

化

財

 

東

伊

豆

町

文

化

財

保

護

審

議

会

長

 

加

藤

 

正

通

 

 

「

文

化

財

」

と

は

長

い

歴

史

の

中

で

、

人

々

の

精

神

的

な

は

た

ら

き

が

加

わ

っ

て

生

み

出

さ

れ

、

現

在

ま

で

守

り

伝

え

ら

れ

て

き

た

、

文

化

的

価

値

が

あ

る

国

民

的

な

財

産

で

す

。

わ

が

国

に

は

、
「

文

化

財

保

護

法

」
と

い

う

法

律

の

も

と

指

定

、
登

録

を

お

こ

な

い

、

貴

重

な

文

化

財

の

保

存

を

図

っ

て

い

ま

す

。

 

文

化

財

は

種

類

別

に

①

建

造

物

や

美

術

工

芸

品

な

ど

の

「

有

形

文

化

財

」

②

技

術

や

伝

統

芸

能

な

ど

の

「

無

形

文

化

財

」

③

地

域

の

風

習

や

行

事

、

お

祭

り

な

ど

の

「

民

俗

文

化

財

」

④

自

然

の

風

景

や

希

少

な

動

植

物

な

ど

の

「

記

念

物

」

⑤

人

々

の

暮

ら

し

や

生

活

の

様

子

が

わ

か

る

風

景

な

ど

の

「

文

化

的

景

観

」
 

⑥

古

い

町

並

み

や

建

物

の

ま

と

ま

り

を

残

す

た

め

の

地

区

の

「

伝

統

的

建

造

物

群

保

存

地

区

」

が

あ

り

ま

す

。

こ

の

他

に

⑦

文

化

財

を

残

す

た

め

の

材

料

や

補

修

す

る

道

具

を

作

る

技

術

や

修

理

技

術

の

「

選

定

保

存

技

術

」

⑧

地

中

に

埋

ま

っ

て

い

る

遺

跡

や

土

器

な

ど

の
「

埋

蔵

文

化

財

」
が

あ

り

ま

す

。
さ

ら

に

は

、
国

連

の

ユ

ネ

ス

コ

が

採

択

す

る

、

世

界

遺

産

や

無

形

文

化

遺

産

な

ど

も

含

ま

れ

ま

す

。

 

昭

和

二

十

五

年

八

月

に

施

行

さ

れ

た

「

文

化

財

保

護

法

」
は

、
平

成

三

十

一

年

四

月

の

改

正

に

よ

っ

て

、

保

存

の

意

味

合

い

が

強

か

っ

た

こ

れ

ま

で

か

ら

、

活

用

し

な

が

ら

保

存

を

お

こ

な

う

方

向

に

な

り

ま

し

た

。

た

だ

、
管

理

の

面

な

ど

か

ら

は

多

く

の

課

題

も

あ

り

、

よ

り

良

い

保

護

の

た

め

、

い

っ

そ

う

の

対

応

が

必

要

と

な

っ

て

き

て

い

ま

す

。

 

私

た

ち

町

に

も

県

指

定

四

件

、

町

指

定

二

十

六

件

の

指

定

文

化

財

が

あ

り

、

さ

ら

に

未

指

定

で

あ

っ

て

も

、
数

多

く

の

貴

重

な

文

化

財

も

存

在

し

て

い

ま

す

。

文

化

財

は

町

の

歴

史

や

文

化

の

あ

か

し

で

も

あ

り

、

後

世

に

伝

え

残

さ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

も

の

で

す

。

こ

れ

か

ら

も

、

身

近

な

文

化

財

に

着

目

し

て

い

た

だ

け

た

ら

幸

い

で

す

。

 

 
 



- 3 - 

東

伊

豆

町

の

文

化

財

に

つ

い

て

 

文

化

財

を

知

る

た

め

に

、

東

伊

豆

町

の

歴

史

を

振

り

返

っ

て

み

ま

し

ょ

う

。

 

東

伊

豆

町

に

人

が

住

み

始

め

た

の

は

、

約

四

万

年

前

と

い

わ

れ

て

い

ま

す

。

こ

れ

は

稲

取

の

荒

巻

あ

ら

ま

き

遺

跡

か

ら

旧

石

器

き

ゅ

う

せ

っ

き

時

代

の

遺

物

が

発

見

さ

れ

て

い

る

こ

と

か

ら

わ

か

っ

て

い

ま

す

。
 

ま

た

、

奈

良

本

の

峠 と
う
げ

遺

跡

か

ら

は

、

約

一

万

年

前

で

あ

る

縄

文

じ
ょ
う
も
ん

時

代

早

期

そ

う

き

の

土

器

ど

き

な

ど

が

見

つ

か

っ

て

い

ま

す

。

こ

の

遺

跡

は

黒

曜

石

こ

く

よ

う

せ

き

の

石

器

の

破

片

が

多

く

出

土

し

て

い

る

こ

と

か

ら

、

伊

豆

七

島

の

神

津

島

こ

う

づ

し

ま

か

ら

運

ば

れ

て

き

た

黒

曜

石

を

用

い

て

ナ

イ

フ

の

よ

う

な

石

器

が

作

ら

れ

て

い

た

と

考

え

ら

れ

て

い

ま

す

。

縄

文

時

代

の

遺

跡

は

こ

の

ほ

か

に

も

、

大

川

か

ら

稲

取

ま

で

い

く

つ

か

見

つ

か

っ

て

い

ま

す

。

約

二

三

〇

〇

年

前

か

ら

の

弥

生

や

よ

い

時

代

の

遺

跡

は

、

稲

取

で

天

神

原

遺

跡

な

ど

が

見

つ

か

っ

て

い

ま

す

。

 

今

か

ら

一

七

〇

〇

年

前

頃

か

ら

奈

良

な

ら

を

中

心

と

し

て

こ

の

国

の

も

と

が

で

き

始

め

、

一

三

〇

〇

年

前

頃

か

ら

国

の

か

た

ち

が

整

え

ら

れ

ま

す

。
奈

良

時

代

に

、

こ

の

地

は

伊

豆

国

賀

茂

郡

河

津

郷

に

属

し

て

い

ま

し

た

。

こ

の

頃

に

は

、

こ

の

地

か

ら

都

の

奈

良

へ

海

で

釣

っ

た

鰹 か
つ
お

を

加

工

し

た

も

の

な

ど

を

運

ん

で

い

た

こ

と

が

わ

か

っ

て

い

ま

す

。

 

奈

良

時

代

、

平

安

へ

い

あ

ん

時

代

の

伊

豆

は

、

鰹

な

ど

の

海

産

物

が

と

れ

る

国

、

船

を

つ

く

る

国

な

ど

と

し

て

知

ら

れ

て

い

ま

し

た

。
ま

た

、
都

で

刑

罰

を

う

け

た

り

、

戦

い

で

敗

れ

た

人

な

ど

が

都

か

ら

追

放

さ

れ

た

り

す

る

地

で

も

あ

り

ま

し

た

。

平

安

時

代

終

り

の

保 ほ

う

元 げ

ん

元

年

（

一

一

五

六

年

）

に

京

都

の

都

で

起

こ

っ

た

保

元

の

乱

で

敗

れ

た

源

為

朝

み
な
も
と
の
た
め
と
も

は

、

伊

豆

の

大

島

に

追

放

に

な

り

、

こ

の

後

に

為

朝

の

子

や

そ

の

家

臣

が

稲

取

に

住

ん

だ

と

伝

え

ら

れ

て

い

ま

す

。

 

平

安

時

代

の

終

わ

り

に

、

平

氏

と

の

戦

い

に

勝

っ

た

源

頼

朝

み
な
も
と
の
よ
り
と
も

が

鎌

倉

か

ま

く

ら

に

政

治

の

中

心

と

な

る

幕

府

ば

く

ふ

を

置

く

こ

と

に

よ

り

鎌

倉

時

代

と

な

り

ま

す

。
源

頼

朝

は

、 

そ

の

前

に

都

で

戦

い

に

敗

れ

て

伊

豆

に

住

ん

で

い

た

こ

と

か

ら

、

こ

の

地

に

も

頼

朝

に

つ

い

て

の

話

が

八

幡

神

社

な

ど

に

伝

わ

っ

て

い

ま

す

。

 

鎌

倉

時

代

の

後

に

は

南

北

朝

な

ん

ぼ

く

ち

ょ

う

時

代

、

室

町

む

ろ

ま

ち

時

代

と

続

き

ま

す

。
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こ

の

時

代

の

こ

の

地

の

歴

史

を

伝

え

る

史

料

は

少

な

い

で

す

が

、

町

内

の

神

社

に

納

め

ら

れ

て

い

る

棟 む

な

札 ふ

だ

な

ど

に

よ

り

わ

か

り

ま

す

。

 

室

町

時

代

の

後

半

に

は

日

本

の

各

地

で

戦

い

が

起

こ

る

戦

国

せ

ん

ご

く

時

代

に

な

り

ま

す

。

戦

国

時

代

の

伊

豆

は

伊

勢

宗

い

せ

そ

う

瑞 ず

い

（

北

条

ほ
う
じ
ょ
う

早 そ

う

雲 う

ん

）
が

支

配

し

ま

す

。
北

条

氏

が

伊

豆

を

支

配

す

る

と

、

大

川

は

桑

原

く

わ

は

ら

又 ま

た

三

郎

さ

ぶ

ろ

う

に

代

わ

っ

て

狩

野

か

の

う

大

膳

だ

い

ぜ

ん

亮 の
す
け

泰

光

や

す

み

つ

が

治

め

、

そ

の

他

は

北

条

氏

が

直

接

支

配

し

ま

し

た

。
ま

た

、
一

時

期

、
片

瀬

と

稲

取

は

北

条

氏

の

家

臣

と

な

っ

た

北

条

き
た
じ
ょ
う

高

広

た

か

ひ

ろ

の

領

地

に

な

っ

た

こ

と

が

わ

か

っ

て

い

ま

す

。
 

安

土

あ

づ

ち

桃

山

も

も

や

ま

時

代

に

は

徳

川

と

く

が

わ

氏

の

領

地

と

な

り

、

江

戸

時

代

に

な

る

と

大

川

村

、
奈

良

本

村

、
片

瀬

村

、
白

田

村

、
稲

取

村

の

五

ヶ

村

が

成

立

し

ま

す

。
こ

の

時

、

北

川

は

奈

良

本

村

に

含

ま

れ

て

い

ま

し

た

。

江

戸

時

代

の

初

め

に

は

、
江

戸

城

の

石

垣

の

石
（

築

城

ち
く
じ
ょ
う

石 せ

き

）
が

大

川

や

北

川

、

稲

取

な

ど

か

ら

切

り

出

さ

れ

、

江

戸

に

運

ば

れ

て

い

ま

す

。

 

明

治

め

い

じ

時

代

に

な

る

と

、

こ

の

地

は

初

め

韮

山

に

ら

や

ま

県

と

菊

間

き

く

ま

県

に

な

り

、

次

に

足

柄

あ

し

が

ら

県

に

属

し

、

明

治

九

年

（

一

八

七

六

年

）

に

静

岡

し

ず

お

か

県

に

入

り

ま

す

。

明

治

二

十

二

年
（

一

八

八

九

年

）
の

町

村

制

に

よ

り

、
大

川

村

か

ら

白

田

村

ま

で

の

四

ヶ

村

が

合

併

し

て

城

東

き

と

う

村

と

な

り

、

城

東

村

と

稲

取

村

と

な

り

ま

す

。

大

正

た
い
し
ょ
う

九

年

（

一

九

二

〇

年

）
に

稲

取

村

は

稲

取

町

と

な

り

ま

す

。 

明

治

六

年

八

月

に

は

、
大

川

・

奈

良

本

・

片

瀬

・

白

田

・

稲

取

に

、

寺

を

仮

借

し

て

小

学

校

が

開

校

し

ま

し

た

。

 

昭

和

し

ょ

う

わ

三

十

四

年

（

一

九

五

九

年

）

に

は

城

東

村

と

稲

取

町

が

合

併

し

て

東

伊

豆

町

と

な

り

、

現

在

に

至

っ

て

い

ま

す

。

こ

の

よ

う

に

東

伊

豆

町

は

長

い

年

月

の

な

か

で

、

さ

ま

ざ

ま

な

歴

史

を

積

み

重

ね

て

き

て

い

ま

す

。

 

東

伊

豆

町

の

さ

ま

ざ

ま

な

歴

史

や

文

化

を

知

る

こ

と

に

よ

り

、

文

化

財

が

ど

の

よ

う

に

生

ま

れ

、

伝

え

ら

れ

て

き

た

か

を

考

え

て

み

ま

し

ょ

う

。

そ

し

て

、

こ

の

貴

重

な

私

た

ち

の

財

産

で

あ

る

文

化

財

を

未

来

に

伝

え

て

い

き

ま

し

ょ

う

。
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五

、

城

東

地

区

 
（

一

）

大

川

・

三

島

み

し

ま

神

社

じ

ん

じ

ゃ 

棟 む

な

札 ふ

だ 
町

文

化

財

 

昭

和

六

十

三

年

四

月

指

定

 

彫

刻

ち
ょ
う
こ
く 

町

文

化

財

 

平

成

元

年

四

月

指

定

 

 

国

道

一

三

五

号

線

の

す

ぐ

上

に

あ

る

大

川

の

三

島

神

社

は

、

大

川

を

守

る

神

社

と

し

て

信

仰

し

ん

こ

う

さ

れ

て

い

ま

す

。

神

社

の

周

囲

し

ゅ

う

い

か

ら

は

縄

文

じ
ょ
う
も
ん

時

代

の

土

器

ど

き

や

、

古

墳

こ

ふ

ん

時

代

の

土

師

器

は

じ

き

な

ど

が

出

土

し

ゅ

つ

ど

し

て

い

た

り

、

ナ

ギ

や

ホ

ル

ト

ノ

キ

な

ど

の

巨

木

が

あ

っ

た

り

す

る

こ

と

か

ら

、

昔

か

ら

大

川

の

中

心

と

し

て

、

神

様

を

祀 ま

つ

っ

て

い

た

場

所

と

考

え

ら

れ

ま

す

。

 

最

初

に

神

社

が

建

て

ら

れ

た

年

は

わ

か

り

ま

せ

ん

が

、

社

殿

し

ゃ

で

ん

や

鳥

居

と

り

い

な

ど

を

建

て

直

し

た

時

の

記

録

を

示

し

た

棟 む

な

札 ふ

だ

が

残

っ

て

い

ま

す

。

一

番

古

い

も

の

は

室

町

む

ろ

ま

ち

時

代

の

享 き
ょ
う

徳 と

く

三

年
（

一

四

五

四

年

）
の

も

の

で

、

当

時

、

白

田

な

ど

こ

の

地

を

治 お

さ

め

て

い

た

加

藤

氏

な

ど

に

よ

っ

て

建

て

直

さ

れ

た

こ

と

が

書

か

れ

て

い

ま

す

。
明

応

め

い

お

う

九

年
（

一

五

〇

〇

年

）
や

大

永

だ

い

え

い

四

年
（

一

五

二

四

年

）
の

棟

札

も

あ

り

、
室

町

・

戦

国

時

代

の

記

録

と

し

て

貴

重

な

た

め

町

文

化

財

に

指

定

さ

れ

て

い

ま

す

。

 

大

川

の

三

島

神

社

に

祀

ら

れ

て

い

る

神

様

は

事

代

こ

と

し

ろ

主 ぬ
し
の

神 か

み

で

、

そ

の

左

右

に

は

伊

豆

・

箱

根

大

権

現

だ

い

ご

ん

げ

ん

が

祀

ら

れ

て

い

ま

す

。

 

な

お

、

三

島

市

の

三

嶋

大

社

で

は

、

事

代

主

神

と

大

山

祗

お

お

や

ま

つ

み

の

命 み
こ
と

の

二

柱

ふ
た
は
し
ら

の

神

を

三

嶋

大

明

神

と

し

て

祀

っ

て

お

り

、

こ

の

三

嶋

大

明

神

は

伊

豆

の

各

地

で

祀

ら

れ

て

い

ま

す

。

 

現

在

の

社

殿

は

、
嘉 か

永 え

い

六

年
（

一

八

五

三

年

）
九

月

に

、

村

民

六

十

八

名

等

に

よ

る

寄

進

き

し

ん

三

五

〇

両

に

よ

り

建

て

直

さ

れ

た

も

の

で

、

社

殿

正

面

や

脇 わ

き

障

子

し

ょ

う

じ

の

彫

刻

は

見

事

で

、

こ

れ

ら

の

彫

刻

も

町

文

化

財

に

指

定

さ

れ

て

い

ま

す

。

 

ま

た

、

拝

殿

は

い

で

ん

の

天

井

て
ん
じ
ょ
う

に

は

建

て

直

し

の

中

心

に

な

り

、

多

額

の

寄

進

を

し

た

大

川

村

名

主

の

木

村

恒 つ

ね

右 え

衛

門

も

ん

が

詠 よ

ん

だ

漢

詩

が

書

か

れ

て

い

ま

す

。

こ

の

詩

は

中

国

の

昔

の

国

で

あ

っ

た

夏 か

が

、
堯 ぎ

ょ
う

・

舜 し
ゅ
ん

・

禹 う

の

三

代

の

王

に

よ

っ

て

栄 さ

か

え

た

こ

と

を

詠

み

、

大

川

村

が

ず

っ

と

栄

え

る

こ

と

な

ど

を

祈

っ

た

も

の

で

す

。
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（

二

）

大

川

・

龍 り
ゅ
う

豊

院

ほ

う

い

ん

の

シ

ダ

レ

ザ

ク

ラ

 
町

文

化

財

 

昭

和

五

十

四

年

七

月

指

定

 

 

大

川

の

龍

豊

院

は

、
室

町

む

ろ

ま

ち

時

代

の

終

わ

り

の

弘

治

こ

う

じ

元

年
（

一

五

五

五

年

）
に

真

言

宗

し

ん

ご

ん

し

ゅ

う

の

お

寺

と

し

て

創

立

そ

う

り

つ

さ

れ

ま

し

た

。
そ

の

後

荒

廃

こ

う

は

い

し

て

い

た

の

を

、
永 え

い

禄 ろ

く

の

初

め

頃

（

一

五

六

〇

年

頃

）
、

伊

豆

市

大

見

の

最

勝

院

さ

い

し

ょ

う

い

ん

七

代

の

師

笑

山

精

真

和

尚

お

し

ょ

う

が

来

て

、
山

号

を

大

川

山

、
寺

号

を

龍

豊

院

と

し

て

曹

洞

宗

そ

う

と

う

し

ゅ

う

に

改

め

ま

し

た

。

 

お

寺

の

歴

史

な

ど

は

明

治

め

い

じ

十

二

年

（

一

八

七

九

年

）

に

火

事

が

あ

り

、
建

物

を

は

じ

め

多

く

の

も

の

が

燃 も

え

て

し

ま

っ

た

た

め

、
詳 く

わ

し

い

こ

と

は

わ

か

り

ま

せ

ん

が

、

お

寺

の

境

内

け

い

だ

い

に

は

樹

齢

じ

ゅ

れ

い

約

四

〇

〇

年

と

い

わ

れ

る

シ

ダ

レ

ザ

ク

ラ

の

古

木

が

あ

り

ま

す

。

 

こ

の

シ

ダ

レ

ザ

ク

ラ

は

、
木

の

高

さ

が

約

八

メ

ー

ト

ル

、

根

の

周

り

は

約

五

・

五

メ

ー

ト

ル

あ

り

、

樹

齢

だ

け

で

な

く

、

木

の

形

や

枝

の

張

り

具

合

も

見

事

で

す

。

花

は

ひ

と

つ

の

花

が

咲

く

単

弁

花

た

ん

べ

ん

か

で

、
四

月

に

な

る

と

新

緑

し
ん
り
ょ
く

の

若

葉

と

と

も

に

、
薄 う

す

い

ピ

ン

ク

色

の

花

を

咲

か

せ

ま

す

。

 

こ

の

木

の

幹

に

は

、
火

事

の

時

の

焼

け

跡

が

残

っ

て

い

た

た

め

、
静

岡

県

の

天

然

記

念

物

と

し

て

文

化

財

に

指

定

さ

れ

な

か

っ

た

と

言

わ

れ

て

い

ま

す

。
ま

た

、
お

寺

は

明

治

十

七

年
（

一

八

八

四

年

）
に

再

建

さ

い

け

ん

さ

れ

ま

し

た

。
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（

三

）

大

川

・

ぼ

な

き

石

 
町

文

化

財

 

昭

和

五

十

五

年

七

月

指

定

 

 

大

川

の

真

崎

ま

さ

き

の

旧

国

道

一

三

五

号

線

か

ら

海

岸

へ

下

る

道

（

旧

東

浦

路

ひ

が

し

う

ら

じ

）

の

脇 わ

き

に

、
「

ぼ

な

き

石

」

と

呼

ば

れ

る

直

方

体

に

切

ら

れ

た

大

き

な

石

が

あ

り

ま

す

。

こ

の

石

は

江

戸

城

の

石

垣

い

し

が

き

を

築 き

ず

く

た

め

に

切

り

出

さ

れ

、

石

垣

の

角 か

ど

に

積

ま

れ

た

の

で

、

角 す

み

石 い

し

と

呼

ば

れ

て

い

る

築

城

ち
く
じ
ょ
う

石 せ

き

で

す

。

 

江

戸

幕

府

が

江

戸

城

を

築

き

始

め

た

の

は

、

江

戸

時

代

初

め

の

慶

長

け
い
ち
ょ
う

九

年
（

一

六

〇

四

年

）
か

ら

で

、
三

代

将

軍

の

徳

川

家

光

の

寛

永

か

ん

え

い

十

三

年
（

一

六

三

六

年

）

ま

で

続

き

ま

し

た

。

そ

し

て

、

幕

府

は

こ

の

大

き

な

事

業

を

各

地

の

大

名

に

命

じ

ま

し

た

。

 

大

川

村

に

は

、

た

く

さ

ん

の

大

名

が

大

勢

お

お

ぜ

い

の

石

工

い

し

く

を

連 つ

れ

て

、

築

城

石

を

切

り

出

し

に

来

ま

し

た

。

そ

の

た

め

、

米

の

と

ぎ

汁

で

川

が

白

く

濁 に

ご

っ

た

と

い

わ

れ

て

い

ま

す

。

 

こ

の
「

ぼ

な

き

石

」
に

は
「

羽

柴

左

衛

門

大

夫

は

し

ば

さ

え

も

ん

だ

ゆ

う

」
の

文

字

と

、

二

羽

の

雁 か

り

が

飛 と

ん

で

い

る

「

丸

に

二

つ

か

り

が

ね

紋

」

が

彫 ほ

ら

れ

て

い

ま

す

。

羽

柴

左

衛

門

大

夫

と

は

、

安

芸

あ

き

の

国 く

に

広

島

城

主

（

四

九

万

八

千

石

）

の

福

島

ふ

く

し

ま

正

則

ま

さ

の

り

の

こ

と

で

、

大

川

と

北

川

の

間

の

山

中

か

ら

築

城

石

を

切

り

出

し

て

い

ま

し

た

。

 

と

こ

ろ

が

、

福

島

正

則

は

幕

府

に

許

可

な

く

城

を

改

築

か

い

ち

く

し

た

理

由

で

、

元

和

げ

ん

な

五

年

（

一

六

一

九

年

）

に

信

濃

し

な

の

の

国 く

に

高

井

郡

と

越

後

え

ち

ご

の

国 く

に

魚

沼

う

お

ぬ

ま

郡
（

四

万

五

千

石

）
に

転

封

て

ん

ぽ

う

に

な

り

、
寛

永

か

ん

え

い

元

年
（

一

六

二

四

年

）
に

亡

く

な

っ

た

の

で

、

広

島

城

主

の

時

に

切

り

出

さ

れ

た

も

の

と

思

わ

れ

ま

す

。

 

福

島

正

則

が

大

川

か

ら

築

城

石

を

切

り

出

し

た

こ

と

は

、

当

時

の

熊

本

城

の

城

主

で

あ

る

細

川

家

の

文

書

に

書

か

れ

て

い

ま

す

。

ま

た

、

大

川

区

有

文

書

に

も

、

何

人

か

の

大

名

か

ら

大

川

の

村

名

主

に

「

福

島

正

則

が

切

っ

た

石

を

欲

し

い

。
」

と

か

、
「

江

戸

へ

運

ぶ

よ

う

に

。
」

と

の

手

紙

が

残

さ

れ

て

い

ま

す

。

 

こ

の
「

ぼ

な

き

石

」
に

つ

い

て

は

、
次

の

よ

う

な

話

が

伝

え

ら

れ

て

い

ま

す

。

 
山

中

か

ら

切

り

出

さ

れ

た

石

を

港

ま

で

運

ん

で

い

ま

し

た

が

、

途

中

で

び

く

と

も

動

か

な

く

な

り

、

今

の

場

所

に

そ

の

ま

ま

残

さ

れ

ま

し

た

。

 

そ

の

後

、

い

つ

の

頃

か

ら

か

夜

に

な

る

と

「

ボ

ワ
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ー

、

ボ

ワ

ー

。
」

と

い

う

泣

き

声

に

似

た

声

が

聞

こ

え

て

く

る

よ

う

に

な

り

ま

し

た

。

村

人

が

泣

き

声

を

た

ど

っ

て

い

く

と

、

な

ん

と

動

か

な

か

っ

た

大

き

な

石

か

ら

泣

き

声

が

聞

こ

え

て

く

る

で

は

あ

り

ま

せ

ん

か

。 

こ

の

石

が

夜

に

な

る

と

「

江

戸

へ

行

く

の

は

い

や

だ

、

い

や

だ

。
」

と

泣

き

だ

す

と

い

う

話

は

、

村

人

の

間

に

す

ぐ

に

広

ま

り

ま

し

た

。

そ

れ

か

ら

、

こ

の

大

き

な

石

を

「

ぼ

な

き

石

」

と

い

う

よ

う

に

な

っ

た

と

の

こ

と

で

す

。

 

そ

の

他

に

も

、

築

城

石

を

切

り

出

す

た

め

に

遠

く

離

れ

た

広

島

か

ら

、

大

川

の

山

中

ま

で

連

れ

て

こ

ら

れ

、

過

酷

か

こ

く

な

仕

事

を

さ

せ

ら

れ

て

い

た

石

工

た

ち

が

故

郷

こ

き

ょ

う

の

家

族

を

思

い

出

し

て

泣

い

た

こ

と

を

伝

え

て

い

る

と

い

わ

れ

て

い

ま

す

。

 

ま

た

、
慶

長

五

年
（

一

六

〇

〇

年

）
の

関

ヶ

原

の

戦

い

以

来

、

徳

川

家

の

た

め

に

尽 つ

く

し

て

き

た

福

島

正

則

が

転

封

さ

れ

た

の

を

「

ぼ

や

い

た

」

た

め

に

、
「

ぼ

や

き

石

」
が

転

じ

て
「

ぼ

な

き

石

」
と

呼

ば

れ

る

よ

う

に

な

っ

た

と

も

い

わ

れ

て

い

ま

す

。
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（

四

）

大

川

・

築

城

石

（

角 す

み

石 い

し

） 
町

文

化

財 

昭

和

五

十

五

年

七

月

指

定 

 

