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子
ど
も
た
ち
に
、
地
域
に
伝
わ
る
面
白
い
伝

説
や
昔
話
を
教
え
な
が
ら
、
一
緒
に
楽
し
い

時
間
を
過
ご
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

　

昭
和
35
年
頃
、
薬
梅
が
一
度
枯
れ
か
け

て
、
紅
梅
を
つ
ぎ
木
し
た
そ
う
で
す
。
今

で
は
、
上
の
方
が
赤
く
、
下
の
方
が
白
い
、

紅
白
の
花
を
咲
か
せ
ま
す
。
本
当
に
強
い

生
命
力
で
す
ね
。
ま
た
、
ご
本
尊
様
の
傍

ら
に
は
、
枯
れ
る
前
の
梅
の
実
も
お
ま
つ

り
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

第
四
小
学
校
の
児
童
た
ち
が
、
薬
梅
を

題
目
に
演
劇
を
し
て
く
れ
た
こ
と
も
あ
り

ま
し
た
。
境
内
で
は
、
児
童
の
皆
さ
ん
が
、

先
生
が
作
詞
・
作
曲
し
た
「
夢
の
梅
」
を

披
露
し
て
く
れ
ま
し
た
。
何
よ
り
の
ご
供

養
に
な
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

皆
さ
ん
、
お
じ
い
さ
ん
・
お
ば
あ
さ
ん

と
一
緒
に
、
薬
梅
を
見

に
訪
れ
て
く
れ
る
こ
と

を
、
心
か
ら
楽
し
み
に

し
て
い
ま
す
。

林入寺住職

五
ご と う

藤秀
しゅうてん

典さん
（祗園町）

生
命
力
の
強
さ
を
感
じ
て
い
ま
す

し
ま
だ
の
民
話

　

お
よ
そ
二
百
四
十
、五
十
年
の
む
か
し
。
天て

ん
の
う
む
ら

王
村
の
林
幽
寺
（
今
の

祗
園
町
・
林り

ん
に
ゅ
う
じ

入
寺
）
の
和お

し
ょ
う尚

さ
ん
は
、
あ
る
夜
、
本
堂
の
前
に
一
本
の

梅
の
木
が
生
え
て
き
て
、
美
し
い
花
を
咲
か
せ
る
夢
を
見
た
。

　

よ
く
朝
。
和
尚
さ
ん
が
、朝
の
お
つ
と
め
に
本
堂
へ
行
っ
て
み
る
と
、

夢
に
見
た
梅
の
木
が
、
枝
を
下
向
き
に
し
て
立
っ
て
い
た
。

　
「
ゆ
う
べ
の
夢
は
正ま

さ
ゆ
め夢

だ
っ
た
か
。
不
思
議
な
こ
と
も
あ
る
ん
じ
ゃ
」

　

和
尚
さ
ん
は
、
喜
ん
で
、
こ
の
梅
の
木
を
大
切
に
育
て
た
。

　

あ
る
年
の
こ
と
。
島
田
の
宿
に
、
流は

や
り
や
ま
い

行
病
が
出
た
。
そ
れ
は
、
た
ち

の
悪
い
風
邪
だ
っ
た
。
た
ち
ま
ち
宿
場
う
ち
に
広
が
っ
て
、
ど
こ
の
家

で
も
、
病
人
を
か
か
え
て
困
り
は
て
て
い
た
。

　

医
者
は
大
忙
し
で
、
病
人
み
ん
な
診
る
ほ
ど
手
が
ま
わ
ら
な
い
。

　

あ
る
夜
。
和
尚
さ
ん
の
夢
ま
く
ら
に
、
お
寺
の
ご
本ほ

ん
ぞ
ん尊
が
現
れ
て
、

　
「
和
尚
。
宿
場
の
み
な
の
者も

の

が
病
で
苦
し
ん
で
お
る
。
庭
の
梅
の
花

と
葉
を
せ
ん
じ
て
飲
ま
せ
る
が
よ
い
。
お
そ
ろ
し
い
流
行
病
も
た
ち
ま

ち
治
る
で
あ
ろ
う
」
そ
う
言
っ
て
、
す
っ
と
消
え
て
い
っ
た
。

　

夜
が
あ
け
る
と
、
和
尚
さ
ん
は
宿
場
う
ち
に
夢
の
お
つ
げ
を
知
ら
せ

て
回
っ
た
。

　

人
々
は
、
わ
れ
も
わ
れ
も
と
お
寺
に
押
し
か
け
た
。（
こ
ん
な
に
大

勢
や
っ
て
き
た
で
は
、
間
に
合
わ
ん
。
た
ち
ま
ち
花
も
葉
も
な
く
な
っ

て
し
ま
う
わ
い
）
と
和
尚
さ
ん
は
心
配
し
て
い
た
。

　

