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相馬の神社の謎と秘密（２）

石
マ
ニ
ア
・
木
村
の
相
馬
探
訪
そ
の
２

メ
ノ
コ
が
潜
ん
で
い
た
洞
窟
跡
？

～
野
崎
観
音
堂
（
湯
口
）
～

この観音堂は本当に分かりにく
い場所にあり、県道129号線から一
本脇道に入ったところに鎮座してい
ました。黒滝地区と思い込んでいま
したが、黒滝と湯口の境目で住所は
湯口になります。車から降りて捜索
すると、短いガードレールがあり下
に続く階段を発見！

階段を下り鳥居をくぐると、
そこは木々に囲まれたひっそり
とした空間でした。まるで何者
かが身を隠すかのように……。

祭神は勢至・観音菩薩
脇に小祠：不動明王
庚申塔 文化8年
青面金剛像庚申塔 文化5年

『相馬村史』によると、このあた
りは石戸神社の伝承に出てくるメノ
コという首領が潜んでいたという
「クロイ滝」、「ま淵」のあったと
ころだそうです。その昔、この地域
が野崎村だったから野崎観音堂なの
でしょうね。そしてクロイ滝が変化
して黒滝という地名になったので
しょうか。すべて想像でしかありま
せんが、相馬のミステリアスな探検
はまだまだ続きます。



か
つ
て
は
相
馬
に
も

サ
ケ
が
遡
っ
て
い
た

お
正
月
は
い
か
が
お
過
ご
し

だ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
お
歳
暮
や

お
正
月
の
贈
答
品
と
し
て
新
巻

鮭
を
贈
る
風
習
が
あ
る
地
域
は

多
い
。
相
馬
地
区
に
そ
ん
な
風

習
が
あ
る
か
ど
う
か
わ
か
ら
な

い
が
、
か
つ
て
は
相
馬
の
川
に

も
サ
ケ
が
た
く
さ
ん
遡
上
し
て

き
た
の
は
確
か
な
よ
う
だ
。

凸
凹
地
形
の
相
馬
に
は
多
く

の
沢
が
存
在
し
て
い
て
（
そ
れ
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●相馬凸凹学会とは
津軽平野の南端に位置し、台地と平地が入り組んだ凸凹地
形の相馬の歴史を地形・地理・地名といった新たな視点も
加えて調査・研究・記録するサークル。