大

川

で

は

、「

ぼ

な

き

石

」
を

切

り

出

し

た

安

芸

あ

き

の

国 く

に

広

島

藩

だ

け

で

な

く

、

尾

張

お

わ

り

の

国 く

に

名

古

屋

藩

や

筑

後

ち

く

ご

の

国 く

に

柳

川

や

な

が

わ

藩

な

ど

、

多

く

の

藩 は

ん

が

江

戸

城

の

築

城

石

を

切

り

出

し

た

こ

と

が

わ

か

っ

て

い

ま

す

。 

大

川

の

谷

戸

山

や

と

や

ま

に

は

、「

ぼ

な

き

石

」
の

よ

う

な

江

戸

城

石

垣

の

角 か

ど

に

積

ま

れ

た

角

石

や

、

運

び

出

さ

れ

な

か

っ

た

石

な

ど

が

た

く

さ

ん

残

さ

れ

て

い

ま

す

。 

ま

た

、

楠 く

す

郷

山

ご

う

や

ま

の

南

斜

面

み
な
み
し
ゃ
め
ん

に

は

、

○左

の

刻

印

こ

く

い

ん

が

彫

ら

れ

た

築

城

石

が

残

さ

れ

て

お

り

、「

大

川

の

大

角

石

」
と

し

て

、
町

文

化

財

に

指

定

さ

れ

て

い

ま

す

。 

こ

の

大

角

石

は

、

伊

豆

東

海

岸

に

残

さ

れ

た

中

で

は

最

大

級

の

も

の

で

、
長

さ

は

三
・
一

三

メ

ー

ト

ル

と
「

ぼ

な

き

石

」

の

約

一

・

六

倍

の

大

き

さ

で

す

。

刻

印

か

ら

、

九

州

の

日

向

ひ

ゅ

う

が

国
の
く
に

延

岡

の

べ

お

か

藩

の

有

馬

あ

り

ま

左 さ

衛

門

え

も

ん

直

純

な

お

ず

み

が

慶

長

年

間

に

切

り

出

し

た

も

の

と

思

わ

れ

ま

す

。 
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（

五

）

大

川

区 く

有 ゆ

う

文

書

も

ん

じ

ょ 
町

文

化

財

 

平

成

二

十

九

年

四

月

指

定

 

 

大

川

公

民

館

に

は

、

江

戸

え

ど

か

ら

昭

和

し

ょ

う

わ

時

代

の

区

有

文

書

が

お

よ

そ

三

二

〇

〇

点

所

蔵

し

ょ

ぞ

う

さ

れ

て

い

ま

す

。

 

古

い

文

書

は

虫

に

食

わ

れ

た

り

、

湿

気

し

っ

け

に

よ

り

腐 く

さ

っ

た

り

し

て

読

め

な

い

部

分

が

あ

り

ま

す

が

、

大

川

区

が

大

切

に

保

管

ほ

か

ん

し

、

村

の

人

々

の

生

活

の

様

子

よ

う

す

や

歴

史

れ

き

し

が

刻 き

ざ

ま

れ

て

い

る

貴

重

き

ち

ょ

う

な

記

録

き

ろ

く

で

す

。

 

江

戸

時

代

の

文

書

は

お

よ

そ

二

五

〇

点

あ

り

、

一

番

古

い

も

の

は

、

江

戸

時

代

前

期

の

元

和

げ

ん

な

・

寛

永

か

ん

え

い

年

間
（

お

よ

そ

四

〇

〇

年

前

）
に

、
江

戸

城

石

垣

い

し

が

き

の

普

請

ふ

し

ん

を

命

じ

ら

れ

た

大

名

だ
い
み
ょ
う

や

旗

本

は

た

も

と

か

ら

大

川

村

名

主

な

ぬ

し

の

飯

田

い

い

だ

助

左

す

け

ざ

衛

門

え

も

ん

に

宛 あ

て

た

八

通

の

手

紙

で

す

。
 

元

和

六

年
（

一

六

二

〇

年

）
の

手

紙

は

、
二

名

の

旗

本

か

ら

「

有

馬

あ

り

ま

直

純

な

お

ず

み

の

残

し

た

石

二

〇

〇

個

を

江

戸

へ

運

ぶ

よ

う

に

。
」
と

、
寛

永

十

二

年
（

一

六

三

五

年

）

の

手

紙

で

は

、

九

人

の

大

名

が

連

名

で

「

石

丁

場

い

し

ち

ょ

う

ば

を

引

渡

す

よ

う

に

。
」

と

命

じ

て

い

ま

す

。

 

築

城

ち
く
じ
ょ
う

石 せ

き

を

切

り

出

し

た

地

元

か

ら

こ

の

よ

う

な

文

書

が

発

見

さ

れ

た

の

は

、

全

国

的

に

も

珍

し

い

こ

と

で

す

。

 

天

明

て

ん

め

い

四

年

（

一

七

八

四

年

）

の

飢

饉

き

き

ん

の

時

は

、
「

稲

が

不

作

の

た

め

に

来

年

の

苗

を

作

る

種

籾

た

ね

も

み

が

無

く

、

買

う

金

も

無

い

の

で

貸

し

て

ほ

し

い

。
」

と

役

所

へ

嘆

願

書

た

ん

が

ん

し

ょ

を

出

し

て

い

ま

す

。

 

文

化

ぶ

ん

か

十

二

年
（

一

八

一

五

年

）
九

月

に

は

、
北

川

か

ら

赤

沢

ま

で

の

海

岸

を

大

川

村

が

測

量

し

た

記

録

帳

が

あ

り

、

第

九

次

伊

能

い

の

う

忠 た

だ

敬 た

か

測

量

隊

そ

く

り

ょ

う

た

い

が

下

田

か

ら

伊

東

方

面

に

向

け

て

測

量

し

た

二

ヶ

月

前

の

こ

と

で

す

。 

嘉 か

永 え

い

五

年
（

一

八

五

二

年

）
に

は

、
時

宗

じ

し

ゅ

う

総

本

山

藤

沢

遊

行

寺

ゆ

ぎ

ょ

う

じ

の

遊

行

ゆ

ぎ

ょ

う

上

人

し
ょ
う
に
ん

が

江

戸

幕

府

の

朱

印

状

し

ゅ

い

ん

じ

ょ

う

を

持

ち

、

大

勢

の

僧

を

連

れ

て

念

仏

布

教

の

旅

の

途

中

、

大

川

村

に

宿

泊

し

ま

し

た

。

 

こ

の

時

、
大

川

村

に

は
「

馬

五

〇

頭

、
人

足

に

ん

そ

く

五

〇

人

を

用

意

す

る

よ

う

に

。
」
と

の

先

触

さ

き

ぶ

れ

が

来

て

い

ま

し

た

が

、

大

川

村

だ

け

で

は

用

意

で

き

な

い

た

め

、

稲

取

村

か

ら

大

川

村

ま

で

の

村

役

人

が

奈

良

本

に

集

ま

り

相

談

し

た

こ

と

や

、

代

官

所

か

ら

役

人

を

派

遣

は

け

ん

す

る

と

い

う

文

書

も

あ

り

ま

す

。

 

ま

た

、

江

戸

時

代

の

大

川

村

の

様

子

が

よ

く

わ

か

る

村

絵

図

十

一

枚

や

、
領

主

に

納 お

さ

め

る

国

役

金

く

に

や

く

き

ん

・
運

上

う
ん
じ
ょ
う
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金

等

の

受

取

証

、

そ

の

他

、

村

内

で

起

き

た

い

ろ

い

ろ

な

出

来

事

が

書

か

れ

た

文

書

も

残

さ

れ

て

い

ま

す

。 
明

治

時

代

の

文

書

は

一

八

〇

〇

点

を

超 こ

え

て

お

り

、

そ

の

多

く

は

地

租

ち

そ

改

正

に

伴 と
も
な

う

測

量

図

、
国

・

県

・

郡

役

所

・

村

役

場

か

ら

の

布

達

ふ

た

つ

や

通

知

等

で

す

が

、

学

校

関

係

で

は

、
大

川

学

舎
（

枕

流

舎

ち

ん

り

ゅ

う

し

ゃ

）
が

明

治

六

年

八

月

十

八

日

に

開

校

し

た

日

か

ら

の

出

席

簿

、

明

治

十

年

の

大

川

学

舎

や

奈

良

本

学

舎

・

片

瀬

学

舎

の

時

間

割

表

、

明

治

十

二

年

に

は

稲

取

村

か

ら

富

戸

村

ま

で

の

九

ヶ

村

で

小

学

校

へ

通 か

よ

え

た

子

供

と

通

え

な

い

子

供

の

数

を

調

査

し

、

県

へ

報

告

し

て

い

ま

す

。

 

明

治

二

年

に

は

、

白

田

村

硫

黄

鉱

い

お

う

こ

う

の

「

硫

黄

採

掘

さ

い

く

つ

差

止

さ

し

と

め

願

」

を

国

や

県

に

出

し

た

こ

と

、

明

治

十

一

年

の

「

稲

取

村

々

会

規

則

」
、

奈

良

本

村

や

片

瀬

村

の

徴

兵

ち
ょ
う
へ
い

検

査

の

名

簿

等

も

保

管

さ

れ

、

近

隣

の

村

々

の

様

子

も

わ

か

り

ま

す

。

 

ま

た

、

明

治

初

期

に

は

全

国

的

に

コ

レ

ラ

が

大

流

行

し

た

た

め

、

明

治

十

二

年

に

は

賀

茂

郡

に

コ

レ

ラ

患

者

か

ん

じ

ゃ

が

入

ら

な

い

よ

う

、

伊

東

方

面

か

ら

の

旅

人

を

消

毒

す

る

検

疫

所

け

ん

え

き

し

ょ

が

大

川

村

に

設 も

う

け

ら

れ

ま

し

た

。

 

こ

れ

ら

の

文

書

以

外

に

も

、

明

治

二

十

二

～

二

十

三

年

の

「

暁

鐘

ぎ
ょ
う
し
ょ
う

新

報

し

ん

ぽ

う

」

等

の

新

聞

が

保

存

さ

れ

て

い

ま

す

。
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（

六

）

北

川

ほ

っ

か

わ

・

鹿

島

か

し

ま

神

社

じ

ん

じ

ゃ

の

鹿

島

か

し

ま

踊 お
ど
り 

町

文

化

財

 

昭

和

五

十

四

年

七

月

指

定

 

 

北

川

に

あ

る

鹿

島

神

社

は

、

北

川

を

守

る

神

様

を

祀

る

ま

つ

る

神

社

で

す

。

神

社

が

建

て

ら

れ

た

年

な

ど

は

は

っ

き

り

と

わ

か

り

ま

せ

ん

が

、

室 む

ろ

町 ま

ち

時 じ

代 だ

い

終

わ

り

頃

の

天

文

て

ん

ぶ

ん

十

二

年

（

一

五

四

三

年

）

に

建

て

直

し

た

こ

と

を

書

い

た

棟 む

な

札 ふ

だ

が

あ

っ

た

と

さ

れ

て

い

ま

す

。

こ

の

こ

と

か

ら

、

少

な

く

と

も

こ

の

年

よ

り

前

か

ら

神

社

が

あ

っ

た

と

考

え

ら

れ

て

い

ま

す

。

 

鹿

島

神

社

に

祀 ま

つ

ら

れ

て

い

る

神

様

は

、

武 た

け

甕 み

か

槌 づ
ち
の

命 み
こ
と

で

す

。

こ

の

神

様

は

、

茨

城

い

ば

ら

き

県 け

ん

鹿

嶋

か

し

ま

市 し

に

あ

る

鹿

島

か

し

ま

神

宮

じ

ん

ぐ

う

な

ど

で

祀 ま

つ

ら

れ

て

お

り

、

日

本

の

東

の

地

を

守

る

神

様

と

し

て

信

仰

さ

れ

て

い

ま

す

。

 

鹿

島

神

宮

で

は

、
正

月

な

ど

に

占 う
ら
な

い

が

行

な

わ

れ

、

そ

の

結

果

が

「

鹿

島

の

事

触

こ

と

ふ

れ

」

と

呼

ば

れ

る

人

に

よ

り

、

各

地

に

伝

え

ら

れ

ま

し

た

。

こ

の

人

た

ち

は

占

い

の

結

果

を

伝

え

る

と

き

に

踊

り

に

よ

っ

て

人

を

集

め

、

神

社

の

お

札 ふ

だ

な

ど

を

配

っ

た

そ

う

で

す

。

こ

の

と

き

の

踊

り

が

「

鹿

島

踊

」

で

あ

る

と

い

わ

れ

て

い

ま

す

。

 

「

鹿

島

踊

」

は

、

今

で

は

鹿

島

神

宮

や

そ

の

周

り

で

は

踊

ら

れ

て

い

ま

せ

ん

。

今

、
「

鹿

島

踊

」

が

伝

わ

っ

て

い

る

の

は

、

神

奈

川

か

な

が

わ

県

の

小

田

原

お

だ

わ

ら

市

か

ら

熱

海

あ

た

み

市

、

伊

東

い

と

う

市

な

ど

の

海

に

面

し

た

と

こ

ろ

に

あ

る

神

社

で

す

。

そ

の

中

で

、

北

川

は

南

の

端 は

し

に

あ

り

、

北

川

よ

り

南

で

は

踊

ら

れ

て

い

ま

せ

ん

。

 

踊

り

は

、

各

地

で

少

し

ず

つ

違

い

ま

す

が

、

北

川

の

踊

り

は

歌

を

歌

う

人

を

中

心

に

円

形

に

な

っ

て

踊

る

「

ま

踊

り

」

と

、

正

方

形

に

な

っ

て

踊

る

「

さ

踊

り

」

が

あ

り

ま

す

。

こ

の

「

さ

踊

り

」

と

「

ま

踊

り

」

を

歌

に

合

わ

せ

て

順

番

に

踊

っ

て

い

き

ま

す

。
ま

た

、

「

さ

踊

り

」

か

ら

「

ま

踊

り

」

に

変

わ

る

と

き

に

直

角

に

向

き

を

変

え

ま

す

。

北

川

の

「

鹿

島

踊

」

は

、

お

祭

り

の

前

夜

（

十

月

二

十

六

日

）

と

、

お

祭

り

の

日

（

十

月

二

十

七

日

）

に

踊

ら

れ

て

い

ま

す

。

 

北

川

な

ど

の

東

伊

豆

地

方

で

踊

ら

れ

て

い

る

「

鹿

島

踊

」

は

、

大

変

め

ず

ら

し

い

も

の

で

あ

り

、

平

成

十

七

年
（

二

〇

〇

五

年

）
に

国

か

ら
「

記

録

き

ろ

く

作

成

さ

く

せ

い

等 と

う

の

措

置

そ

ち

を

講 こ

う

ず

べ

き

無

形

む

け

い

の

民

俗

み

ん

ぞ

く

文

化

ぶ

ん

か

財 ざ

い

」

に

選

ば

れ

て

い

ま

す

。
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（

七

）

奈

良

本

・

峠 と
う
げ

遺

跡

い

せ

き 

 
峠

遺

跡

は

、

奈

良

本

と

北

川

の

境 さ
か
い

あ

た

り

に

あ

る

遺

跡

で

す

。
こ

の

遺

跡

は

、
天

城

あ

ま

ぎ

の

山

々

か

ら

続

く

峰 み

ね

の

先

に

位

置

し

、

高

さ

一

八

〇

メ

ー

ト

ル

ほ

ど

の

台

地

に

あ

り

ま

す

。

こ

こ

か

ら

は

、

大

島

を

は

じ

め

と

す

る

伊

豆

七

島

の

島

々

が

良

く

見

え

ま

す

。

今

で

は

こ

の

遺

跡

の

大

部

分

は

、

住

宅

の

分

譲

地

ぶ

ん

じ

ょ

う

ち

と

な

り

、

住

宅

な

ど

が

建

っ

て

い

ま

す

。
 

こ

の

場

所

に

遺

跡

が

あ

る

こ

と

は

、

昭

和

し

ょ

う

わ

の

初

め

頃

か

ら

わ

か

っ

て

い

ま

し

た

が

、

正

式

な

調

査

は

行

わ

れ

て

い

ま

せ

ん

で

し

た

。

昭

和

二

十

五

年

（

一

九

五

〇

年

）

に

初

め

て

調

査

が

行

な

わ

れ

ま

し

た

が

、

周

辺

に

畑

が

作

ら

れ

て

い

た

こ

と

か

ら

、

限

ら

れ

た

範

囲

は

ん

い

の

調

査

で

し

た

。

 

昭

和

六

十

二

年

（

一

九

八

七

年

）

か

ら

平

成

へ

い

せ

い

三

年

（

一

九

九

一

年

）

に

か

け

て

四

回

に

わ

た

る

本

格

的

な

発

掘

は

っ

く

つ

調

査

ち

ょ

う

さ

が

行

な

わ

れ

て

い

ま

す

。

こ

の

調

査

で

は

、

今

か

ら

約

九

〇

〇

〇

年

前

で

あ

る

縄

文

時

代

早

期

か

ら

約

六

〇

〇

〇

年

前

で

あ

る

縄

文

時

代

前

期

の

人

が

住

ん

だ

跡

や

道

具

な

ど

が

出

土

し

て

い

ま

す

。

 

出

土

し

た

道

具

は

、

食

事

の

煮

炊

に

た

き

な

ど

に

使

わ

れ

た

土

器

ど

き

の

破

片

は

へ

ん

や

、

黒

曜

石

こ

く

よ

う

せ

き

で

作

ら

れ

た

弓

矢

ゆ

み

や

の

先

の

鏃 や
じ
り

な

ど

で

す

。

と

く

に

鏃

な

ど

の

黒

曜

石

か

ら

作

ら

れ

た

石

器

が

数

多

く

出

土

し

て

い

る

こ

と

か

ら

、

こ

こ

に

は

伊

豆

七

島

の

神

津

島

こ

う

づ

し

ま

か

ら

運

ば

れ

て

き

た

黒

曜

石

か

ら

鏃

な

ど

の

石

器

を

作

る

た

め

に

多

く

の

人

が

住

ん

で

い

た

こ

と

が

わ

か

っ

て

い

ま

す

。
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（

八

）

奈

良

本

・

穴

ノ

沢

あ

な

の

さ

わ

遺

跡

い

せ

き 

町

文

化

財

 

昭

和

五

十

四

年

七

月

指

定

 

 

穴

ノ

沢

遺

跡

は

、

奈

良

本

の

穴

ノ

沢

に

あ

り

、

今

か

ら

約

九

〇

〇

〇

年

前

の

縄

文

じ
ょ
う
も
ん

時

代

じ

だ

い

早

期

そ

う

き

か

ら

人

が

住

ん

で

い

た

こ

と

が

わ

か

っ

て

い

ま

す

。
穴

ノ

沢

は

、

高

さ

約

一

六

〇

メ

ー

ト

ル

で

南

を

向

い

て

い

る

の

で

暖

か

く

、

近

く

に

は

湧 わ

き

水 み

ず

が

出

る

な

ど

人

が

住

む

に

は

適

し

た

場

所

で

あ

っ

た

と

考

え

ら

れ

ま

す

。

 

昭

和

し

ょ

う

わ

四

十

年

（

一

九

六

五

年

）

に

丸

鉄

ま

る

て

つ

園 え

ん

に

あ

っ

た

池

を

掘

っ

て

い

た

と

き

、

食

事

の

煮

炊

に

た

き

な

ど

に

使

わ

れ

た

土

器

ど

き

の

破

片

は

へ

ん

や

弓

矢

の

先

で

あ

る

鏃 や
じ
り

を

作

る

黒

曜

石

こ

く

よ

う

せ

き

な

ど

が

出

て

き

ま

し

た

。
こ

の

こ

と

か

ら

、

こ

の

場

所

が

昔

、

人

が

住

ん

で

い

た

遺

跡

で

あ

る

こ

と

が

わ

か

り

ま

し

た

。

 

昭

和

五

十

九

年
（

一

九

八

四

年

）
に

は

、
狭

い

範

囲

は

ん

い

で

の

発

掘

は

っ

く

つ

調

査

ち

ょ

う

さ

が

行

な

わ

れ

、

縄

文

時

代

早

期

か

ら

の

土

器

の

破

片

や

石

器

な

ど

約

二

〇

〇

点

と

、

お

墓

と

考

え

ら

れ

る

穴

で

あ

る

土

抗

ど

こ

う

が

三

つ

見

つ

か

っ

て

い

ま

す

。

こ

の

土

抗

は

、

縦 た

て

約

一

メ

ー

ト

ル

、

横

約

五

十

セ

ン

チ

、

深

さ

約

三

十

セ

ン

チ

の

楕

円

形

だ

え

ん

け

い

を

し

て

い

ま

し

た

。

ま

た

、

何

に

用

い

ら

れ

た

か

わ

か

り

ま

せ

ん

が

、

石

を

並

べ

た

も

の

な

ど

が

発

見

さ

れ

て

い

ま

す

。

 

こ

の

よ

う

な

狭

い

範

囲

の

調

査

か

ら

非

常

に

多

く

の

出

土

物

、

土

抗

、

石

を

並

べ

た

も

の

な

ど

が

見

つ

か

っ

て

い

る

こ

と

か

ら

、

こ

の

遺

跡

周

辺

に

は

多

く

の

人

が

住

ん

で

い

た

と

考

え

ら

れ

て

い

ま

す

。
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（

九

）

片

瀬

・

海

防

か

い

ぼ

う

の

松 ま

つ 

町

文

化

財

 

昭

和

五

十

四

年

七

月

指

定

 

 
 

 
 

 
 

 

平

成

二

年

 
 

 
 

解

除

 

片

瀬

や

稲

取

の

向

井

む

か

い

の

海

岸

に

あ

る

松

は

、「

海

防

の

松

」

と

呼

ば

れ

て

い

ま

す

。
「

海

防

の

松

」

と

は

、

江

戸

時

代

に

外

国

船

が

日

本

に

近

づ

く

こ

と

を

心

配

し

た

幕

府

が

、

寛

政

か

ん

せ

い

五

年

（

一

七

九

三

年

）

に

海

に

面

し

た

場

所

に

松

を

植

え

る

こ

と

を

命

じ

た

も

の

で

す

。

海

岸

に

松

を

植

え

る

こ

と

に

よ

り

、

外

国

船

か

ら

村

の

様

子

な

ど

を

見

え

な

く

し

た

の

で

す

。

 

江

戸

時

代

の

日

本

は

、

オ

ラ

ン

ダ

な

ど

限

ら

れ

た

国

の

船

し

か

日

本

に

来

る

こ

と

が

で

き

な

い

と

決

め

て

い

ま

し

た

。

し

か

し

、

江

戸

時

代

の

中

頃

か

ら

ロ

シ

ア

な

ど

の

外

国

船

が

日

本

に

近

づ

い

て

く

る

よ

う

に

な

り

ま

し

た

。

 

松

を

植

え

る

命

令

を

出

し

た

の

は

、

老

中

（

江

戸

幕

府

で

将

軍

を

助

け

る

役

職

）

だ

っ

た

松

平

ま
つ
だ
い
ら

定 さ

だ

信 の

ぶ

で

す

。

松

平

定

信

は

、

命

令

を

出

し

た

年

に

約

四

〇

〇

人

の

お

供 と

も

を

連

れ

て

伊

豆

を

見

て

回

っ

て

い

ま

す

。

松

平

定

信

や

こ

の

お

供

は

、

三

月

二

十

八

日

に

片

瀬

に

宿

泊

し

て

い

ま

す

が

、

人

数

が

多

い

た

め

、

稲

取

や

白

田

な

ど

も

分

か

れ

て

泊

ま

っ

た

と

伝

え

ら

れ

て

い

ま

す

。

 

ま

た

、

片

瀬

の

海

防

の

松

は

、

昔

か

ら

の

言

い

伝

え

か

ら
「

は

り

つ

け

の

松

」
と

も

呼

ば

れ

て

い

ま

す

。

残

念

な

が

ら

松

く

い

虫

の

被

害

を

受

け

た

た

め

、

平

成

へ

い

せ

い

二

年

（

一

九

九

〇

年

）

に

町

の

文

化

財

指

定

か

ら

外

さ

れ

ま

し

た

。
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（

十

）

白 し

ら

田

川

だ

か

わ

の

硫

黄

い

お

う

公

害

こ

う

が

い

問

題

も

ん

だ

い 

 
日

本

で

最

初

の

公

害

問

題

と

言

え

ば

、

明

治

め

い

じ

二

十

四

年

（

一

八

九

一

年

）

に

栃

木

県

と

ち

ぎ

け

ん

の

国

会

議

員

で

あ

る

田

中

た

な

か

正

造

し
ょ
う
ぞ
う

が

国

会

で

訴

え

た

足

尾

あ

し

お

銅

山

ど

う

ざ

ん

の

鉱

毒

こ

う

ど

く

事

件

じ

け

ん

が

有

名

で

す

。

し

か

し

、

こ

れ

よ

り

も

っ

と

昔

に

白

田

川

に

硫

黄

が

流

れ

た

こ

と

を

訴

え

た

公

害

問

題

が

あ

り

ま

し

た

。

こ

の

白

田

川

の

硫

黄

公

害

を

訴

え

た

こ

と

は

、

日

本

で

も

っ

と

も

古

い

公

害

問

題

で

あ

る

と

も

い

わ

れ

て

い

ま

す

。

 

白

田

川

の

上

流

に

は

、

硫

黄

ヶ

窪

い

お

う

が

く

ぼ

と

よ

ば

れ

る

硫

黄

が

採

れ

る

場

所

が

あ

り

ま

す

。

硫

黄

は

火

薬

の

原

材

料

に

な

り

、

マ

ッ

チ

が

で

き

る

前

は

火

を

つ

け

る

た

め

使

わ

れ

ま

し

た

。

こ

の

た

め

江

戸

時

代

か

ら

明

治

時

代

に

か

け

て

、

白

田

川

上

流

の

硫

黄

を

採

る

た

め

の

許

可

の

願

い

や

、

そ

れ

に

反

対

す

る

文

書

が

多

く

残

さ

れ

て

い

ま

す

。

 

元

禄

げ

ん

ろ

く

十

四

年

（

一

七

〇

一

年

）

頃

か

ら

白

田

川

に

硫

黄

が

流

れ

出

た

た

め

に

白

田

や

片

瀬

の

水

田

に

硫

黄

で

汚

れ

た

水

が

入

り

、

稲

が

育

た

な

い

こ

と

が

あ

り

ま

し

た

。

ま

た

、

こ

の

頃

か

ら

魚

も

釣

れ

な

く

な

っ

た

た

め

に

問

題

と

な

り

始

め

ま

し

た

。

硫

黄

を

採

る

こ

と

の

中

止

を

求

め

る

最

初

の

訴

え

は

、

寛 か

ん

延 え

ん

二

年

（

一

七

四

九

年

）

に

こ

の

地

を

治

め

た

代

官

だ

い

か

ん

に

文

書

が

出

さ

れ

て

い

ま

す

。

 

こ

の

硫

黄

公

害

が

再

び

問

題

と

な

る

の

は

、

江

戸

時

代

が

終

わ

り

に

近

づ

く

文

政

ぶ

ん

せ

い

九

年
（

一

八

二

六

年

）

か

ら

で

す

。

こ

の

頃

外

国

船

が

盛

ん

に

日

本

に

近

づ

い

て

来

る

よ

う

に

な

り

、

外

国

船

を

近

づ

け

な

い

た

め

な

ど

に

火

薬

が

盛

ん

に

作

ら

れ

ま

し

た

。

こ

の

た

め

硫

黄

が

多

く

採

ら

れ

た

の

で

す

。

 

