
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

妙
應

み
ょ
う
お
う

の
碑 ひ 

こ
の
碑 ひ

は
、
天 て

ん

神
社

じ
ん
し
ゃ

境
内

け
い
だ
い

の
西
側

に
し
が
わ

に
建 た

て
ら
れ
て
い
ま

す
。
碑 ひ

本
体

ほ
ん
た
い

は
大
き
な

お

お

き

な

自
然

し

ぜ

ん

石 せ
き

で
、
表

お
も
て

に
は
「
妙
應

み
ょ
う
お
う

」

と
力
強
い

ち
か
ら
づ
よ
い

字 じ

が
刻 き

ざ

ま
れ
て
い
ま
す
。
裏 う

ら

に
は
碑
に
関 か

ん

す

る
文
字
が
１
５
０
字
程
刻
ま
れ
て
い
ま
す
が
、
風
化

ふ
う
か

が
ひ

ど
く
解
読

か
い
ど
く

で
き
ま
せ
ん
。『
新
編
相
模
国
風
土
記
稿

し
ん
ぺ
ん
さ
が
み
の
く
に
ふ
ど
き
こ
う

』
に

よ
る
と
「
天
明

て
ん
め
い

８
（
１
７
８
８
）
年
社
殿

し
ゃ
で
ん

再
興

さ
い
こ
う

の
時
、

社
地

し
ゃ
じ

を
掘
っ
た
と
こ
ろ
古
い
骨
が
出
た
の
で
当
時
の
人

は
そ
の
祟 た

た

り
を
恐
れ
て
再
び
土
中

ど
ち
ゅ
う

に
埋
め
て
墳 ふ

ん

を
築 き

づ

き

祀 ま
つ

っ
て
護
法

ご
ほ
う

神 じ
ん

と
し
た
と
い
う
。
こ
の
こ
と
が
碑
の
裏

に
あ
る
銘
文

め
い
ぶ
ん

に
記 し

る

さ
れ
て
い
る
。
」
と
伝
え
て
い
ま
す
。 

天
神
社
と
祭
典 

昔
、
天
神
社
の
神
様
は
神
輿

み
こ
し

が
嫌 き

ら

い
だ
と
信
じ

ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
あ
る
と
き
神
輿
を
か
つ
い

だ
た
め
に
そ
の
年
に

疫

病

え
き
び
ょ
う

が
流

行

り
ゅ
う
こ
う

し
神
輿
を

境
内

け
い
だ
い

に
埋 う

め
た
と
伝 つ

た

え
ら
れ
て
い
ま
す
。 

ま
た
、
昭
和
３
０
年
代
前
半
ま
で
は
、
菅
原

す
が
わ
ら

連

中

れ
ん
ち
ゅ
う

と
呼
ば
れ
る
青
年
団

せ
い
ね
ん
だ
ん

が
祭
典

さ
い
て
ん

の
余
興

よ
き
ょ
う

と

し
て
、
回
り
舞
台

ぶ
た
い

で
素
人

し
ろ
う
と

芝
居

し
ば
い

を
演 え

ん

じ
た
り
、

歌
舞
伎

か

ぶ

き

を
呼 よ

ん
で
楽
し
ん
だ
り
し
ま
し
た
が
、
時

代
の
変
遷

へ
ん
せ
ん

に
よ
り
行
わ
れ
な
く
な
り
ま
し
た
。 

 

 

④ 山田地区の鎮守さま 天神社 

天 て
ん

神
社

じ
ん
し
ゃ

は
、
山
田

や

ま

だ

地
区

ち

く

の
鎮
守

ち
ん
じ
ゅ

さ
ま
で
、

旧
来

き
ゅ
う
ら
い

、
天
満
宮

て
ん
ま
ん
ぐ
う

と
呼 よ

ば
れ
て
い
ま
し
た
が
、

明
治

め

い

じ

３
（
１
８
７
０
）
年
に
天
神
社
と
改
称

か
い
し
ょ
う

し
ま
し
た
。
祭
神
は
菅
原
道
真

す
が
わ
ら
の
み
ち
ざ
ね

公 こ
う

（
木
造

も
く
ぞ
う

束
帯

そ
く
た
い

姿
す
が
た

の
座
像

ざ
ぞ
う

）
を
祀 ま

つ

っ
て
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
境
内

け
い
だ
い

に
は
、
妙

應

み
ょ
う
お
う

と
刻 き

ざ

ま
れ
た

石
碑

せ
き
ひ

や
太
田
道
灌

お
お
た
ど
う
か
ん

夢
見

ゆ
め
み

の
石
と
伝
え
ら
れ

て
い
る
石
が
あ
り
ま
す
。 

妙應の碑 

天神社 

かつて行われていた余興の様子 
昭和５２年、２０年ぶりに歌舞伎が復
活したが、これが最後の余興になった。 


