
越
え
た
つ
な
が
り
を
築
い
て
い
こ
う
。

完
全
を
求
め
な
い
こ
と
。

⑧
初
め
か
ら
完
全
で
あ
る
こ
と
を
求

め
ず
、
そ
の
時
々
の
状
況
に
対
応
し

な
が
ら
、
じ
っ
く
り
と
、
ゆ
っ
く
り

と
や
っ
て
い
け
ば
い
い
。
そ
の
道
の

り
は
地
域
に
よ
っ
て
違
う
は
ず
。

末
崎
の「
居
場
所
ハ
ウ
ス
」

「
居
場
所
ハ
ウ
ス
」
は
、
「Ibasho

の
目
的
と
理
念
」
に
基
づ
い
て
運
営

さ
れ
て
お
り
、
末
崎
町
の
高
齢
者
を

中
心
と
す
る
地
域
住
民
一
人
ひ
と
り

が
、
自
分
に
で
き
る
役
割
を
持
ち
寄

り
な
が
ら
、
皆
で
作
り
あ
げ
る
多
世

代
の
「
居
場
所
」
で
あ
る
。
ま
た
、

「
居
場
所
ハ
ウ
ス
」
は
、
カ
フ
ェ
の

運
営
を
ベ
ー
ス
と
し
て
お
り
、
自
由

に
出
入
り
し
、
思
い
思
い
に
過
ご
せ

る
場
所
で
も
あ
る
。

★
春
季
グ
ラ
ン
ド
ゴ
ル
フ
大
会(

結
果)

末
崎
体
育
協
会
主
催
の
春
季
グ

ラ
ン
ド
ゴ
ル
フ
大
会
が
６
月

日
17

(

日)

午
前
９
時
よ
り
小
細
浦
グ
ラ
ン

ド
ゴ
ル
フ
場
に
お
い
て

名
の
参
加

26

で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

結
果
は
次
の
通
り
で
す
。

優

勝

梅
澤

敏
行

打
50

準
優
勝

梅
澤

孝
一

打
60

第
３
位

羽
根
川
信
子

打
62

★「
草
月
流
生
け
花
」
教
室

日

時月

日

時~

時

7

11

（水）
10

12

月

日

時~

時

7

25

（水）
10

12

会

場
ふ
る
さ
と
セ
ン
タ
ー

２
階
会
議
室

主

催
末
崎
地
区
公
民
館

講

師
鈴
木
隆
子
さ
ん

持
ち
物

花
器
・
花
ハ
サ
ミ
・
剣
山
・
水

切
り
ボ
ー
ル
・
タ
オ
ル
・
ゴ
ミ

袋
・
新
聞
紙

費

用
花
材
代
は
実
費
と
な
り
ま
す
。

連
絡
先
鈴
木
隆
子
さ
ん

電
話

ー
３
４
７
３

29

み
な
さ
ま
ご
自
由
に
ご
参
加
下
さ
い
。

＊
花
材
の
準
備
が
あ
り
ま
す
の
で
6

月

日

ま
で
に
連
絡
を
お
願
い

29

(金)

