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江戸時代の270年間、美濃國加茂

郡迫間村を治めた大嶋一族の初

代旗本・大嶋雲四郎光俊公の命日

（7月18日）に行われる十六善神

祭で受けることができる「落雷除

け」の御札・御守り。

雲
禅
寺
に
は
十
六
善
神（
大
般
若
経
を
唱
え
る

信
者
を
守
っ
て
く
だ
さ
る
十
六
の
神
様
）
の
掛

軸
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
掛
軸
に
伝
わ
る
お
話
で
す
。

　
「
昔
む
か
し
、
大
雲
禅
寺
に
一
人
の
男
が
忍
び
こ
み
、

十
六
善
神
の
掛
軸
を
盗
ん
で
い
き
ま
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
道
中
、
だ
ん
だ
ん
掛
軸
が
重
た
く
な

り
、
今
ま
で
晴
れ
て
い
た
空
が
暗
く
な
っ
て
、
激
し
い

雷
が
鳴
り
出
し
ま
し
た
。
男
は
、
恐
怖
を
感
じ
な
が
ら

も
な
ん
と
か
家
に
た
ど
り
着
き
、
掛
軸
を
床
の
間
に
掛

け
ま
す
が
、
今
度
は
掛
軸
が
唸
り
出
し
ま
す
。
恐
ろ
し

く
な
っ
た
男
は
、
再
び
掛
軸
を
持
っ
て
迫
間
ま
で
戻
り

ま
し
た
。
そ
れ
ま
で
激
し
か
っ
た
雷
は
静
か
に
な
り
、

重
た
く
な
っ
た
掛
軸
は
す
っ
と
軽
く
な
り
ま
し
た
。
男

は
、
掛
軸
を
道
端
に
置
い
て
逃
げ
出
そ
う
と
し
ま
し
た

が
、
ま
た
掛
軸
が
唸
り
出
し
ま
す
。
男
は
、
青
ざ
め
な

が
ら
、
村
人
た
ち
に
道
端
に
置
い
て
き
た
こ
と
を
叫
び

歩
き
、
や
っ
と
の
思
い
で
迫
間
か
ら
逃
げ
出
し
た
の
で

し
た
。

　

村
人
た
ち
は
、
何
事
か
と
駆
け
付
け
、
道
端
に
置
い

て
あ
っ
た
掛
軸
を
見
つ
け
、大
雲
禅
寺
に
戻
し
ま
し
た
。

　

そ
れ
か
ら
、
十
六
善
神
の
御
札
は
、
落
雷
除
け
に
な

る
と
言
わ
れ
、
７
月
18
日
の
十
六
善
神
祭
に
多
く
の
人

が
御
札
・
御
守
り
を
受
け
に
参
詣
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
と
い
う
こ
と
で
す
。」

大

特

集
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雲
禅
寺
は
、
関
藩
関
村
の
藩
主
で
大
名
と
な
っ

た
武
将
・
大
嶋
雲
八
光
義
公
が
創
建
し
た
迫
間

村
初
代
旗
本
・
大
嶋
雲
四
郎
光
俊
公
の
菩
提
寺
で
す
。

　

昔
話
に
出
て
く
る
十
六
善
神
の
掛
軸
は
、
江
戸
時
代

の
初
期
元
和
三
年（
１
６
１
７
）
に
光
俊
公
が
、
武
運

長
久
を
祈
願
し
て
修
復
し
た
と
い
う
記
録
が
あ
る
こ
と

か
ら
、
室
町
時
代
以
降
に
画
か
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ

て
い
ま
す
。

　

落
雷
除
け
の
御
札
・
御
守
り
は
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
丁

寧
に
手
作
り
し
て
い
ま
す
。
地
域
住
民
を
は
じ
め
、
多

く
の
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
が
、
昔
は
数
千
人
の
参

詣
者
が
い
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

雷
が「
落
ち
な
い
」と
い
う
御
札
・
御
守
り
で
す
の
で
、

「
落
ち
な
い
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
か
ら
、
特
に
受
験

生
の
方
に
お
す
す
め
し
た
い
で
す
ね
。

　

ま
た
、「
十
六
善
神
の
掛
軸
」
の
昔
話
以
外
に
も
、

境
内
に
あ
る「
観
音
堂
」
に
伝
わ
る
昔
話
も
あ
り
ま
す
。

と
て
も
興
味
深
い
も
の
で
す
よ
。

　