と
こ
ろ
が
、と
っ
て
も
と
っ
て
も
、梅
の
花
も
葉
も
な
く
な
ら
な
い
。

（
ご
本
尊
の
御
利
益
じ
ゃ
）
和
尚
さ
ん
は
、
手
を
合
わ
せ
、
お
経
を
と

な
え
た
。

　

梅
の
花
と
葉
を
せ
ん
じ
て
飲
ん
だ
病
人
た
ち
は
、
た
ち
ま
ち
起
き
だ

せ
る
よ
う
に
な
り
、
流
行
病
は
梅
の
木
の
お
か
げ
で
ぴ
た
り
と
収
ま
っ

て
し
ま
っ
た
。
人
々
は
喜
ん
で
、
お
寺
に
お
参
り
し
て
い
っ
た
。

　

そ
の
後
、こ
の
梅
の
木
を
「
薬
梅
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。

林り
ん
ゆ
う
じ

幽
寺
の
薬
く
す
り
う
め梅

林入寺境内の薬梅

お
じ
い
ち
ゃ
ん
・
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
に
聞
い
て
み
よ
う
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民
話
集
の
紹
介

▼
紹
介
し
た
民
話
は
、
い
ず
れ
も

合
併
前
の
島
田
市
・
金
谷
町
・
川

根
町
の
教
育
委
員
会
が
発
行
し

た
、
民
話
集
に
出
て
く
る
お
話
で

す
。
今
回
は
、
容
易
に
現
地
に
た

ど
り
着
く
こ
と
が
で
き
る
お
話
を

抜
粋
し
ま
し
た
。
ぜ
ひ
、
ご
家
族

で
足
を
運
ん
で
み
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
各
民
話
集
は
、
市
立
図
書

館
で
借
り
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

島田市教育委員会
「しまだの民話」

金谷町教育委員会
「東海道金谷宿昔ばはし」

川根町教育委員会
「川根のむかし話」
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民話しまだの マップ

笹間渡の六地蔵
（川根町笹間渡）
笹間渡集会場の隣
に祀

まつ

られ、一つの
四角い石に、六体
の地蔵が彫られて
いる。「子安観音」

「子育て観音」とし
て信仰されている。

白
しらふじつか

藤塚（野田）
市民病院 近くの鵜

う だ じ

田寺前で、
藤の木が杉の木に巻き付いて
いる。この藤は、昔「島田小町」
といわれた白藤という女が身
投げして、芽が出てきたという。

五
ごり ん

輪さん（川根町抜里）
抜里の入り口から続く散歩道。か
つて、裁判の結果を誤解し、自害
してしまった地主とその使用人を
供養して建てられた「お堂」がある。

二
に け ん や

軒屋放
ほうこうどう

光堂
（金谷泉町）

遠く富士山を眺めなが
ら二軒屋を見守ってい
る。昔、夕暮れ時に近
所に塩を借りに出て、
狼に襲われてしまった
子どもを供養している。

❸首おち地蔵

❻野守の池の赤牛

❶長島橋の怪物

❹松島の歩き観音

❷市ヶ島薬師堂の由来

❺色尾のきゅうり

林幽寺の薬梅
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❶
長な
が
し
ま
は
し

島
橋
の
怪
物

　

あ
る
年
の
夏
、
伊
久
美
村
の
長
島

橋
あ
た
り
に
、
化
け
物
が
出
る
と
の

う
わ
さ
が
た
っ
た
。
村
の
気
の
強
い

役
人
が
立
ち
上
が
り
、
夜
更
け
の
見

回
り
を
始
め
た
と
こ
ろ
、
大
お
お
に
ゅ
う
ど
う

入
道
が

現
れ
た
。
火ひ
な
わ
じ
ゅ
う

縄
銃
を
く
ら
っ
た
大
入

道
は
、や
み
の
中
へ
。
翌
朝
、そ
の
弾

は
、
な
ぜ
か
杉
の
木
に

刺
さ
っ
て
い
た
。

　

そ
の
話
を
聞
い
た

村
び
と
た
ち
は
、「
ふ

る
だ
ぬ
き
の
し
わ
ざ
じ

ゃ
」
と
う
わ
さ
し
た
と

い
わ
れ
る
。

❷
市い
ち
が
し
ま

ヶ
島

薬や
く
し
ど
う

師
堂
の
由
来

　

江
戸
に
住
む

お
七
は
、
恋
人

の
吉き
ち
さ
ぶ三
郎ろ
う

が
い

る
お
寺
に
泊
め

て
も
ら
う
た
め
、
我
が

家
を
放
火
し
て
、
死
罪

と
な
っ
た
。
お
七
を
あ

わ
れ
に
思
っ
た
吉
三
郎

は
、
髪
を
下
し
、
西せ
い
れ
ん連

法ほ
う
し師

と
名
を
改
め
、
冥

福
を
祈
る
諸
国
巡
礼
の

旅
に
出
た
。

　

