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沼
の
西
側
堤
体
の
補
修
が 

 
 
 
 
 

動
き
初
め
ま
し
た
！ 

 

本
会
の
目
的
の
一
つ
で
も
あ

り
ま
す
、
五
郎
沼
の
堤
体
の
う

ち
、
特
に
決
壊
が
ひ
ど
い
（
桜

の
木
が
水
面
に
浸
か
っ
て
い
る

状
態
）
西
側
堤
体
の
修
復
へ
取

り
か
か
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。 

 

左
図
は
、
今
回
、
工
事
を
請

け
負
う
こ
と
と
な
っ
た
、
業
者

さ
ん
か
ら
の
工
事
図
面
で
す
が
、

五
郎
沼
の
北
側
入
口
付
近
と
同

じ
よ
う
に
、
大
き
目
の
石
で
抑

え
る
と
言
う
こ
と
な
の
で
、
景 

◎沼の北側 
沼からの排出口は小さく、8･9の
水害時の五郎沼の水かさは上が
り続け、土手の高さが一番低い
北側からの道路へと一部の堤体
より水があふれた。 

◎修理予定工法 
堤体幅の西側が多小高いので、 

その分を削り沼に埋め、石で
囲む予定 

観
上
に
お
い
て
も
問
題
が
な
い

と
考
え
ら
れ
ま
す
。 
 

 

こ
の
よ
う
に
実
際
に
工
事
が

少
し
で
も
始
ま
っ
た
こ
と
は
、

地
元
と
し
て
は
大
変
う
れ
し
い

こ
と
で
は
あ
り
ま
す
が
、
業
者

さ
ん
は
土
手
修
復
用
の
重
機
は

南
側
の
橋
で
は
狭
く
無
理
な
た

め
、
左
下
写
真
の
よ
う
に
仮
設

で
橋
を
造
っ
て
ま
す
。
し
か
し

大
変
苦
労
を
し
て
い
る
様
子
で

し
た
。 

◎沼の南側の土の
うが決壊した場所 

◎通常時はみ出た桜幹が見える 

この辺より 
 工事スタート 

 

経
験
の
な
い
大
雨
で
、
町
内

は
大
変
な
被
害
を
受
け
、
平
成

十
九
年
と
同
様
に
廿
木
地
区
は

北
上
川
の
氾
濫
も
あ
り
ま
し
た
。 

 
 

 

五
郎
沼
は
か
ろ
う
じ
て
堤
体

の
決
壊
で
の
沼
の
水
が
広
が
る

よ
う
な
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で

し
た
が
、
南
側
余
水
吐
け
（
よ

す
い
ば
け
）
土
の
う
が
決
壊
し

て
し
ま
い
ま
し
た
。
し
か
し
、 

今
回
の
堤
体
修
復
工
事
屋
さ
ん

が
、
同
時
に
土
の
う
を
積
ん
で

修
復
し
て
く
れ
そ
う
で
す
。 



※和讃供養 

石卒塔婆（そとば）････庶民の仏教
の印で、樋爪館後の廃寺の大荘厳寺
との関連で13基ある内の一つ 

和讃（わさん）････仏・菩薩や祖
師・先徳、経典・教義などを日本語
で讃歎した讃歌 

 

※陣ヶ岡峰右衛門････江戸時代末期の地元の相撲取の墓石 

 五郎沼開削の際、土中から掘出した石 

碑（町の歴史家の工藤隼人の説では沼の 

国道そばの「夜泣き石」のこと）を蔭沼 

の金毘羅供養塔の台石にこれを使った。 

その供養塔を通りかかった相撲取の「陣 

ヶ岡」の前に、大入道が現れ、取って投 

げられた。陣ヶ岡関取は薄気味悪くなり、 

巫女（いたこ）に聞くと「俺は古くより 

仏の供養として建てられたが、お前を見 

込んで頼むからどうか、前の場所に戻し 

てくれ」と言われてから、現在の場所に 

再建されたとのこと 

（佐々木喜善の昔話より） 

 

大
雨
の
中
で
も 

「五
郎
沼
古
代
蓮
ま
つ
り
」 

 
 

 
 

 

開
催
さ
れ
ま
し
た 

 

今
年
で
第
十
一
回

に
な
る
「
五
郎
沼
古

代
蓮
ま
つ
り
」
が
七

月
二
十
七
日
に
開
催

さ
れ
ま
し
た
。 

「
晴
れ
」
の
特
異
日

だ
っ
た
は
ず
の
「
五

郎
沼
古
代
蓮
ま
つ
り

開
催
日
」
が
、
今
年

は
異
常
気
象
の
た
め

か
、
テ
ン
ト
等
の
準

備
中
に
は
晴
れ
て
い

て
も
、
午
後
の
開
催

時
間
に
は
残
念
な
が

ら
、
大
雨
に
な
っ
て

し
ま
い
ま
し
た
。 

 

そ
れ
で
も
、
招
待

者
の
方
々
は
大
雨
の

中
で
も
ほ
ぼ
全
員
来 

薬師神社の石碑、灯籠が倒れていましたが、
この程、業者さんに頼み見事に修復されまし
た。このコーナーでは各石碑の由来を調べて
ご案内しますので、是非一度見に来てくださ
い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※庚申（こうしん） 

干支(えと) 即ち、庚（かのえ）申（さる）の日を意味し、 

この夜に人間の体の中にいる三尸の虫が、寝ている間に体か
ら脱け出して、天帝にその人間の行った悪行を告げ口に行く。
天帝は寿命を司る神であるから、悪いことをした人に罰とし
て寿命を縮める。ところが、三尸の虫は、人間が寝ている間
にしか体から脱け出ることができないので、庚申日は、徹夜
をする、これを「庚申待ち」という 

 

※月庵道光信士位 

････大荘厳寺にあった 

住職の墓石 

 

 

灯籠 

古い石から出来ているようだが、こ
の石は大変もろい 

石碑群 

※馬頭観音････明
治初期まで五郎沼
にあ った「観音
島」から唯一の石
碑 

 

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

（
平
泉
町
の
関
係
者

は
、
大
雨
対
策
と
の

こ
と
で
、
町
長
、
議

長
、
消
防
団
長
さ
ん

は
、
急
き
ょ
欠
席
さ

れ
ま
し
た
） 

 

会
場
を
箱
清
水
公

民
館
に
移
し
て
の
今

年
は
、
平
泉
住
職
さ

ん
の
講
話
と
宇
都
宮

在
住
の
紫
波
町
出
身

者
の
鷹
觜
さ
ん
が
、

「
下
野(

し
も
つ
け)

の
樋
爪
五
郎
を
訪
ね

た
紫
波
の
先
陣
た

ち
」
と
題
し
て
お
話

を
頂
き
ま
し
た
。 

◎公民館で南日詰太神楽 

◎鷹觜さんの講話 


