
　　
児児こ
な
き
じ
じ
い

こ
な
き
じ
じ
い

啼
爺
啼
爺
を
は
じ
め
と
す
る
多
く
の
妖
怪
伝
承
が
遺
さ
れ
てい

を
は
じ
め
と
す
る
多
く
の
妖
怪
伝
承
が
遺
さ
れ
てい

る
山
城
町
上
名
地
域
の
「
藤
川
谷
」。

る
山
城
町
上
名
地
域
の
「
藤
川
谷
」。
1010
月月
2020
日
、
国
の
文

日
、
国
の
文

化
審
議
会
は
国
の
記
念
物
（
名
勝
地
関
係
）
に
登
録
す
る
よ

化
審
議
会
は
国
の
記
念
物
（
名
勝
地
関
係
）
に
登
録
す
る
よ

う
文
部
科
学
大
臣
に
答
申
し
ま
し
た
。
今
後
、
官
報
告
示
を

う
文
部
科
学
大
臣
に
答
申
し
ま
し
た
。
今
後
、
官
報
告
示
を

経
て
、
国
の
登
録
記
念
物
（
名
勝
地
関
係
）
に
登
録
さ
れ
る

経
て
、
国
の
登
録
記
念
物
（
名
勝
地
関
係
）
に
登
録
さ
れ
る

予
定
で
す
。
全
国
の
名
勝
地
関
係
の
登
録
記
念
物
は

予
定
で
す
。
全
国
の
名
勝
地
関
係
の
登
録
記
念
物
は
1
1
3

1
1
3

件
で
、
県
内
で
は
初
め
て
の
登
録
に
な
り
ま
す
。

件
で
、
県
内
で
は
初
め
て
の
登
録
に
な
り
ま
す
。

藤
川
谷
が

国
登
録
記
念
物
へ

妖
怪
伝
承
地

　

平
成
13
年
に
は
、
地
域
で
行
わ
れ
て
い
た
「
も

み
じ
ま
つ
り
」
を
「
妖
怪
ま
つ
り
」
と
改
め
、
そ

こ
か
ら
妖
怪
に
関
連
し
た
イ
ベン
ト
活
動
が
地
域

外
へ
も
展
開
し
ま
し
た
。
平
成
20
年
に
は
、
イ
ベ

ン
ト
を
中
心
と
す
る
新
た
な
団
体
「
四
国
の
秘

境
山
城
・
大
歩
危
妖
怪
村
」
が
結
成
さ
れ
、
現

在
も
活
発
に
イ
ベン
ト
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
な
、
土
地
に
結
び
つ
い
た
妖
怪
伝
承

の
多
さ
を
生
か
し
、
地
域
お
こ
し
の
活
動
な
ど

に
つ
な
げ
て
い
る
点
が
評
価
さ
れ
、
平
成
20
年
に

水
木
し
げ
る
主
宰
の
世
界
妖
怪
協
会
か
ら
「
怪

遺
産
」
に
認
定
さ
れ
ま
し
た
。

▲▲  石像「児啼爺」

　

藤
川
谷
流
域
は
、
昭
和
13
年
発
行
の
民
間
伝

承
第
３
巻
に
掲
載
さ
れ
た
「
妖
怪
名め
い
い彙
」
で
民

俗
学
者
の
柳
田
國
男
に
よ
り
紹
介
さ
れ
て
お
り
、

水
木
し
げ
る
原
作
の
漫
画
「
ゲ
ゲ
ゲ
の
鬼
太
郎
」

で
有
名
に
な
っ
た
妖
怪
「
児こ
な
き
じ
じ
い

啼
爺
」
の
発
祥
の

地
の
一つ
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
平
成
８
年
に
住
民

有
志
が
「
藤
川
谷
の
会
」
を
立
ち
上
げ
、
町
内

全
域
に
伝
わ
る
妖
怪
伝
承
を
聞
き
取
り
調
査
し

ま
し
た
。
そ
の
結
果
63
か
所
、
30
種
類
に
も
お

よ
ぶ
伝
承
が
遺
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

　