文

政

九

年

か

ら

稲

取

村

を

は

じ

め

と

す

る

伊

豆

東

海

岸

の

村

々

は

、

白

田

川

上

流

で

の

硫

黄

を

採

る

こ

と

の

中

止

を

た

び

た

び

訴

え

て

い

ま

す

。

元

治

げ

ん

じ

元

年

（

一

八

六

四

年

）

に

は

、

十

二

の

村

の

代

表

者

が

名

前

を

書

い

て

、
み

ん

な

で

訴

え

て

い

ま

す

。
ま

た

、
慶 け

い

応 お

う

三

年

（

一

八

六

七

年

）

に

は

こ

の

十

二

の

村

で

、

硫

黄

を

採

る

こ

と

に

協

力

し

た

村

に

は

魚

を

釣

る

こ

と

を

許

さ

な

い

と

い

う

大

変

厳

し

い

こ

と

を

決

め

て

、

中

止

を

訴

え

て

い

ま

す

。
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明

治

め

い

じ

時

代

じ

だ

い

に

な

る

と

、

硫

黄

を

採

る

こ

と

は

国

が

中

心

と

な

っ

て

進

め

る

よ

う

に

な

り

ま

す

。

こ

れ

に

よ

っ

て

伊

豆

の

東

海

岸

の

村

々

は

硫

黄

を

採

る

こ

と

の

中

止

を

訴

え

な

く

な

り

ま

す

が

、

稲

取

だ

け

は

江

戸

時

代

と

変

わ

ら

ず

訴

え

て

い

ま

す

。

 

明

治

十

一

年

（

一

八

七

八

年

）

に

は

、

稲

取

だ

け

が

今

の

静

岡

県

し

ず

お

か

け

ん

知

事

ち

じ

に

あ

た

る

人

に

硫

黄

を

採

る

こ

と

を

認

め

な

い

よ

う

に

求

め

る

文

書

を

出

し

て

い

ま

す

。

し

か

し

、

国

は

明

治

十

八

年

（

一

八

八

五

年

）

に

白

田

川

上

流

で

硫

黄

を

採

る

こ

と

を

認

め

ま

し

た

。

こ

れ

に

対

し

て

稲

取

で

は

、

七

八

七

名

の

人

が

名

前

を

書

い

て

、

当

時

の

国

の

担

当

す

る

大

臣

だ

い

じ

ん

に

中

止

を

訴

え

て

い

ま

す

。

 

こ

の

後

、

硫

黄

を

採

る

こ

と

の

中

止

を

訴

え

る

文

書

は

残

っ

て

い

ま

せ

ん

。
ま

た

、
明

治

三

十

五

年
（

一

九

〇

二

年

）

に

は

白

田

川

上

流

で

硫

黄

を

採

ら

な

く

な

り

ま

し

た

。

こ

う

し

て

日

本

で

も

っ

と

も

古

い

と

も

い

わ

れ

る

白

田

川

の

硫

黄

公

害

問

題

は

終

わ

り

を

告

げ

ま

し

た

。
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（

十

一

）

白

田

・

大

洞

だ

い

ど

う

庵 あ

ん

石

塔

群

せ

き

と

う

ぐ

ん 

町

文

化

財

 

平

成

元

年

一

月

指

定

 

 

白

田

の

湯

ヶ

岡

ゆ

が

お

か

に

あ

る

高

羽

た

か

は

家

の

庭

先

に

は

多

く

の

石

で

で

き

た

塔

が

あ

り

ま

す

。

戦

い

に

敗

れ

て

亡

く

な

っ

た

人

を

ま

つ

っ

た

塔

で

あ

る

と

い

わ

れ

た

り

、

腰

の

病

気

を

治

し

て

く

れ

る

と

信

仰

さ

れ

た

り

し

て

い

ま

す

。

 

多

く

の

石

塔

は

、

ば

ら

ば

ら

に

な

っ

た

部

分

を

新

た

に

積

み

な

お

さ

れ

た

も

の

で

す

。

中

ほ

ど

に

あ

る

大

き

な

石

塔

は

、

ほ

ぼ

元

の

形

で

す

が

、

こ

れ

も

一

部

が

積

み

な

お

さ

れ

て

い

ま

す

。
石

塔

は

、
鎌

倉

か

ま

く

ら

時

代

じ

だ

い

か

ら

作

ら

れ

始

め

、

形

な

ど

か

ら

一

三

〇

〇

年

代

か

ら

そ

の

後

に

建

て

ら

れ

た

と

考

え

ら

れ

て

い

ま

す

。
 

ど

う

し

て

こ

の

場

所

に

多

く

の

石

塔

が

建

て

ら

れ

た

か

は

わ

か

っ

て

い

ま

せ

ん

。

し

か

し

、

こ

の

場

所

は

、

白

田

に

あ

る

普

応

寺

ふ

お

う

じ

が

も

と

も

と

あ

っ

た

場

所

で

あ

る

と

考

え

ら

れ

て

い

ま

す

。
ま

た

、
大

川

お

お

か

わ

の

三

島

み

し

ま

神

社

じ

ん

じ

ゃ

を

建

て

直

し

た

こ

と

を

書

い

た

享 き
ょ
う

徳 と

く

三

年

（

一

四

五

四

年

）

の

棟 む

な

札 ふ

だ

に

は

、

白

田

を

治

め

た

人

が

神

社

の

建

て

直

し

に

関

わ

っ

た

と

書

い

て

あ

り

、

明

応

め

い

お

う

九

年

（

一

五

〇

〇

年

）

の

棟

札

に

も

「

白

田

し

ら

だ

御

代

官

お

だ

い

か

ん

」

と

あ

り

ま

す

。

こ

の

こ

と

か

ら

、

白

田

に

こ

の

あ

た

り

を

治

め

る

人

が

住

ん

で

い

た

こ

と

が

分

か

り

ま

す

。

石

塔

は

、

こ

の

よ

う

な

人

が

建

て

た

も

の

で

あ

る

と

も

考

え

ら

れ

て

い

ま

す

。
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（

十

二

）

白

田

・

金

指

家

か

な

ざ

し

け

住

宅

じ
ゅ
う
た
く 

県

文

化

財

 

昭

和

三

年

指

定

 

 
 

 
 

 
 

 

昭

和

五

年

解

除

 

白

田

の

金

指

家

は

昔

か

ら

白

田

に

住

み

、

長

く

続

い

た

家

で

し

た

。

そ

の

家

は

い

つ

建

て

ら

れ

た

か

わ

か

り

ま

せ

ん

が

、

金

指

家

の

先

祖

の

金

指

大

炊

お

お

い

の

助 す

け

が

こ

の

地

に

住

み

着

い

た

と

き

に

建

て

ら

れ

た

と

伝

え

ら

れ

て

い

ま

す

。

 

場

所

は

白

田

港

か

ら

国

道

に

上

が

る

細

い

道

の

途

中

に

あ

り

、

建

物

の

大

き

さ

は

、

間

口

ま

ぐ

ち

が

約

二

十

一

メ

ー

ト

ル

、

奥

行

お

く

ゆ

き

が

約

十

メ

ー

ト

ル

と

、

大

変

大

き

な

も

の

で

し

た

。

家

の

造

り

つ

く

り

は

特

別

な

飾

り

な

ど

は

あ

り

ま

せ

ん

が

、

大

き

な

木

材

を

使

い

、

手

斧

ち

ょ

う

な

で

削

っ

た

跡

が

は

っ

き

り

と

残

っ

て

い

ま

し

た

。

 

こ

の

家

は

、

今

か

ら

お

よ

そ

四

〇

〇

年

以

上

前

の

大

き

な

家

の

特

徴

が

よ

く

伝

え

ら

れ

て

い

ま

し

た

。

こ

の

た

め

、

昭

和

三

年

（

一

九

二

八

年

）

に

静

岡

県

の

文

化

財

に

指

定

さ

れ

ま

し

た

。

し

か

し

、

残

念

な

が

ら

こ

の

家

は

昭

和

五

年

（

一

九

三

〇

年

）

九

月

二

十

四

日

の

火

事

で

焼

け

て

な

く

な

っ

て

し

ま

い

ま

し

た

。
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六

、

稲

取

地

区

 

 

（

一

）

稲 い

な

取 と

り

灯

台

と

う

だ

い 

町

文

化

財
 

昭

和

五

十

七

年

九

月

指

定

 

 

稲

取

の

ト

モ

ロ

岬 み
さ
き

の

沖 お

き

は

、

船

の

事

故

が

起

こ

り

や

す

い

場

所

で

、

漁

民

か

ら

大

変

お

そ

れ

ら

れ

て

い

ま

し

た

。

 

明

治

め

い

じ

二

十

五

年

（

一

八

九

二

年

）

に

稲

取

の

漁

民

の

代

表

で

あ

る

鈴

木

常 つ

ね

右 う

ヱ

門

え

も

ん

ら

は

、

ト

モ

ロ

岬

に

灯

台

を

建

て

る

こ

と

を

計

画

し

ま

し

た

。

何

度

か

国

な

ど

に

灯

台

を

建

て

る

お

願

い

を

し

ま

し

た

が

、

計

画

は

受

け

入

れ

て

も

ら

え

ま

せ

ん

で

し

た

。
そ

こ

で

、

自

分

達

で

灯

台

を

建

て

る

こ

と

を

決

め

ま

し

た

。
 

み

ん

な

で

お

金

を

出

し

合

い

、

石

運

び

な

ど

村

人

が

協

力

を

し

て

、

明

治

四

十

二

年

（

一

九

〇

九

年

）

十

二

月

に

灯

台

が

完

成

し

ま

し

た

。

灯

台

の

建

設

に

は

、

当

時

の

お

金

で

八

〇

五

円

が

か

か

っ

た

と

伝

え

ら

れ

て

い

ま

す

。

灯

台

が

で

き

た

こ

と

に

よ

り

、

灯

台

か

ら

の

灯

は

漁

船

の

よ

い

目

印

と

な

り

、

事

故

を

起

こ

す

船

が

少

な

く

な

り

ま

し

た

。

 

し

か

し

、

太

平

洋

た

い

へ

い

よ

う

戦

争

中

せ

ん

そ
う

ち
ゅ

う

で

あ

っ

た

昭

和

し

ょ

う

わ

十

七

年

（

一

九

四

二

年

）

に

敵

の

攻

撃

の

目

印

に

な

る

と

し

て

、

灯

台

の

灯

は

消

さ

れ

ま

し

た

。

戦

争

が

終

わ

っ

て

も

こ

の

灯

台

は

使

わ

れ

る

こ

と

が

な

く

、

荒

れ

て

し

ま

い

ま

し

た

。

し

か

し

、

そ

の

後

、

町

は

村

人

の

協

力

に

よ

り

こ

の

灯

台

が

建

て

ら

れ

た

価

値

を

認

め

、

文

化

財

に

指

定

し

、

昭

和

六

十

年

（

一

九

八

五

年

）

に

灯

台

が

復

元

さ

れ

ま

し

た

。
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（

二

）

稲 い

な

取 と

り

の

築 ち

く

城

石

じ
ょ
う
せ
き

（

畳 た
た
み

石

）

 

町

文

化

財

 

昭

和

五

十

五

年

七

月

指

定

 

 

築

城

石

と

は

、

城

を

建

て

る

た

め

の

石

垣

や

土

台

に

使

わ

れ

る

石

の

こ

と

で

す

。

江

戸

え

ど

幕

府

ば

く

ふ

を

開

い

た

徳

川

と

く

が

わ

家

康

い

え

や

す

は

、

慶

長

け
い
ち
ょ
う

九

年

（

一

六

〇

四

年

）

か

ら

江

戸

城

の

石

垣

を

築

く

た

め

、

築

城

石

を

江

戸

に

運

ぶ

こ

と

を

多

く

の

大

名

だ
い
み
ょ
う

に

命

令

し

ま

し

た

。

東

伊

豆

町

に

は

、

こ

の

と

き

に

築

城

石

を

切

り

出

し

た

場

所

で

あ

る

石

丁

場

い

し

ち

ょ

う

ば

の

跡

が

大

川

お

お

か

わ

、

北

川

ほ

っ

か

わ

、

稲

取

な

ど

に

多

く

残

っ

て

い

ま

す

。

 

稲

取

の

石

丁

場

は

、
黒

根

く

ろ

ね

岬 み
さ
き

へ

行

く

途

中

の

磯 い

そ

脇 わ

き

、

水

下

の

愛

宕

あ

た

ご

神

社

じ

ん

じ

ゃ

の

あ

る

愛

宕

山

あ

た

ご

や

ま

、

志

津

摩

し

づ

ま

海

岸

か

い

が

ん

か

ら

山

に

入

っ

た

本

林

ほ
ん
ば
や
し

な

ど

に

あ

り

ま

す

。

ま

た

、

稲

取

の

街

な

か

に

も

こ

の

と

き

に

切

り

出

さ

れ

た

築

城

石

が

い

く

つ

か

残

っ

て

い

ま

す

。

 

街

な

か

に

あ

る

築

城

石

で

は

、

向

井

む

か

い

の

栗

田

く

り

た

家

の

前

に

あ

る

二

つ

の

大

き

な

築

城

石

（

角 す

み

石 い

し

）

が

町

の

文

化

財

に

指

定

さ

れ

、
こ

の

二

つ

の

築

城

石

は

、「

畳

石

」

と

呼

ば

れ

て

い

ま

す

。

ち

な

み

に

、
「

畳

石

」

の

呼

び

名

は

栗

田

家

の

屋

号

や

ご

う

で

あ

る

と

も

い

わ

れ

て

い

ま

す

。

 

西

側

の

石

は

、

長

さ

が

約

三

メ

ー

ト

ル

あ

り

、

石

の

横

に

「

御

進

上

ご

し

ん

じ

ょ

う 

松

平

ま
つ
だ
い
ら

土 と

左 さ

の

守 か

み 

十
じ
ゅ
う
の

内 う

ち

」

と

彫

ら

れ

て

い

ま

す

。

東

側

の

石

は

、

西

の

も

の

よ

り

少

し

小

さ

い

で

す

が

、

横

に

「

進

上

 

土

左

守

」

と

あ

り

ま

す

。
「

松

平

土

左

守

」

と

は

、

今

の

高

知

県

こ

う

ち

け

ん

で

あ

る

土

佐

藩

と

さ

は

ん

の

二

代

藩

主

は

ん

し

ゅ

で

あ

る

山

内

や
ま
の
う
ち

忠

義

た

だ

よ

し

の

こ

と

で

す

。

こ

の

こ

と

な

ど

か

ら

稲

取

に

は

土

佐

藩

の

石

丁

場

が

あ

っ

た

こ

と

が

わ

か

っ

て

い

ま

す

。
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（

三

）

済 さ

い

廣 こ

う

寺 じ

 

カ

ヤ

 

県

文

化

財

 

昭

和

四

十

年

指

定

 
駕

籠

か

ご

 

町

文

化

財

 

昭

和

五

十

四

年

指

定

 

 

稲

取

の

大

畑

お
お
ば
た
け

に

あ

る

済

廣

寺

は

、

安

土

あ

づ

ち

桃

山

も

も

や

ま

時

代

じ

だ

い

の

天 て

ん

正 し
ょ
う

（

一

五

七

三

年

～

一

五

九

一

年

）

年

間

に

今

の

場

所

に

建

て

ら

れ

た

と

い

わ

れ

て

い

ま

す

。

も

と

は

入

谷

い

り

や

の

山

田

や

ま

だ

に

あ

り

渓 け

い

松 し
ょ
う

庵 あ

ん

と

呼

ば

れ

て

い

ま

し

た

が

、

お

寺

が

遷 う

つ

る

と

き

に

お

寺

の

呼

び

方

も

今

の

済

廣

寺

に

変

わ

っ

た

と

伝

わ

っ

て

い

ま

す

。

 

こ

の

お

寺

の

境

内

け

い

だ

い

の

右

手

に

は

大

き

な

カ

ヤ

の

木

が

あ

り

ま

す

。

こ

の

木

は

、

根

の

周

り

が

約

六

メ

ー

ト

ル

あ

り

、

木

の

高

さ

は

約

十

八

メ

ー

ト

ル

あ

る

大

変

大

き

な

も

の

で

あ

り

、

樹

齢

じ

ゅ

れ

い

は

約

七

〇

〇

年

以

上

と

も

い

わ

れ

て

い

ま

す

。

カ

ヤ

で

こ

れ

だ

け

大

き

な

も

の

は

、

静

岡

県

で

も

め

ず

ら

し

い

た

め

、

県

の

天

然

記

念

物

に

指

定

さ

れ

て

い

ま

す

。

 

こ

の

お

寺

の

十

五

代

目

の

住

職

じ
ゅ
う
し
ょ
く

で

あ

る

的

州

て
き
し
ゅ
う

禅

師

ぜ

ん

じ

は

、

お

寺

の

本

山

ほ

ん

ざ

ん

で

鎌

倉

か

ま

く

ら

に

あ

る

建

長

寺

け

ん

ち

ょ

う

じ

で

十

年

間

以

上

に

わ

た

る

厳

し

い

修

行

し
ゅ
ぎ
ょ
う

に

励

み

ま

し

た

。

 

こ

れ

が

認

め

ら

れ

、

文 ぶ

ん

久 き
ゅ
う

三

年

（

一

八

六

三

年

）

に

西

堂

さ

い

ど

う

と

い

う

大

変

高

い

お

坊

さ

ん

の

位

を

も

ら

い

ま

し

た

。

こ

の

お

坊

さ

ん

が

稲

取

に

帰

っ

て

き

た

と

き

に

乗

っ

て

き

た

駕

籠

が

お

寺

に

二

台

あ

り

ま

す

。

 

ひ

と

つ

は

町

を

通

る

と

き

に

乗

る

化

粧

け

し

ょ

う

駕

籠

（

町 ま

ち

駕

籠

）

で

桐 き

り

の

木

を

使

っ

て

き

れ

い

に

作

ら

れ

て

い

ま

す

。

も

う

ひ

と

つ

は

山

越

え

な

ど

に

使

う

山 や

ま

駕

籠

で

化

粧

駕

籠

に

比

べ

て

軽

く

、

山

道

な

ど

を

越

え

る

の

に

便

利

に

で

き

て

い

ま

す

。

 

的

州

て
き
し
ゅ
う

禅

師

ぜ

ん

じ

が

こ

れ

ら

の

駕

籠

に

乗

り

、

お

寺

に

戻

っ

た

と

き

に

持

っ

て

き

た

も

の

に

御

判

物

箱

ご

は

ん

も

の

ば

こ

が

あ

り

ま

す

。

御

判

物

箱

と

は

、

将

軍

な

ど

か

ら

受

け

取

っ

た

大

切

な

文

書

を

入

れ

る

箱

で

あ

り

、

こ

の

箱

の

両

側

に

は

将

軍

家

の

印

で

あ

る

葵 あ
お
い

の

紋

が

あ

り

ま

す

。

 

ま

た

、

こ

の

お

寺

の

檀

家

だ

ん

か

の

人

が

ビ

ル

マ

（

今

の

ミ

ャ

ン

マ

ー

）

の

独

立

に

協

力

し

た

こ

と

か

ら

、

ビ

ル

マ

の

国

の

宝

で

あ

る

釈

迦

し

ゃ

か

如

来

像

に

ょ

ら

い

ぞ

う

や

ビ

ル

マ

の

竪

琴

た

て

ご

と

な

ど

が

お

寺

の

宝

物

館

に

あ

り

ま

す

。
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済

廣

寺

の

カ

ヤ

 
○

場

所

 
 

 

稲

取

 

○

樹

齢
 

 
 

約

七

〇

〇

年

以

上

 

○

高

さ

 
 

 

十

八

メ

ー

ト

ル

 

○

枝

の

広

さ

 

東

西

南

北

に

約

十

七

メ

ー

ト

ル

 

○

根

ま

わ

り

 
六

メ

ー

ト

ル

 

○

目

通

り

 
 

五

メ

ー

ト

ル

 

 
 

静

岡

県

で

も

め

っ

た

に

な

い

大

き

な

木

と

言

わ

れ

て

お

り

、

県

指

定

天

然

記

念

物

に

な

っ

て

い

ま

す

。
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（

四

）

鯆 ほ

霊 れ

い

供

養

塔

く

よ

う

と

う 

 
稲

取

の

田

町

区

公

民

館

の

あ

る

所

は

、

十

王

堂

じ

ゅ

う
お

う
ど

う

ば

ら

い

と

呼

ば

れ

て

い

ま

し

た

が

、

こ

こ

に

鯆

霊

供

養

塔

が

建

っ

て

い

ま

す

。
鯆

霊

供

養

塔

の
「

鯆

」
と

は

、

イ

ル

カ

や

ク

ジ

ラ

な

ど

の

大

き

な

魚

の

こ

と

で

あ

り

、

漁

で

獲

ら

れ

た

イ

ル

カ

や

ク

ジ

ラ

な

ど

の

霊

を

供

養

す

る

た

め

に

建

て

ら

れ

た

塔

で

す

。

 

こ

の

塔

の

高

さ

は

、

約

一

・

二

メ

ー

ト

ル

あ

り

ま

す

。

塔

が

建

て

ら

れ

た

の

は

文

政

十

年

（

一

八

二

七

年

）
で

す

が

、
台

が

建

て

ら

れ

た

の

は

安

政

二

年
（

一

八

五

五

年

）

で

す

。

ど

う

し

て

塔

と

台

が

建

て

ら

れ

た

年

が

違

う

か

は

、
は

っ

き

り

わ

か

っ

て

い

ま

せ

ん

。

し

か

し

、

こ

れ

は

弘

化

こ

う

か

四

年

（

一

八

四

七

年

）

の

六

月

十

七

日

に

台

風

の

よ

う

な

大

き

な

時

化

し

け

が

あ

り

、

こ

の

と

き

の

大

き

な

波

に

よ

っ

て

台

な

ど

が

流

さ

れ

た

の

で

は

な

い

か

と

考

え

ら

れ

て

い

ま

す

。

 

イ

ル

カ

や

ク

ジ

ラ

な

ど

大

き

な

魚

を

獲

る

漁

は

、

伊

豆

で

は

稲

取

を

は

じ

め

東

海

岸

の

川

奈

か

わ

な

、

西

海

岸

の

安

良

里

あ

ら

り

な

ど

各

地

で

行

わ

れ

ま

し

た

。
こ

の

漁

は

、

沖

で

イ

ル

カ

や

ク

ジ

ラ

な

ど

の

群

れ

を

見

つ

け

る

と

船

で

港

に

追

い

込

み

、

若

者

な

ど

が

海

に

飛

び

込

ん

で

捕

ら

え

る

も

の

で

す

。

こ

の

よ

う

に

漁

は

、

若

者

が

中

心

と

な

っ

て

行

な

わ

れ

る

の

で

、

台

石

に

稲

取

の

浜

三

区

の

若

者

の

代

表

者

の

名

前

が

刻

ま

れ

て

お

り

、
こ

の

漁

の

様

子

を

伝

え

て

い

ま

す

。
供

養

塔

は

、

伊

豆

で

は

川

奈

や

安

良

里

に

も

あ

り

ま

す

が

、

稲

取

の

も

の

が

最

も

古

い

も

の

で

す

。
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（

五

）

舫 も
や
い

石 い

し 

町

文

化

財

 

昭

和

五

十

五

年

七

月

指

定

 

 

舫

石

と

は

、

船

が

流

さ

れ

な

い

よ

う

に

、

港

に

つ

な

ぎ

と

め

て

お

く

た

め

の

石

の

こ

と

で

す

。

昔

、

稲

取

の

漁

業

が

大

変

盛

ん

で

あ

っ

た

こ

ろ

、

こ

の

石

が

使

わ

れ

た

と

い

わ

れ

て

い

ま

す

。

 

舫

石

は

、

今

は

三

つ

残

っ

て

い

る

こ

と

が

わ

か

っ

て

い

ま

す

。

そ

の

三

つ

は

、

役

場

前

の

港

に

面

し

た

広

場

に

置

か

れ

て

い

ま

す

。

 

こ

の

石

は

、

い

つ

ご

ろ

石

に

穴

を

開

け

、

舫

石

と

し

て

使

い

始

め

た

か

わ

か

っ

て

い

ま

せ

ん

。

イ

ル

カ

 

の

追

い

込

み

漁

に

使

わ

れ

た

と

も

言

わ

れ

て

い

ま

す

が

、

は

っ

き

り

し

ま

せ

ん

。

 

稲

取

で

は

、

大

正

た
い
し
ょ
う

時

代

じ

だ

い

（

一

九

一

二

年

～

一

九

二

五

年

）

に

マ

グ

ロ

漁

が

盛

ん

で

あ

り

、

多

く

の

マ

グ

ロ

を

釣

る

縄 な

わ

船 ふ

ね

が

あ

り

ま

し

た

。

縄

船

と

は

、

マ

グ

ロ

を

釣

る

た

め

に

、

一

本

の

長

い

縄

に

適

当

な

間

隔

を

お

い

て

多

く

の

針

を

つ

け

た

糸

を

つ

け

た

延

縄

は

え

な

わ

漁 り
ょ
う

を

す

る

船

の

こ

と

で

す

。
こ

の

船

は

、
夏

に

は

船 ふ

な

揚

場

あ

げ

ば

に

船

を

揚

げ

て

い

ま

す

が

、

そ

の

他

の

と

き

に

こ

の

よ

う

な

舫

石

に

つ

な

が

れ

て

い

た

と

考

え

ら

れ

て

い

ま

す

。
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（

六

）

東

区

の

道

祖

神

ど

う

そ

じ

ん

（

伝 で

ん

八

百

や
お
（
は
っ
ぴ
ゃ
く
）

比

丘

尼

び

く

に

）

石

像

せ

き

ぞ

う 

町

文

化

財

 

平

成

二

十

六

年

十

月

指

定

 

 

東

伊

豆

町

の

各

地

に

は

、

石

造

り

の

神

様

の

像

が

ま

つ

ら

れ

て

い

ま

す

。
こ

の

神

様

は

、
道

祖

神

や

塞 さ

い

の

神

と

よ

ば

れ

て

い

ま

す

。

村

の

境 さ
か
い

な

ど

で

外

か

ら

悪

い

も

の

が

入

ら

な

い

よ

う

に

ま

つ

ら

れ

て

い

ま

し

た

が

、

や

が

て

い

ろ

い

ろ

な

願

い

ご

と

が

祈

ら

れ

る

よ

う

に

な

り

ま

し

た

。

 

東

区

道

祖

神

の

三

体

の

う

ち

、

真

ん

中

の

石

像

は

手

に

椿 つ
ば
き

を

持

っ

て

い

る

と

い

わ

れ

て

い

ま

す

。

今

で

は

よ

く

わ

か

り

ま

せ

ん

が

、

こ

の

石

像

の

昭

和

初

期

の

写

真

が

民

俗

み

ん

ぞ

く

学

者

が

く

し

ゃ

で

あ

る

折

口

お

り

く

ち

信

夫

し

の

ぶ

博

士

の

著

書

『

古

代

こ

だ

い

研

究

け
ん
き
ゅ
う

』

国

文

学

篇

こ

く

ぶ

ん

が

く

へ

ん

に

載 の

っ

て

い

ま

す

。

折

口

博

士

は

、

こ

の

石

像

が

手

に

椿

を

も

つ

こ

と

か

ら

八

百

比

丘

尼

の

石

像

で

あ

る

と

い

っ

て

い

ま

す

。

 

八

百

比

丘

尼

と

は

、

長

生

き

を

し

た

尼

僧

に

そ

う

（

女

性

の

お

坊

さ

ん

）

の

こ

と

で

あ

り

、

次

の

よ

う

な

伝

説

が

あ

り

ま

す

。

昔

、

不

老

ふ

ろ

う

長

寿

ち
ょ
う
じ
ゅ

の

薬

と

さ

れ

る

人

魚

の

肉

を

誤

っ

て

食

べ

た

娘

が

、

い

つ

ま

で

も

歳 と

し

を

と

ら

ず

、

長

生

き

を

し

ま

し

た

。

夫 お
っ
と

を

は

じ

め

多

く

の

家

族

を

亡

く

し

た

娘

は

、

亡

く

な

っ

た

夫

や

家

族

を

弔 と
む
ら

う

た

め

に

尼

僧

と

な

り

、

各

地

に

椿

を

植

え

た

と

伝

え

ら

れ

て

い

ま

す

。

 

