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い
ろ
い
ろ
な
魅
力
を
も
っ
た
石
城
山

　
私
た
ち
は
、
谷
さ
ん
に
案
内
し
て
も
ら

い
、
実
際
に
神
籠
石
を
観
察
し
て
み
ま
し

た
。
山
道
に
備
え
、
は
り
き
っ
て
支
度
し

て
き
た
私
た
ち
と
は
対
照
的
に
、
谷
さ
ん

は
ス
カ
ー
ト
に
パ
ン
プ
ス
と
い
う
格
好
。

「
私
は
石
城
山
で
暮
ら
し
て
い
た
の
で
、

山
に
は
家
に
帰
る
よ
う
な
気
持
ち
な
ん
で

す
よ
。
だ
か
ら
普
段
の
格
好
と
一
緒
。
」

そ
う
話
す
谷
さ
ん
は
、
起
伏
の
あ
る
山
道

で
も
平
然
と
し
た
足
取
り
。
早
く
も
谷
さ

ん
と
石
城
山
の
関
係
が
感
じ
取
れ
た
よ
う

な
気
が
し
ま
す
。

　
今
回
は
、
石
城
山
の
東
側
か
ら
反
時
計

回
り
に
、
北
、
西
へ
と
神
籠
石
を
巡
る

コ
ー
ス
を
歩
き
ま
し
た
。
今
は
、
南
側
の

大
部
分
の
神
籠
石
が
土
に
埋
も
れ
て
見
る

こ
と
が
で
き
な
い
の
が
残
念
で
す
。

　
山
中
の
遊
歩
道
を
し
ば
ら
く
進
む
と
、

「
東
水
門
」
に
到
着
。
東
西
南
北
に
あ
る

水
門
の
中
で
、
一
番
大
き
い
も
の
で
す
。

そ
れ
ぞ
れ
の
水
門
か
ら
湧
き
出
る
清
水

は
、
昔
か
ら
ど
ん
な
干
ば
つ
の
年
で
も
絶

え
る
こ
と
な
く
、
ふ
も
と
の
田
畑
に
潤
い

を
与
え
て
い
た
そ
う
で
す
。

　
水
門
付
近
の
神
籠
石
は
３
�
く
ら
い
の

高
さ
に
積
ま
れ
て
い
ま
す
。
昔
の
人
は
、

ど
う
や
っ
て
こ
の
石
を
積
み
上
げ
た
の
で

し
ょ
う
か
。
石
は
派
手
さ
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、
見
る
も
の
を
惹
き
つ
け
る
神
秘
的
な

趣
き
。
神
域
説
が
唱
え
ら
れ
る
理
由
が
わ

か
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
「
子
ど
も
の

頃
、
父
か
ら
い
つ
も
神
域
の
中
に
住
ん
で

い
る
と
言
い
聞
か
さ
れ
ま
し
た
。
今
も
、

そ
の
こ
と
が
誇
り
で
あ
り
自
慢
な
ん
で

す
。
」
そ
う
谷
さ
ん
は
熱
く
語
り
ま
す
。

　
東
水
門
か
ら
北
方
面
に
進
む
途
中
、
谷

さ
ん
は
、
私
た
ち
に
一
枚
の
葉
っ
ぱ
を

採
っ
て
く
れ
ま
し
た
。
「
こ
れ
は
、
山
の

ブ
ル
ー
ベ
リ
ー
。
子
ど
も
の
頃
、
喉
が
渇

く
と
、
こ
の
葉
を
口
に
入
れ
て
山
を
歩
い

て
い
ま
し
た
。
ほ
か
に
も
、
ド
ク
ダ
ミ
、

ゲ
ン
ノ
シ
ョ
ウ
コ
、
オ
オ
バ
コ
、
ツ
バ
キ
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神籠石の分布

※国の史跡に指定され、
　神籠石と呼ばれている
　ものを紹介しています。

　
室
積
に
住
む
私
は
、
こ
れ
ま
で
「
石
城

山
神
籠
石
」
の
こ
と
を
耳
に
し
た
こ
と
が

あ
る
程
度
で
し
た
が
、
今
回
の
取
材
を
通

し
て
、
少
し
で
す
が
神
籠
石
や
石
城
山
に

つ
い
て
知
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　
お
二
人
の
話
を
聞
い
た
り
、
資
料
を
読