藤
川
谷
の
会
で
は
、
児
啼
爺
発
祥
の
地
で
あ

る
こ
と
を
後
世
に
遺
す
た
め
、
児
啼
爺
の
石
像

を
寄
付
金
に
よ
り
建
立
し
ま
し
た
。
石
像
の
台

座
に
は
、
水
木
し
げ
る
揮き
ご
う毫
の
「
児
啼
爺
」
の

文
字
が
彫
ら
れ
、
ア
ザ
ミ
峠
に
は
、
直
木
賞
作

家 

京き
ょ
う
ご
く
な
つ
ひ
こ

極
夏
彦
揮
毫
の
「
児
啼
爺
発
祥
の
碑
」

が
建
て
ら
れ
ま
し
た
。

高知県

愛媛県

道の駅 大歩危道の駅 大歩危道の駅 大歩危
JR大歩危駅JR大歩危駅JR大歩危駅

野鹿池神社野鹿池神社野鹿池神社

藤の里工房藤の里工房藤の里工房
旧上名保育所旧上名保育所旧上名保育所

藤川谷藤川谷藤川谷

大歩危峡まんなか大歩危峡まんなか大歩危峡まんなか山城町

国道32号国道32号

線路
道
河川
登録範囲

▲▲  「児啼爺発祥の碑」

妖
怪
伝
承
地
へ
の
あ
ゆ
み

文化財の種類の一つで、記念物のうち「遺跡関係」、「名勝地関係」、
「動物、植物及び地質鉱物関係」へ区分けされます。今回は、広
く知られたものであり、かつ再現することが容易でないものとして名
勝地関係への登録が決定されました。

国登録記念物とは

文
化
財

有形文化財

無形文化財

民俗文化財

記念物

文化的景観

伝統的建造物群

埋蔵文化財

文化財の保存技術

遺跡：貝塚、古墳、
都城跡、城跡、旧
宅等

名勝地：庭園、
橋梁、峡谷、海浜、
山岳等
動物、植物、地
質鉱物

指定
指定

指定

指定

登録

史跡

名勝

天然記念物

登録記念物

特別史跡

特別名勝

特別天然記念物

藤
川
谷
が

国
登
録
記
念
物
へ

妖
怪
伝
承
地

藤
川
谷
が

国
登
録
記
念
物
へ

妖
怪
伝
承
地
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淵
、
赤
子
淵
、
ヨ
ケ
ン
淵
、
け
い
す
淵
、
ヒ
ョ

ウ
タ
ン
淵
、
く
わ
ん
淵
、
タ
ケ
ノ
瀬
、
ナ
ゼ

ラ
、
カ
ン
バ
淵
、
宮
淵
、
じ
ん
べ
淵
、
雑
水

川
、
ど
ろ
め
き
の
滝
、
ア
イ
ナ
淵
、
岩
屋
首
、

石
釜
（
男
淵
、
女
淵
）、
チ
ョ
ウ
ナ
淵
、
く

も
取
り
淵
と
し
て
地
元
住
民
の
間
で
今
も

呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

　

大
正
10
年
に
国
道
32
号
か
ら
連
絡
す
る

車
道
が
河
川
沿
い
に
整
備
さ
れ
、
現
在
は

野
鹿
池
山
の
山
頂
近
く
ま
で
車
に
よ
る
通

行
が
可
能
と
な
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ

れ
以
前
は
道
が
狭
く
急
勾
配
の
古
道
で
し

た
。
こ
の
頃
は
荷
物
の
運
搬
も
人
肩
に
よ
っ

て
行
っ
て
お
り
、
三
尺
道
と
呼
ば
れ
る
幅
が

約
90
㎝
の
道
、
人
が
す
れ
違
う
こ
と
が
で
き

る
程
度
の
道
を
生
活
道
と
し
て
住
民
が
行

き
来
し
て
い
ま
し
た
。
当
然
、
古
道
か
ら
の

転
落
に
よ
る
事
故
や
日
没
後
道
に
迷
う
こ

と
が
度
々
お
こ
り
、
家
に
帰
っ
て
来
な
い
と

い
う
話
が
あ
っ
た
と
云
い
伝
え
ら
れ
て
い
ま

す
。

　

