
令和4年度

「 大鵬史談余」 現地研修会
Ⅰ   開催日時

令和4年l 「 月「 3日(日)l0時～l5時    求り れ両法行
本木雨の 強い 場合は 、 集合場所で 写真や配付資料を 使っ て 説明し て 、 昼食を と っ て 解散と し ま

す 。 た だ し 、 雨の 程度に よ っ て 臨機応変の 対応を し ま す 。

2    集合時刻と 集合場所
O集合時刻  午前9時30分
O集会場所  垂水市文化会館駐車場 (垂水市田稗2750一り

3    参加費
一人千円 (弁当代、 保険代、 資料代込み)

4     研修内容
(研修場所)

・ 垂水島津家墓地 (心翁寺あ と )

・ 家老・ 川上忠實の 墓碑

・ 第六重木元遭難碑

・ 樫鳥焼亡塔 (安永噴火)

・ 埋汝鳥居 (牛根麓)

5     コ ー ス の ス ケ ジ ュ ー ル

lo: 00 文化会館出発  つ lo: i 0 垂水島津家墓地 (心翁奇跡)     づ lo:50 家老・ 川上

忠實の 墓碑    づ 11: 3O 第六重木元遭難碑    づ 12: l o 星食 (有馬邸) 

づ 13 : l o 櫻島焼亡塔    づ 14 : l o 埋汝鳥居    づ 15 : 00 文化会館到着・ 写真撮影解散
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垂水島津家墓地

垂水島津家の 菩提寺・ 心翁寺 (し ん の う じ :曹洞宗)の 跡で す 。 明治初年の 廃仏殿釈に

よ り 寺は な く な り ま し た が ・ こ こ は垂水島津家第2代以久 (ゆき ひ さ :後に 宮崎の 佐上原
潜初代)以外のl6代貴陽 (た か みち )ま で の 墓所と な っ て い ま す 。

墓の 特徴と し て は ， 夫婦並立
の 宝笹印塔 (ほ う き ょ う い ん と

う :明治以降は 四角柱墓)で あ

る こ と と 、 墓域内に 多く の 供養

塔 (大地蔵塔)が 建立さ れて い
る こ と で す 。

ま た 、 こ の 垂水島津家墓地は

遺族の 協力に よ り 垂水市に 寄贈
さ れ 、 平成20(2008) 年

7月に は市の 文化財に 、 令和2 

(2 0 2 0)年に は本藩の 福昌
寺の 墓地と と も に 国の 文化財に

指定さ れま し た 。

垂水鳥津卑晦系図

(貴久・ 本家出生)

メ M ""W 。 。"が w"(忠良[日新公])一 志  将      城  久 一 彰  久

④

久信

⑦

久治

⑧

忠直

⑨

貴億

⑩

貴澄

CD

貴兄

⑮      ⑯

一    一    一    一貴徳一貫陽

一  一一  一
(六宇は本家等か ら の 養子、 下線は 明治以降)

ⅠⅠ

⑬

貴典

⑫

貴柄

⑭

貴報

⑤

一久敏

一    一一



故垂城宇川上局賢子墓碑

●所在地    垂水市本城353O番地 ，
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●歴史的背景

川上忠實は 永禄6 (15 6 3)午生ま れの 垂水島津家の 家臣。 武術に 優れ家老職
も 務め た 。 龍追手底と の 戦い で は 長崎の 有馬氏を 授け 、 島原域の 戦い に お い て
龍道守石馬大夫の 首級を 上げ た 。 ま た 本瀋の 信頼も 篤く 、 文禄(1592)慶長
(1597) の 役に 垂水島津家第二代以久、 同三代彰久と と も に 従軍し た が 、 彰

久が 朝鮮匡済島で 陣没す る と 陣代家老を 務め た 。 あ る と き 陣営を 移す 際に 殿を
務め 、 そ の 甲冑に 30教本の 敵の 矢を 受け な が ら も 新し い 砦へ 到着し た 。 島津
義弘は そ の 矢傷に 手づ か ら 薬を 塗っ て 労わ っ た と 伝え ら れる 。 そ の 後も 義弘、

忠恒(後の 家人)ら の 信任厚く 、 茶会等に も 召し だ さ れて 、 侃刀や馬など を 賜っ
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の 住職が 憐れみ、 当寺の 墓域に 萎ら れた 。
時が 下っ て 寛永12(l635)年、 三人の 名誉回復が 行わ れ禄も 旧に 復し た 。