ん
だ
り
し
て
得
た
知
識
は
、
私
の
好
奇
心

を
予
想
以
上
に
沸
き
立
た
せ
て
く
れ
ま
し

た
。
国
の
史
跡
で
あ
り
、
歴
史
の
ロ
マ
ン

あ
ふ
れ
る
「
石
城
山
神
籠
石
」
は
、
ま
さ

に
ま
ち
の
誇
り
、
財
産
で
あ
る
と
再
認
識

し
ま
し
た
。

　
石
城
山
に
登
る
道
は
狭
く
、
大
型
バ
ス

で
大
人
数
の
観
光
は
で
き
ま
せ
ん
。
し
か

し
、
私
は
、
む
し
ろ
そ
う
し
た
秘
境
的
な

雰
囲
気
が
、
神
籠
石
の
神
秘
性
と
相
ま
っ

て
、
一
つ
の
魅
力
を
か
も
し
出
し
て
い
る

の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
し
た
。

　
ま
た
一
方
で
は
、
こ
の
「
石
城
山
神
籠

石
」
を
、
も
っ
と
多
く
の
人
に
知
っ
て
も

ら
い
、
活
用
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
だ
と

思
い
ま
す
。

　
そ
の
た
め
に
は
、
石
城
山
を
、
例
え
ば

花
や
薬
草
の
名
所
に
し
た
り
し
て
、
も
っ

と
付
加
価
値
を
高
め
て
い
く
必
要
が
あ
る

と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
「
石
城
山
神
籠

石
」
を
、
い
つ
も
安
全
に
観
察
し
な
が
ら

散
策
で
き
る
よ
う
に
、
遊
歩
道
の
草
刈
り

な
ど
は
、
私
た
ち
市
民
が
協
力
し
て
取
り

組
ん
で
み
た
ら
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

　
そ
し
て
、
光
市
の
ほ
か
に
全
国
で
８
か

所
あ
る
神
籠
石
。
そ
れ
ら
の
ま
ち
で
は
、

ど
の
よ
う
な
取
り
組
み
が
さ
れ
て
い
る
の

か
、
私
は
と
て
も
興
味
が
あ
り
ま
す
。
共

通
の
財
産
を
持
つ
ま
ち
同
士
で
意
見
交
換

な
ど
が
で
き
れ
ば
、
き
っ
と
「
神
籠
石
」

の
魅
力
も
、
さ
ら
に
輝
く
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

山姥山姥山姥山姥山姥（やまんば）（やまんば）（やまんば）（やまんば）（やまんば）の涙の涙の涙の涙の涙
昔、神籠石の水門に、村人の頼みを聞
いてくれる心のやさしい山姥が住んで
いました。ある時、祭りに使うために
山姥から借りたおわんを村人が割って
しまい、そのまま返したために、山姥
はたいそう悲しみます。山姥は水門か
ら山の清水を村人に与えるかわりに、
自分たちで努力して祭りのための道具
を揃えるようにと伝えました。
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石城山神籠石を探る
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※市立図書館には、谷さんから寄贈された「石城のむかし話」がありま
すので、興味のある方はぜひご覧ください。（問合せ　0833-72-1440）

こ
の
貴
重
な
神
籠
石
を
、
ど
の
よ
う
に

守
っ
て
い
け
ば
良
い
の
で
し
ょ
う
か
。

松
岡
　
知
る
人
ぞ
の
み
知
る
で
、
今
、
神

籠
石
に
つ
い
て
き
ち
ん
と
理
解
し
て
い
る

人
は
、
少
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
先
ほ
ど
か
ら
お
話
し
し
た
よ
う
に
、

神
籠
石
は
、
ま
だ
ま
だ
多
く
の
謎
を
秘
め

て
い
る
と
て
も
魅
力
的
な
私
た
ち
の
大
切

な
財
産
な
の
で
す
。
「
石
城
神
社
」
や

「
第
二
奇
兵
隊
練
兵
場
跡
」
な
ど
の
史

跡
、
た
く
さ
ん
の
伝
説
の
石
、
「
イ
ワ
キ

五
星
ア
ジ
サ
イ
」
と
い
う
珍
し
い
花
も
自

生
し
て
い
る
石
城
山
を
、
も
っ
と
多
く
の

人
に
知
っ
て
も
ら
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
そ
の
た
め
に
は
、
ぜ
ひ
神
籠
石
を
ま
ち

づ
く
り
に
有
効
に
活
用
し
て
ほ
し
い
で
す

ね
。
ど
の
よ
う
な
活
用
方
法
が
あ
る
の
か

す
ぐ
に
は
考
え
つ
き
ま
せ
ん
が
、
市
民
の

皆
さ
ん
が
協
力
し
て
ア
イ
デ
ア
を
出
し
合

え
ば
、
文
化
財
保
護
の
視
点
だ
け
で
な

く
、
地
域
の
活
性
化
に
も
つ
な
が
る
よ
う

な
画
期
的
な
も
の
が
見
つ
か
る
と
思
い
ま

す
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
が
神
籠
石
を

守
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か

と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
そ
ん
な
「
石
城
山
神
籠
石
」
は
、
将
来

