
至八女

至玉名

至
ふ
る
さ
と
交
流
セ
ン
タ
ー

至南関
大田黒交差点

東洋電装

胃の神様

歯の神様

イボの神様

古閑集落

集会場

七郎神

194

大津車体工業

し
ち 

ろ
う  

じ
ん

 

し
お  

い  

だ
に

七
郎
神
（
塩
井
谷
神
社
）

　
正
治
二
年(

西
暦
１
２
０
０
年)

十
二
月
四
日
、

坂
梨
家
の
祖
で
あ
る
坂
梨
弥
五
助
は
、
土
地
鎮
護
と

農
耕
開
拓
の
守
護
神
と
し
て
、
肥
後
一
の
宮
阿
蘇
神

社
本
宮
よ
り
、
御
分
霊
を
戴
き
、
こ
の
吉
地
村
に
下

り
、
山
森
阿
蘇
神
社
を
創
建
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。

そ
の
時
、
供
養
者
の
一
人
と
し
て
同
行
し
て
き
た
坂

梨
七
郎
右
衛
門
は
、
こ
の
塩
井
谷
に
住
居
を
構
え
、

農
耕
技
術
の
普
及
に
貢
献
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

村
人
達
は
、
七
郎
右
衛
門
の
地
域
で
は
、
毎
年
農
作

物
の
豊
作
を
祈
願
し
、
種
の
繁
殖
・
増
強
と
と
も
に
、

生
む
は
産
む
に
通
じ
、
子
孫
繁
栄
・
安
産
・
夫
婦
和

合
の
神
様
と
し
て
、
蔭
茎
弱
き
人
、
子
宝
に
恵
ま
れ
な
い
人
、
縁
遠
き
男

女
、
夜
尿
病
、
足
腰
の
病
等
諸
病
に
悩
む
人
々
そ
れ
ぞ
れ
に
霊
験
が
あ
り
、

現
に
受
児
除
災
、
蔭
茎
弱
き
人
、
足
腰
の
病
等
著
し
き
御
霊
験
を
受
け
て

歓
喜
し
て
い
る
事
実
が
あ
る
。
信
仰
・
祈
願
す
る
人
は
、
作
り
も
の
の
男

根
を
奉
納
す
る
習
わ
し
が
あ
り
、
御
願
成
就
の
あ
か
つ
き
に
は
、
男
は
白

色
、
女
は
赤
色
の
布
に
住
所
・
氏
名
・
年
齢
を
書
い
て
お
礼
参
り
を
す
る

風
習
が
あ
る
。

祭
神
…
坂
梨
七
郎
右
衛
門

4

柳
川
由
布
大
炊
助
の
墓

刻
銘
…
柳
川
由
布
大
炊
助
墓
、
裏
・
由
来
彫
字

　
天
正
十
五
年
（
西
暦
１
５
８
７
年
）
十
二
月
、
佐
々
成
政
の
要
請
を
受

け
、
和
仁
一
族
の
田
中
城
攻
め
に
参
戦
し
た
大
炊
助
は
、
豊
後
由
布
氏
の

一
族
で
、
筑
後
柳
川
城
主
・
立
花
宗
茂
の
家
人
で
あ
っ
た
。
騎
馬
大
将
と

し
て
先
頭
に
立
ち
、
大
手
門
よ
り
攻
め
い
く
中
で
、
家
来
か
ら
『
あ
ぶ
の

う
ご
ざ
る
！
お
下
が
り
下
さ
れ
ー
』
と
強
く
注
意
さ
れ
る
も
、
も
と
も
と

耳
の
不
自
由
な
大
炊
助
に
は
届
か
ず
、
城
中
か
ら
放
た
れ
た
矢
に
胸
を
射

抜
か
れ
討
ち
死
に
し
た
と
い
う
。
そ
れ
を
伝
え
聞
い
た
村
人
達
は
、
大
炊

助
を
丁
重
に
葬
り
代
々
供
養
を
し
続
け
て
き
た
こ
と
が
、
語
り
継
が
れ
て

い
る
。
墓
前
に
は
、
火
吹
き
竹
が
供
え
ら
れ
『
耳
の
神
様
』
と
し
て
祀
ら

れ
て
い
る
。

墓
石

至南関

至田中城跡
至東山公園

田中城
看板

耳の神様

芝塚

春富グラウンド
総合支所

味千ラーメン

6

195

20ｍ

7

熊本県  和 水 町『八つの神様』

ふるさと
交流センター

スカイドーム
2000

三加和グラウンド至南関

駐車可

駐車可

至山鹿

上弦の月

目の神様

6

浦部オート

い
わ 

も
と  

ぐ
う

岩
本
宮

200ｍ200ｍ

　
戦
国
時
代
、
肥
前

の
龍
造
寺
軍
勢
が
神

尾
城
（
城
主
大
津
山

家
稜
）
を
攻
め
た
時
、

一
人
の
手
負
い
の
武

士
が
、
こ
の
岩
壁
の

中
腹
の
藤
か
ず
ら
に

ひ
っ
か
か
り
宙
吊
り

に
な
っ
て
い
た
の
を

小
次
郎
丸
の
村
人
達

が
見
つ
け
下
ろ
し
て

や
っ
た
も
の
の
、
敵

の
侍
と
知
り
怖
さ
の

あ
ま
り
、
鋤
・
鍬
等
で
打
ち
こ
ろ
し
て
し
ま
っ

た
と
い
う
。
そ
の
武
将
は
岩
本
と
名
の
っ
た

と
い
う
。
村
人
た
ち
は
、
敵
将
と
は
い
え
惨

殺
し
た
こ
と
を
後
悔
し
て
、
こ
の
地
に
手
厚

く
葬
り
、
い
つ
の
頃
か
ら
か
小
さ
な
お
堂
が

建
て
ら
れ
、
そ
れ
を
岩
本
神
社
と
称
し
、
通

称
『
岩
本
さ
ん
』
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
れ
以
来
村
人
達
は
、
無
病
息
災
・
家
内
安