伊

豆

の

東

海

岸

の

道

祖

神

は

、

石

か

ら

一

体

の

石

像

を

丸

ご

と

彫

り

出

す

「

伊

豆

型

い

ず

か

た

道

祖

神

ど

う

そ

じ

ん

」

と

い

わ

れ

る

め

ず

ら

し

い

も

の

で

す

。

こ

の

石

像

は

、

そ

の

な

か

で

も

他

に

同

じ

よ

う

な

形

の

な

い

大

変

め

ず

ら

し

い

も

の

で

す

。
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（

七

）

稲 い

な

取 と

り

の

子

供

三

番

叟

さ

ん

ば

そ

う 

町

文

化

財

 

昭

和

五

十

四

年

七

月

指

定

 

 

稲

取

の

祭

り

は

、

七

月

中

ご

ろ

に

四

区

の

五

つ

神

社

の

お

祭

り

を

同

じ

と

き

に

行

な

い

ま

す

。

そ

の

な

か

で

稲

取

全

体

を

守

る

神

様

と

し

て

信

仰

さ

れ

て

い

る

八

幡

は

ち

ま

ん

神

社

じ

ん

じ

ゃ

の

お

祭

り

で

演

じ

ら

れ

る

の

が

、

稲

取

の

子

供

三

番

叟

で

す

。

八

幡

神

社

の

お

神

輿

み

こ

し

が

浜

の

お

仮

屋

か

り

や

へ

行

く

「

お

下 く

だ

り

」

の

前

後

と

、

お

神

輿

が

神

社

に

戻

る

「

お

山 や

ま

入 い

り

」

の

前

の

三

回

演

じ

ら

れ

ま

す

。

 

三

番

叟

と

は

、

室

町

む

ろ

ま

ち

時

代

じ

だ

い

の

舞 ま

い

で

あ

る

能 の

う

の

演

目

え

ん

も

く

「

翁 お
き
な

」

を

も

と

に

し

た

舞

で

す

。

三

番

叟

の

「

叟 そ

う

」

と

は

、

お

年

寄

り

の

こ

と

で

、

舞

の

な

か

で

千

歳

せ

ん

ざ

い

、

翁

、
三

番

叟
（

稲

取

で

は

黒

面

く

ろ

め

ん

と

呼

ば

れ

て

い

ま

す

。
）

の

三

人

の

お

年

寄

り

が

演

じ

る

こ

と

や

、

三

番

目

に

演

じ

る

三

番

叟

の

舞

か

ら

全

体

の

呼

び

か

た

に

な

っ

た

と

い

わ

れ

て

い

ま

す

。

 

伊

豆

で

は

、

大

川

お

お

か

わ

を

は

じ

め

各

地

の

お

祭

り

で

三

番

叟

が

演

じ

ら

れ

て

い

ま

す

が

、

稲

取

の

三

番

叟

は

笛

以

外

の

全

員

を

子

供

が

演

じ

る

こ

と

が

特

徴

で

す

。

明

治

め

い

じ

時

代

じ

だ

い

の

中

ご

ろ

ま

で

は

大

人

が

演

じ

て

い

た

よ

う

で

す

が

、

そ

の

後

か

ら

子

供

が

演

じ

る

よ

う

に

な

り

ま

し

た

。
昔

か

ら

三

番

叟

を

演

じ

る

子

供

は
「

神 か

み

の

子 こ

」

と

呼

ば

れ

、

健

康

に

育

つ

と

信

じ

ら

れ

て

き

ま

し

た

。

 

稲

取

で

い

つ

か

ら

三

番

叟

が

演

じ

ら

れ

よ

う

に

な

っ

た

か

は

、

は

っ

き

り

わ

か

っ

て

い

ま

せ

ん

。

江

戸

時

代

の

終

わ

り

こ

ろ

に

河

津

か

わ

づ

の

見

高

み

だ

か

に

来

た

歌

舞

伎

か

ぶ

き

の

役

者

や

く

し

ゃ

さ

ん

か

ら

教

わ

っ

た

と

も

伝

わ

っ

て

い

ま

す

。 
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（

八

）

徳

本

と

く

ほ

ん

上

人

し
ょ
う
に
ん

の

碑 ひ

 

 
稲

取

小

学

校

の

西

門

前

に

あ

る

諏

訪

す

わ

神

社

じ

ん

じ

ゃ

の

前

に

は

い

く

つ

か

の

石

造

物

が

あ

り

ま

す

。

こ

の

中

で

ひ

と

き

わ

大

き

な

碑

に

は

、

独

特

ど

く

と

く

な

字

で

「

南

無

な

む

阿

弥

陀

仏

あ

み

だ

ぶ

つ

」

と

彫

ら

れ

て

い

ま

す

。

こ

の

碑

は

、

江

戸

時

代

に

伊

豆

を

回

っ

た

徳

本

上

人

と

い

う

有

名

な

お

坊

さ

ん

の

教

え

を

伝

え

る

も

の

で

す

。

 

徳

本

上

人

は

、

宝

暦

ほ

う

れ

き

八

年

（

一

七

五

八

年

）

に

今

の

和

歌

山

県

わ

か

や

ま

け

ん

に

生

ま

れ

、

お

坊

さ

ん

と

な

っ

て

厳

し

い

修

行

し
ゅ
ぎ
ょ
う

を

続

け

ま

し

た

。
そ

の

後

、
江

戸

え

ど

（

今

の

東

京

と
う
き
ょ
う

）

の

一

行

院

い

ち

ぎ
ょ

う
い

ん

の

お

坊

さ

ん

と

な

り

、

各

地

に

教

え

を

広

め

て

回

り

ま

し

た

。

 

徳

本

上

人

が

伊

豆

を

回

っ

た

の

は

、

文

化

ぶ

ん

か

十

二

年

（

一

八

一

五

年

）

の

こ

と

で

す

。

下

田

の

人

達

の

招

き

で

下

田

、

伊

東

、

熱

海

な

ど

の

伊

豆

の

東

海

岸

を

回

っ

て

い

ま

す

。

稲

取

で

は

九

月

十

一

日

に

東

区

に

あ

る

正

定

寺

し

ょ

う
じ

ょ
う

じ

で

教

え

を

広

め

て

い

ま

す

。

 

徳

本

上

人

の

教

え

は

、
「

南

無

阿

弥

陀

仏

」
を

唱

え

る

こ

と

で

、

亡

く

な

っ

た

後

に

阿

弥

陀

仏

に

よ

っ

て

天

国

に

あ

た

る

極

楽

ご

く

ら

く

に

行

く

こ

と

を

祈

る

も

の

で

す

。

こ

の

教

え

が

各

地

に

広

ま

り

み

ん

な

で

「

南

無

阿

弥

陀

仏

」

の

念

仏

ね

ん

ぶ

つ

を

唱

え

る

講 こ

う

と

呼

ば

れ

る

集

ま

り

が

で

き

ま

し

た

。

 

こ

の

教

え

を

広

め

る

た

め

に

石

に

「

南

無

阿

弥

陀

仏

」

を

刻

ん

だ

徳

本

上

人

の

碑

が

伊

豆

の

各

地

に

建

て

ら

れ

ま

し

た

。

稲

取

と

奈

良

本

の

も

の

は

、

文

政

二

年

（

一

八

一

九

年

）

に

建

て

ら

れ

、

片

瀬

と

白

田

の

も

の

は

そ

の

前

の

年

に

建

て

ら

れ

て

い

ま

す

。
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（

九

）

稲 い

な

取 と

り

の

水

力

す
い
り
ょ
く

発

電

所

は

つ

で

ん

し

ょ

の

取

水

し

ゅ

す

い

口

跡

こ

う

あ

と 

町

文

化

財

 

平

成

元

年

四

月

指

定

 

 

稲

取

で

は

、

明

治

め

い

じ

四

十

四

年

（

一

九

一

一

年

）

に

初

め

て

電

灯

が

と

も

さ

れ

ま

し

た

。

稲

取

の

約

九

〇

〇

戸

の

家

庭

の

う

ち

、

四

一

二

戸

が

電

気

を

引

き

、

そ

れ

ま

で

の

石

油

ラ

ン

プ

よ

り

明

る

く

、

火

事

の

心

配

も

な

い

た

め

に

人

々

は

喜

ん

だ

そ

う

で

す

。

稲

取

が

電

気

を

引

い

た

の

は

、

静

岡

県

内

で

は

、

十

一

番

目

で

あ

る

と

も

い

わ

れ

て

い

ま

す

。
 

明

治

時

代

に

入

り

、

各

地

で

徐

々

に

電

気

が

引

か

れ

る

な

か

で

、

稲

取

で

は

明

治

四

十

四

年

に

医

者

で

あ

っ

た

西

山

五

郎

に

し

や

ま

ご

ろ

う

な

ど

数

名

が

お

金

を

出

し

合

い

、

稲 い

な

取 と

り

水

力

す
い
り
ょ
く

電

気

で

ん

き

株

式

か

ぶ

し

き

会

社

が

い

し

ゃ

を

つ

く

り

ま

し

た

。

会

社

を

つ

く

る

た

め

に

出

し

合

っ

た

お

金

は

、

当

時

の

お

金

で

二

万

五

千

円

で

す

。

 

水

力

発

電

所

は

、
志

津

摩

し

づ

ま

川 が

わ

の

上

流

に

建

て

ら

れ

、

ド

イ

ツ

の

シ

ー

メ

ン

ス

社

製

の

高

い

性

能

の

発

電

機

が

備

え

付

け

ら

れ

ま

し

た

。

水

を

七

十

二

メ

ー

ト

ル

の

落

差

ら

く

さ

か

ら

落

と

す

水

力

を

用

い

て

、

二

十

八

キ

ロ

ワ

ッ

ト

の

電

気

を

発

電

し

ま

し

た

。

会

社

は

、

大

正

六

年

（

一

九

一

七

年

）

に

河

津

の

会

社

に

営

業

を

移

し

ま

し

た

が

、

水

力

発

電

は

昭

和

十

六

年

（

一

九

四

一

年

）

ま

で

続

き

ま

し

た

。

 

水

力

発

電

の

水

の

取

り

入

れ

口

の

跡

は

、

入

谷

い

り

や

の

赤

松

あ

か

ま

つ

神

社

じ

ん

じ

ゃ

の

裏

に

あ

り

ま

す

。

し

か

し

、

残

念

な

が

ら

今

は

水

路

の

石

積

み

の

大

部

分

は

崩

れ

て

し

ま

い

、

一

部

し

か

残

っ

て

い

ま

せ

ん

。
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（

十

）

東

伊

豆

町

の

指

定

文

化

財

の

樹

木

 

 
東

伊

豆

町

に

は

、

文

化

財

に

指

定

さ

れ

て

い

る

樹

木

が

い

く

つ

か

あ

り

ま

す

。

 

静

岡

県

が

指

定

し

て

い

る

も

の

は

稲

取

の

済 さ

い

廣 こ

う

寺 じ

の

カ

ヤ

（

昭

和

四

十

年

指

定

・

写

真

Ｐ

2 7
）
、

シ

ラ

ヌ

タ

の

池

近

く

に

あ

る

シ

ラ

ヌ

タ

の

大

ス

ギ

（

令

和

三

年

指

定

・

写

真

Ｐ

4 1
）

で

す

。
 

ま

た

、

東

伊

豆

町

の

指

定

で

あ

る

も

の

は

大

川

の

龍 り
ゅ
う

豊

院

ほ

う

い

ん

の

シ

ダ

レ

ザ

ク

ラ

（

昭

和

五

十

四

年

指

定

・

写

真

Ｐ

7
）
、
天

城

あ

ま

ぎ

の

万 ば

ん

二 じ

郎 ろ

う

岳 だ

け

の

ふ

も

と

に

あ

る

サ

ラ

サ

ド

ウ

ダ

ン

ツ

ツ

ジ

の

群

落

（

平

成

元

年

指

定

・

写

真

Ｐ

4 2
）

な

ど

が

あ

り

ま

す

。

 

こ

れ

以

外

に

も

東

伊

豆

町

が

文

化

財

に

指

定

し

て

い

る

樹

木

が

い

く

つ

か

あ

り

ま

す

。

東

伊

豆

町

が

文

化

財

指

定

と

し

て

い

る

樹

木

は

次

の

と

お

り

で

す

。

 

   

＊

横

ヶ

坂

よ

か

さ

か

の

松

 

・

場

所

 

稲

取

 

山

田

家

 

・

指

定

 

昭

和

五

十

四

年

七

月

 

 

＊

山

田

や

ま

だ

の

大

家

お

お

や

の

松

 

・

場

所

 

稲

取

 

山

田

家

 

・

指

定

 

昭

和

五

十

四

年

七

月

 

 

＊

鳳

凰

ほ

う

お

う

の

松

 

・

場

所

 

稲

取

 

田

村

家

 

・

指

定

 

昭

和

五

十

四

年

七

月

 

 

＊

ホ

ル

ト

ノ

キ

 

・

場

所

 

稲

取

 

八

代

家

 

・

指

定

 

平

成

元

年

四

月
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ホ ル ト ノ キ  

山 田 大 家 の 松  

横 ヶ 坂 の 松  

鳳 凰 の 松  
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（

十

一

）

稲 い

な

取 と

り

の

芝

居

し

ば

い

引

幕

ひ

き

ま

く 

町

文

化

財

 

昭

和

五

十

六

年

三

月

指

定

 

 

稲

取

に

伝

わ

る

芝

居

の

引

幕

は

、

横

が

約

十

メ

ー

ト

ル

、
縦 た

て

が

約

三
・
五

メ

ー

ト

ル

の

大

き

な

幕

で

す

。

幕

に

は

、

お

め

で

た

い

七

人

の

神

様

と

し

て

信

仰

さ

れ

て

い

る

七

福

神

し

ち

ふ

く

じ

ん

の

絵

が

描

か

れ

て

い

ま

す

。
ま

た

、

左

上

に
「

稲 い

な

取 と

り

若

衆

わ
か
し
ゅ
う

中 ち
ゅ
う

」
、
右

上

に
「

志 し

ん

上 じ
ょ
う

」（
「

進

上

し
ん
じ
ょ
う

」

を

あ

ら

わ

す

）
、
右

下

に

江

戸

え

ど

日

本

橋

に

ほ

ん

ば

し

の

十

六

軒

の

魚 さ
か
な

問

屋

ど

ん

や

の

店

名

が

書

か

れ

て

い

ま

す

。
 

贈

ら

れ

た

年

な

ど

は

書

か

れ

て

い

な

い

の

で

く

わ

し

く

は

わ

か

り

ま

せ

ん

が

、

こ

の

幕

は

江

戸

時

代

終

わ

り

頃

に

今

の

東

京

で

あ

る

江

戸

の

魚

問

屋

か

ら

稲

取

の

若

者

た

ち

に

贈

ら

れ

た

も

の

で

す

。

 

引

幕

に

あ

る

魚

問

屋

の

な

か

に

は

、

稲

取

出

身

の

人

の

店

名

も

あ

り

ま

す

。

そ

の

頃

の

稲

取

は

、

た

く

さ

ん

の

魚

が

採

れ

、

こ

の

魚

な

ど

を

江

戸

の

問

屋

に

送

っ

て

い

た

と

い

わ

れ

て

い

ま

す

。

こ

の

引

幕

は

、

こ

の

よ

う

な

稲

取

と

江

戸

の

魚

問

屋

と

の

強

い

つ

な

が

り

を

今

に

伝

え

て

い

ま

す

。
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（

十

二

）

明

治

め

い

じ

二

十

四

年

敷

設

ふ

せ

つ

の

木

製

も

く

せ

い

水

道

管

す

い

ど

う

か

ん 

町

文

化

財

 

平

成

二

十

六

年

十

月

指

定

 

 
 

明

治

二

十

二

年

（

一

八

八

九

年

）

の

町

村

制

ち

ょ

う
そ

ん
せ

い

が

定

ま

り

、

今

の

東

伊

豆

町

は

城

東

き

と

う

村

と

稲 い

な

取 と

り

村

の

二

つ

の

村

に

な

り

ま

し

た

。

当

時

の

稲

取

村

で

初

め

て

村

長

に

選

ば

れ

た

の

が

、

田

村

た

む

ら

又

吉

ま

た

き

ち

で

す

。

又

吉

は

、

道

路

や

港

を

整

備

し

、

小

学

校

校

舎

の

建

設

準

備

な

ど

に

取

り

掛

か

り

ま

す

。

こ

の

よ

う

な

又

吉

の

村

長

と

し

て

の

業

績

ぎ
ょ
う
せ
き

の

一

つ

が

、

村

に

水

道

を

敷

い

た

こ

と

で

す

。

 

当

時

の

稲

取

村

は

飲

み

水

が

よ

く

な

か

っ

た

た

め

、

コ

レ

ラ

な

ど

の

伝

染

病

で

ん

せ
ん

び
ょ

う

に

苦

し

ん

で

い

ま

し

た

。

又

吉

は

伝

染

病

が

ひ

ろ

が

る

こ

と

を

防

ぐ

た

め

に

水

道

を

敷

く

こ

と

を

決

意

し

ま

す

。

ま

た

、

こ

れ

に

は

又

吉

が

稲

取

村

に

迎

え

た

帝

国

て

い

こ

く

大

学

だ

い

が

く（

今

の

東

京

大

学

）

出

身

の

医

者

で

あ

る

西

山

五

郎

に

し

や

ま

ご

ろ

う

か

ら

の

助

言

が

あ

り

ま

し

た

。

 

稲

取

村

は

、

村

の

北

東

部

を

流

れ

る

沼 ぬ

ま

津

川

づ

が

わ

の

上

流

を

水

源

と

し

て

八

〇

〇

間 け

ん

（

約

一

四

五

四

メ

ー

ト

ル

）

の

水

道

を

敷

き

、

七

個

の

水

槽

す

い

そ

う

を

置

い

て

飲

み

水

と

し

ま

し

た

。
「

近

代

水

道

百

年

の

歩

み

」
（

日

本

水

道

新

聞

社

出

版

）

に

よ

る

と

、

明

治

時

代

に

初

め

て

水

道

を

敷

設

し

た

の

は

明

治

二

十

年

（

一

八

八

七

年

）

に

で

き

た

横

浜

よ

こ

は

ま

で

あ

り

、

稲

取

は

こ

の

わ

ず

か

四

年

後

に

で

き

て

い

ま

す

。

 

稲

取

村

は

、

早

く

か

ら

水

道

を

敷

設

し

た

こ

と

な

ど

か

ら

、

明

治

三

十

八

年

（

一

九

〇

五

年

）

に

日

本

の

「

模

範

村

」

と

し

て

代

表

的

な

三

つ

の

村

の

ひ

と

つ

に

選

ば

れ

て

い

ま

す

。

ま

た

、

又

吉

は

こ

の

業

績

な

ど

か

ら

藍

綬

ら

ん

じ

ゅ

褒

章

ほ
う
し
ょ
う

と

い

う

勲

章

く
ん
し
ょ
う

を

受

け

て

い

ま

す

。 
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七

、

東

伊

豆

町

の

自

然

 

 

（

一

）

細

野

ほ

そ

の

湿

原

し

つ

げ

ん 

 
 

県

文

化

財
 

平

成

八

年

三

月

指

定

 

 

八

十

～

二

十

万

年

前

の

火

山

活

動

に

よ

っ

て

造

ら

れ

た

天

城

あ

ま

ぎ

連

山

れ

ん

ざ

ん

は

、

長

い

間

、

浸

食

し
ん
し
ょ
く

な

ど

に

よ

っ

て

大

き

く

削

り

取

ら

れ

て

い

ま

す

。

稲

取

の

三

筋

山

み

す

じ

や

ま

な

ど

も

天

城

連

山

の

一

部

と

考

え

ら

れ

て

お

り

、

そ

の

南

東

部

は

浸

食

さ

れ

た

こ

と

に

よ

っ

て

緩

や

か

な

高

原

が

で

き

ま

し

た

。

こ

れ

が

、

細

野

高

原

で

す

。

 

細

野

高

原

の

一

部

は

稲

取

泥

流

で
い
り
ゅ
う

と

呼

ば

れ

る

水

は

け

の

悪

い

粘

土

質

の

土

石

流

に

覆

わ

れ

て

い

ま

す

。

そ

の

た

め

高

原

の

窪

地

に

は

水

が

た

ま

り

や

す

く

湿

原

が

で

き

ま

し

た

。

湿

原

の

な

か

で

も

比

較

的

大

き

い

中

山

な

か

や

ま

一

、

二

号

、

芝

原

し

ば

は

ら

、

桃 も

も

野 の

の

湿

原

は

県

内

で

も

数

少

な

く

な

っ

た

貴

重

な

植

物

が

生

育

し

て

い

る

湿

原

で

あ

り

、
県

の

文

化

財

に

指

定

さ

れ

て

い

ま

す

。 

こ

れ

ら

の

湿

原

に

は

、

モ

ウ

セ

ン

ゴ

ケ

、

ミ

ミ

カ

キ

グ

サ

、

タ

ヌ

キ

モ

な

ど

の

食

虫

植

物

や

、

カ

キ

ラ

ン

、

ア

サ

ヒ

ラ

ン

、

ト

キ

ソ

ウ

な

ど

の

ラ

ン

科

の

植

物

等

多

く

の

め

ず

ら

し

い

植

物

を

み

る

こ

と

が

で

き

ま

す

。

ま

た

、

サ

ク

ラ

ス

ミ

レ

、

ヒ

メ

ハ

ッ

カ

、

イ

ズ

コ

ゴ

メ

グ

サ

な

ど

の

絶

滅

の

恐

れ

の

あ

る

貴

重

な

植

物

が

生

育

せ

い

い

く

し

て

い

ま

す

。

 

湿

原

を

囲

む

百

数

十

ヘ

ク

タ

ー

ル

の

草

原

は

昔

か

ら

春

に

な

る

と

山

焼

き

が

行

わ

れ

、

ス

ス

キ

の

草

原

が

守

ら

れ

て

き

ま

し

た

。

毎

年

、

山

に

火

を

入

れ

る

こ

と

に

よ

り

、
草

原

か

ら

悪

い

虫

な

ど

を

追

い

払

い

、

外

か

ら

木

々

が

入

っ

て

く

る

の

を

防

ぎ

、

ス

ス

キ

を

守

り

ま

し

た

。

昔

、

ス

ス

キ

は

家

畜

の

え

さ

や

、

田

畑

の

肥

料

な

ど

に

し

た

り

、

屋

根

を

葺

く

の

に

使

わ

れ

た

り

し

ま

し

た

。

 

こ

の

ス

ス

キ

草

原

に

も

い

ろ

い

ろ

な

草

原

植

物

が

見

ら

れ

ま

す

。

春

か

ら

秋

に

か

け

て

キ

ジ

ム

シ

ロ

、

ス

ミ

レ

類

、

オ

カ

オ

グ

ル

マ

、

サ

サ

ユ

リ

、

キ

キ

ョ

ウ

、

オ

ミ

ナ

エ

シ

、

カ

ワ

ラ

ナ

デ

シ

コ

、

リ

ュ

ウ

ノ

ウ

ギ

ク

な

ど

の

花

々

が

咲

き

誇

り

ま

す

。

 
ま

た

動

物

も

多

く

、
チ

ョ

ウ

の

仲

間

、
ト

ン

ボ

類

、

草

原

を

餌

場

え

さ

ば

と

し

て

い

る

オ

オ

タ

カ

、

ノ

ス

リ

な

ど

の

猛

禽

類

も

う

き

ん

る

い

、

セ

ッ

カ

、

ホ

オ

ア

カ

、

ヒ

バ

リ

な

ど

の

草

原

の

小

鳥

な

ど

も

観

察

さ

れ

ま

す

。
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（

二

）

シ

ラ

ヌ

タ

の

池

と

そ

の

周

辺

し
ゅ
う
へ
ん

の

生

物

相

せ

い

ぶ

つ

そ

う 

 
 

県

文

化

財

 

昭

和

四

十

六

年

八

月

指

定

 

 

モ

リ

ア

オ

ガ

エ

ル

の

生

息

地

と

し

て

知

ら

れ

て

い

る

「

シ

ラ

ヌ

タ

の

池

」

は

、

片

瀬

・

白

田

海

岸

か

ら

天

城

の

万

三

郎

岳

の

南

の

斜

面

に

向

か

っ

て

十

二

キ

ロ

メ

ー

ト

ル

ほ

ど

の

深

い

山

の

中

に

あ

り

ま

す

。

こ

の

あ

た

り

は

川

久

保

川

の

上

流

で

、

山

の

中

の

ゆ

る

や

か

な

谷

の

よ

う

な

形

を

し

て

い

ま

す

。

 

以

前

は

、

天

城

火

山

の

噴

火

口

の

跡

で

あ

る

と

い

わ

れ

て

い

ま

し

た

。

今

で

は

、

八

十

～

二

十

万

年

前

の

噴

火

で

つ

く

ら

れ

た

地

形

で

あ

り

、

地

す

べ

り

な

ど

に

よ

っ

て

で

き

た

窪

地

に

水

が

た

ま

っ

た

と

考

え

ら

れ

て

い

ま

す

。

 

こ

の

よ

う

な

特

徴

の

あ

る

地

形

は

、

特

別

な

自

然

環

境

を

つ

く

り

だ

し

、

め

ず

ら

し

い

動

植

物

が

数

多

く

生

息

す

る

場

と

な

っ

て

い

ま

す

。

周

辺

の

森

林

に

は

、

県

文

化

財

に

指

定

さ

れ

て

い

る

「

シ

ラ

ヌ

タ

の

大

ス

ギ

」（

写

真

Ｐ

4 1
）
と

い

わ

れ

る

木

が

あ

り

ま

す

。

ま

た

、

ケ

ヤ

キ

な

ど

の

大

き

な

木

も

あ

り

、

自

然

豊

か

な

生

物

相

を

見

る

こ

と

が

で

き

ま

す

。

 

シ

ラ

ヌ

タ

の

池

と

そ

の

周

辺

は

、

開

発

な

ど

人

の

手

が

入

っ

て

い

な

い

自

然

豊

か

な

場

所

で

す

。

私

た

ち

の

町

に

こ

の

よ

う

な

自

然

豊

か

な

場

所

が

あ

る

こ

と

は

、

み

ん

な

が

知

り

、

伝

え

た

い

場

所

の

ひ

と

つ

で

す

。
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（

三

）

シ

ラ

ヌ

タ

の

大

ス

ギ

 

 
 

県

文

化

財

 

令

和

三

年

四

月

指

定

 

 

シ

ラ

ヌ

タ

の

大

ス

ギ

は

、

自

然

林

内

の

山

道

を

上

り

つ

め

た

先

、

や

や

緩

や

か

な

斜

面

に

生

育

し

て

い

ま

す

。

そ

の

容

姿

は

威

風

堂

々

い

ふ

う

ど

う

ど

う

と

し

た

独

特

の

自

然

樹

形

で

、

長

い

歳

月

の

育 は
ぐ
く

み

を

物

語

っ

て

い

ま

す

。

樹

齢

一

〇

〇

〇

年

以

上

と

も

い

わ

れ

る

大

ス

ギ

は

、

隣

接

す

る

樹

木

と

共

生

き
ょ
う
せ
い

し

な

が

ら

、

今

も

な

お

力

強

く

、

樹

勢

じ

ゅ

せ

い

を

維

持

し

て

い

ま

す

。

ま

た

、

大

ス

ギ

は

林

野

庁

の

全

国

の

国

有

林

を

対

象

と

し

た

「

森

の

巨

人

た

ち

百

選

」

に

も

選

定

さ

れ

、

文

字

ど

お

り

伊

豆

半

島

を

代

表

す

る

大

木

で

、

周

辺

の

自

然

環

境

も

含

め

、

後

世

に

残

さ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

貴

重

な

財

産

で

す

。

 