こ
の
よ
う
な
話
は
、
古
道
だ
け
で
な
く

谷
川
で
も
存
在
し
、
川
遊
び
を
す
る
子
供

ら
が
淵
で
溺
れ
た
り
、
足
を
滑
ら
せ
怪
我

を
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
危
険
性
が

あ
る
淵
や
瀬
な
ど
に
は
、
場
所
を
特
定
す

る
た
め
地
域
住
民
の
間
で
名
称
が
付
け
ら

れ
ま
し
た
。
ま
た
、
そ
う
いっ
た
危
険
な
場

所
に
近
づ
か
せ
な
い
警
告
の
た
め
か
、
淵
や

瀬
と
結
び
つ
い
た
妖
怪
伝
承
が
多
く
遺
さ
れ

て
い
ま
す
。

　

地
元
出
身
の
郷
土
史
家
が
執
筆
し

た
「
妖
怪
村
伝
説
お
と
ろ
し
や
」（
四

国
の
秘
境 

山
城
・
大
歩
危
妖
怪
村

刊
・
平
成
24
年
刊
行
）
で
は
「
藤
川

谷
流
域
の
妖
怪
伝
説
」
と
し
て
、
多

く
の
妖
怪
伝
承
が
掲
載
さ
れ
て
い
ま

す
。
今
回
の
登
録
区
域
に
所
在
す
る

「
け
い
す
淵
」
で
は
、「
け
い
す
淵
の

影
津
屋
橋
の
怪
」
と
い
う
妖
怪
伝
承

が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
橋
や
淵
に
出

没
す
る
妖
怪
の
怪
異
を
鎮
め
る
た
め
、

自
然
の
岩
壁
に
仏
を
彫
っ
た
と
さ
れ
て

い
ま
す
が
、
そ
の
石
仏
は
藤
川
谷
左

岸
の
橋
跡
に
今
も
遺
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ほ
か
に
も
「
く
わ
ん
淵
」
で
は
、