さ ら に 安永3(1774)年、 没後150年に 当た っ て 、 儒学者で 邑校・ 文荷館
教授で あ る 乾徽猷の 撰に よ る 「 故垂域宇川上局賢子墓碑」 が 墓塔の 近く に 建止
さ れた 。

●市の 文化財指定に つ い て
こ の 墓域に 穿ら れて い る 三名は継嗣問題に 際し て 、 主君(四代領主久信)の 行動
を 人倫に も と る こ と と し て 諫托し た 人物で あ る 。

そ し て 、 墓塔の 近く に 珪土さ れて い る 「 故垂城宰川上局賢子墓碑」 に 刻ま れた
文章は 忠實の 一代記で あ る ぱ か り で な く 、 島津家の 三州統一の 歴史、 ま た 島淫
本家と 垂水島津家と の 関係も う か が え る と と も に 、 乾徽猷の 名文の 聞こ え 高い
貴重な 歴史貸料で も あ る 。

以上の こ と か ら 、 歴史的資料と し て の 価値と 併せ て 垂水の 歴史教育の 上か ら

も 貴重な 文化財で あ る こ と か ら 、 垂水市の 文化財に 指定す る と と も に 、 保護し
後世へ 伝え る 必要が あ る 。

[墓碑の 読み下し (一郎)]

し ゆ う け ん し                   そ

足れ周賢子の 墓な㌔胡仕は蕨の 氏、 忠實は 蕨の 名な り 。 蕨の 先に 譚、 頼久な
る 者有り 。 即ち 藩の 庶牽の 公子な り 。 実に 始め て 川上そ 族と ， 吏。 う つ         一

(中略)一    し 。 。   忠光は家相た り 。 州の 上井坂を 錫ひ て 焉に 遷る 。 慶長十
一年十一月二日卒す 。 周賢子嗣ぐ 。

周賢子の 人と な り や 武毅に し て 焼ま ず 。 智計、 人に 絶す 。 天正十二年春、 肥前
侯・ 龍造詣隆信、 豊筑の 兵牡丹て リ ィ ねの 島原域を 攻む 。 城守・ 義絶、 援を 本藩に 請
う 。 公、 彰久君を し て 兵を 将い て 往き て 救わ し む 。 忠實、 焉れに 従う 。 肥の 将・
龍道守石馬太夫と 戦い 、 其の 首を 斬る 。 公、 賞す る に 璽書を 以て す 。 是を 以て 威
名赫然た り 。       と お                                                   お ょ ・

文禄元年"ま 農工遇く 朝鮮を 征襯轟蛙、 m，を 大小の 諸候は属す 。 義弘公泊び 世
子・ 忠恒は道ま 加徳島に 軍す 。 以人君は 焉れに 属す 。 是の 時に 方り て 、 佳士原
侯・ 島津忠畳も 赤た 安骨に 軍す 。 被れ星れ海を 隔つ る 忌と 頗る 遥か な り 。 時に 忠
豊、 病みて 床夢に 在り 。 以各戸、 忠實を 遣わ㌦豆詔を 省ら し む 。 還る に 大明・ 朝

鮮の 舟艦四十二般、 前みて 遮う に 遇う 。 忠貴息 し 。 乃ち 避け て 島喚に 登る 。
一 (以下略)一
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第六重木丸遭雑砕

●所在    日華水フ ヱ リ 一乗船場
●歴史的経緯
昭和16 (19 4 1)年1 28日の 太平洋戦争突入隊来、 日本は ミ ッ ド ウ ェ ー 海戦、 ガ

ダ ル カ ナ ル の 戦い など で 敗北を 重ね、 戦況は 日ご と に 悪化し て い き ま し た 。 ・

そ し て 多く の 船舶が 撃沈さ れた た め 、 鹿児島と 垂水を 結ぶ 重木汽船な ど 、 民間の 船も 軍に
よ っ て 徴用さ れた の で す 。 日本は 鉄な ど の 物資が 不足し て い た の で 、 海潟の 地で は 物資輸送