に
向
け
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
可
能
性
を
秘
め

て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

…
こ
の
山
は
、
薬
草
の
宝
庫
で
も
あ
る
ん

で
す
よ
。
」
何
の
気
な
し
に
歩
い
て
い
る

と
、
つ
い
見
逃
し
て
し
ま
い
そ
う
で
す

が
、
石
城
山
に
は
、
た
く
さ
ん
の
種
類
の

薬
草
が
自
生
し
て
い
る
そ
う
で
す
。

石
城
山
に
残
る

い
に
し
え
か
ら
の
言
い
伝
え

　
「
北
門
」
付
近
に
は
、
「
夜
泣
石
（
よ
な

き
い
し
）
」
と
呼
ば
れ
る
岩
が
あ
り
ま
す
。

こ
こ
は
、
昔
、
ま
ち
と
い
う
娘
が
石
城
判

官
と
い
う
一
目
惚
れ
を
し
た
相
手
を
慕

い
、
夜
に
な
る
と
泣
い
て
い
た
所
だ
そ
う

で
す
。
こ
の
岩
は
、
今
も
悲
し
そ
う
な
表

情
を
し
て
い
ま
す
。
村
の
人
は
「
ま
ち

岩
」
と
呼
ん
で
い
ま
し
た
。

　
北
門
を
過
ぎ
る
と
、
「
龍
石
（
た
つ
い

し
）
」
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
形
は
、
ま
さ

に
天
に
向
か
っ
て
大
き
く
口
を
あ
け
た
龍

の
頭
。
「
村
の
人
は
、
悪
い
こ
と
を
し
た

ら
、
こ
の
口
か
ら
出
ら
れ
な
い
と
恐
れ
て

い
た
よ
う
で
す
。
石
城
山
を
守
る
た
め
に

つ
く
ら
れ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。
」

と
谷
さ
ん
は
話
し
ま
す
。

　
ま
た
、
５
０
０
ｍ
ほ
ど
離
れ
た
「
西
水

門
」
付
近
に
は
、
「
龍
尾
石
（
り
ゅ
う
び
い

し
）
」
が
あ
り
ま
す
。
離
れ
た
と
こ
ろ
に

あ
る
二
つ
の
大
き
な
岩
が
、
そ
れ
ぞ
れ
龍

の
頭
と
尾
、
そ
の
間
を
つ
な
ぐ
神
籠
石
が

龍
の
体
を
成
し
て
い
る
と
い
う
わ
け
で

す
。
昔
、
石
城
山
に
木
々
が
少
な
か
っ
た

頃
、
月
夜
に
な
る
と
、
こ
の
龍
が
照
ら
さ

れ
風
に
な
び
く
草
も
手
伝
っ
て
、
ふ
も
と

の
村
か
ら
は
、
ま
る
で
龍
が
空
を
飛
ん
で

い
る
か
の
よ
う
に
見
え
た
そ
う
で
す
。

　
「
北
水
門
」
は
、
急
な
坂
道
を
下
り
、

湿
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
し
た
。
谷
さ
ん

が
子
ど
も
の
頃
は
、
水
門
の
中
も
遊
び
場

の
一
つ
だ
っ
た
そ
う
で
す
。

　
谷
さ
ん
は
、
石
城
山
や
神
籠
石
に
ま
つ

わ
る
昔
話
や
風
習
を
『
石
城
の
む
か
し

話
』
と
し
て
、
手
づ
く
り
の
冊
子
に
ま
と

め
て
い
ま
す
が
、
そ
の
中
で
、
こ
こ
の
水

門
は
「
山
姥
の
穴
」
と
し
て
登
場
し
ま

す
。
「
む
か
し
話
は
、
親
か
ら
子
へ
と

代
々
語
り
継
が
れ
、
私
も
祖
父
や
父
に
よ

く
聞
か
さ
れ
ま
し
た
。
ま
だ
ま
だ
数
え
切

れ
な
い
ほ
ど
あ
り
ま
す
よ
。
」
と
話
す
谷

さ
ん
。
む
か
し
話
の
続
編
が
出
来
上
が
る

の
を
今
か
ら
楽
し
み
に
し
て
い
ま
す
。

たにたにたにたにたに ちずこちずこちずこちずこちずこ
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石城山の語り部

石城山の9合目に20歳
まで暮らす。石城山に
まつわる昔話や風習を
今に伝える「石城山の
語り部」として精力的
な活動を続ける。大学
や講座などの講師とし
ても活躍中。78歳、岩
田在住。