ぜ
ひ
、
お
話
を
聞
き
に
来
て
く
だ
さ
い
。

住
職　
　

大
本　

敏
昭
さ
ん

大雲禅寺境内にある「観音堂」

寺宝「聖
しょうかんのんぼさつ

観音菩薩」

観 音 堂 に 祀られて

い る 寺 宝「 聖 観 音

菩薩」は、平安時代

の作と伝えられてい

る。御開帳は、17年

に1度。「故郷、迫間

の観音さま」という

昔話もある。

Ｄ　Ａ　Ｔ　Ａ

参考文献：「どろぼうと十六善神」『関のむかし
話』関市立旭ヶ丘小学校ＰＴＡ 2015年 から抜粋

　　
　　　　所在地：関市迫間1184

大
QRコードを読み取ると地図が表示されます。

昔話に出てくる掛軸

　　　寺宝「 絹
けんぽんちゃくしょくしゃかさんぞんじゅうろくぜんじんず

本 著 色 釈 迦 三 尊 十 六 善 神 図 」
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園
地
帯
に
ぽ
つ
ん
と
た
た
ず
む

「
名
無
木
」
。
こ
の
木
が
な
ぜ

「
名
無
木
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

の
か
を
伝
え
る
昔
話
が
あ
り
ま
す
。

　

「
江
戸
時
代
中
頃
の
こ
と
。
こ
の
地
方

で
は
ひ
ど
い
日
照
り
が
続
き
、
米
が
不
作

で
年
貢
が
出
せ
ず
、
村
人
た
ち
は
困
っ
て

代
官
に
許
し
を
請
い
ま
し
た
が
、
聞
き
入

れ
て
も
ら
え
ま
せ
ん
で
し
た
。
不
憫
に

思
っ
た
こ
の
土
地
の
庄
屋
の
大
滝
金
右
エ

門
は
代
官
に
何
度
も
頼
み
ま
し
た
が
、
願

い
は
聞
き
入
れ
て
も
ら
え
ま
せ
ん
。

　

絶
望
し
た
金
右
エ
門
は
、
あ
る
夜
、
代

官
を
手
に
か
け
て
し
ま
い
ま
す
。
金
右
エ

門
は
、
捕
わ
れ
て
張
り
付
け
の
刑
に
さ
れ

て
し
ま
い
ま
し
た
。

　

村
人
た
ち
は
と
て
も
悲
し
み
、
そ
の
亡

骸
を
こ
の
地
に
葬
り
ま
し
た
。
す
る
と
、

遺
体
を
葬
っ
た
所
か
ら
、
見
た
こ
と
の
な

い
不
思
議
な
木
が
生
え
て
き
ま
し
た
。
村

人
た
ち
は
、
金
右
エ
門
の
霊
が
木
に
な
っ

た
に
違
い
な
い
と
、
そ
の
名
の
分
か
ら
な

い
木
を
名
無
木
と
呼
び
大
切
に
育
て
た
と

い
う
こ
と
で
す
」
。

　

こ
の
木
は
、
モ
ク
セ
イ
科
の
ト
ネ
リ
コ

と
い
う
名
の
、
こ
の
あ
た
り
で
は
珍
し
い

樹
木
で
、
昭
和
50
年
に
岐
阜
県
指
定
天
然

記
念
物
と
な
っ
て
い
ま
す
。

田Ｄ　Ａ　Ｔ　Ａ

参考文献：「名無木」『関のむか
し話』関市立旭ヶ丘小学校ＰＴ
Ａ 2015年 から抜粋

所在地：関市東本郷
関市役所より　
東へ約1kｍ

昔話「名
な な し ぎ

無木」

QRコードを読み取ると地図が表示されます。
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昔話「清
せ い べ え ぶ ち

兵衛渕と
        ドチロンベ」

之
保
の
戸とち
ょ
う丁と
大おお
も
ん門の
間
を
流
れ

る
津
保
川
に
は
深
い
渕
が
あ
り
ま

す
。
川
岸
か
ら
の
ぞ
い
て
も
、
川
底
が
見

え
な
い
ほ
ど
青
々
と
し
て
い
ま
す
。
こ
の

渕
に
伝
わ
る
奇
妙
な
お
話
で
す
。

　

「
昔
む
か
し
、
津
保
川
の
こ
と
が
大
好

き
な
森
清
兵
衛
と
い
う
人
が
い
ま
し
た
。

あ
る
夜
、
夢
に
黒
い
生
き
物
が
現
れ
、
自

ら
を
渕
の
穴
に
住
む
ド
チ
ロ
ン
ベ
と
名
乗

り
、
人
間
の
食
べ
物
を
求
め
て
き
ま
し

た
。
翌
朝
、
清
兵
衛
は
に
ぎ
り
め
し
を
川

岸
に
置
き
ま
し
た
。
す
る
と
、
段
々
小
さ

く
な
る
の
で
す
。
そ
れ
か
ら
毎
日
持
っ
て

い
っ
た
の
で
し
た
。

　