の た め の 木造船会社が 作ら れま し た 。

昭和l 9年2戸6 日の 日曜日は 寒い 日で し た が 風も な く 良い 天気で し た 。 こ の 日の 朝に
出航す る 予定の 「 第六垂大丸」 に 乗船す る た め に 大隅半島全域か ら 多く の 人々が 集ま っ て き
て い ま し た 。 そ し て 、 出航す る 間際に は船の 喫水線が ひ た ひ た と 水に 洗わ れる ほ ど の 船客が
船上に あ ふ れか え っ て い ま し た 。

こ れほ ど 乗客を 満載し た 理由は 、 重木航路の 船が 軍に 徴用さ れ 、 船便が 通常の 12往復か
ら 4往復に 滅ら さ れて い た こ と 、 当日は 日曜日で 遊び や 用事で 鹿児島に 出か け る 人、 中学受
験の 目の 検診に い く 子ど も た ち が 多か っ た こ と 、 さ ら に 鹿児島市か ら 戦地へ 向け て 兵隊さ
ん た ち が 出発す る 情報も あ り 、 家族と の 最後の 面会日で あ っ た こ と な ど が 重なっ て い た か
ら で し た 。

乗船客を 満載し た 「 第六重木丸」 は 長い 桟橋を 離れて 、 鹿児島市へ 向か う た め に 舵を 切っ
た と こ ろ で 、 バ ラ ン ス を 崩し な が ら 転覆し ま し た 。 船底を 海上に 見せ て い ま し た が 、 し ぼ ら

く す る と 水柱を 揚げ て 海中に 沈ん で し ま い ま し た 。 午前9 時5 5分で し た 。

阿鼻叫喚の 中、 会社の 人た ち は も ち ろ ん 町民も 船で 溺れて い る た く さ ん の 人々を 救い 上
げ た り 、 救出者を 暖め る た め に 、 薪や 自分の 家の 板塀な ど を 剥が し 、 燃え る も の を 海岸で 燃
やす な ど し て 、 こ ぞ っ て 救助に 当た り ま し た が 死亡者5 4 0名 (令和4年1戸未現在)を 出
す と い う 、 海難史上ま れに みる 大き な遭難事故と な り ま し た 。 船の 定員は34O名で す が 、
そ れ以上の7O0名を 超え る 人々が 乗船し て い た の で し た 。

こ の 事故は 戦争が も た ら し た 悲劇の 一つ で す 。

@ @



樫鳥焼亡塔

●所在地              垂水市海鳴  管原神社境内
●歴史的背景
こ の 石碑は桜島が 安永8(1779)午I0戸Ⅰ目に 大嬢発し た 際、 噴石や 流れ出た 熔岩等
に よ り 死亡し た 人々の 冥福を 祈り 、 約2年後の 安永10(1781)年5戸4日、 当時の 曹洞宗
の 松岳寺内 に 建て ら れた 保養塔で あ る 。

そ の 後、 松岳寺は廃寺と な っ た が 、 戦後、 跡地に 垂水町立協和中学校が 新設さ れた こ と 等
に 伴い 、 現在の 菅原神社境内に 移設さ れた 。

●文化財指定に つ い て
垂水島津家集I0代貴澄の と き 、 大噴火に よ り 桜島の 多く の 農民が 死傷 (碑文に は174人
が 焼死と 刻字)し た 。   こ の 石碑・ 櫻島焼亡塔は約2年後、 領内の 曹洞宗の 小令寺以下、 同
門の9つ の 末寺、 支院が 海浜に て 施餓鬼会を 執り 行っ た こ と を 記し た 供養塔で 、 文章は 邑
校・ 立待館の 儒学者で あ る 市川鶴鳴が 撰し て い る 。

安永噴火に 係る 石碑は 鹿児島県下で も 少な く 、 碑文は 噴火当時の 記録史料と し て も 貴重
で あ る 。 ま た 、 桜島の 間近に 生活す る 垂水市民に と っ て も 、 噴火災害に つ い て の 戒め と も い
う べ き 漢詩文も 刻ま れて お り 、 防災教育と い う 側面か ら も 、 重要な石碑で あ る と 考え る 。

以上の こ と か ら 、 垂水市指定文化財に 指定す る こ と に よ っ て 、 保護し 後世へ 伝え る 必要が
あ る 。



参考:[樫鳥焼亡塔・ 現代語訳(瀬角Ⅱ

桜島は錦江湾の 中に あ る 。 周回は七里(約8キ ロ メ ー ト ル )。 そ の 正面は 鹿児島
と 相対し 、 そ の 左ふ も と は 垂大方面に の び て い る 。 安永八 (一セ セ 九)年十月一
日、 噴煙は そ の 背後か ら 出た 。 雷や 稲妻が 鳴り わ た り 、 暗闇に なっ た の は 七日七
夜で あ っ た 。 噴火の 火は 桜島の ふ も と の 村落を 延廃し た 。

