
広報かみ平成２１年７月号 広報かみ平成２１年７月号２１ ２０

さ
く
ら
て
ん
し

ぎ
ん
な
ん　

ぎ
ん
ち
ゃ
ん

し
い
た
け　

た
け
ち
ゃ
ん

ゆ
ず
ぼ
う
や

フ
ラ
フ
ラ　
フ
ラ
く
ん

あ
じ
さ
い
ひ
め

森
の
モ
リ
く
ん

物
部　
ア
ユ
ち
ゃ
ん

龍
河
洞　

リ
ュ
ー
く
ん

瀧
の
シ
ブ
キ
ち
ゃ
ん

さ
ん
れ
い　

さ
ん
ち
ゃ
ん

土
佐
打
刃
物
タ
ン
ち
ゃ
ん

か
り
か
り　

モ
モ
コ
ち
ゃ
ん

や
な
せ
た
か
し

Ｃ

　国道１９５号線から新仙頭大橋（物部

町）を渡ると、柚子畑が出迎えてくれ

る。集落の中心には阿弥陀堂が見える。

阿弥陀堂説明板には、次のように書いて

ある。

「仙頭は古来小田々村といったが、永仁

３年（１２９５年）景国専当職※１として

寺領の統合にあたり、応永４年（１３９７

年）岡之内小松中務正宗二男 小松入道が

専当職となり、専当入道沙弥善住を名乗り、その子孫専当四郎左衛門章貞の

代、永正６年（１５０９年）９月２３日、岡豊城落城により城主長宗我部兼序（元

秀）は一子千雄丸（国親＝元親の父）を連れて光明寺に逃れ、永正８年７月７

日、岡豊城に帰城※２。そのため専当氏は代々長宗我部氏に仕え、仙頭（専当）または小松姓を名乗

り、藩政時代には大庄屋・郷士などの名門として栄えた。明治初年、廃仏毀釈※３によって廃寺とな

った」　

　熊野社の荘園当時に制作された阿弥陀如来座像は、１１世紀頃の熊野社の本地仏ではないかと考え

られる。というのも、旧槇山村は、鎌倉時代には北条得宗家の荘園であり、弘安６年（１２８３年）、北

条時宗が鎌倉の極楽寺に寄進し、幕府滅亡まで極楽寺が荘園領主であった。

　南北朝動乱後は、足利氏の支配に属し、熊野神社の荘園に戻った。土佐国守護となった細川管領家

が、五台山吸江庵との連絡所として、光明寺を利用したのではないかと思われる。室町時代、管領細

川氏が石内名※４を重要視していたものと考えられる。

　光明寺の古文書には次のように書かれている。

　「応永４年（１３９７年）、細川管領家より石内名が光明寺に寄進せられ、石内名の名本職（役人の

一種）は、先例に任せて御公用等怠り無くなさるべく事」

　「応永１１年（１４０４年）、光明寺住職、同檀那沙弥善住に槇山石内半名を寄進するので、永泰

院・宝性院・心鏡院・勝善院殿等の追善所となす」

　大忍荘※５に属する槇山村は、室町時代に管領家から信頼された岡ノ内の名主が専当職に任用され

たと思われる。

　仙頭大橋下の上流部に三差路があり、そこには高さ１．３

メートルほどの自然石の「丁石」がある。明治１０年に建

立されたもので、次のとおり書かれている。

「神明宮是より一里十八丁右へ　小松神社是より三里五丁

　剣神社是より三六丁」（碑文のとおり）

　この丁石は、地元仙頭日浦・押谷・影山崎そして萩野・

赤岡・岸本の人たちの寄進によるものである。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（香美史談会）

※１ 専当職とは荘官の職のひとつ。※２ 四郎佐衛門は光

明寺を修理して住まわせたと言われている。※３ 明治初年

の仏教排撃運動。神仏分離令が出されたのをきっかけに、

各地で寺院・仏像の破壊が行われた。※４ 石内名（いしうちみょう）地名。日ノ地のあたりを指す。

※５ 大忍庄（おおさとのしょう）土佐国の大きな荘園で現在の香南市香我美町～旧槇山村を指す。
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初
心
者
を
対
象
と
し
た
弓
道

教
室
を
開
催
し
ま
す
。
興
味
の

あ
る
方
、
体
験
し
て
み
た
い
方
、

経
験
者
の
方
も
、
お
気
軽
に
ご

参
加
く
だ
さ
い
。
道
具
も
予
備

知
識
も
必
要
あ
り
ま
せ
ん
！
運

動
に
適
し
た
服
装
、
靴
下
着
用

で
ご
参
加
く
だ
さ
い
。
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０
０
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い
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わ
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・
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役
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岡
本
明
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８
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〜
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去
る
５
月
１
日
発
生
の
自
宅

火
災
の
際
に
は
、
消
防
関
係
各

位
な
ら
び
に
ご
近
所
を
は
じ
め
、

市
民
の
皆
さ
ま
方
に
は
多
大
な

ご
迷
惑
と
ご
心
配
を
お
か
け
致

し
ま
し
た
こ
と
深
く
お
詫
び
申

し
あ
げ
ま
す
。
ま
た
、
多
く
の

皆
さ
ま
方
よ
り
お
見
舞
い
や
励

ま
し
の
こ
と
ば
を
い
た
だ
き
心

か
ら
感
謝
申
し
あ
げ
ま
す
。

　