あ
る
夜
、
夢
で
ド
チ
ロ
ン
ベ
が
大
雨
の

後
に
魚
が
よ
く
取
れ
る
所
を
教
え
て
く

れ
、
他
言
し
な
い
よ
う
に
と
言
い
ま
す
。

言
う
通
り
に
す
る
と
魚
が
大
量
に
と
れ
ま

し
た
。
清
兵
衛
は
こ
の
こ
と
を
黙
っ
て
い

ま
し
た
が
、
ば
あ
さ
ん
に
だ
け
話
し
て
し

ま
い
ま
し
た
。
す
る
と
、
翌
朝
か
ら
に
ぎ

り
め
し
は
な
く
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

あ
る
朝
、
川
を
眺
め
て
い
る
と
、
渕
の

中
か
ら
お
礼
が
し
た
い
が
、
こ
っ
ち
へ
来

な
い
か
、
と
声
が
聞
こ
え
ま
し
た
。
清
兵

衛
は
、
誘
わ
れ
る
よ
う
に
渕
の
中
へ
消
え

て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
」

戸
の
高
賀
神
社
に
あ
る
、
一
度
見

る
と
印
象
に
残
る
で
あ
ろ
う
「
高

光
公
と
さ
る
と
ら
へ
び
」
像
。
こ
の
現
実

で
は
考
え
ら
れ
な
い
よ
う
な
姿
を
し
た
恐

ろ
し
い
妖
魔
の
お
話
が
あ
り
ま
す
。

　

「
大
む
か
し
、
高
賀
山
に
妖
魔
が
住
み

つ
き
、
帝
か
ら
妖
魔
退
治
の
命
令
を
受
け

た
藤
原
高
光
が
や
っ
て
き
ま
す
。

　

高
光
は
、
必
死
に
探
し
ま
し
た
が
見
つ

け
ら
れ
ず
、
神
に
祈
り
続
け
ま
し
た
。
あ

る
時
、
疲
れ
て
眠
っ
て
い
る
と
、
不
思
議

な
ひ
ょ
う
た
ん
の
夢
を
見
て
、
動
か
ぬ
も

の
を
討
て
、
と
い
う
お
告
げ
を
聞
き
ま

す
。
そ
こ
で
高
光
は
高
賀
山
の
山
つ
づ
き

の
瓢
ふ
く
べヶ
岳
に
ね
ら
い
を
つ
け
ま
し
た
。

　

頂
上
ま
で
登
る
と
、
そ
こ
に
は
た
く
さ

ん
の
ひ
ょ
う
た
ん
が
ぶ
ら
さ
が
る
大
木
が

あ
り
ま
し
た
。
高
光
は
夢
を
思
い
出
し
、

動
か
な
い
ひ
ょ
う
た
ん
目
掛
け
て
矢
を
放

ち
ま
す
。
す
る
と
、
み
る
み
る
獣
の
姿
に

変
わ
り
ま
し
た
。
高
光
は
隙
を
突
い
て
背

中
に
飛
び
乗
り
妖
魔
を
討
ち
取
り
ま
し

た
。
そ
の
妖
魔
は
、
頭
は
猿
、
体
は
虎
、

尻
尾
は
蛇
で
体
長
３
メ
ー
ト
ル
は
あ
ろ
う

か
と
い
う
姿
で
し
た
。
高
光
の
活
躍
に
よ

り
、
こ
の
地
は
お
だ
や
か
な
平
和
が
続
い

た
と
い
う
こ
と
で
す
。
」

洞

下

Ｄ　Ａ　Ｔ　Ａ

参考文献：『鵺伝説さるとらへ
び』ほらど未来まちづくり委員会
2016年 から抜粋

所在地：
関市洞戸高賀1217
高賀神社

Ｄ　Ａ　Ｔ　Ａ

参考文献：「清兵衛渕とドチロン
ベ」『武儀のむかし話続編』ＮＰ
Ｏ法人日本平成村 [2007年]から
抜粋

所在地：関市下之保
道の駅「平成」より
下呂方面へ約1km

QRコードを読み取ると地図が表示されます。

QRコードを読み取ると地図が表示されます。

昔話「鵺
ぬえでんせつ

伝説
       さるとらへび」

広報せき 2017.905
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