泰
の
祈
願
所
と
し
て
た
て
ま
つ
り
、
又
特
に

目
の
病
に
霊
験
あ
ら
た
か
な
神
様
と
し
て
祀

る
よ
う
に
な
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。

至大田黒交差点

歯の神様

七郎神

194
古閑集落

集会場

大津車体工業

祭
神
…
自
然
石

300ｍ300ｍ

5
　
歯
の
形
に
良
く
似
た
墓
石（
板
碑
）

は
、
鎌
倉
時
代
か
ら
室
町
時
代
に
か

け
て
造
立
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と

推
測
さ
れ
る
。
そ
の
両
脇

に
あ
る
宝
筐
印
塔

と
五
輪
塔
の
存
在

が
そ
れ
を
示
し
て
い
る
が
、
定
か
で
は

な
い
。
い
ず
れ
も
、
先
亡
者
の
供
養
や

墓
石
と
し
て
作
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ

る
が
、
地
元
で
は
昔
か
ら
歯
の
神
様
と

し
て
信
仰
し
て
き
た
。
歯
が
う
ず
く
時

に
は
、
白
砂
又
は
米
を
お
供
え
し
て
参

拝
す
る
習
わ
し
が
あ
り
、
不
思
議
な
こ

と
に
歯
の
痛
み
を
鎮
め
て
く
れ
る
と
い

う
日
本
で
も
珍
し
い
神
様
で
あ
る
。

至
八
女

た
て 

や
ま        

立
山
の
足
手
荒
神

8

　
立
山
の
足
手
荒
神
は
、
そ
の

昔
六
嘉
（
現
在
の
上
益
城
郡
嘉

島
町
）
の
足
手
荒
神
を
分
霊
し

て
当
地
に
祭
祀
し
た
と
言
わ
れ

て
お
り
、
現
在
も
当
時
の
ま
ま

の
状
態
で
安
置
さ
れ
て
い
る
。

足
手
荒
神
前
の
小
さ
な
池
に
は

以
前
は
白
い
水
が
こ
ん
こ
ん
と

湧
き
出
て
い
た
そ
う
で
あ
る
が
、

水
量
は
減
っ
た
も
の
の
今
も
白

い
水
が
同
様
に
湧
き
出
て
い
る
。

そ
れ
を
伝
え
る
伝
承
話
に
『
竜

神
が
く
れ
た
乳
の
水
』
と
し
て
、

今
も
語
り
継
が
れ
て
い
る
。
足

手
荒
神
さ
ん
と
白
い
水
は
、
昔

か
ら
深
い
か
か
わ
り
が
あ
り
、

霊
験
あ
ら
た
か
な
祈
願
所
と
し

て
、
静
か
な
ブ
ー
ム
を
呼
ん
で

い
る
。

山崎医院

内原自動車工業

手足の神様

紋次郎

味千ラーメン

総合支所

ヒューマン カーブ
ミラー6

195

300ｍ300ｍ

50ｍ

77ｍ

至南関 至総合支所

和仁川

花の香酒造

寿し丁

命の神様
山森
阿蘇神社

194

と
お  

つ
け   

り
ゅ
う
じ
ん

遠
野
立
神

い
し
ぼ
こ
ら

石
祠

6
　
御
神
体
は
石
で
あ
る
。
昔
か
ら
『
命
助
け
の
神
様
』
と
言

わ
れ
、
生
死
に
か
か
わ
る
病
気
の
時
、
一
生
に
一
度
だ
け
平

癒
を
願
え
ば
、
必
ず
叶