本
来
な
ら
ば
直
接
お
伺
い
し
、

お
礼
の
ご
あ
い
さ
つ
を
申
し
あ

げ
る
べ
き
と
こ
ろ
で
す
が
、
誠

に
恐
縮
と
は
存
じ
ま
す
が
、
誌

面
を
お
か
り
し
て
お
詫
び
と
お

礼
に
か
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。

　

本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。
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家
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作：山﨑茉紀・宗石真奈
　　（山田高校マンガ部）
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６
月
号
・
７
月
号
と
、
２
回

に
わ
た
り
特
集
し
た
『
シ
カ
被

害
の
実
態
』
。
掲
載
し
た
よ
う

な
被
害
は
香
美
市
・
四
国
内
に

限
ら
ず
、
北
海
道
か
ら
鹿
児

島
、
東
京
都
で
も
起
こ
っ
て
お

り
、
全
国
的
な
問
題
と
な
っ
て

い
ま
す
。

　

今
回
紹
介
し
た
シ
カ
肉
の
ハ

ン
バ
ー
ガ
ー
を
食
べ
る
機
会
が

あ
り
ま
し
た
。
味
は
意
外
に
も

牛
肉
と
変
わ
り
な
く
、
お
い
し

く
い
た
だ
き
ま
し
た
。
シ
カ
の

肉
は
、
牛
肉
や
豚
肉
に
比
べ
て

脂
質
が
少
な
く
、
高
タ
ン
パ
ク

で
鉄
分
が
多
く
含
ま
れ
て
い
ま

す
。
低
カ
ロ
リ
ー
で
栄
養
た
っ

ぷ
り
な
ら
食
べ
る
し
か
あ
り
ま

せ
ん
。
シ
カ
肉
料
理
を
食
べ

て
、
こ
の
夏
を
乗
り
切
っ
て
み

て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

（
細
木
）

　

 

香
美
市
の
皆
さ
ん
、
こ
ん
に

ち
は
。
中
国
の
黒
龍
江
か
ら
昨

年
４
月
に
高
知
へ
来
ま
し
た
。

吉
林
大
学
大
学
院
修
士
課
程
を

卒
業
し
、
今
は
高
知
工
科
大
学

大
学
院
博
士
２
年
、
専
門
は
情

報
工
学
で
す
。
私
が
所
属
し
て

い
る
研
究
室
は
「
誰
で
も
使
え

る
人
に
や
さ
し
い
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
」
の
研
究
を
し
て
い
ま
す
。

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
使
い
や
す
さ

は
人
と
情
報
環
境
の
あ
り
よ
う

を
決
め
ま
す
。
視
覚
、
聴
覚
情

報
に
加
え
て
、
私
は
「
触
覚
」

を
使
う
研
究
を
し
て
い
ま
す
。

人
間
と
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
情
報

交
換
に
「
触
覚
」
を
持
ち
込
む

「
ハ
プ
テ
ィ
ッ
ク
技
術
」
と
よ

ば
れ
る
新
技
術
で
す
。
携
帯
電

話
着
信
を
音
で
は
な
く
振
動
で

知
ら
せ
る
こ
と
も
こ
の
分
野
の

研
究
成
果
で
す
。
こ
の
研
究
は

私
に
と
っ
て
新
し
い
分
野
で
し

た
の
で
、
挑
戦
す
る
気
持
ち
で

頑
張
っ
て
い
ま
す
。

　

香
美
市
は
と
て
も
美
し
く
、

特
に
川
や
山
や
桜
が
好
き
で

す
。
茶
道
・
ホ
ー
ム
ス
テ
イ
・

紙
の
博
物
館
・
華
道
等
に
参
加

し
ま
し
た
。
と
て
も
楽
し
か
っ

た
で
す
。
ホ
ー
ム
ス
テ
イ
滞
在

中
は
、
私
を
家
族
の
一
員
と
し

て

迎

え

て

く

れ
、
多
く
の
日

本
文
化
を
教
え

て
も
ら
い
ま
し

た
。
ま
た
、
海

辺
や
四
万
十
川

に
行
っ
た
こ
と

も
楽
し
か
っ
た

で
す
。
日
本
の

食
べ
物
も
好
き

で
、
初
め
て
刺

身
を
食
べ
た
と
き
少
し
抵
抗
感

は
あ
り
ま
し
た
が
、
今
は
楽
し
ん

で
食
べ
て
い
ま
す
。

　

香
美
市
の
皆
さ
ん
は
親
切

で
、
た
く
さ
ん
の
友
達
が
で
き

ま
し
た
。
今
私
は
日
本
語
の
勉

強
と
専
門
の
研
究
に
頑
張
っ
て

取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
趣
味
は

音
楽
と
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
で

す
。
た
く
さ
ん
日
本
の
好
き
な

歌
が
あ
り
ま
す
が
、
特
に
「
千

の
風
」
と
「
昴―

す
ば
る
」
が

好
き
で
す
。
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孫　

銘
会

　
　
　
　
　
　
　
（
中
国
・
黒
龍
江
省
）

香美史

記訪探
第３回
光明寺跡と
阿弥陀堂
物部町仙頭

掲　

示　

板

なもとしき
ス
ン　

ミ
ン
フ
イ

阿弥陀堂

日ノ地　丁石日ノ地　丁石

阿弥陀堂

日ノ地　丁石