大
蛇
が
男
に
化
け
て
姫
を
孕は
ら

ま
せ
、

蛇
の
子
を
七
た
ら
い
半
も
生
ま
せ
た

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
山
伏
の
祈
祷

で
霊
力
を
抑
え
、
小
蛇
に
な
っ
た
と

こ
ろ
を
岩
の
下
に
封
じ
込
め
た
と
伝

え
ら
れ
て
お
り
、
柴し
ば
お
り折
と
い
う
地
名
か

ら
「
柴
折
の
大
蛇
」
と
し
て
伝
承
さ

れ
て
い
ま
す
。

　
「
児
啼
爺
」は
、オ
ギ
ャ
ー
、オ
ギ
ャ
ー

と
赤
子
の
真
似
を
す
る
妖
怪
で
、
哀

れ
に
思
い
抱
き
上
げ
る
と
石
の
よ
う

に
重
た
く
な
る
妖
怪
だ
と
言
わ
れ
て

い
ま
す
。
ほ
か
に
も
、
ド
ロ
メ
キ
淵
の

エ
ン
コ
（
尻ツ
ベ
ノ
コ

子
玉
を
取
る
猿
猴
・
猿

に
似
て
い
る
河
童
の
類
の
妖
怪
）、
ク

モ
と
り
淵
の
一つ
目
入
道
（
ク
モ
の
糸

を
小
屋
に
か
け
回
し
、
真
夜
中
に
小

屋
ご
と
淵
に
引
き
ず
り
込
む
妖
怪
）、

ヒ
ダ
ル
ガ
ミ
（
山
中
で
餓
死
し
た
旅

人
の
怨
霊
）、
ウ
ブ
メ
（
お
産
で
死
ん

だ
女
性
の
怨
霊
）、
三
段
淵
の
薬
師

歩
危
の
タ
ヌ
キ
（
曲
が
っ
た
道
を
ま
っ

す
ぐ
に
見
せ
て
通
行
人
を
落
と
す
妖

怪
）、
赤
子
淵
の
川
赤
子
（
淵
ま
た

は
滝
の
中
か
ら
赤
子
の
泣
き
声
が
聞

こ
え
る
と
い
う
怪
異
）
な
ど
、
多
く

の
伝
承
が
色
濃
く
遺
さ
れ
て
い
ま
す
。

▲ ▲ 淵や瀬に沿って残る妖怪伝承

▼▼  青く輝く くわん淵

▲▲  けいす淵

▲▲  11 月 19 日の妖怪まつり。こうして次の世代にも
妖怪伝承が受け継がれていく。（関連記事 30 ページ )

　

藤
川
谷
の
全
長
約
12
㎞
に
お
よ
ぶ

渓
流
の
う
ち
、
国
土
調
査
に
よ
り
位

置
と
範
囲
を
明
示
で
き
る
旧
上
名
地

域
中
心
部
の
約
２
㎞
が
登
録
範
囲
と

な
り
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
淵
な
ど
に

地
元
名
称
と
結
び
付
い
た
特
異
な
伝

承
が
遺
り
、
そ
れ
が
妖
怪
伝
承
の
地

と
し
て
人
々
の
間
に
現
在
進
行
形
で

広
が
っ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
て
培
っ
た

歴
史
、
美
し
く
も
神
秘
的
な
渓
流
は
、

再
現
す
る
こ
と
が
容
易
で
な
く
、
学

術
的
に
も
高
く
評
価
さ
れ
ま
し
た
。

　

地
域
住
民
が
お
互
い
を
守
る
た
め

に
生
ま
れ
た
妖
怪
伝
承
。
人
々
が
大

切
に
守
り
伝
え
た
か
ら
こ
そ
、
今
回

の
評
価
に
結
び
つ
い
た
の
で
し
ょ
う
。

　

藤
川
谷
川
は
、
野
鹿
池
山
（
標
高

1
2
9
4
m
）
に
源
を
発
し
、周
辺
の
山
々

か
ら
多
く
の
支
流
を
集
め
て
大
歩
危
小
歩

危
の
大
歩
危
側
へ
接
す
る
吉
野
川
水
系
の

河
川
で
す
。
豊
か
な
水
量
を
保
ち
、
清
く

澄
ん
だ
水
に
結
晶
片
岩
が
際
立
ち
、
静
寂

と
神
秘
性
を
感
じ
さ
せ
る
幽
谷
と
も
評
さ

れ
ま
す
。
全
長
約
12
㎞
に
お
よ
ぶ
こ
の
渓
流

に
は
数
多
く
の
淵
や
瀬
が
連
な
っ
て
お
り
、

地
域
住
民
の
間
で
は
場
所
を
特
定
す
る
た

め
の
名
称
が
付
さ
れ
、
そ
れ
は
21
か
所
に

も
お
よ
び
ま
す
。
こ
の
淵
や
瀬
は
、
下
流

域
か
ら
三
段
淵
、
手
斧
淵
、
柴
橋
跡
、
長

藤
川
谷
が
生
ん
だ
妖
怪
た
ち

守
り
伝
え
ら
れ
て
い
く
宝
物

危
険
か
ら
守
る　

先
人
の
知
恵

藤
川
谷
が

国
登
録
記
念
物
へ

妖
怪
伝
承
地
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