え
ら
れ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
地
元

で
は
『
坂
梨
弥
五
助
が
山
森
阿
蘇
神
社
を
勧
請
し
た
折
に
建

立
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
』
と
言
わ
れ
て
い
る
。
八
つ
の
神

様
の
中
で
も
命
に
関
わ
る
神
様
と
し
て
異
色
の
存
在
で
あ
る
。

大田黒
交差点

至八女

水くみ
ポイント

至玉名

イボの神様

胃の神様

駐車可

野田集落

東洋電装

194

い
し
ぼ
こ
ら

石
祠

祭
神
…
徳
川
家
康

150ｍ150ｍ

山道
200ｍ
山道
200ｍ

3

　
昔
は
、
正
月
や
例
祭
日
に
は
、

近
所
は
も
ち
ろ
ん
遠
方
か
ら
も
大

勢
の
参
拝
者
が
あ
っ
た
と
言
わ
れ

て
い
る
。
地
元
で
は
昔
か
ら
『
胃

病
に
御
利
益
が
あ
る
神
さ
ま
』
と

の
言
い
伝
え
が
あ
り
、
胃
痛
の
治

療
祈
願
の
折
に
は
、
ど
じ
ょ
う
を

参
道
途
中
の
池
に
入
れ
て
お
供
え

す
る
習
わ
し
が
あ
っ
た
と
い
う
。

昔
か
ら
、
胃
弱
の
人
が
、
お
参
り

を
続
け
る
と
不
思
議
に
も
元
気
を

取
り
戻
す
と
い
う
霊
験
あ
ら
た
か

な
神
様
の
一
つ
で
あ
る
。

至ふるさと
交流センター

至南関

大田黒
交差点

小倉セメント
製品工場

小倉セメント製品工場

至玉名

お肉の
いしはら

浦部オート

至八女

イボの神様 目の神様

梶原

194
120ｍ

2
　
こ
こ
に
鎮
座
し
て
い
る
巨
石

を
総
称
し
て
、
地
元
で
は
『
い

ぼ
石
さ
ん
』
と
呼
ん
で
い
る
。

こ
の
石
は
、
い
ぼ
取
り
に
効
能

の
あ
る
神
様
と
し
て
、
昔
か
ら

参
詣
す
る
人
が
多
く
、
い
ぼ
で

悩
ん
で
お
ら
れ
る
方
々
の
祈
願

所
と
し
て
祀
ら
れ
て
い
る
。
願

た
て
の
祈
り
は
、
自
分
の
年
齢

の
数
だ
け
煎
っ
た
大
豆
を
献
上

し
、
石
の
上
に
患
部
を
す
り
つ

け
る
習
わ
し
が
あ
り
、
御
願
成

就
の
際
は
、
必
ず
お
礼
参
り
を

す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

自
然
石

い
し
ぼ
こ
ら

石
祠

墓
石
（
板
碑
）

あ
し
て
こ
う
じ
ん

や
な
が
わ
ゆ
ふ
お
お
い
の
す
け

は
か

443

443

443

443

田中城跡
福田交差点

紅さんざし 美感遊創

会社営業日のみ利用可

駐車可

会社営業日のみ利用可

500m

小倉セメント製品工場
駐車可

会社営業日のみ利用可

1

ギンくんギンくん

まこちゃんまこちゃん

みゆうちゃんみゆうちゃん

ぴょんすけくんぴょんすけくん

みいちゃんみいちゃん

イボタンイボタン

はのちゃんはのちゃん

アイラちゃんアイラちゃん