が
相
馬
と
い
う
地
名
の
由
来
と

い
う
説
も
あ
る
）
、
そ
れ
ら
が

集
ま
り
川
と
な
っ
て
地
域
内
を

潤
し
て
い
た
。
大
小
い
く
つ
も

の
川
は
岩
木
川
に
合
流
し
て
や

が
て
海
に
注
ぐ
。
岩
木
川
を

通
っ
て
降
海
し
た
サ
ケ
や
マ
ス

が
、
産
卵
の
た
め
相
馬
に
も
遡

上
し
て
い
た
。
そ
れ
ら
を
獲
っ

て
生
活
の
糧
の
一
部
に
し
て
い

た
人
々
も
い
た
よ
う
だ
。
そ
の

サ
ケ
に
ま
つ
わ
る
伝
承
が
、
相

馬
の
大
助
（
お
お
す
け
）
地
区

界
隈
に
残
っ
て
い
る
。
い
く
つ

か
バ
ー
ジ
ョ
ン
が
あ
る
が
今
回

は
〝
怖
い
バ
ー
ジ
ョ
ン
〟
を
紹

介
し
よ
う
。

大
助
地
区
に
伝
わ
る

オ
オ
ス
ケ
・
コ
ス
ケ
伝
承

大
助
地
区
に
流
れ
る
作
沢
川

に
も
昔
は
サ
ケ
が
た
く
さ
ん

遡
っ
て
き
た
よ
う
だ
。
そ
の
サ

ケ
に
ま
つ
わ
る
次
の
よ
う
な
話

が
伝
わ
る
。

サ
ケ
が
遡
上
す
る
秋
か
ら
冬

の
季
節
に
な
る
と
、
近
く
の
山

に
隠
れ
住
ん
で
い
た
鬼
が
夜
な

夜
な
作
沢
川
に
現
れ
る
。
そ
し

て
、
「
オ
オ
ス
ケ
、
コ
ス
ケ
、

今
の
ぼ
る
！
」
と
叫
ん
で
は
サ

ケ
を
手
づ
か
み
で
獲
り
食
ら
う

の
だ
と
い
う
。

本
当
に
恐
ろ
し
い
の
は
こ
こ

か
ら
だ
。
こ
の
光
景
を
目
撃
し

た
り
鬼
の
声
を
聞
い
た
も
の
は
、

た
ち
ま
ち
血
を
吐
い
て
死
ん
で

し
ま
う
、
と
伝
え
ら
れ
て
き
た
。

だ
か
ら
川
仕
事
を
す
る
人
た
ち

は
、
こ
の
季
節
は
夜
に
外
出
す

る
こ
と
を
せ
ず
じ
っ
と
家
の
中

で
過
ご
し
た
の
だ
と
い
う
。

な
お
、
オ
オ
ス
ケ
と
は
サ
ケ

の
雄
の
こ
と
で
、
コ
ス
ケ
は
そ

の
妻
。
毎
年
、
サ
ケ
が
夫
婦
で

川
を
遡
っ
て
く
る
と
考
え
ら
れ

て
き
た
。

じ
つ
は
、
オ
オ
ス
ケ
・
コ
ス

ケ
の
伝
承
は
東
北
を
中
心
に
い

く
つ
か
の
地
域
で
語
り
継
が
れ

て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
バ
リ
エ
ー

シ
ョ
ン
が
あ
っ
て
内
容
が
少
し

ず
つ
異
な
る
。

共
通
し
て
い
る
の
は
、
オ
オ

ス
ケ
・
コ
ス
ケ
が
夫
婦
で
あ
る

と
い
う
こ
と
と
、
鬼
や
サ
ケ
そ

の
も
の
ま
た
は
そ
の
精
霊
を
見

た
り
声
を
聞
い
た
り
す
る
と
死

ん
で
し
ま
う
、
と
い
う
こ
と
。

要
す
る
に
、
こ
の
時
期
は
あ
ま

り
川
に
近
づ
く
な
、
と
戒
め
て

い
る
の
で
あ
る
。

相
馬
の
伝
承
に
息
づ
く

自
然
へ
の
感
謝
と
畏
敬

な
ぜ
こ
の
よ
う
な
話
が
伝
え

ら
れ
た
の
だ
ろ
う
？

学
究
的
な
考
察
は
と
も
か
く
、

個
人
的
な
印
象
と
し
て
は
、
つ

ま
る
と
こ
ろ
漁
の
や
り
す
ぎ
を

戒
め
る
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な

い
か
と
思
う
。
魚
を
必
要
以
上

に
獲
っ
て
は
い
け
な
い
、
サ
ケ

の
産
卵
を
で
き
る
だ
け
妨
げ
な

い
よ
う
に
す
る
べ
し
、
さ
ら
に

は
、
働
き
す
ぎ
な
い
よ
う
に
体

を
い
た
わ
り
な
さ
い―

―

そ
ん

な
忠
告
を
込
め
た
、
自
然
の
恵

み
と
地
域
の
人
々
を
守
る
た
め

の
説
話
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

大
助
町
会
の
地
名
が
こ
の
伝

承
に
由
来
す
る
か
ど
う
か
は
、

わ
か
ら
な
い
。
旧
大
助
村
は
も

と
は
尾
助
村
と
い
い
、
江
戸
時

代
中
期
の
享
保
十
一
年
（
一
七

二
六
）
の
郷
村
改
革
で
大
助
村

と
な
っ
た
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
オ
オ
ス

ケ
・
コ
ス
ケ
伝
承
に
は
自
然
と

と
も
に
生
き
、
そ
の
恵
み
に
感

謝
し
、
敬
い
続
け
て
き
た
相
馬

の
人
々
の
思
い
が
投
影
さ
れ
て

い
る
よ
う
な
気
が
す
る
。

（
文
責
・
加
賀
新
一
郎
）

大助地区を流れる作沢川。現在でもサクラマスなどが
遡上する（ⒸGoogle Earth）

相
馬
の
伝
承
（
１
）

～
オ
オ
ス
ケ
・
コ
ス
ケ
～