致
し
ま
す
。

の
よ
う
に
し
た
ら
癒
し
て
上
げ
ら

れ
る
か
。
模
索
の
日
々
が
続
い
た

が
、
被
災
者
に
寄
り
添
い
な
が
ら

や
っ
て
き
た
。
と
振
り
返
っ
た
。

被
災
し
た
人
々
も
防
災
集
団
移
転

促
進
事
業
に
よ
る
高
台
移
転
や
公

営
災
害
住
宅
に
入
居
さ
れ
、
か
な

り
本
来
の
生
活
に
戻
っ
た
今
は
、

高
齢
者
が
一
層
生
き
生
き
と
暮
し

て
い
け
る
よ
う
、
色
々
な
事
業
に

取
り
組
ん
で
い
る
。
こ
れ
か
ら
も
、

高
齢
者
が
少
し
で
も
元
気
で
活
躍

で
き
る
よ
う
な
事
業
を
企
画
し
実

施
し
て
い
き
た
い
。
そ
の
た
め
に

は
、
何
よ
り
も
財
政
基
盤
が
し
っ

か
り
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

現
在
は
、
主
に
民
間
か
ら
の
補
助

金
を
受
け
て
運
営
し
て
い
る
の
で
、

皆
様
の
さ
ら
な
る
ご
支
援
ご
協
力

お
願
い
し
た
い
と
話
さ
れ
た
。

続
い
て
、
戸
田
公
明
大
船
渡
市

長
、
清
田
英
巳
ワ
シ
ン
ト
ン

D
C

・

Ibasho
代
表
、
新
沼
眞
作
末
崎
地
区

「
多
世
代
交
流
館
・
居
場
所
ハ

ウ
ス

」
（
館
長
鈴
木
軍
平
）
は

6

月

日
、
開
設

周
年
記
念
感
謝

16

5

祭
を
開
催
し
た
。

居
場
所
ハ
ウ
ス
の
広
場
に
は
、

身
動
き
で
き
な
い
ほ
ど
、
町
内
外

か
ら
多
く
の
人
々
が
集
い
、
開
設

周
年
を
祝
っ
た
。
遠
く
は
、
米

5国
、
東
京
か
ら
も
関
係
者
が
駆
け

つ
け
た
。
ま
た

、
「
朝
市
」
も
同

時
に
開
催
さ
れ
た
こ
と
か
ら
大
変

な
賑
わ
い
と
な
っ
た
。

来
場
者
は
記
念
の
「
餅
ま
き
」

に
続
き

、
「
さ
す
け
会
」
の
勇
款

（
さ
す
け
）
さ
ん
の
踊
り
を
堪
能
。

昨
年
度N

H
K

全
国
民
謡
大
会
東
北

地
区

位
に
な
っ
た
、
末
崎
町
ゆ

1

か
り
の
民
謡
歌
手
佐
々
木
深
里
さ

ん
の
唄
う
民
謡
に
酔
い
し
れ
た
。

セ
レ
モ
ニ
ー
で
は
、
鈴
木
館
長

は

、
「
居
場
所
ハ
ウ
ス
」
の
開
設

は
東
日
本
大
震
災
か
ら

年
後
の

2

平
成

年

月
で
あ
り
、
当
時
は

25

6

被
災
さ
れ
た
多
く
の
人
々
が
仮
設

住
宅
暮
ら
し
を
余
儀
な
く
さ
れ
て

お
り
、
そ
う
い
う
方
々
の
心
を
ど

 

末崎町の石碑・祠・神社(11)
11 不動明王（お不動様）について
(1) 不動明王とは
仏像を私流に解釈すると、阿弥陀如来や大日如来の「如来」

は、最高の真理を悟った仏であり、観世音菩薩や般若菩薩の
「菩薩」は、如来の教えを理解するために、ひたすら修行に
励み、自分自身のためだけでなく、一般の人々にも悟りをひ
らかせようと、努力しているのが菩薩である。
そして、明王は如来の教えを実行する役割を担っていて、「不

動明王」は、大日如来と般若菩薩の教えを実行している姿で
ある。
もっとわかりやすく言えば、いくら説教してもそれを聞き

いれようとしない、深い煩悩にとらわれた衆生を教え導いて、
仏道に向わせるのが不動明王の役割である。そのため、極め
て厳しく憤怒の姿をしている。
(2) 民間信仰としての不動明王
不動明王は上記のような役割をもっていたが、江戸時代頃

から、庶民の間では、「水かけ不動」「身代わり不動」と言わ
れるように、家内安全、商売繁盛、交通安全等の御利益があ
るものとして信仰されるようになった。
当地域では、お不動様のことを、「お滝様」と呼んでいると

ころが多く、滝の落ちるところにお不動様を祀っていて、そ
の滝の水で目を洗うと、目の病気が治ると言われている。
船河原 村上利夫氏宅付近 石碑群の中 1基
神 坂 熊野神社 境内（成田山） 1基
小細浦 旧山岸本宅の奥 1堂
門之浜 山田竹志家氏神（成田山） 1堂
三十刈 ヒヒン坂付近 1祠