 

○

所

在

地

 

東

伊

豆

町

大

字

奈

良

本

字

天

城

山

奈

良

本

入

奈

良

本

国

有

林

内

 

○

形

状

寸

法

 
 

目

通

り

 

約

八

・

五

五

メ

ー

ト

ル

 

根

廻

り

 

約

十

・

五

メ

ー

ト

ル

 

樹

高

 

約

四

十

メ

ー

ト

ル

 

枝

張

り

 

東

西

約

二

十

二

メ

ー

ト

ル

 

南

北

約

二

十

三

・

三

メ

ー

ト

ル
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（

四

）

サ

ラ

サ

ド

ウ

ダ

ン

ツ

ツ

ジ

の

群

落

 

 
 

町

文

化

財

 

平

成

元

年

四

月

指

定

 

 

西

天

城

を

含

め

た

天

城

の

山

々

に

は

、

ツ

ツ

ジ

科

の

ド

ウ

ダ

ン

ツ

ツ

ジ

の

仲

間

と

し

て

サ

ラ

サ

ド

ウ

ダ

ン

、

チ

チ

ブ

ド

ウ

ダ

ン

、

ド

ウ

ダ

ン

ツ

ツ

ジ

の

三

種

類

が

自

生

じ

せ

い

し

て

い

ま

す

。

こ

の

う

ち

ド

ウ

ダ

ン

ツ

ツ

ジ

は

庭

木

や

生 い

け

垣 が

き

と

し

て

植

え

ら

れ

て

い

ま

す

の

で

、

よ

く

見

る

こ

と

が

で

き

ま

す

。

 

し

か

し

、

サ

ラ

サ

ド

ウ

ダ

ン

や

チ

チ

ブ

ド

ウ

ダ

ン

は

、

山

の

尾

根

す

じ

や

山

頂

近

く

の

中

腹

に

行

か

な

い

と

見

る

こ

と

は

で

き

ま

せ

ん

。

サ

ラ

サ

ド

ウ

ダ

ン

は

、
高

さ

四

～

六

メ

ー

ト

ル

の

落

葉

ら

く

よ

う

小

高

木

し

ょ

う
こ

う
ぼ

く

で

、
五

・

六

月

こ

ろ

に

は

鐘

形

し
ょ
う
け
い

の

花

を

多

く

つ

り

さ

げ

ま

す

。

こ

の

花

は

十

ミ

リ

程

の

大

き

さ

で

白

色

ま

た

は

淡

黄

色

で

虹

色

の

す

じ

が

あ

り

、

先

端

は

淡

紅

色

を

帯

び

ま

す

。

 

こ

の

サ

ラ

サ

ド

ウ

ダ

ン

ツ

ツ

ジ

の

め

ず

ら

し

い

大

き

な

木

が

、

万 ば

ん

二

郎

じ

ろ

う

岳 だ

け

の

南

側

の

山

の

中

腹

（

一

部

国

有

林

内

）

に

自

生

し

て

お

り

、

平

成

元

年

（

一

九

八

九

年

）
に

町

の

天

然

記

念

物

に

指

定

さ

れ

ま

し

た

。 

一

番

大

き

な

木

は

、

根

回

り

一

六

二

セ

ン

チ

メ

ー

ト

ル

、

目

通

り

一

メ

ー

ト

ル

、

樹

高

五

メ

ー

ト

ル

、

枝

張

り

も

東

西

四

四

〇

セ

ン

チ

メ

ー

ト

ル

、

南

北

五

六

〇

セ

ン

チ

メ

ー

ト

ル

も

あ

り

、

そ

れ

は

見

事

な

も

の

で

す

。

そ

の

周

り

に

も

素

晴

ら

し

い

サ

ラ

サ

ド

ウ

ダ

ン

が

何

本

か

あ

り

ま

す

。
し

か

し

、
残

念

で

す

が

、

標

高

一

一

九

〇

メ

ー

ト

ル

付

近

の

急

な

山

の

斜

面

に

あ

る

の

で

、

簡

単

に

は

行

く

こ

と

が

で

き

ま

せ

ん

。

 

ま

た

、
こ

の

サ

ラ

サ

ド

ウ

ダ

ン

ツ

ツ

ジ

の

群

落

は

、

伊

豆

森

林

管

理

署

も

価

値

の

あ

る

植

物

群

落

と

し

て

平

成

三

年

（

一

九

九

二

年

）

に

「

万

二

郎

ド

ウ

ダ

ン

ツ

ツ

ジ

植

物

群

落

保

護

林

」

に

設

定

し

て

い

ま

す

。
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（

五

）

奈

良

本

「

水 す

い

神

社

じ

ん

じ

ゃ

の

社 し

ゃ

叢 そ

う

」

 

 
 

 
奈

良

本

を

守

る

神

様

を

ま

つ

る

水

神

社

は

、

熱

川

駅

よ

り

約

一

キ

ロ

メ

ー

ト

ル

の

山

あ

い

に

あ

り

ま

す

。

奈

良

本

の

街

並

み

が

始

ま

る

あ

た

り

の

、

天

城

山

あ

ま

ぎ

さ

ん

か

ら

流

れ

下

る

濁

川

に
ご
り
が
わ

の

西

側

の

川

べ

り

で

す

。

水

神

社

の

森

で

あ

る

社

叢

は

、

静

岡

県

「

ふ

る

さ

と

自

然

百

選

」

の

「

お

宮

の

森

」

に

も

選

ば

れ

て

い

る

み

ご

と

な

森

で

す

。

ま

た

、

山

神

が

勧

請

か
ん
じ
ょ
う

さ

れ

た

永 え

い

享 き
ょ
う

二

年

（

一

四

三

〇

年

）

の

木

札

が

残

っ

て

い

ま

す

。

 

面

積

は

一

ヘ

ク

タ

ー

ル

程

度

と

あ

ま

り

広

く

は

あ

り

ま

せ

ん

が

、

高

さ

が

二

十

メ

ー

ト

ル

を

超

え

る

大

木

が

多

く

、

こ

ん

も

り

と

茂

っ

て

い

ま

す

。

そ

の

中

で

も

、

社

殿

そ

ば

の

ス

ダ

ジ

イ

の

大

き

な

木

は

目

通

り

が

六

メ

ー

ト

ル

を

超

え

、

訪

れ

る

人

々

を

驚

か

せ

て

い

ま

す

。

 

ま

た

、

こ

の

社

叢

の

特

徴

は

、

高

さ

が

中

く

ら

い

の

木

や

低

い

木

が

少

な

く

、

高

い

木

が

多

く

を

占

め

て

い

る

こ

と

で

す

。

ヒ

ノ

キ

や

ケ

ヤ

キ

を

除

く

と

、

ス

ダ

ジ

イ

や

ク

ロ

ガ

ネ

モ

チ

、

タ

ブ

ノ

キ

な

ど

の

照 し
ょ
う

葉

樹

よ

う

じ

ゅ

が

そ

の

主

な

木

で

す

。

 

こ

の

よ

う

に

、

神

社

の

森

で

あ

る

社

叢

は

、

今

で

は

あ

ま

り

見

ら

れ

な

く

な

っ

た

森

の

姿

を

残

し

て

い

ま

す

。

水

神

社

の

社

叢

は

、

古

い

時

代

の

様

子

を

見

る

こ

と

が

で

き

る

大

変

め

ず

ら

し

い

森

で

あ

る

と

い

わ

れ

て

い

ま

す

。
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八

、

東

伊

豆

町

の

偉

人

 
（

一

）

木

村

恒

太

郎

き

む

ら

つ

ね

た

ろ

う 
―

伊

豆

の

た

め

に

活

躍

 

 

木

村

恒

太

郎

は

木

村

恒

右

衛

門

と

も

言

い

、

天

保

て

ん

ぽ

う

七

年
（

一

八

三

六

年

）
に

大

川

に

生

ま

れ

ま

し

た

。
恒

太

郎

の

家

は

、

大

川

村

の

村

長

に

あ

た

る

名

主

な

ぬ

し

を

代

々

務 つ

と

め

る

家

で

し

た

。

恒

太

郎

は

小

さ

い

頃

か

ら

勉

強

が

で

き

、

十

三

歳

の

時

に

は

現

在

の

東

京

で

あ

る

江

戸

に

出

て

勉

強

を

し

ま

し

た

。

 

十

九

歳

の

時

に

、

お

父

さ

ん

が

亡

く

な

っ

た

た

め

大

川

に

戻

り

、

名

主

の

役

職

を

引

き

継

ぎ

ま

し

た

。

 

明

治

め

い

じ

五

年
（

一

八

七

二

年

）
に

は

、
第

五

大

区

四

小

区

（

稲

取

～

富

戸

ま

で

の

九

ヶ

村

）

の

副

区

長

兼 け

ん

学

区

取

締

と
り
し
ま
り

と

な

り

、

小

学

校

設

立

に

努

力

し

ま

し

た

。

ま

た

、
明

治

九

年
（

一

八

七

六

年

）
一

月

に

は

足

柄

あ

し

が

ら

県

会

議

員

と

な

り

ま

し

た

が

、

四

月

に

足

柄

県

が

な

く

な

り

静

岡

県

（

現

在

の

静

岡

県

で

は

な

い

）

と

な

る

と

、

第

九

大

区

（

現

在

の

熱

海

市

・

伊

東

市

・

下

田

市

・

賀

茂

郡

と

旧

中

伊

豆

町

）

の

初

代

大

区

長

と

な

り

ま

し

た

。

八

月

に

は

、

浜

松

県

を

編

入

へ
ん
に
ゅ
う

し

て

現

在

の

静

岡

県

が

で

き

、
明

治

十

二

年
（

一

八

七

九

年

）
三

月

に

は

第

一

回

静

岡

県

会

議

員

選

挙

が

行

わ

れ

、

恒

太

郎

は

当

選

し

ま

し

た

。

 

そ

の

間

、

人

を

育

て

る

に

は

高

い

教

育

が

必

要

と

考

え

、

南

伊

豆

の

大

野

恒

哉

お

お

の

つ

ね

や

や

山

本

謙

吾

や

ま

も

と

け

ん

ご

、

松

崎

の

依

田

佐

二

平

よ

だ

さ

じ

べ

い

な

ど

と

協

力

し

て

、

明

治

十

二

年

に

は

私

立

豆

陽

と

う

よ

う

学

校

（

今

の

下

田

高

校

）

を

開

校

さ

せ

ま

し

た

。

 

ま

た

、

伊

豆

の

発

展

の

た

め

に

交

通

を

便

利

に

し

よ

う

と

、
明

治

十

五

年
（

一

八

八

二

年

）
に

は

依

田

佐

二

平

と

協

力

し

、

西

伊

豆

か

ら

東

伊

豆

を

め

ぐ

り

、

東

京

と

を

結

ぶ

海

運

会

社

を

作

り

ま

し

た

が

、

明

治

十

九

年

（

一

八

八

六

年

）

に

は

多

く

の

人

々

に

惜

し

ま

れ

な

が

ら

亡

く

な

り

ま

し

た

。

 

 

 

中 央 ： 木 村 恒 太 郎  
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（

二

）

木

村

き

む

ら

弥 や

吉 き

ち 
―

農

業

や

観

光

に

貢

献

 

 
木

村

弥

吉

は

、

明

治

め

い

じ

十

七

年

（

一

八

八

四

年

）

に

今

の

伊

豆

の

国

市

大

仁

お

お

ひ

と

の

農

家

に

生

ま

れ

ま

し

た

。

小

学

校

卒

業

後

に

米

屋

で

働

い

て

い

ま

し

た

が

、

二

十

歳

で

日

本

と

ロ

シ

ア

が

戦

っ

た

日

露

に

ち

ろ

戦

争

せ

ん

そ

う

が

始

ま

り

、

戦

争

に

行

き

ま

し

た

。

 

戦

争

が

終

わ

っ

て

か

ら

大

川

に

移

り

住

み

、

農

業

を

始

め

ま

し

た

。

は

じ

め

は

人

か

ら

借

り

た

土

地

で

農

業

を

や

っ

て

い

ま

し

た

が

、

一

所

懸

命

に

働

い

て

少

し

ず

つ

自

分

の

土

地

を

増

や

し

て

い

き

ま

し

た

。

そ

の

よ

う

な

あ

る

と

き

、

弥

吉

は

大

川

の

海

に

面

し

た

陽

だ

ま

り

に

、

春

に

実

る

は

ず

の

サ

ヤ

エ

ン

ド

ウ

が

普

通

よ

り

早

い

十

二

月

に

実

っ

て

い

る

こ

と

を

見

つ

け

ま

し

た

。

 

弥

吉

は

、

こ

れ

を

作

れ

ば

よ

く

売

れ

る

と

考

え

、

早

く

実

る

サ

ヤ

エ

ン

ド

ウ

を

育

て

、

東

京

の

市

場

に

送

り

ま

し

た

。
市

場

で

は

お

正

月

用

の

野

菜

と

し

て

、

大

変

高

い

お

金

で

売

れ

ま

し

た

。

こ

の

よ

う

に

他

の

産

地

よ

り

早

く

作

れ

る

サ

ヤ

エ

ン

ド

ウ

は

、

よ

く

売

れ

て

お

金

に

な

っ

た

こ

と

か

ら

「

成

金

な

り

き

ん

豆 ま

め

」

と

呼

ば

れ

ま

し

た

。

 

ま

た

、

弥

吉

は

明

治

四

十

一

年

（

一

九

〇

八

年

）

に

熱

川

に

移

り

住

み

、

小

さ

な

温

泉

旅

館

を

始

め

ま

し

た

。

そ

の

こ

ろ

の

熱

川

は

、

温

泉

は

あ

り

ま

し

た

が

、

旅

館

は

数

軒

し

か

な

く

、

さ

み

し

い

と

こ

ろ

で

し

た

。

し

か

し

、

温

泉

に

入

れ

る

弥

吉

の

旅

館

は

、

多

く

の

人

が

泊

ま

る

よ

う

に

な

り

ま

し

た

。

こ

う

し

て

熱

川

温

泉

は

、

今

の

よ

う

な

観

光

地

に

な

っ

た

の

で

す

。

 

弥

吉

は

、

成

金

豆

と

熱

川

温

泉

と

い

う

二

つ

の

も

の

を

有

名

に

し

て

昭

和

し

ょ

う

わ

三

十

三

年

（

一

九

五

八

年

）

に

亡

く

な

り

ま

し

た

。
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（

三

）

田

村

た

む

ら

又

吉

ま

た

き

ち 
―

模

範

も

は

ん

村 そ

ん

を

つ

く

っ

た

村

長

 

 
 

 
 

 
田

村

又

吉

は

、

天

保

て

ん

ぽ

う

十

三

年

（

一

八

四

二

年

）
、

稲

取

入

谷

い

り

や

の

農

家

に

生

ま

れ

ま

し

た

。

明

治

二

十

二

年

（

一

八

八

九

年

）

に

稲

取

村

の

初

め

て

の

村

長

に

な

り

ま

す

。

村

長

と

し

て

の

又

吉

は

、

天

草

て

ん

ぐ

さ

の

干

し

方

を

研

究

し

た

り

、

植

林

し
ょ
く
り
ん

を

し

た

り

し

て

村

を

豊

か

に

す

る

こ

と

に

つ

と

め

ま

し

た

。

 

ま

た

、
道

路

や

船 ふ

な

揚

場

あ

げ

ば

な

ど

を

作

っ

た

り

、
伝

染

病

で

ん

せ
ん

び
ょ

う

を

防

ぐ

た

め

に

水

道

を

敷

い

た

り

し

ま

し

た

。

そ

の

他

に

も

小

学

校

の

校

舎

や

病

院

の

建

設

に

取

り

掛

か

る

な

ど

と

て

も

優 す

ぐ

れ

た

業

績

ぎ
ょ
う
せ
き

を

残

し

て

い

ま

す

。

 

明

治

二

十

五

年

（

一

八

九

二

年

）

に

村

長

を

辞 や

め

て

か

ら

は

、

入

谷

に

農

家

の

組

合

を

作

り

、

み

ん

な

で

お

金

を

出

し

合

っ

て

助

け

合

う

よ

う

に

し

ま

し

た

。 

ま

た

、

み

か

ん

の

栽

培

さ

い

ば

い

や

、

蚕 か
い
こ

を

飼 か

う

こ

と

な

ど

に

力

を

い

れ

、

農

家

の

収

入

し
ゅ
う
に
ゅ
う

が

増

え

る

こ

と

を

目

指

し

ま

し

た

。

教

育

に

も

力

を

い

れ

、

そ

の

頃

の

稲

取

小

学

校

の

校

長

で

あ

っ

た

太

田

米

吉

お

お

た

よ

ね

き

ち

と

相

談

を

し

て

、

入

谷

に

青

年

の

男

・

女

、

成

人

、

老

人

な

ど

の

勉

強

の

会

を

作

り

、

学

校

教

育

以

外

の

社

会

教

育

や

家

庭

教

育

を

広

め

る

こ

と

に

努

力

し

ま

し

た

。

 

こ

の

よ

う

な

又

吉

の

取

り

組

み

は

広

く

知

ら

れ

る

よ

う

に

な

り

、

明

治

三

十

七

年

（

一

九

〇

四

年

）

に

は

藍

綬

褒

章

ら

ん

じ

ゅ

ほ

う

し

ょ

う

と

い

う

勲

章

く
ん
し
ょ
う

を

受

け

ま

し

た

。

又

吉

は

日

本

中

で

有

名

に

な

り

、

各

地

に

出

か

け

て

、

稲

取

村

で

の

活

動

に

つ

い

て

講

演

を

し

て

回

り

ま

し

た

が

、

大

正

元

年
（

一

九

一

二

年

）
、
講

演

に

出

か

け

る

途

中

、

病

気

の

た

め

天

城

で

亡

く

な

り

ま

し

た

。

 

 



- 47 - 

（

四

）

西

山

五

郎

に

し

や

ま

ご

ろ

う 
―

伝

染

病

で
ん
せ
ん
び
ょ
う

と

た

た

か

っ

た

医

者

 

 
西

山

五

郎

は

、

元

治

げ

ん

じ

元

年

（

一

八

六

四

年

）
、

今

の

東

京

四

ツ

谷

よ

つ

や

の

漢

方

医

の

家

に

生

ま

れ

ま

し

た

。

明

治

二

十

二

年

（

一

八

八

九

年

）

に

今

の

東

京

と
う
き
ょ
う

大

学

だ

い

が

く

医 い

学

部

が

く

ぶ

を

卒

業

し

ま

し

た

が

、

い

ろ

い

ろ

な

事

情

じ

じ

ょ

う

で

河

津

か

わ

づ

町 ち
ょ
う

見

高

み

だ

か

の

真

乗

し
ん
じ
ょ
う

寺 じ

に

い

ま

し

た

。

 

稲

取

村

の

初

め

て

の

村

長

と

な

っ

た

田

村

た

む

ら

又

吉

ま

た

き

ち

な

ど

は

、

す

ぐ

に

西

山

の

と

こ

ろ

に

行

き

、

稲

取

で

医

者

に

な

る

こ

と

を

お

願

い

し

て

い

ま

す

。

明

治

二

十

三

年

（

一

八

九

〇

年

）

に

西

山

は

、

稲

取

で

医

者

に

な

る

こ

と

を

決

め

、

稲

取

村

も

西

山

の

た

め

に

病

院

や

家

な

ど

を

建

て

る

な

ど

協

力

を

し

ま

し

た

。
 

西

山

が

取

り

組

ん

だ

こ

と

は

、

コ

レ

ラ

な

ど

の

伝

染

病

を

退

治

た

い

じ

す

る

こ

と

で

す

。

稲

取

は

昔

か

ら

飲

み

水

が

よ

く

な

か

っ

た

の

で

、

伝

染

病

に

苦

し

ん

で

い

ま

し

た

。

大

学

で

西

洋

の

医

学

を

学

ん

で

い

た

西

山

は

、

飲

み

水

が

よ

く

な

い

こ

と

に

気

づ

き

、

水

道

を

敷

く

こ

と

を

考

え

ま

す

。

稲

取

村

は

、

沼 ぬ

ま

津

川

づ

か

わ

を

水

源

と

し

て

八

〇

〇

間

（

約

一

四

五

四

メ

ー

ト

ル

）

の

木

製

の

水

道

を

作

り

ま

し

た

。

 

ま

た

、

五

十

い

そ

尻 じ

り

に

避 ひ

病

院

び
ょ
う
い
ん

を

建

て

、

伝

染

病

に

か

か

っ

た

人

を

入

院

さ

せ

て

伝

染

病

が

う

つ

ら

な

い

よ

う

に

し

ま

し

た

。

 

 

西

山

は

、

医

者

の

仕

事

だ

け

で

な

く

、

若

者

た

ち

に

楽

し

み

が

少

な

い

の

を

み

て

、

東

京

の

青

梅

お

う

め

か

ら

「

無

言

お

ど

り

」

を

伝

え

ま

し

た

。

こ

れ

が

稲

取

の

夏

祭

り

で

踊

ら

れ

る

「

ば

か

ば

や

し

」

で

す

。

西

山

の

こ

の

よ

う

な

人

柄

は

、

稲

取

の

子

供

か

ら

大

人

ま

で

広

く

尊

敬

を

集

め

ま

し

た

が

、

昭

和

十

五

年

（

一

九

四

〇

年

）

に

亡

く

な

り

ま

し

た

。
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（

五

）

太

田

お

お

た

米 よ

ね

吉 き

ち 
―

教

育

に

よ

る

村

づ

く

り

 

 
太

田

米

吉

は

、

嘉 か

永 え

い

六

年

（

一

八

五

三

年

）

に

奈

良

本

の

農

家

に

生

ま

れ

ま

し

た

。

十

三

歳

で

今

の

東

京

で

あ

る

江

戸

に

出

て

住

み

込

み

で

働

き

ま

し

た

が

、

二

十

歳

の

と

き

病

気

に

な

り

奈

良

本

に

帰

っ

て

き

ま

し

た

。

こ

の

と

き

に

家

の

農

業

を

手

伝

い

な

が

ら

、

夜

は

お

寺

で

一

所

懸

命

に

勉

強

を

し

ま

し

た

。

 

米

吉

は

勉

強

が

で

き

た

こ

と

か

ら

、
明

治

め

い

じ

十

年
（

一

八

七

七

年

）

に

御

殿

場

ご

て

ん

ば

で

小

学

校

の

先

生

に

な

り

ま

し

た

。

先

生

に

な

っ

て

か

ら

も

勉

強

を

続

け

、

今

の

静

岡

し

ず

お

か

大

学

だ

い

が

く

教

育

き
ょ
う
い
く

学

部

が

く

ぶ

に

あ

た

る

静

岡

し

ず

お

か

師

範

し

は

ん

学

校

が

っ

こ

う

に

入

学

し

、

先

生

と

し

て

の

指

導

力

を

学

び

、

高

め

ま

し

た

。

そ

の

た

め

米

吉

が

す

ば

ら

し

い

先

生

で

あ

る

こ

と

は

、
多

く

の

人

に

知

ら

れ

る

よ

う

に

な

り

ま

し

た

。 

稲

取

村

の

初

め

て

の

村

長

で

あ

っ

た

田

村

た

む

ら

又

吉

ま

た

き

ち

は

、

こ

の

話

を

き

い

て

米

吉

に

稲

取

小

学

校

で

教

育

に

あ

た

っ

て

も

ら

う

こ

と

を

お

願

い

し

ま

し

た

。

こ

う

し

て

明

治

二

十

五

年

（

一

八

九

二

年

）

に

校

長

と

し

て

稲

取

小

学

校

に

来

る

こ

と

に

な

り

ま

し

た

。

 

 

稲

取

小

学

校

の

校

長

と

な

っ

た

米

吉

は

、

子

供

た

ち

の

教

育

に

一

所

懸

命

に

取

り

組

み

ま

し

た

。
ま

た

、

人

を

育

て

る

こ

と

は

、

小

学

校

だ

け

で

は

十

分

で

は

な

い

と

考

え

て

、

又

吉

な

ど

と

力

を

合

わ

せ

て

、

大

人

の

た

め

の

社

会

教

育

や

家

庭

教

育

の

勉

強

会

を

開

く

な

ど

学

校

以

外

の

教

育

に

も

取

り

組

み

ま

し

た

。

毎

月

の

勉

強

会

に

は

必

ず

出

て

、

米

吉

の

す

ば

ら

し

い

話

に

み

ん

な

感

心

し

た

と

い

わ

れ

て

い

ま

す

。

米

吉

は

校

長

を

辞

め

た

後

、
大

正

た
い
し
ょ
う

七

年
（

一

九

一

八

年

）

に

亡

く

な

り

ま

し

た

。
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（

六

）

萩

原

は

ぎ

わ

ら

す

げ

 
―

日

本

初

の

女

性

灯

台

守

と

う

だ

い

も

り 

 
萩

原

す

げ

は

、

明

治

め

い

じ

二

十

七

年

（

一

八

九

四

年

）

に

白

田

に

生

ま

れ

ま

し

た

。

す

げ

の

家

は

、

稲

取

と

白

田

の

峠 と
う
げ

で

お

茶

な

ど

を

出

す

茶

店

を

や

っ

て

い

ま

し

た

。

す

げ

は

、

お

母

さ

ん

の

実

家

が

あ

る

今

の

富

士

宮

市

ふ

じ

の

み

や

し

の

小

学

校

に

通

い

、

卒

業

後

に

服

を

ぬ

う

 

裁

縫

さ

い

ほ

う

の

先

生

の

家

に

住

み

込

ん

で

働

き

ま

し

た

。

 

大

正

た
い
し
ょ
う

三

年

（

一

九

一

四

年

）

に

両

親

と

白

田

に

戻

り

ま

し

た

が

、

こ

れ

よ

り

前

の

明

治

四

十

二

年

（

一

九

〇

九

年

）

に

は

ト

モ

ロ

岬

に

灯

台

が

建

て

ら

れ

て

い

ま

し

た

。

こ

の

灯

台

に

は

灯

台

を

管

理

す

る

灯

台

守

が

い

な

か

っ

た

の

で

、

す

げ

の

お

父

さ

ん

が

頼

ま

れ

ま

し

た

。

し

か

し

、

お

父

さ

ん

は

年

を

と

っ

て

い

た

の

で

、

す

げ

が

代

わ

り

に

灯

台

守

を

や

る

こ

と

に

な

り

ま

し

た

。

 

灯

台

守

に

な

る

た

め

に

は

、

資

格

が

必

要

で

あ

っ

た

た

め

、

す

げ

は

下

田

ま

で

灯

台

守

に

な

る

た

め

の

勉

強

に

通

う

こ

と

に

な

り

ま

し

た

。

電

車

や

バ

ス

な

ど

な

い

時

代

で

し

た

か

ら

、

稲

取

か

ら

下

田

ま

で

の

往

復

約

五

十

キ

ロ

メ

ー

ト

ル

を

歩

い

て

通

っ

た

の

で

す

。

ま

だ

日

が

出

な

い

午

前

三

時

に

家

を

出

て

、

午

前

九

時

半

に

下

田

に

着

き

、

昼

食

を

は

さ

ん

で

四

時

間

の

勉

強

を

し

ま

し

た

。

午

後

三

時

半

に

は

下

田

を

出

て

家

に

着

く

の

は

夜

で

あ

り

、

こ

れ

を

八

日

間

続

け

て

資

格

を

と

っ

た

そ

う

で

す

。

 

 