金
谷
の
宿
に
着
き
、

大
井
川
の
川
越
し
、
小

夜
の
中
山
の
山
越
え
な

ど
、
難
儀
を
越
え
た
喜

び
を
得
る
こ
の
地
に
、

瑠る
り
こ
う
に
ょ
ら
い

璃
光
如
来
を
祀ま
つ

る
こ
と
に
し
た
。

❸
首
お
ち
地
蔵

　

村
人
た
ち
に
よ
っ
て
、
小
高
い
石

風
呂
山
に
移
さ
れ
た
お
地
蔵
様
。
何

年
か
経
っ
た
こ
ろ
、
そ
の
首
を
転
が

し
て
遊
ん
で
い
る
い
た
ず
ら
子
ど
も

た
ち
を
見
か
ね
た
大
工
が
、
お
地
蔵

様
に
お
堂
を
作
っ
て
あ
げ
た
。

　

あ
る
日
、
同
じ
方
向
を
向
い
て
退

屈
そ
う
に
思
っ
た
大
工
は
、
お
地
蔵

様
の
首
を
景
色
の
良
い
方
に
向
け
て

や
っ
た
。
す
る
と
、
急
に
首
が
痛
く

て
た
ま
ら
な
く
な
っ
た
と
い
う
。

❹
松
島
の
歩
き
観
音

　

火ひ
つ
る
ぎ
ぼ
う

剣
坊
大だ
い
ご
ん
げ
ん

権
現
の
参
道
に
、
ひ
っ

そ
り
と
立
っ
て
い
る
観
音
様
を
見
た

里
人
は
、「
お
さ
び
し
い
こ
と
だ
ろ

う
」
と
背
負
い
、
旅
人
で
に
ぎ
わ
う

小
夜
の
中
山
峠
の
道
端
に
す
え
て

帰
っ
た
。
翌
朝
、
火ひ
つ
る
ぎ
や
ま

剣
山
へ
草
刈
り

に
出
た
そ
の
里
人
は
、
び
っ
く
り

ぎ
ょ
う
て
ん
。
中
山
峠
に
移
し
た
観

音
様
が
、
足
を
汚
し
て
、
元
の
台
座

に
戻
っ
て
い
た
。

　

こ
の
と
き
か
ら
、「
歩
き
観
音
」

と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

❺
色
尾
の
き
ゅ
う
り

　

あ
る
月
夜
の
晩
、
色

尾
の
里
の
氏う
じ
が
み神
天て
ん
の
う
し
ゃ

王
社

の
神
様
が
、
社
か
ら
抜

け
出
し
た
。
神
様
は
、

昼
間
の
よ
う
に
明
る
い

き
ゅ
う
り
畑
を
ぶ
ら
ぶ

ら
し
て
い
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
垣
根
に

向
か
っ
て
伸
び
た
き
ゅ

う
り
の
つ・
る・
に
つ
ま
ず

き
、
竹
が
目
に
ぶ
す
り
。

怒
っ
た
神
様
は
、
畑
の
垣
根
を
全
て

引
っ
こ
抜
い
た
。
そ
れ
か
ら
、
色
尾

の
里
で
は
、
き
ゅ
う
り

を
作
る
の
に
竹
を
立
て

な
く
な
っ
た
と
い
わ
れ

て
い
る
。

❻
野
守
の
池
の
赤
牛

　

牛
の
姿
に
見
え
る
野

守
の
池
の
ほ
と
り
に
、

評
判
の
女
の
行
ぎ
ょ
う
じ
ゃ者

が
住
ん
で
い
た
。

　

あ
る
夏
の
暑
い
こ
ろ
、
池
一
面
の

水
が
赤
く
な
り
、
池
の
ま
わ
り
で
災

難
が
起
き
は
じ
め
た
。
秋
に
は
、
牛

が
血
ヘ
ド
を
吐
き
、
村
人
の
間
で
も

急
な
熱
や
赤
い
便べ
ん

が
出
る
病
が
広
が

り
、
苦
し
め
た
。
行
者
か
ら
「
池
を

汚
し
た
か
ら
だ
」と
説
か
れ
た
後
は
、

村
人
が
、
池
の
ま
わ
り
で
汚
れ
物
を

洗
い
流
す
こ
と
は
し
な
く
な
っ
た
。

　

地
域
に
伝
わ
る
伝
説
や
昔
話
は
、

子
ど
も
た
ち
の
魅
力
の
宝
庫
で
す
。

色尾の氏神天王社（阪本）野守の池（川根町家山） 松島山岩松寺の歩き観音（菊川）

現在の長島橋（伊久美）

石風呂山の首おち地蔵（川根町葛籠） 市ヶ島薬師堂（金谷二軒屋）

お
も
し
ろ
話

見
つ
け
よ
う