小
細
浦

旧
山
岸
宅
奥
の
御
滝
神
社

が
可
能
な
社
会
の
実
現
と
、
そ
の

た
め
に
「
歳
を
と
る
こ
と
」
の
概

念
を
変
え
て
い
く
こ
と
を
目
的
と

し
て
い
る
。

Ibasho

は
、
そ
の
目
的
を
実
現

す
る
た
め
、
つ
ぎ
の

理
念
を
掲

8

げ
て
い
る
。

高
齢
者
が
知
恵
と
経
験
を
活
か

①す
こ
と
。

豊
か
な
知
恵
や
経
験
を
も
つ
高

齢
者
は
、
地
域
に
と
っ
て
か
け
が

え
の
な
い
財
産
。
高
齢
者
が
頼
り

に
さ
れ
、
自
信
を
持
て
る
よ
う
に

し
ょ
う
。

あ
く
ま
で
も
「
ふ
つ
う
」
を
実

②現
す
る
こ
と
。

誰
に
も
強
制
さ
れ
ず
、
い
つ
で

も
気
軽
に
立
ち
寄
れ
て
、
何
と
な

く
好
き
な
こ
と
が
で
き
る
、
そ
ん

な
「
ふ
つ
う
」
の
場
所
に
し
よ
う
。

地
域
の
人
た
ち
が
オ
ー
ナ
ー
に

③な
る
こ
と
。

み
ん
な
で
知
恵
や
力
を
出
し
合

い
、
助
け
合
っ
て
、
地
域
の
自
慢

の
場
所
に
し
よ
う
。

地
域
の
文
化
や
伝
統
の
魅
力
を

④発
見
す
る
こ
と
。

地
域
に
は
独
自
の
文
化
や
伝
統

が
あ
る
。
じ
っ
く
り
見
つ
め
れ
ば

沢
山
の
魅
力
に
気
づ
く
は
ず
。
他

を
真
似
せ
ず
、
地
域
な
ら
で
は
の

魅
力
を
発
見
し
て
い
こ
う
。

様
々
な
経
歴
・
能
力
を
も
つ
人
た

⑤ち
が
力
を
発
揮
で
き
る
こ
と
。

地
域
に
は
様
々
な
人
が
暮
し
て
い

る
。「
で
き
な
い
こ
と
」
ば
か
り
の
弱

者
と
思
い
込
ん
で
孤
立
し
な
く
て
い

い
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
が
「
で
き
る

こ
と
」
を
持
ち
寄
っ
て
、
互
い
に
支

え
合
お
う
。

あ
ら
ゆ
る
世
代
が
つ
な
が
り
な

⑥が
ら
学
び
合
う
こ
と
。

子
供
や
若
者
は
人
生
の
先
輩
で

あ
る
高
齢
者
か
ら
、
高
齢
者
は
新

し
い
こ
と
に
敏
感
で
、
す
ぐ
吸
収

し
て
い
く
子
供
や
若
者
か
ら

―

と
い
う
よ
う
に
、
世
代
を
越
え
て

学
び
合
う
場
所
に
し
よ
う
。

ず
っ
と
続
い
て
い
く
こ
と
。

⑦

居

場

所

を

続

け

て

い

く

に

は
、
暮
ら
し
に
恵
を
与
え
て
く

れ
る
自
然
環
境
を
破
壊
し
な
い
こ

と
。
必
要
な
お
金
は
自
分
た
ち
で
賄

う
こ
と
。
人
と
人
と
の
関
係
を
大
切

に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
継

続
し
て
い
く
中
で
、
地
域
や
国
境
を

公
民
館
長
が
祝
辞
を
述
べ
た
。

末
崎
に「
居
場
所
」
を
開
設
し
た
訳

ワ

シ

ン

ト

ン

D
C

・Ibasyo

の

代

表

、

清

田

英

巳

氏

に

「

な

ぜ

、

日

本

で

初

め

て

の

居

場

所

ハ

ウ

ス

を

末

崎

に

決

め

た

の

か

」

と

尋

ね

る

と

。

高

齢

化

が

進

む

今

日

、

高

齢

者

に

も

元

気

で

地

域

社

会

の

一

員

と
し
て
何
か
し
ら
の
役
割
を
担
っ

て

生

き

て

い

っ

て

ほ

し

い

。

居

場

所

ハ

ウ

ス

を

作

る

の

に

、

い

く

つ

か

候

補

地

を

見

て

回

り

、

末

崎

の

こ

の

場

所

に

決

め

た

の

は

、

知

人

が

い

た

こ

と

も

あ

る

が

、

何

よ

り

も

「

こ

の

地

に

は

、

元

気

な

高

齢

者
が
お
り
、
か
つ
、
行
動
（
運
営
）

で

き

る

人

が

い

た

か

ら

だ

」

と

い

う
こ
と
で
あ
っ
た
。

Ib
a
s
h
o

の
目
的
と
理
念

ワ
シ
ン
ト
ン

D
C

の

Ibasho

は
、
清

田
英
巳
氏
（
米
国
在
住
）
が

2
0
0

年
か
ら
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
始

8め
、

年

月
に
ア
メ
リ
カ
合

2
0
1
1

1

衆

国

内

国

歳

入

庁

か

ら

非

営

利

法

人
の
認
証
を
受
け
た
団
体
で
あ
る
。

高

齢

者

が

役

に

立

た

な

い

存

在

と

み

な

さ

れ

、

介

護

を

受

け

る

だ

け

の

存

在

に

な

る

の

で

は

な

く

、

何

歳
に
な
っ
て
も
自
分
に
で
き
る
役
割
を

担
い
な
が
ら
地
域
に
住
み
続
け
、
世
代

を
越
え
た
関
係
を
築
い
て
い
く
こ
と

居
場
所
ハ
ウ
ス

開
設

周
年
記
念
感
謝
祭

5
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