す

げ

は

、

戦

争

の

た

め

昭

和

し

ょ

う

わ

十

八

年

（

一

九

四

三

年

）

に

灯

台

の

灯

が

消

さ

れ

る

ま

で

約

三

十

年

間

に

わ

た

っ

て

灯

台

を

守

り

、
平

成

へ

い

せ

い

二

年
（

一

九

九

〇

年

）

に

九

十

六

歳

で

亡

く

な

り

ま

し

た

。
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九

、

東

伊

豆

町

の

昔

話

 
（

一

）

大

川

・

石

神

い

し

が

み

大

明

神

だ
い
み
ょ
う
じ
ん 

 

大

川

を

流

れ

る

向

田

む

か

い

だ

川 が

わ

を

山

の

方

へ

向

か

っ

て

五

キ

ロ

メ

ー

ト

ル

ほ

ど

登

っ

て

い

く

と

、

川

の

水

が

た

ま

っ

て

深

く

な

っ

た

淵 ふ

ち

が

あ

り

ま

す

。

こ

の

淵

に

は

高

さ

が

十

五

メ

ー

ト

ル

ほ

ど

も

あ

る

切

り

立

っ

た

岩

が

あ

り

、

こ

の

大

き

な

岩

の

下

に

は

石

神

い

し

か

み

神

社

じ

ん

じ

ゃ

が

祀 ま

つ

ら

れ

て

い

た

と

言

わ

れ

て

い

ま

す

。

こ

の

神

社

の

と

な

り

に

は

石

神

大

明

神

が

祀

ら

れ

、

こ

の

石

神

大

明

神

に

は

次

の

よ

う

な

お

話

が

伝

わ

っ

て

い

ま

す

。

 

昔

、

大

川

で

は

子

供

が

い

な

く

な

っ

て

し

ま

う

「

神

隠

か

み

か

く

し

」

が

よ

く

あ

り

ま

し

た

。

か

く

れ

ん

ぼ

を

し

て

い

た

子

供

た

ち

が

何

人

か

い

な

く

な

っ

て

し

ま

っ

た

と

の

こ

と

で

す

。

い

な

く

な

っ

た

子

供

の

家

で

は

、

村

の

人

に

お

願

い

を

し

て

、

あ

ち

こ

ち

を

探

す

の

で

す

が

、

神

隠

し

に

あ

っ

た

子

供

は

見

つ

か

り

ま

せ

ん

で

し

た

。

 

あ

る

と

き

、

た

い

へ

ん

勇

気

が

あ

る

、

あ

る

家

の

主

人

し

ゅ

じ

ん

が

「

隠

さ

れ

た

な

ら

、

必

ず

隠

し

た

者

が

い

る

は

ず

だ

。
お

れ

が

そ

い

つ

を

探

し

だ

し

て

や

る

。
」
と

い

っ

て

、

あ

ち

こ

ち

を

探

し

ま

わ

り

ま

し

た

。

向

田

川

を

さ

か

の

ぼ

り

山

奥

ま

で

入

っ

て

い

く

と

石

神

神

社

に

た

ど

り

着

き

、

こ

の

神

社

が

あ

や

し

い

と

思

っ

て

、

神

社

ま

わ

り

を

探

し

回

り

ま

し

た

。

 

そ

ん

な

あ

る

日

の

夜

、

主

人

は

大

き

な

蛇 へ

び

の

夢

を

見

ま

し

た

。

夢

の

中

で

大

き

な

蛇

は

「

神

隠

し

に

あ

っ

た

子

供

は

、

お

れ

が

食

べ

て

し

ま

っ

た

。

も

う

、

こ

ん

な

悪

い

こ

と

は

し

な

い

。

こ

れ

か

ら

は

病

気

に

か

か

っ

た

子

供

を

助

け

て

や

る

か

ら

、

も

う

探

さ

な

い

で

く

れ

。

向

田

川

の

山

奥

に

石

神

大

明

神

と

し

て

祀

っ

て

く

れ

た

ら

、

病

気

の

子

供

を

助

け

て

や

る

。
」

と

主

人

に

語

り

ま

し

た

。

 

次

の

日

、

主

人

は

村

人

に

こ

の

話

を

し

て

、

石

神

神

社

の

と

な

り

に

白

蛇

を

石

神

大

明

神

と

し

て

祀

る

こ

と

に

し

ま

し

た

。

そ

れ

か

ら

は

、

大

川

で

は

「

神

隠

し

」

が

な

く

な

り

、

村

人

は

子

供

が

病

気

に

な

る

と

、

こ

の

石

神

大

明

神

に

お

ま

い

り

を

し

て

病

気

を

な

お

し

て

も

ら

っ

た

と

の

こ

と

で

す

。
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（

二

）

北

川

・

マ

ミ

穴 あ

な

の

キ

ツ

ネ

 

 
昔

、

北

川

か

ら

大

川

に

行

く

の

も

、

奈

良

本

に

行

く

の

も

、

道

は

ひ

と

つ

し

か

あ

り

ま

せ

ん

で

し

た

。

こ

の

道

に

出

る

に

は

、「

南

無

な

む

阿

弥

陀

仏

あ

み

だ

ぶ

つ

」
と

書

か

れ

た

碑 ひ

が

立

っ

て

い

る

マ

ミ

穴

の

と

こ

ろ

を

通

っ

て

い

か

な

け

れ

ば

な

り

ま

せ

ん

。

こ

の

マ

ミ

穴

の

あ

た

り

は

大

変

さ

み

し

い

と

こ

ろ

で

、

夜

に

な

る

と

キ

ツ

ネ

が

出

て

き

て

は

、

人

を

化 ば

か

し

た

と

の

こ

と

で

す

。

こ

の

マ

ミ

穴

の

キ

ツ

ネ

に

は

、

次

の

よ

う

な

お

話

が

伝

わ

っ

て

い

ま

す

。

 

あ

る

と

き

、
村

人

が

伊

東

に

出

か

け

た

の

で

す

が

、

帰

り

が

夜

に

な

っ

て

し

ま

い

ま

し

た

。

お

土

産

み

や

げ

の

魚

を

肩

に

か

つ

ぎ

、

ろ

う

そ

く

を

手

に

持

っ

て

マ

ミ

穴

の

あ

た

り

に

来

る

と

、

誰

か

が

あ

と

を

つ

け

て

く

る

よ

う

な

気

が

し

ま

し

た

。

急

い

で

ふ

り

向

い

て

、

あ

た

り

を

見

回

し

ま

し

た

が

、

誰

も

い

ま

せ

ん

。

 

ほ

っ

と

し

て

、

そ

の

ま

ま

歩

い

て

行

く

と

、

今

度

は

声

が

す

る

で

は

あ

り

ま

せ

ん

か

。「

ろ

う

そ

く

を

お

く

れ

。
魚

を

お

く

れ

。
」
と

声

が

聞

こ

え

て

き

ま

し

た

。

村

人

は

び

っ

く

り

し

て

、

か

つ

い

で

い

た

魚

を

放

り

出

し

、

ろ

う

そ

く

を

置

い

て

、

一

目

散

い

ち

も

く

さ

ん

に

家

ま

で

走

っ

て

逃

げ

ま

し

た

。

 

こ

ん

な

こ

と

が

あ

っ

て

か

ら

、

北

川

で

は

夜

に

歩

く

人

は

い

な

く

な

り

ま

し

た

。

ま

た

、

い

た

ず

ら

好

き

の

マ

ミ

穴

の

キ

ツ

ネ

は

、

夜

に

だ

ま

す

人

が

出

て

こ

な

く

な

っ

た

の

で

、

い

つ

の

ま

に

か

い

な

く

な

っ

た

と

の

こ

と

で

す

。

 



- 52 - 

（

三

）

奈

良

本

・

太

大

田

お

お

た

の

大

蟹

お

お

が

に 

 
奈

良

本

の

熱

川

小

学

校

の

先

あ

た

り

は

、

大

田

と

呼

ば

れ

て

い

ま

す

。

こ

こ

に

は

「

蟹 か

に

が

森 も

り

」

と

い

わ

れ

た

森

が

あ

り

、

こ

の

森

に

は

蟹

が

祀 ま

つ

ら

れ

て

い

ま

し

た

。

こ

こ

に

蟹

が

祀

ら

れ

て

い

た

こ

と

に

つ

い

て

は

、

次

の

よ

う

な

お

話

が

伝

わ

っ

て

い

ま

す

。

 

昔

、

大

田

が

ま

だ

池

だ

っ

た

こ

ろ

の

お

話

で

す

。

池

に

た

ま

っ

た

水

は

、

入 い

り

赤

川

あ

か

が

わ

に

流

れ

、

村

の

田

ん

ぼ

の

稲

作

り

に

使

わ

れ

て

い

ま

し

た

。

こ

の

入

赤

川

に

は

、
「

大

田

の

大

蟹

」
と

い

っ

て

、

二

十

畳 じ
ょ
う

ぐ

ら

い

の

大

き

な

甲

羅

こ

う

ら

を

し

た

蟹

が

住

ん

で

い

ま

し

た

。

 

 

ふ

だ

ん

は

見

る

こ

と

が

な

い

大

蟹

で

し

た

が

、

稲

が

実

る

秋

の

夕

ぐ

れ

に

な

る

と

ど

こ

か

ら

か

や

っ

て

来

ま

す

。

あ

ら

わ

れ

た

大

蟹

は

、

村

人

た

ち

が

作

っ

た

稲

を

大

き

な

は

さ

み

で

ば

っ

さ

ば

っ

さ

と

切

り

倒

し

て

し

ま

う

の

で

す

。

と

き

に

は

、

田

ん

ぼ

に

大

き

な

穴

を

あ

け

る

の

で

、

稲

作

り

が

で

き

な

く

な

る

こ

と

も

あ

り

ま

し

た

。「

ゆ

う

べ

大

蟹

が

出

て

、
吾

作

ご

さ

く

さ

ん

ち

の

稲

は

ぜ

ん

ぶ

切 き

ら

れ

て

し

ま

っ

た

そ

う

だ

。
」
、

「

と

な

り

の

田

ん

ぼ

は

、

大

き

な

穴

を

あ

け

ら

れ

た

っ

て

よ

。
」

と

、

大

蟹

が

出

た

次

の

日

は

、

村

中

が

大

騒

ぎ

で

す

。

し

か

し

、

あ

ま

り

に

も

大

き

な

蟹

の

た

め

、

そ

の

仕

返

し

か

え

し

を

お

そ

れ

て

、

村

人

た

ち

は

ど

う

す

る

こ

と

も

で

き

ま

せ

ん

。

そ

れ

で

も

、

度

重

た

び

か

さ

な

る

大

蟹

の

い

た

ず

ら

に

村

人

た

ち

は

腹

を

立

て

、

今

度

こ

そ

大

蟹

を

こ

ら

し

め

て

や

ろ

う

と

話

し

合

い

ま

し

た

。
そ

し

て

、
村

の

な

か

で

一

番

力

持

ち

の

作 さ

く

兵

衛

べ

え

を

先

頭

に

大

蟹

の

退

治

た

い

じ

に

出

か

け

ま

し

た

。

 

と

こ

ろ

が

、

退

治

に

出

か

け

た

村

人

た

ち

は

大

蟹

を

見

た

だ

け

で

恐

ろ

し

く

な

り

、

み

ん

な

家

に

逃

げ

帰

り

ま

し

た

。

そ

れ

か

ら

は

、

大

蟹

を

退

治

し

よ

う

と

す

る

者

は

あ

ら

わ

れ

ま

せ

ん

。

村

人

た

ち

の

困

っ

た

様

子

よ

う

す

を

見

た

村

の

長 お

さ

で

あ

る

太

郎

た

ろ

う

左 ざ

衛

門

え

も

ん

は

、

大

蟹

を

退

治

で

き

な

い

か

と

悩

ん

で

い

ま

し

た

。

太

郎

左

衛

門

は

、

し

ば

ら

く

考

え

て

い

る

と

す

っ

く

と

立

ち

上

が

り

、

家

に

伝

わ

る

宝

で

あ

る

弓

矢

ゆ

み

や

を

持

っ

て

大

田

の

池

へ

出

か

け

て

い

き

ま

し

た

。

 

 

太

郎

左

衛

門

は

、

池

に

着

く

と

木

の

か

げ

に

か

く

れ

、

大

蟹

を

待

ち

ま

し

た

。

そ

の

う

ち

に

、

な

ま

ぐ
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さ

い

に

お

い

と

ザ

ワ

ザ

ワ

と

い

う

音

と

と

も

に

大

蟹

が

あ

ら

わ

れ

ま

し

た

。
太

郎

左

衛

門

は

、「

今

度

こ

そ

、

村

人

た

ち

の

た

め

に

、

大

蟹

を

退

治

し

て

や

る

ぞ

。
」

と

、

大

蟹

を

め

が

け

、

力

の

限

り

弓

を

引

き

し

ぼ

り

矢

を

引

き

放

ち

ま

し

た

。

矢

は

み

ご

と

に

蟹

の

甲

羅

に

突

き

刺

さ

り

、

二

本

目

の

矢

も

突

き

刺

さ

り

ま

し

た

。
矢

が

刺

さ

っ

た

大

蟹

は

、
夜

明

け

ま

で

苦

し

み

、

ズ

シ

ン

と

音

を

立

て

て

倒

れ

る

と

死

ん

で

し

ま

い

ま

し

た

。

 

 

次

の

朝

、

ゆ

う

べ

大

き

な

音

が

し

た

大

田

の

池

に

来

て

み

た

村

人

た

ち

は

、

み

ん

な

び

っ

く

り

し

ま

し

た

。

あ

の

憎 に

く

い

大

蟹

が

池

に

た

お

れ

て

死

ん

で

い

る

で

は

あ

り

ま

せ

ん

か

。

そ

れ

を

見

て

、

驚 お
ど
ろ

い

て

腰 こ

し

を

抜

か

す

者

ま

で

い

ま

し

た

。

 

と

こ

ろ

が

、

大

蟹

の

ま

わ

り

に

は

何

百

、

何

千

と

い

う

た

く

さ

ん

の

子 こ

蟹 が

に

が

む

ら

が

り

、

大

蟹

の

死

を

悲 か

な

し

ん

で

い

ま

し

た

。

村

人

の

な

か

に

は

、

ま

だ

大

蟹

を

た

た

こ

う

と

す

る

者

も

い

ま

し

た

が

、

太

郎

左

衛

門

は
「

憎

い

蟹

と

は

い

え

、
子

蟹

か

ら

こ

ん

な

に

慕 し

た

わ

れ

て

い

る

の

を

見

る

と

か

わ

い

そ

う

だ

。

も

う

死

ん

で

い

る

の

だ

か

ら

、
た

た

く

の

は

や

め

よ

う

。
」
と

い

っ

て

、

や

め

さ

せ

ま

し

た

。

 

 

そ

れ

か

ら

、

太

郎

左

衛

門

と

村

人

た

ち

は

、

森

に

蟹

の

祠 ほ
こ
ら

を

建

て

て

蟹

を

祀

り

、

そ

こ

を

「

蟹

が

森

」

と

呼

び

ま

し

た

。

ま

た

、

奈

良

本

の

人

た

ち

は

、

か

わ

い

そ

う

な

子

蟹

の

こ

と

を

思

い

、

今

で

も

子

蟹

を

と

っ

て

食

べ

な

い

と

の

こ

と

で

す

。
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（

四

）

片

瀬

・

龍 り
ゅ
う

淵

院

え

ん

い

ん

の

「

龍 り
ゅ
う

の

枕

岩

ま
く
ら
い
わ

」

 

 
片

瀬

の

お

寺

で

あ

る

龍

淵

院

は

、

鎌

倉

か

ま

く

ら

時

代

じ

だ

い

の

弘

安

こ

う

あ

ん

元

年

が

ん

ね

ん

（

一

二

七

八

年

）

に

隆 り
ゅ
う

興 こ

う

と

い

う

お

坊

さ

ん

が

開

い

た

と

い

わ

れ

て

い

ま

す

。

こ

の

お

寺

は

、

今

は

大

沢

山

お

お

さ

わ

や

ま

に

あ

り

ま

す

が

、

昔

は

龍 り
ゅ
う

が

住

ん

で

い

る

池

の

淵 ふ

ち

に

あ

っ

た

と

伝

わ

っ

て

い

ま

す

。

こ

の

言

い

伝

え

が

、

お

寺

の

名

と

な

っ

た

と

い

わ

れ

、

ま

た

お

寺

に

は

こ

の

龍

が

枕

に

し

た

と

い

わ

れ

る

大

き

な

岩

が

あ

り

ま

す

。

こ

の

岩

に

は

、

次

の

よ

う

な

お

話

が

伝

わ

っ

て

い

ま

す

。

 

昔

、

伊

豆

に

は

、

太

郎

た

ろ

う

、

次

郎

じ

ろ

う

、

三

郎

さ

ぶ

ろ

う

の

三

人

の

兄

弟

の

山

が

並

ん

で

い

ま

し

た

。

こ

の

山

に

は

、

葉

っ

ぱ

が

甘

茶

あ

ま

ち

ゃ

に

使

わ

れ

る

甘

茶

の

木

が

た

く

さ

ん

あ

り

ま

し

た

。

こ

の

｢

甘

茶

あ

ま

ち

ゃ

の

木 き

｣

が

な

ま

っ

て

、

山

は

「

天

城

あ

ま

ぎ

」

と

呼

ば

れ

る

よ

う

に

な

っ

た

と

も

い

わ

れ

て

い

ま

す

。

 

天

城

の

山

に

は

シ

ラ

ヌ

タ

の

池

が

あ

り

、

そ

こ

に

は

大

き

な

龍

が

住

ん

で

い

ま

し

た

。

こ

の

龍

は

甘

茶

の

葉

が

大

好

き

で

、

い

つ

も

た

く

さ

ん

の

甘

茶

の

葉

を

食

べ

て

い

ま

し

た

。

あ

る

と

き

、

龍

は

葉

を

食

べ

過

ぎ

て

喉 の

ど

が

渇 か

わ

い

た

の

で

、

天

城

の

三

兄

弟

に

話

し

か

け

ま

し

た

。

 

「

お

れ

は

甘

茶

の

葉

っ

ぱ

を

食

べ

過

ぎ

て

、

喉

が

カ

ラ

カ

ラ

だ

。
シ

ラ

ヌ

タ

の

池

の

水

で

は

足

り

な

い

。

ど

こ

か

に

水

の

た

く

さ

ん

あ

る

と

こ

ろ

は

な

い

も

の

か

。
」

す

る

と

、

三

兄

弟

は

「

山

の

ず

っ

と

下

の

方

に

ホ

ウ

キ

ガ

原

が

見

え

る

。

そ

こ

は

大

き

な

池

の

よ

う

に

な

っ

て

い

て

、

シ

ラ

ヌ

タ

の

池

よ

り

ず

っ

と

大

き

い

ぞ

。
」

と

答

え

ま

し

た

。

 

そ

れ

を

聞

い

た

龍

は

、

大

急

ぎ

で

山

を

く

だ

り

、

下

に

あ

る

池

に

着

き

ま

し

た

。

こ

の

池

の

近

く

に

は

ホ

ウ

キ

ガ

原

と

呼

ば

れ

る

原

っ

ぱ

が

広

が

っ

て

お

り

、

龍

の

寝

床

ね

ど

こ

に

ぴ

っ

た

り

だ

っ

た

の

で

、

龍

は

こ

こ

に

住

む

こ

と

に

し

ま

し

た

。

ま

た

、

龍

は

近

く

の

大

沢

山

に

大

好

き

な

甘

茶

の

木

を

見

つ

け

た

の

で

、

た

い

へ

ん

喜

び

ま

し

た

。

 
と

こ

ろ

が

、

あ

る

日

、

ド

カ

ー

ン

と

い

う

大

き

な

地

響

じ

ひ

び

き

が

あ

り

ま

し

た

。
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お

ど

ろ

い

た

龍

が

天

を

見

上

げ

る

と

、

な

ん

と

富

士

の

山

が

火

を

噴 ふ

い

て

い

る

で

は

あ

り

ま

せ

ん

か

。

す

る

と

、
富

士

の

山

は

龍

に

む

か

っ

て

叫 さ

け

び

ま

し

た

。

「

お

ま

え

は

約

束

を

忘

れ

た

の

か

。
」

 

富

士

の

山

が

い

う

約

束

と

は

、

富

士

の

山

を

守

る

山

の

番

人

ば

ん

に

ん

を

龍

が

連

れ

て

く

る

こ

と

に

な

っ

て

い

た

の

で

す

。

 

さ

ら

に

、

富

士

の

山

は

「

龍

よ

、

い

つ

ま

で

待

た

せ

る

の

だ

。

約

束

を

守

れ

な

い

の

な

ら

伊

豆

の

山

々

も

火

の

海

に

し

て

や

る

ぞ

。
」

と

言

い

だ

し

ま

し

た

。

そ

こ

で

、

龍

は

急

い

で

天

城

の

山

に

も

ど

り

、

三

兄

弟

の

長

男

ち
ょ
う
な
ん

で

あ

る

太

郎

に

富

士

の

山

の

番

人

を

ま

か

せ

る

こ

と

に

し

ま

し

た

。

 

龍

は

太

郎

を

背

中

に

の

せ

、

富

士

の

山

の

も

と

に

飛

び

、

太

郎

と

い

っ

し

ょ

に

富

士

の

山

を

守

る

こ

と

に

し

ま

し

た

。

こ

う

し

て

、

富

士

の

山

を

守

る

こ

と

に

な

っ

た

太

郎

は

太

郎

坊

た

ろ

う

ぼ

う

と

呼

ば

れ

、

ま

た

、

天

城

に

残

り

、

伊

豆

の

山

の

番

人

と

な

っ

た

次

郎

と

三

郎

は

、

万 ば

ん

二

郎

じ

ろ

う

、

万 ば

ん

三

郎

ざ

ぶ

ろ

う

と

呼

ば

れ

ま

し

た

。

 

龍

が

住

ん

で

い

た

ホ

ウ

キ

ガ

原

の

池

の

淵

に

は

、

龍

が

使

っ

た

と

い

わ

れ

る

大

き

な

岩

の

枕

が

残

り

ま

し

た

。

そ

の

後

、

こ

の

ホ

ウ

キ

ガ

原

に

人

が

住

み

は

じ

め

、

や

が

て

隆

興

と

い

う

お

坊

さ

ん

が

こ

こ

に

お

寺

を

建

て

ま

し

た

。

お

寺

は

ホ

ウ

キ

ガ

原

か

ら

大

沢

山

に

移

さ

れ

ま

し

た

が

、

不

思

議

な

こ

と

に

龍

が

枕

に

使

っ

た

大

き

な

岩

も

移

っ

て

い

っ

た

そ

う

で

す

。

こ

の

石

は

「

龍

の

枕

岩

」

と

し

て

大

切

に

さ

れ

、

龍

淵

院

の

お

坊

さ

ん

は

、

龍

の

大

好

き

な

甘

茶

を

か

け

て

祀

っ

て

い

ま

す

。
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（

五

）

白

田

・

腰 こ

し

の

神 か

み

さ

ま

 

 
湯

ヶ

岡

ゆ

が

お

か

の

高

羽

た

か

は

家

の

庭

先

に

は

、

多

く

の

石

の

塔

が

あ

り

、

こ

れ

ら

は

大

洞

だ

い

ど

う

庵 あ

ん

石

塔

群

せ

き

と

う

ぐ

ん

と

呼

ば

れ

、

町

の

文

化

財

に

指

定

さ

れ

て

い

ま

す

。
こ

の

石

塔

群

は

、

い

つ

、

だ

れ

が

、

何

の

た

め

に

建

て

た

の

か

は

わ

か

っ

て

い

ま

せ

ん

が

、

次

の

よ

う

な

お

話

が

伝

わ

っ

て

い

ま

す

。

 

昔

、

お

百

姓

ひ
ゃ
く
し
ょ
う

さ

ん

が

「

ま

さ

な

お

し

」

と

い

わ

れ

る

田

ん

ぼ

を

作

り

か

え

る

仕

事

を

し

て

い

る

と

、

土

の

中

か

ら

た

く

さ

ん

の

骨 ほ

ね

が

出

て

き

ま

し

た

。

こ

の

あ

た

り

は

、

狩

り

で

と

っ

た

イ

ノ

シ

シ

や

シ

カ

の

骨

を

埋

め

た

と

こ

ろ

な

の

で

、

そ

の

骨

だ

と

思

っ

て

石

こ

ろ

な

ど

と

い

っ

し

ょ

に

道

に

敷

い

て

い

ま

し

た

。
 

 

と

こ

ろ

が

、

し

ば

ら

く

す

る

と

、

お

百

姓

さ

ん

は

急

に

腰 こ

し

が

痛

く

な

っ

て

き

ま

し

た

。

や

っ

と

の

思

い

で

家

に

帰

っ

た

の

で

す

が

、

腰

の

痛

み

は

さ

ら

に

ひ

ど

く

な

る

ば

か

り

で

す

。

布

団

ふ

と

ん

に

横

に

な

っ

て

ど

う

し

て

腰

が

い

た

く

な

っ

た

の

か

考

え

て

み

る

と

、

は

っ

と

思

い

ま

し

た

。「

今

日

、
イ

ノ

シ

シ

や

シ

カ

の

骨

だ

と

思

っ

て

道

に

敷

い

た

骨

は

、

も

し

か

し

た

ら

人

の

骨

か

も

し

れ

な

い

。

こ

れ

は

た

い

へ

ん

な

こ

と

を

し

て

し

ま

っ

た

。
」

 

 

も

う

日

は

沈

み

、

あ

た

り

は

す

っ

か

り

暗

く

な

っ

て

い

ま

し

た

。

し

か

し

、

お

百

姓

さ

ん

は

腰

の

痛

み

を

こ

ら

え

、
お

ば

あ

さ

ん

の

肩

に

つ

か

ま

り

な

が

ら

、

骨

を

敷

い

た

と

こ

ろ

ま

で

い

き

ま

し

た

。
そ

し

て

、
灯 あ

か
り

を

た

よ

り

に

骨

を

拾

い

集

め

、

も

と

の

と

こ

ろ

に

お

さ

め

ま

し

た

。

す

る

と

、

あ

ん

な

に

痛

か

っ

た

腰

の

痛

み

が

す

っ

か

り

消

え

て

な

く

な

っ

た

の

で

す

。

 

 

こ

の

骨

は

戦

い

に

負

け

て

亡

く

な

っ

た

お

侍
さ
む
ら
い

の

骨

か

も

知

れ

な

い

と

思

っ

た

お

百

姓

さ

ん

は

、

そ

こ

に

お

墓

を

建

て

て

こ

の

骨

を

お

さ

め

、

て

い

ね

い

に

供

養

く

よ

う

を

し

ま

し

た

。

そ

れ

か

ら

こ

の

話

は

村

中

に

広

ま

り

、

村

人

か

ら

は

「

腰

の

神

さ

ま

」

と

し

て

祀 ま

つ

ら

れ

る

よ

う

に

な

っ

た

そ

う

で

す

。
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（

六

）

稲

取

・

は

さ

み

石

と

仲 ち
ゅ
う

鎮

山

ち

ん

や

ま 

 
稲

取

の

黒

根

く

ろ

ね

の

先

に

あ

る

ト

モ

ロ

岬

か

ら

稲

取

寄

り

の

約

一

〇

〇

メ

ー

ト

ル

の

磯 い

そ

に

は

、

二

つ

の

大

き

な

石

が

立

っ

て

い

ま

す

。

こ

の

二

つ

の

石

は

、

高

さ

が

約

十

メ

ー

ト

ル

、

周

囲

は

約

二

十

メ

ー

ト

ル

あ

る

大

変

大

き

な

も

の

で

す

。

ま

た

、

こ

の

二

つ

の

大

き

な

石

の

間

に

は

、

幅

二

メ

ー

ト

ル

く

ら

い

の

石

が

落

ち

な

い

よ

う

に

は

さ

ま

っ

て

い

る

こ

と

か

ら

「

は

さ

み

石

」

と

い

わ

れ

て

い

ま

す

。

 