そ の 時、 垂水の 殿様 (島津貴澄)は 役人に 命じ て 舟に よ り 島民の 千五百有余人
を 救助さ せ た が 、 焼け 玩ん だ 者は百七十四人で あ つ た 。 垂水の 心金寺の 道國和尚
は 、 焼け 玩ん だ も の の 魂が 成仏で き ず 、 あ の 世に 行け な い こ と を 悲し み 、 實楼閣
を 水辺に 設け て 施餓鬼会を し て 、 し ん だ も の の 魂を 慰め た の で あ る 。

私 (市川鶴鳴)は 垂水に 遊び 、 桜島の 背後を 望ん で そ の 左肩の 部分を 見れば 、
火口の 穴が はっ き り と 見え る 。 仏典に よ る と 、 劫火は (世界の 終わ り に )三千世
界を 焼く と 害い て あ る 。 そ れを 信じ ない 愚か 者は こ れを 聞い て 笑う け れど も 、 今
回の 安永噴火の 火はま さ に 劫火の 類で は な か ろ う か 。 垂水の 殿様が 亡く な っ た 農
民を 成仏さ せ よ う と 施餓鬼会を 執り 行っ た の ほ正に 仁の 心で あ る 。 道國和尚の 施
餓鬼会を す る の は 、 単に 仏法を 弘め る た め ぼか り で はな く 、 正に 領主・ 貴澄公の
仁の 心を 幽冥の 世界に ま で 及ぼす の も 良い こ と で はない か 。
そ こ で 、 焼亡塔を 建て る に 当た り 、 私 (市川)に 銘文を 請う た の で あ る 。
そ の 銘に 日く 、

「 桜島は 燃え 上り 、 海 (錦江湾)は 熔岩の 為に 沸騰し 、 噴煙の 火は天空を 焼く 。
(熔岩は)地上い っ ぽ い に (落ち る と 同時に 赤く 割れて )開い て 、 天地開聞以来、

人の 中か ら 生ま れた 蓮の 花の よ う だ 。 一刻も はや く 人々を こ の 世界 (場所)か ら
避難さ せ よ 。 さ も な い と 、 に の 世の 終わ り に 起こ る と い う )劫火の よ う な噴火の
火は こ の 世を 壊滅さ せ て し ま う だ ろ う 。 」

@

@



牛根麓埋没鳥居

●所在  垂水市牛根麓
●歴史的背景

国道220景線沿い の 牛根麓、 居世神社東方約5OOメ ー ト ル の 久富本家
所有の 小商い 丘の 斜面に あ る 。

天正2(1574)午、 牛根城 (入船城と も )落域後、 域を 守っ て い た 肝
村方の 名将・ 安楽備前守兼寛はつ い に 島津氏に 域を 明け 渡し た 。 島津義久は
部下の 伊集院春菜斎久道を 牛根郷の 地頭と し て 治め さ せ た が 、 久道は 民心を
慰擁す る た め に も 、 ま た 島津の 権勢を 誇示す る た め に も 、 こ こ に 島津氏の 氏
神で あ る 稲荷神社を 天正3(1575)年9戸13日に 創達し 、 神田を 与え
て こ れを 崇拝せ し め た と い う 。 ご 神体は 掛け 軸で あ っ た と 言われる が 今は 何
も な い 。 伊集院久道が 牛根城に あ っ た 荒神を 降ろ し て き て 合祀し た と も い わ
れて い る 。

牛根神社帳に よ れば 、 祭日9戸13日と 11戸28日神僕三膳、 神楽内侍
舞、 神社四教二間、 上屋茅葺、 鳥居石高一文一尺五寸、 向拝よ り 八間と あ る 。

現在は 大正三年の 桜島大嬢発の 降灰で 埋ま っ て い た の を 掘り 出し た も の
で 、 高さ 一， 四五メ ー ト ル の 鳥居が 現存す る の みで あ る 。 社殿の 一部に は 月

輪の 石畑籠が 寄進さ れた も の が あ る 。 神舞等の 踊り が 盛ん で 大変賑わ っ た と
伝え ら れる 。