は

さ

ま

っ

て

い

る

石

は

、

両

側

の

大

き

な

石

と

同

じ

種

類

の

石

で

す

か

ら

、

ど

ち

ら

か

の

石

か

ら

崩

れ

た

石

が

は

さ

ま

っ

た

の

で

は

な

い

か

と

考

え

ら

れ

て

い

ま

す

。

こ

の

よ

う

に

「

は

さ

み

石

」

は

大

変

め

ず

ら

し

い

石

で

す

。「

は

さ

み

石

」
や

そ

の

周

り

に

つ

い

て

は

次

の

よ

う

な

お

話

が

伝

わ

っ

て

い

ま

す

。

 

昔

、

稲

取

と

白

田

の

村

の

境 さ
か
い

の

あ

た

り

の

海

は

、

サ

ザ

エ

や

ア

ワ

ビ

な

ど

の

貝

や

、

伊

勢

エ

ビ

な

ど

が

た

く

さ

ん

取

れ

た

の

で

、

二

つ

の

村

は

村

の

境

を

め

ぐ

っ

て

争

っ

て

い

ま

し

た

。

 

二

つ

の

村

は

、

大

変

長

い

間

争

い

を

し

て

い

た

た

め

、

神

さ

ま

が

心

配

し

て

天

城

あ

ま

ぎ

の

万 ば

ん

二

郎

じ

ろ

う

天

狗

て

ん

ぐ

と

万 ば

ん

三

郎

ざ

ぶ

ろ

う

天

狗

て

ん

ぐ

の

兄

弟

の

天

狗

に

「

争

い

を

鎮 し

ず

め

て

こ

い

。
」

と

命 め

い

じ

ま

し

た

。

天

狗

の

兄

弟

は

、

両

方

の

村

人

た

ち

を

天

城

の

麓 ふ
も
と

に

あ

る

山

に

呼

び

、

村

人

た

ち

に

争

い

を

や

め

る

話

し

合

い

を

さ

せ

ま

し

た

。

天

狗

た

ち

は

、

両

方

の

村

人

に

「

村

境

む
ら
ざ
か
い

の

こ

と

で

争

っ

て

い

て

は

、
両

方

の

村

が

栄

え

る

こ

と

は

な

い

ぞ

。
」
と

話

し

て

聞

か

せ

ま

し

た

。

 

そ

こ

で

両

方

の

村

人

た

ち

は

、

そ

れ

ぞ

れ

の

村

の

た

め

に

熱

心

に

話

し

合

い

を

し

ま

し

た

。

話

し

合

い

は

、

な

か

な

か

う

ま

く

は

進

み

ま

せ

ん

で

し

た

が

、

三

日

目

に

な

っ

て

よ

う

や

く

村

境

に

石

を

置

い

て

境

に

す

る

こ

と

が

決

ま

り

ま

し

た

。

 

し

か

し

、

小

さ

い

石

だ

と

動

い

て

し

ま

い

、

ま

た

争

い

に

な

っ

て

し

ま

う

と

の

話

が

出

ま

し

た

。

す

る

と

、

天

狗

た

ち

は

天

城

山

か

ら

大

き

な

石

を

二

人

で

力

を

合

わ

せ

て

運

び

出

し

、

境

の

石

に

し

ま

し

た

。

 

こ

の

石

は

大

変

大

き

な

石

で

、「

か

ぐ

ら

」
の

よ

う

な

形

を

し

て

い

る

こ

と

か

ら

、

村

人

た

ち

は

「

か

ぐ
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ら

石

」

と

い

う

名

を

つ

け

ま

し

た

。

ま

た

、

二

人

の

天

狗

は

、

村

の

境

に

「

か

ぐ

ら

石

」

を

置

い

た

記

念

に

、

こ

れ

も

人

で

は

運

べ

な

い

大

き

な

屏

風

び

ょ

う

ぶ

の

よ

う

な

石

を

二

つ

運

び

、

境

か

ら

稲

取

寄

り

に

置

き

ま

し

た

。

こ

の

石

は

、

人

が

両

手

り

ょ

う

て

を

あ

わ

せ

る

よ

う

に

立

て

、

そ

の

間 あ
い
だ

に

大

き

い

石

を

落

さ

な

い

よ

う

に

は

さ

み

ま

し

た

。

 

こ

の

石

に

は

、

稲

取

と

白

田

の

両

方

の

村

が

仲

よ

く

助

け

あ

う

よ

う

に

と

い

う

天

狗

の

兄

弟

の

願 ね

が

い

が

こ

め

ら

れ

、
「

は

さ

み

石

」

と

名

を

つ

け

ま

し

た

。

ま

た

、

両

方

の

村

人

た

ち

が

話

し

合

っ

た

山

を

、

村

の

争

い

を

鎮

め

て

仲

直

り

を

し

た

こ

と

か

ら
「

仲

鎮

山

」

と

名

を

つ

け

た

と

伝

わ

っ

て

い

ま

す

。

 

「

は

さ

み

石

」

は

、

天

狗

の

兄

弟

が

運

ん

で

き

た

と

い

う

言

い

伝

え

が

あ

る

不

思

議

な

石

で

す

。

い

つ

ま

で

も

昔

話

と

と

も

に

大

切

に

守

っ

て

い

き

た

い

も

の

で

す

。
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（

七

）

稲

取

・

お

舟 ふ

ね

石 い

し 

 
稲

取

の

志

津

摩

し

づ

ま

の

海

岸

に

は

散

歩

の

た

め

の

道

が

続

い

て

い

ま

す

が

、

こ

の

道

を

歩

い

て

い

く

と

、

海

に

大

き

な

石

が

見

え

ま

す

。
こ

の

大

き

な

石

は

、「

お

舟

石

」

と

い

わ

れ

、

次

の

よ

う

な

お

話

が

伝

わ

っ

て

い

ま

す

。

 

昔

、

稲

取

の

入

谷

い

り

や

に

お

じ

い

さ

ん

と

お

ば

あ

さ

ん

が

住

ん

で

い

ま

し

た

。
夏

の

初

め

の

あ

る

日

の

こ

と

、

お

じ

い

さ

ん

と

お

ば

あ

さ

ん

は

、

気

持

ち

よ

い

海

の

波

の

音

に

誘 さ

そ

わ

れ

て

、

杖

を

つ

き

な

が

ら

志

津

摩

川

を

海

へ

と

下

っ

て

い

き

ま

し

た

。

海

岸

に

着

い

た

二

人

は

、

目

の

前

に

広

が

る

ま

っ

青

な

海

を

眺 な

が

め

、

気

持

ち

の

よ

い

海

か

ら

の

風

に

着

物

の

裾 す

そ

を

な

び

か

せ

な

が

ら

海

を

見

て

い

ま

し

た

。

 

 

や

が

て

、

二

人

は

お

弁

当

を

食

べ

よ

う

と

思

い

、

食

べ

る

場

所

を

探

し

始

め

ま

し

た

。
そ

し

て

、
波

打

な

み

う

ち

際

の

大

き

な

石

の

近

く

に

あ

る

松

の

木

の

根

元

で

食

べ

る

こ

と

に

し

た

二

人

は

、

そ

こ

で

お

弁

当

を

仲

良

く

食

べ

ま

し

た

。

 

 

ま

も

な

く

、

お

弁

当

を

食

べ

終

え

た

お

じ

い

さ

ん

は

、

大

き

な

石

に

近

づ

く

と

、

ひ

ょ

い

と

石

の

上

に

登

り

ま

し

た

。

お

ば

あ

さ

ん

は

お

弁

当

を

食

べ

な

が

ら

、

そ

の

様

子

を

ニ

コ

ニ

コ

し

な

が

ら

眺

め

て

い

ま

し

た

。

 

す

る

と

、
お

じ

い

さ

ん

が

大

声

で

、「

お

ば

あ

さ

ー

ん

、

大

変

だ

。

わ

し

の

乗

っ

て

い

る

こ

の

大

石

が

陸

の

ほ

う

へ

向

か

っ

て

動

き

出

し

て

い

る

ぞ

。
」
と

叫

び

ま

し

た

。

お

ば

あ

さ

ん

は

び

っ

く

り

し

て

、

あ

わ

て

て

石

に

よ

じ

登

り

ま

し

た

。

 

（

こ

れ

は

、

き

っ

と

海

の

神

さ

ま

の

仕

業

し

わ

ざ

に

違

い

な

い

。
）
そ

う

思

っ

た

二

人

は

、
石

の

上

に

座

っ

て

両

手

を

合

わ

せ

、

石

が

無

事

に

止

ま

る

よ

う

に

祈

り

ま

し

た

。

 

し

ば

ら

く

す

る

と

、
石

が

動

か

な

く

な

っ

た

の

で

、

二

人

は

ほ

っ

と

胸

を

な

で

お

ろ

し

、

石

の

上

に

座

っ

た

ま

ま

、

あ

れ

や

こ

れ

や

と

語

り

合

い

ま

し

た

。

 

 

そ

の

う

ち

に

、

お

じ

い

さ

ん

は

お

ば

あ

さ

ん

を

石

の

上

に

残

し

た

ま

ま

、

家

に

持

ち

帰

る

貝

を

と

り

始

め

ま

し

た

。

お

ば

あ

さ

ん

は

、

お

弁

当

を

食

べ

た

後
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で

眠 ね

む

く

な

り

、

そ

の

ま

ま

石

の

上

で

眠

っ

て

し

ま

い

ま

し

た

。

お

じ

い

さ

ん

の

腰

の

ス

カ

リ

が

貝

で

い

っ

ぱ

い

に

な

っ

た

こ

ろ

、「

お

じ

い

さ

ー

ん

、
た

す

け

て

ー

。
石

が

海

に

む

か

っ

て

動

き

出

し

た

よ

ー

。
」
と

い

う

お

ば

あ

さ

ん

の

叫

び

声

が

聞

こ

え

て

き

ま

し

た

。

 

 

お

じ

い

さ

ん

は

、

大

急

ぎ

で

走

っ

て

戻

り

、

石

か

ら

お

ば

あ

さ

ん

を

助

け

下

ろ

し

ま

し

た

。

そ

し

て

、

二

人

は

「

こ

れ

は

、

海

の

神

さ

ま

の

お

怒 い

か

り

だ

。
」

と

海

に

向

か

っ

て

手

を

合

わ

せ

、

海

の

神

さ

ま

に

一

所

懸

命

に

祈

り

ま

し

た

。

 

 

こ

の

こ

と

が

あ

っ

て

か

ら

、

稲

取

の

人

々

は

こ

の

石

の

こ

と

を

、「

男

が

乗

れ

ば

陸

に

向

か

い

、
女

が

乗

れ

ば

海

に

向

か

っ

て

走

る

お

舟

石

だ

。
」
と

い

う

よ

う

に

な

り

ま

し

た

。

 

 

ま

た

、
「

お

舟

石

」

に

は

、

次

の

よ

う

な

話

も

伝

わ

っ

て

い

ま

す

。

昔

、

役 え
ん
の

小

角

お

づ

ぬ

と

い

う

行

者

ぎ
ょ
う
じ
ゃ

が

伊

豆

の

大

島

に

流

さ

れ

る

と

い

う

罰 ば

つ

を

受

け

ま

し

た

。

大

島

に

流

さ

れ

た

小

角

は

、

夜

に

な

る

と

大

島

を

抜

け

出

し

て

、

富

士

山

な

ど

で

修

行

し
ゅ
ぎ
ょ
う

を

し

た

そ

う

で

す

。

そ

の

と

き

に

こ

の

「

お

舟

石

」

に

乗

っ

て

、

大

島

か

ら

海

を

渡

っ

て

来

た

と

い

わ

れ

て

い

ま

す

。

 

 

ま

た

、

小

角

は

大

島

か

ら

「

お

舟

石

」

に

乗

っ

て

稲

取

に

や

っ

て

来

る

と

「

お

舟

石

」

近

く

の

洞

窟

ど

う

く

つ

に

住

ん

だ

と

も

い

わ

れ

て

い

ま

す

。

役

小

角

の

お

話

は

い

ろ

い

ろ

な

所

に

伝

わ

っ

て

い

ま

す

が

、

こ

の

「

お

舟

石

」

の

お

話

の

よ

う

に

伊

豆

に

は

多

く

の

お

話

が

伝

わ

っ

て

い

ま

す

。
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（

八

）

稲

取

・

は

ん

ま

あ

さ

ま

 

 
稲

取

で

は

、

九

月

八

日

に

「

は

ま

ゆ

う

の

葉

」

で

武

士

ぶ

し

の

人

形

や

、

サ

ン

マ

や

イ

カ

な

ど

魚

を

形 か

た

ど

っ

た

も

の

を

作

り

ま

す

。

こ

の

葉

で

作

っ

た

武

士

の

人

形

や

魚

な

ど

を

家

の

床 と

こ

の

間 ま

で

一

日

祀 ま

つ

り

、

次

の

日

に

海

に

流

し

ま

す

。

こ

の

と

き

に

「

サ

ン

マ

や

イ

カ

に

な

っ

て

帰

っ

て

こ

ら

っ

し

ぇ

ー

よ

。
」
と

泣

き

な

が

ら

流

し

、

魚

が

た

く

さ

ん

と

れ

る

こ

と

を

祈

る

行

事

が

あ

り

ま

す

。

 

こ

の

行

事

は

「

は

ん

ま

あ

さ

ま

」

と

い

わ

れ

ま

す

が

、
「

は

ん

ま

あ

さ

ま

」

と

呼

ば

れ

る

理

由

は

「

は

ま

ゆ

う

」

が

な

ま

っ

た

も

の

と

も

い

わ

れ

て

い

ま

す

。

ま

た

、

こ

の

行

事

は

九

月

九

日

に

行

わ

れ

ま

す

が

、

三

月

三

日

の

半

年

後

に

行

わ

れ

て

い

る

こ

と

や

、

人

形

を

流

す

こ

と

か

ら

「

ひ

な

祭

り

」

と

関

係

す

る

な

ど

と

も

い

わ

れ

て

い

ま

す

。

 

こ

の

行

事

は

、

稲

取

に

し

か

伝

わ

っ

て

い

な

い

大

変

め

ず

ら

し

い

行

事

で

す

。

こ

の

た

め

国

か

ら

平

成

十

四

年
（

二

〇

〇

二

年

）
に
「

記

録

き

ろ

く

作

成

さ

く

せ

い

等 と

う

の

措

置

そ

ち

を

講 こ

う

ず

べ

き

無

形

む

け

い

の

文

化

ぶ

ん

か

財 ざ

い

」

に

選

ば

れ

て

い

ま

す

。

「

は

ん

ま

あ

さ

ま

」

に

は

、

次

の

よ

う

な

お

話

が

伝

わ

っ

て

い

ま

す

。

 

昔

、

稲

取

が

小

さ

な

漁

村

ぎ

ょ

そ

ん

で

あ

っ

た

こ

ろ

の

お

話

 

で

す

。

そ

の

年

は

、

漁

師

た

ち

が

魚

を

釣

り

に

行

っ

 

て

も

ま

っ

た

く

釣

れ

ず

、

ぼ

ん

や

り

と

海

を

見

る

日

が

続

き

ま

し

た

。

 

そ

ん

な

あ

る

日

、

漁

師

が

海

を

見

て

い

る

と

沖

に

 

た

く

さ

ん

の

カ

モ

メ

が

群 む

れ

て

飛

ん

で

い

ま

し

た

。

カ

モ

メ

が

た

く

さ

ん

飛

ん

で

い

る

の

は

、

そ

の

下

で

た

く

さ

ん

の

魚

が

集

ま

っ

て

い

る

目

印

め

じ

る

し

で

あ

り

、

こ

れ

は

「

と

り

や

ま

」

と

い

わ

れ

て

い

ま

す

。

 

 

「

と

り

や

ま

」

を

見

つ

け

た

漁

師

た

ち

は

、

久

し

 

ぶ

り

に

た

く

さ

ん

の

魚

の

群

れ

が

来

た

と

喜

び

、「

と

り

や

ま

」

を

目

指

し

て

勢

い

よ

く

舟

を

こ

ぎ

出

し

て

行

き

ま

し

た

。

し

か

し

、

漁

師

た

ち

が

「

と

り

や

ま

」

に

着

く

と

、

そ

こ

に

は

魚

の

群

れ

は

な

く

、

丸

太

を

組

ん

だ

い

か

だ

が

浮

か

ん

で

お

り

、

戦

い

に

敗

れ

た

何

人

か

の

武

士

が

亡

く

な

っ

て

い

る

で

は

あ

り

ま

せ

ん

か

。

久

し

ぶ

り

に

魚

が

取

れ

る

と

思

っ

た

漁

師

た
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ち

は

が

っ

か

り

し

ま

し

た

。

し

か

し

、

そ

う

か

と

い

っ

て

こ

の

ま

ま

港

に

帰

る

わ

け

に

は

い

き

ま

せ

ん

。

な

ぜ

な

ら

漁

師

は

海

で

亡

く

な

っ

た

人

を

見

つ

け

た

ら

、

陸

ま

で

運

ん

で

お

墓

な

ど

に

祀

り

、

供

養

す

る

こ

と

に

な

っ

て

い

た

か

ら

で

す

。

 

そ

こ

で

漁

師

た

ち

は

、「

今

、
み

ん

な

漁

が

な

く

て

困

っ

て

い

る

。

今

日

も

「

と

り

や

ま

」

だ

と

思

っ

て

き

た

が

、

大

勢

の

仏

様

だ

。

だ

が

、

こ

の

仏

様

を

こ

の

ま

ま

に

し

て

お

く

わ

け

に

も

い

か

ね

え

。

 

み

ん

な

で

手

厚

く

葬 ほ
う
む

っ

て

や

る

べ

え

。
」
と

い

っ

て

、
亡

く

な

っ

た

武

士

た

ち

を

陸

ま

で

運

び

、

お

墓

を

建

て

て

供

養

し

ま

し

た

。

 

そ

れ

か

ら

稲

取

で

は

サ

ン

マ

と

イ

カ

が

た

く

さ

ん

取

れ

る

よ

う

に

な

り

ま

し

た

。

漁

師

た

ち

は

こ

れ

を

喜

び

、

毎

年

、

浜

に

あ

る

は

ま

ゆ

う

の

葉

で

武

士

や

サ

ン

マ

、

イ

カ

を

形

ど

っ

た

人

形

を

作

り

、

家

の

床

の

間

に

お

酒

や

柏

餅

か
し
わ
も
ち

を

供

え

て

祀

り

、

次

の

日

に

泣

き

な

が

ら

唱

え

ご

と

を

し

て

流

す

よ

う

に

な

っ

た

と

の

こ

と

で

す

。
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（

九

）

稲

取

・

源
み
な
も
と
の

為

朝

た

め

と

も

の

旗 は

た

（

院

宣

い

ん

ぜ

ん

の

旗

）

 

 
稲

取

に

は

、

平

安

へ

い

あ

ん

時

代

じ

だ

い

終

わ

り

に

京

都

で

の

戦

い

に

敗

れ

た

源

為

朝

の

子

孫

が

移

り

住

ん

だ

と

い

う

言

い

伝

え

が

あ

り

ま

す

。

保 ほ

う

元 げ

ん

元

年

（

一

一

五

六

年

）

に

、

京

都

で

は

天

皇

家

て

ん

の

う

け

、

貴

族

き

ぞ

く

の

藤

原

ふ

じ

わ

ら

氏 し

、

武

士

ぶ

し

の

源

氏

げ

ん

じ

や

平

氏

へ

い

し

が

入

り

乱

れ

て

戦

っ

た

保

元

ほ

う

げ

ん

の

乱 ら

ん

と

い

う

戦

い

が

あ

り

ま

し

た

。
こ

の

戦

い

で

、
為

朝

は

崇 す

徳 と

く

上

皇

じ
ょ
う
こ
う

に

味

方

を

し

て

戦

い

ま

し

た

が

、

戦

い

に

敗

れ

て

捕

ま

り

、

罰 ば

つ

と

し

て

伊

豆

の

大

島

に

流

さ

れ

ま

し

た

。

 

 

そ

の

後

、

為

朝

は

島

の

人

に

乱

暴

を

し

た

り

、

伊

豆

の

島

々

を

奪

っ

た

り

し

ま

し

た

。
こ

の

た

め

、
嘉

応

か

お

う

二

年

（

一

一

七

〇

年

）

に

為

朝

を

討 う

ち

取

る

た

め

の

兵

が

送

ら

れ

、

為

朝

は

こ

の

戦

い

で

亡

く

な

っ

た

と

さ

れ

て

い

ま

す

が

、

琉

球

り
ゅ
う
き
ゅ
う

（

沖

縄

お

き

な

わ

）

に

逃

げ

た

な

ど

の

話

も

伝

わ

っ

て

い

ま

す

。

 

こ

の

戦

い

の

時

に

、

為

朝

の

子

供

の

源
み
な
も
と
の

為

家

た

め

い

え

は

家

来

け

ら

い

と

い

っ

し

ょ

に

島

か

ら

逃

げ

た

と

い

わ

れ

て

い

ま

す

。
島

か

ら

逃

げ

て

き

た

為

家

は

、
今

の

神

奈

川

県

か

な

が

わ

け

ん

の

あ

た

り

に

住

み

、
冨

岡

と

み

お

か

の

名

前

を

名

乗

り

ま

し

た

。

そ

の

後

、

そ

の

子

孫

た

ち

が

稲

取

に

住

む

よ

う

に

な

っ

た

と

い

わ

れ

て

い

ま

す

。

ま

た

、

こ

の

言

い

伝

え

と

と

も

に

、

源

為

朝

が

書

い

た

と

さ

れ

る

旗

が

稲

取

に

伝

わ

っ

て

い

ま

す

。

 

 

こ

の

旗

は

、
「

源

為

朝

の

旗

」

や

「

院

宣

の

旗

」

な

ど

と

呼

ば

れ

、

村

木

む

ら

き

家

に

掛 か

け

軸 じ

く

に

さ

れ

て

伝

わ

っ

て

い

ま

す

。

旗

は

、

縦

が

約

八

十

セ

ン

チ

、

横

は

約

二

十

六

セ

ン

チ

の

大

き

さ

の

絹 き

ぬ

の

布

に

、

真

ん

中

に

「

崇 す

徳 と

く

天

皇

て

ん

の

う

尊 そ

ん

神 し

ん

」
、
右

下

に
「

為

義

た

め

よ

し

」
、
左

下

に
「

為

朝

」

と

書

か

れ

て

い

ま

す

。

為

義

と

は

、

為

朝

の

お

父

さ

ん

で

あ

り

、

保

元

の

乱

で

為

朝

と

い

っ

し

ょ

に

戦

い

ま

し

た

が

、

戦

い

に

敗

れ

た

後

に

罰 ば

つ

と

し

て

殺

さ

れ

て

い

ま

す

。

 

江

戸

時

代

の

寛

政

か

ん

せ

い

五

年
（

一

七

九

三

年

）
に

、
老

中

ろ
う
じ
ゅ
う

（

江

戸

幕

府

の

将

軍

し
ょ
う
ぐ
ん

を

助

け

る

役

職

）

を

務

め

た

松 ま

つ

平

定

だ
い
ら
さ
だ

信 の

ぶ

が

伊

豆

を

見

て

回

っ

た

時

に

、

村

木

家

に

寄

っ

て

こ

の

旗

を

見

て

い

ま

す

。

こ

の

と

き

、

松

平

定

信

は

「

こ

の

旗

は

大

変

め

ず

ら

し

い

も

の

な

の

で

、

大

切

に

す

る

よ

う

に

。
」

と

言

っ

て

い

ま

す

。
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ま

た

、

お

供 と

も

の

人

に

こ

の

旗

を

書

き

写

さ

せ

て

、

こ

れ

を

村

木

家

に

与

え

ま

し

た

。
そ

し

て

、「

こ

れ

か

ら

は

こ

の

旗

は

大

切

に

し

て

、

見

に

来

た

人

に

は

写

し

た

も

の

を

見

せ

る

よ

う

に

。
」

と

言

っ

て

い

ま

す

。 

こ

の

旗

に

つ

い

て

は

、

源

為

朝

が

書

い

た

も

の

で

は

な

い

と

い

う

説

が

あ

り

ま

す

。

こ

れ

は

旗

の

中

央

に

書

か

れ

た

「

崇

徳

天

皇

尊

神

」

の

「

崇

徳

」

と

い

う

号 ご

う

は

、

治

承

ち

し

ょ

う

元

年

（

一

一

七

七

年

）

に

送

ら

れ

た

も

の

で

あ

り

、

為

朝

が

書

い

た

と

す

る

と

年

が

合

わ

な

い

と

い

う

も

の

で

す

。

ま

た

、

旗

の

大

き

さ

が

当

時

の

旗

の

大

き

さ

に

合

わ

な

い

こ

と

や

、

旗

を

見

た

松

平

定

信

が

め

ず

ら

し

い

書

や

絵

な

ど

を

ま

と

め

た

『

集 し
ゅ
う

古 こ

十

種

じ

っ

し

ゅ

』

と

い

う

本

に

こ

の

旗

を

載 の

せ

て

い

な

い

こ

と

な

ど

か

ら

で

す

。

 

し

か

し

、

こ

の

旗

を

為

朝

本

人

が

書

い

た

か

ど

う

か

は

別

に

し

て

、

稲

取

の

歴

史

を

語

る

う

え

で

は

、

為

朝

の

子

孫

が

移

り

住

ん

だ

と

い

う

言

い

伝

え

を

伝

え

て

い

く

必

要

が

あ

り

ま

す

。

ま

た

、

こ

の

旗

が

伝

わ

っ

て

い

る

こ

と

は

、

為

朝

の

子

孫

な

ど

が

稲

取

で

為

朝

の

こ

と

を

語

り

継

い

で

い

こ

う

と

す

る

思

い

が

あ

っ

た

の

か

も

知

れ

ま

せ

ん

。

 

稲

取

に

は

、

い

く

つ

か

の

神

社

が

あ

り

ま

す

が

、

そ

の

な

か

で

八

幡

は

ち

ま

ん

神

社

じ

ん

じ

ゃ

は

稲

取

全

体

を

守

る

神

社

と

さ

れ

て

い

ま

す

。

八

幡

神

社

は

、

稲

取

を

拓 ひ

ら

い

た

神

様

で

あ

る

穂 ほ

都 つ

佐

和

さ

わ

気 け

の

命 み
こ
と

と

、

源

氏

の

守

り

神

で

あ

る

誉

田

ほ

ん

だ

別

命

わ
け
の
み
こ
と

が

ま

つ

ら

れ

て

い

ま

す

。

こ

の

誉

田

別

命

が

ま

つ

ら

れ

る

よ

う

に

な

っ

た

の

は

、

為

朝

の

子

供

の

為

家

が

か

か

わ

っ

て

い

る

と

い

う

言

い

伝

え

が

あ

り

、

こ

の

こ

と

も

源

為

朝

・

為

家

親

子

と

稲

取

の

か

か

わ

り

を

伝

え

て

い

ま

す

。
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（

十

）

稲

取

・

天

下

て

ん

か

御

免

ご

め

ん

の

旗 は

た 

 
 

稲

取

の

東

区

の

上

島
（

上

嶋

）
家

に

は

、
江

戸

え

ど

幕

府

ば

く

ふ

を

開

い

た

徳

川

家

と

く

が

わ

け

の

家

紋

か

も

ん

で

あ

る

三 み

つ

葉 ば

葵 あ
お
い

の

旗

が

伝

わ

っ

て

い

ま

す

。

こ

の

旗

は

、

江

戸

幕

府

の

許

し

を

受

け

た

特

別

な

船

で

あ

る

こ

と

を

あ

ら

わ

す

と

い

わ

れ

て

い

ま

す

。

こ

の

旗

を

掲 か

か

げ

た

船

が

港

に

入

る

と

、

ほ

か

の

船

は

約

一

三

五

メ

ー

ト

ル

以

内

に

は

近

づ

い

て

は

い

け

な

い

と

い

わ

れ

ま

し

た

。

こ

の

旗

に

は

、

次

の

よ

う

な

言

い

伝

え

が

あ

り

ま

す

。

 

慶

長

け
い
ち
ょ
う

十

九

年

（

一

六

一

四

年

）

か

ら

次

の

年

に

か

け

て

、
江

戸

幕

府

を

開

い

た

徳

川

と

く

が

わ

家

康

い

え

や

す

は

、
大

坂

城

お

お

さ
か

じ
ょ

う

の

 

豊

臣

と

よ

と

み

氏

を

滅

ぼ

す

た

め

の

戦

い

を

し

ま

し

た

。

こ

の

戦

い

は

、

大

坂

冬 ふ

ゆ

の

陣 じ

ん

、

夏 な

つ

の

陣 じ

ん

と

い

わ

れ

ま

す

。
 

こ

の

戦

い

の

時

、

稲

取

の

船

は

江

戸

幕

府

の

た

め

に

お

米

な

ど

の

食

糧

を

運

ぶ

こ

と

を

頼

ま

れ

ま

し

た

。

 

 

し

か

し

、
戦

い

に

船

を

出

す

こ

と

は

危

険

な

た

め

、

誰

も

行

こ

う

と

し

ま

せ

ん

。

そ

こ

で

、

ど

の

船

で

誰

が

行

く

か

を

決

め

る

た

め

、

八

幡

は

ち

ま

ん

神

社

じ

ん

じ

ゃ

に

み

ん

な

が

集

ま

り

、

く

じ

を

引

く

こ

と

に

な

り

ま

し

た

。

こ

の

く

じ

引

き

に

よ

り

、

上

島

家

の

ご

先

祖

が

江

戸

幕

府

の

た

め

に

食

糧

を

運

ぶ

こ

と

に

な

っ

た

と

伝

わ

っ

て

い

ま

す

。

 

戦

い

は

、

江

戸

幕

府

が

勝

ち

ま

し

た

。

幕

府

は

、

戦

い

に

協

力

を

し

た

上

島

家

に

何

か

ご

褒

美

ほ

う

び

を

与

え

よ

う

と

し

ま

し

た

が

、

上

島

家

は

そ

の

と

き

は

何

も

望

み

ま

せ

ん

で

し

た

。

 

戦

い

が

終

わ

り

平

和

な

世

の

中

に

な

る

と

、

上

島

家

の

船

は

あ

ち

こ

ち

の

港

に

荷

物

を

運

び

ま

し

た

。

し

か

し

、

船

が

小

さ

か

っ

た

た

め

、

じ

ゃ

ま

を

さ

れ

た

り

し

て

、

な

か

な

か

港

に

入

れ

て

も

ら

え

な

い

こ

と

が

あ

り

ま

し

た

。

そ

こ

で

、

江

戸

幕

府

に

協

力

を

し

た

こ

と

を

思

い

出

し

、

江

戸

幕

府

に

許

し

を

も

ら

っ

た

特

別

な

船

で

あ

る

こ

と

を

認

め

て

ほ

し

い

と

お

願

い

を

し

ま

し

た

。

 

す

る

と

、

徳

川

家

の

紋

が

入

っ

た

こ

の

旗

が

江

戸

幕

府

か

ら

与

え

ら

れ

た

と

の

こ

と

で

す

。

こ

の

旗

に

よ

り

、

上

島

家

の

船

は

、

ど

の

港

で

も

自

由

に

入

る

こ

と

が

で

き

る

よ

う

な

っ

た

と

伝

わ

っ

て

い

ま

す

。
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（

十

一

）

稲

取

・

市 い

ち

、

ぼ

う

さ

れ

 

 
昔

か

ら

天

狗

て

ん

ぐ

に

ま

つ

わ

る

お

話

は

、

い

ろ

い

ろ

と

伝

わ

っ

て

い

ま

す

。
そ

の

中

で

、
稲

取

で

は

市 い

ち

太

郎

た

ろ

う

と

い

う

子

供

が

稲 い

な

取 と

り

岬 み
さ
き

で

体

験

し

た
「

市

、
ぼ

う

さ

れ

」

と

い

う

お

話

が

伝

わ

っ

て

い

ま

す

。

 

あ

る

日

、
市

太

郎

と

妹

の

お

さ

わ

の

二

人

は

、
竜

宮

り
ゅ
う
ぐ
う

神

社

じ

ん

じ

ゃ

の

あ

る

稲

取

岬

で

遊

ん

で

い

ま

し

た

。

と

こ

ろ

が

、

急

に

日

が

暮

れ

て

ま

っ

暗

に

な

っ

て

し

ま

っ

た

の

で

道

が

見

え

な

く

な

り

、

家

に

帰

れ

な

く

な

っ

て

し

ま

い

ま

し

た

。

二

人

は

怖

く

な

っ

て

動

け

な

く

な

り

、

そ

の

場

で

泣

く

ば

か

り

で

し

た

。

 

す

る

と

ど

こ

か

ら

か

天

狗

が

や

っ

て

き

て

、「

ど

う

し

た

。
」
と

市

太

郎

に

話

し

か

け

ま

し

た

。
市

太

郎

は

、

怖

か

っ

た

の

で

す

が

、

自

分

と

妹

の

名

前

や

、

急

に

暗

く

な

っ

て

家

に

帰

れ

な

く

な

っ

た

こ

と

な

ど

を

泣

き

な

が

ら

天

狗

に

話

し

ま

し

た

。

 

そ

れ

を

聞

い

た

天

狗

は

、「

そ

う

か

、
そ

れ

は

か

わ

い

そ

う

に

。

よ

し

よ

し

、

も

う

泣

く

な

。

お

れ

が

家

ま

で

連

れ

て

行

っ

て

や

ろ

う

。
」
と

言

っ

て

二

人

の

子

供

に

大

き

な

背

中

を

向

け

る

と

「

市

、

ぼ

う

さ

れ

。

さ

わ

、
ぼ

う

さ

れ

。
」
と

子

供

た

ち

を

背

中

に

お

ん

ぶ

し

ま

し

た

。

天

狗

が

「

目

を

つ

ぶ

れ

。
」

と

い

う

と

、

二

人

は

目

を

ぐ

っ

と

つ

ぶ

り

ま

し

た

。

そ

し

て

、

気

が

つ

く

と

二

人

は

、

自

分

た

ち

の

家

の

近

く

の

道

に

立

っ

て

い

た

そ

う

で

す

。

 

竜

宮

神

社

の

あ

る

稲

取

岬

に

は

、

こ

の

よ

う

な

不

思

議

な

お

話

が

い

く

つ

か

伝

わ

っ

て

い

ま

す

。
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稲取細野高原の山野草（一部） 

シダ植物 

クラマゴケ、ヤマドリゼンマイ、ゼンマイ、ワラビ、ベニシダ、クマワラビ、ヒメシダ 

 

双子葉植物 離弁花類 

ヤナギ科     ヤマナラシ 

イラクサ科    ヤブマオ、カラムシ 

タデ科      ミズヒキ、アキノウナギツカミ、イタドリ、スイバ（スカンポ） 

ナデシコ科    カワラナデシコ、ハコベ 

ヒユ科      イノコズチ 

キンポウゲ科   ヤマトリカブト、ヒメウズ、サラシナショウマ、センニンソウ、ウマノアシガタ 

キツネノボタン、アキカラマツ 

メギ科      メギ 

アケビ科     アケビ、ミツバアケビ 

スイレン科    ジュンサイ 

ドクダミ科    ドクダミ 

センリョウ科   フタリシズカ、ヒトリシズカ 

ウマノスズクサ科 アマギカンアオイ、ランヨウアオイ、カンアオイ、オオバノウマノスズクサ 

マタタビ科    サルナシ 

オトギリソウ科  オトギリソウ、ミズオトギリ 

モウセンゴケ科  モウセンゴケ 

ケシ科      タケニグサ（チャンパギク） 

アブラナ科    タネツケバナ 

ベンケイソウ科  ヒメレンゲ 

ユキノシタ科   チダケサシ、イワボタン、ウツギ、マルバウツギ、コアジサイ、コガクウツギ 

         ヤマアジサイ、タマアジサイ、アマギアマチャ、ウメバチソウ 

バラ科      キンミズヒキ、ヘビイチゴ、ダイコンソウ、ミツバツチグリ、キジムシロ 

         カマツカ、マメザクラ、イノバラ、テリハノイバラ、クサイチゴ、フユイチゴ 

         ニガイチゴ、モミジイチゴ、ナワシロイチゴ、ワレモコウ、コゴメウツギ 

マメ科      メドハギ、ハイメドハギ、マルバハギ、ネコハギ、ヌスビトハギ、クズ、フジ 

         ノササゲ、クララ、カラスノエンドウ 

カタバミ科    カントウミヤマカタバミ、カタバミ 

フウロソウ科   ゲンノショウコ 

トウダイグサ科  エノキグサ、トウダイグサ、ナツトウダイ、タカトウダイ 

ミカン科     サンショウ、イヌザンショウ、マツカゼソウ、ミヤマシキミ 

ヒメハギ科    ヒメハギ 

ツリフネソウ科  キツリフネ、ツリフネソウ 

ニシキギ科    ツルウメモドキ、ツリバナ、マユミ 

ブドウ科     ノブドウ、ヤブカラシ、エビヅル 

ジンチョウゲ科  オニシバリ、コガンピ 

グミ科      ナツグミ 

スミレ科     ナガバノスミレサイシン、タチツボスミレ、サクラスミレ、ニオイタチツボスミレ 

         フモトスミレ、スミレ 

ウリ科      アマチャヅル、カラスウリ、キカラスウリ 

アカバナ科    ミズタマソウ、アカバナ、メマツヨイグサ、コマツヨイグサ 

アリノトウグサ科 アリノトウグサ 

セリ科      ミシマサイコ、ツボクサ、セントウソウ、オオチドメ、イブキボウフウ、ヤブジラミ 

         ミツバ、ノダケ、シシウド 

 

双子葉植物 合弁花類 

イチヤクソウ科  イチヤクソウ 

ツツジ科     ヤマツツジ、ネジキ 

サクラソウ科   オカトラノオ、ヌマトラノオ、コナスビ 

ハイノキ科    サワフタギ 

モクセイ科    イボタノキ、オオバイボタ
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リンドウ科    リンドウ、コケリンドウ、フデリンドウ、アケボノソウ、センブリ、ツルリンドウ 

キョウチクトウ科 テイカカズラ 

ガガイモ科    フナバラソウ、イヨカズラ、ガガイモ、スズサイコ 

アカネ科     ヤエムグラ、ヘクソカズラ、アカネ 

クマツヅラ科   ムラサキシキブ、クサギ 

シソ科      キランソウ、ツクバキンモンソウ、クルマバナ、ナギナタコウジュ、テンニンソウ 

         ヒメシロネ、ヒメオドリコソウ、ヒメハッカ、ヤマハッカ、ヒキオコシ、ウツボグサ 

         アキノタムラソウ、キバナアキギリ 

ゴマノハグサ科  イズコゴメグサ、シオガマギク、タチイヌノフグリ、オオイヌノフグリ 

キツネノマゴ科  キツネノマゴ 

ハマウツボ科   ナンバンギセル、オオナンバンギセル 

タヌキモ科    ミミカキグサ、タヌキモ、ホザキノミミカキグサ 

オオバコ科    オオバコ 

スイカズラ科   ツクバネウツギ、スイカズラ、ニワトコ、ガマズミ、ヤブデマリ、ハコネウツギ 

         ニシキウツギ 

オミナエシ科   オミナエシ、オトコエシ 

マツムシソウ科  マツムシソウ 

キキョウ科    ツリガネニンジン、ホタルブクロ、ヤマホタルブクロ、ツルギキョウ、ツルニンジン 

         （ジイソブ）、バアソブ、タニギキョウ、キキョウ 

キク科      ヨモギ、ノコンギク、ヤマシロギク、シラヤマギク、ヨメナ、センダングサ、ヤブタバコ 

         ガンクビソウ、ノアザミ、キセルアザミ、オオアレチノギク、リュウノウギク 

ヒヨドリバナ、サワヒヨドリ、ツワブキ、ハハコグサ、チチコグサ、チチコグサモドキ 

カセンソウ、ニガナ、ジシバリ、アキノノゲシ、ムササキニガナ、センボンヤリ 

マルバダケブキ、フキ、コソゾリナ、ミヤコアザミ、キクアザミ、ハンゴウソウ 

オカオグルマ、サワギク、タムラソウ、アキノキリンソウ、ハルノノゲシ、オヤマボクチ 

ヒロハタンポポ（トウカイタンポポ） 

 

単子葉植物 

ヒルムシロ科   ヒルムシロ 

ユリ科      ノビル、ヤマラッキョウ、アマナ、チゴユリ、ヤマユリ、ササユリ、コオニユリ 

ヒメヤブラン、ノギラン、アマドコロ、ツルボ、サルトリイバラ、ホトトギス 

ヤマホトトギス 

キンバイザサ科  コキンバイザサ 

ヤマノイモ科   イズドコロ、ヤマノイモ、ヒメドコロ、オニドコロ 

アヤメ科     ニワゼキショウ、シャガ 

イグサ科     スズメノヤリ、ヤマスズメノヒエ 

ホシクサ科    シロイヌノヒゲ 

イネ科      タチカモジグサ、スズメノテッポウ、メリケンカルカヤ、トダシバ、コバンソウ 

         ヒメコバンソウ、ヤマアワ、オガルカヤ、メヒシバ、シナダレスズメガヤ 

         オニウシノケグサ、チガヤ、チゴザサ、ススキ、チヂミザサ、エノコログサ 

サトイモ科    ホソバテンナンショウ、マムシグサ 

カヤツリグサ科  カンスゲ、ゴウソ（タイツリスゲ）、ヒメクグ、シカクイ、ミカドシカクイ 

         （ミツカドシカクイ）、ヤマイ、コマツカサススキ、ホタルイ、アブラガヤ 

ショウガ科    ハナショウガ 

ラン科      エビネ、キンラン、シュンラン、クマガイソウ、サワラン（アサヒラン）、カキラン 

         サギソウ、ミズトンボ、ムカゴソウ、ミズチドリ、ヤマサギソウ、コバノトンボソウ 

         トキソウ、ヤマトキソウ、ネジバナ、トンボソウ 

 

 

東伊豆町には、細野高原のような野原や湿原だけでなく、海岸近くや畑、道ばた、町の広場や山地の林内や

崖地、そして天城山のような深山などに、まだ沢山の植物があります。なかには絶滅が心配される種類も少な

くありません。私たちのふるさとには人間だけでなく、植物も昆虫、野鳥なども、共に生きています。ふるさ

との自然や生き物たちを大切に守って、いつもまでも共に暮らしていきたいものです。 
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東伊豆町埋蔵文化財包蔵地 

遺跡名 時代 所在地 地目 出土品 

梅 ヶ 山 遺 跡 縄文 大川梅ヶ山837-2 台地 縄文土器・黒曜石片 

吉 城 原 遺 跡 縄文（中） 大川吉城原716 他 畑地 縄文土器・石斧(打)・石棒・勾玉 

宮 田 遺 跡 縄文 大川宮田79 他 〃 縄文土器・石棒・石鏃 

広 前 遺 跡 縄文 大川広前298～306 他 〃 縄文土器・石斧 

藤 沢 遺 跡 縄文 奈良本藤沢1468～1470 〃 石鏃 

峠 遺 跡 縄文（早・前） 奈良本峠1244 他 山林 縄文土器・石鏃・石皿 

ドウカン山遺跡 縄文 奈良本ドウカン山1315 他 〃 〃 

大 久 保 遺 跡 縄文（中） 熱川大久保1271 他 〃 〃 

西 ケ 原 遺 跡 縄文 奈良本西ケ原 畑地 〃 

宮 後 遺 跡 縄文（前･中） 白田宮後90～130 他 〃 縄文土器･石斧(磨)･石棒･石臼･石鏃 

松 峯 遺 跡 縄文（前） 稲取松峯3325 他 原野 縄文土器・石鏃 

石 上 遺 跡 縄文（前） 稲取石上3322 他 〃 〃 

アザミ原遺跡 縄文（中） 稲取アザミ原3157～3160 畑地 〃 

細 野 遺 跡 縄文（中） 

弥生（後） 

稲取細野3148 他 〃 縄文土器・石鏃・弥生土器 

大 洞 遺 跡 縄文（中･後） 稲取入谷大洞2630 他 畑地 縄文土器 

荒 巻 遺 跡 先土器 稲取荒巻3220～3224 山林 尖頭器 

茶 の 平 遺 跡 縄文（早～中) 稲取茶の平3250 他 畑地 縄文土器・石鏃・石斧等 

茶の平Ⅱ遺跡 平安 稲取茶の平3243 他 畑地 土師器・平安土器 

長 坂 遺 跡 縄文（中） 稲取入谷飯盛山長坂2453 他 〃 縄文土器・石鏃・石斧(磨) 

吉 久 保 遺 跡 縄文 稲取吉久保2912～2914 〃 縄文土器・石斧(磨) 

志 津 摩 遺 跡 縄文 稲取志津摩2163 他 

 

〃 

 

石斧(磨)・石鏃 

上 の 山 遺 跡 縄文（中） 稲取上の山149 他 〃 縄文土器・石鏃 

前 ノ 田 遺 跡 縄文 稲取前ノ田564,566,567 〃 石棒・石斧(磨)・石皿 

天 神 原 遺 跡 縄文（中） 

弥生（後） 

古墳 

稲取天神原402～408 〃 

宅地 

縄文土器・石鏃・石皿・石斧 

弥生土器・土師器 

崎 町 遺 跡 弥生 

古墳 

稲取崎町 宅地 弥生土器・土師器・土錘 

向三十目遺跡 縄文 稲取向三十目 畑地 縄文土器・石斧・石鏃 

穴 の 沢 遺 跡 縄文（早･前） 奈良本穴の沢 山野 縄文土器・石皿・磨製石器 

向 山 遺 跡 縄文 稲取向山 畑地 縄文土器 

下 平 塚 遺 跡 縄文 稲取平塚 〃 石鏃・土師器・須恵器 

二 ツ 堀 遺 跡 縄文 稲取入谷 〃 縄文土器・石斧(磨) 

大 久 保 遺 跡 縄文 稲取入谷 〃 縄文土器・石鏃・石匙 

中 峯 遺 跡 縄文（前） 稲取中峯 〃 縄文土器・石斧・石皿 

 



（４）指定文化財 

  名称 所有者 所在地 種別 内容 
指定年月

日 
備考 

県
指
定 

1 済廣寺のカヤ 法人 稲取 天然記念物 根廻り 6.0ｍ 目通り 5.0m 樹高 18.0m 枝張り 17.0m 昭 40.3.19  

2 
シラヌタの池とその周

辺の生物相 
国 天城山奈良本入 天然記念物（総合） 

モリアオガエルの生息地とその周辺の生物相 
昭 46.8.3 0.52 ㌶ 

3 

細
野
湿
原 

中山 1 号湿原 

東伊豆町 

稲取 

天然記念物 

稲取泥流層と大峯山の接点に生じた湿原で、湿原植物が自生する。 

平 8.3.12  
中山 2 号湿原 

芝原湿原 稲取 

桃野湿原 稲取 稲取泥流層の分水嶺地帯湿原一帯に貴重な湿原植物が自生する。 

4 シラヌタの大スギ 国 天城山奈良本入 天然記念物 
推定樹齢 1,000年以上、根廻り約 10.5m、目通り約 8.55m、樹高約 40m、

枝張り東西約 22.0m、南北約 23.3m 令 3.4.2  

町
指
定 

1 横ケ坂の松 個人 稲取 天然記念物（庭園樹） 模様直幹庭園樹 推定樹齢 150 年 芸術的価値が高い。 昭 54.7.27  

2 山田大家の松 個人 稲取 天然記念物（庭園樹） 模様直幹庭園樹 推定樹齢 250 年 樹高 6m 枝張り 4m 〃  

3 鳳凰の松 個人 稲取 天然記念物（庭園樹） 模様直幹庭園樹 推定樹齢 200 年 一の枝張り 8m 〃  

4 シダレザクラ 個人 大川 天然記念物（庭園樹） 単弁花で純粋種 推定樹齢 400 年以上 樹高 8m 枝張り 5.5m 形状良 〃  

5 西堂 山駕籠 法人 稲取 工芸 江戸中期の建長寺派高僧の使用した物。工芸的価値高い。 〃  

6 穴ノ沢遺跡 個人 奈良本 
埋蔵文化財 

（有形文化財） 

縄文時代前期と推定される土器（硬度が高い）等を多量に埋蔵する。 
〃  

7 鹿島踊 個人 奈良本 無形民俗芸能 鹿島神社祭礼の踊り 4例の内、最南限中世以来の原型が残る。 〃  

8 三番叟 団体 稲取 無形民俗芸能 伝統的子供三番叟。技術・衣装 〃  

9 畳石 個人 稲取 史跡 慶長年間江戸城修築に用いた築城石の内 2個が海岸に残されたもの。 昭 55.7.25  

10 ぼなき石 団体 大川 史跡 里人から古来「ぼなき石」と呼ばれ名物扱いされている。 〃  

11 築城石（角石） 個人 大川 史跡 大川谷戸山間に残された巨大な築城石の完成品 〃  

12 引幕 東伊豆町 稲取 工芸 
江戸時代後半、江戸魚河岸問屋衆から稲取若衆へ寄贈された村芝居用の

舞台引幕 
〃  

13 稲取灯台 東伊豆町 白田 史跡 
明治 42 年稲取漁業協同組合と稲取村が建造した洋式石造灯台。海抜

130m 
昭 57.9.13 

復元完成昭

60.3.25 

14 

話し合いの記録 

16 ㎜フィルム 

(稲取婦人会のあゆみ) 

東伊豆町 

教育委員会 
稲取 

歴史 

（有形文化財） 

全国各地で実施された「話し合い活動」に焦点を合わせ、この運動の代

表的な稲取にカメラをすえて、3年間に渡る話し合い活動の姿をセミド

キュメンタル形式に再現したもの。戦後の日本の婦人学級の出発点。 
昭 62.4.1 

北欧映画社

より寄贈さ

れる 

町
指
定 

15 大川・三島神社棟札 団体 大川 
歴史 

（有形文化財） 

・享徳 3年甲戌究月 17 日 ・明応 9 年庚申霜月初 6 日 

・大永 4年甲申年 2月 24日 以上 3 点。 

棟札の裏面は、室町・戦国時代の貴重な記録である。 

昭 63.4.1  

16 舫石（もやい石） 法人 稲取 

 史跡 

 （産業遺跡） 

（有形文化財） 

何時頃から石に穴をあけ、ぼう石として使用し始めたかは不明。言い伝

えでは、真イルカ追い込み漁や縄船の停留に使われたという。イルカ漁

から見ると、捕霊供養塔には文政十丁亥年(1827 年)と刻まれている｡ 縄

船漁から見ると、最盛であった大正期に使用されたものと思われる。 

平元.4.1 3 個 

- 
7

4
 -

 



（４）指定文化財 

  名称 所有者 所在地 種別 内容 
指定年月

日 
備考 

17 稲取水力発電所跡 個人 稲取  史跡 

発起人､請負人の刻まれた巨石､取水口、水路を通した堤、水路約 130m｡

明治 42 年 4月、稲取水力発電所発起人会が議会で決議され、明治 44 年

3月 5 日、稲取水力電気株式会社が資本金 25,000 円で創立された。この

年、412 戸の家庭に 718灯が点灯されている。発電機はドイツのシーメ

ンス社製。 

〃  

18 ホルトノキ 個人 稲取  天然記念物 

照葉樹林に生える常緑高木。若枝は淡黄褐色の毛があるが、まもなく脱

落して無毛となる。葉はやや革質倒披針形、長楕円場披針形、長さ 6～

12m、幅 1.6～3cm。根廻り 460cm、目通り 380cm、枝張り東西 31m・南北

22m、樹高 24m。 

〃  

19 書院障子亀甲欄間 個人 稲取  工芸 

書院障子と欄間にみられる細工、干網の構図やチリ返し三重亀甲の幾何

学的な模様は、立体的に見せる工夫がなされ、その手法は見事であり貴

重なものである。 

〃  

20 
大川・三島神社社殿正面

と側面の彫刻 
団体 大川  工芸 

社殿正面の彫刻は、堂宮彫刻師で江奈村の石田半兵衛が嘉永 6年に彫っ

たもので、蟇股（ｶｴﾙﾏﾀ）には盃を持った老人と龍、向拝柱常備の象と

獅子、虹梁下の鶴と鷲など繊細で見事な彫刻である。社殿側面の脇障子

の彫刻は、稲取村の大工の棟梁・鈴木佐吉が彫ったもので、右側の立派

な髯を蓄え薙刀を持った武将は中国の三国時代に劉備に仕えた勇将・関

羽、左側で槍を持っている武将は同じく劉備に仕えた張飛。二体とも力

強い彫刻である。 

〃  

21 大洞庵石塔群 個人 白田  史跡 

五輪塔、宝筺印塔の各パーツが乱積され中世の墓域の観を呈している。

五輪塔 7基以上、宝筺印塔 4 基以上あったと思われる。この中で完全な

形を保っているのは中央の大型の五輪塔一基のみ、高さ 90cm、最大幅

33cm、火輪の上下の稜は平衡を保ちながら緩やかに反り立っている。 

〃  

22 硫黄採掘の跡 国 天城山白田入 
 史跡 

（産業遺跡） 

寛延 2己 8 年(1749 年)「乍恐口上書を以って申上候御事」にはじまり、

公害訴状の原点となっている。日本初の公害訴訟ではないだろうか。鉱

口に近づくと今でも硫黄の臭いが鼻をつく。硫黄採掘跡は産業遺跡とし

て歴史的価値としても高い。 

〃  

23 
サラサドウダンツツジ

の群落 
国 

天城山系万二郎

岳 
 天然記念物 

ツツジ科の落葉樹。高さ 4～6m で、暖地に自生すると言われているが、

天城山系の万二郎岳の中腹にあるサラサドウダンツツジは、稀にみる大

樹である。 

平 21.4.1  

24 稲取村木製水道管 東伊豆町 稲取 
有形文化財 

（歴史資料） 

この木製水道管は、明治 24 年に旧稲取村が 1,200円の工事費を計上し、

沼津川の林の沢を水源として 800間（約 1,454m）の水道を敷設した時の

ものである。この事業は、近代の水道敷設において横浜に次いで 2番目

とも言われている。水道敷設に尽力した初代村長の田村又吉や医師の西

山五郎の優れた業績とともに、当時の造船や金属加工の高い技術を示し

ている。 

平 26.10.1  

25 
東区道祖神（伝 八百比

丘尼）石像 
稲取東区 稲取 有形文化財（石造物） 

この石像は、「伊豆型道祖神」と呼ばれる伊豆以外には例が少ない単体

丸彫坐像のなかでもめずらしい意匠のものである。昭和初期の写真が民

俗学者である折口信夫の『古代研究』国文学篇の扉に掲載されている。

この本のなかで折口は、石像が手に椿を持っているとし、この石像を八

百比丘尼の石像であるとしている。 

〃  

26 大川区有文書 団体 大川 
有形文化財（歴史資

料） 

元和・寛永時代の伊豆石丁場遺跡についての文献。大川の名主と大名家

との築城石のやりとりが記されている貴重な文献である。 
平 29.4. 3  
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と
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冊
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を
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方
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、
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