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○
広
報
編
集
長
　「
君
た
ち
は
金
目

観
音
を
訪
ね
て『
観
音
様
の
伝
説
』を

解
き
明
か
し
て
き
な
さ
い
」

○
子
ど
も
記
者
　「
伝
説
っ
て
、
何

だ
か
お
も
し
ろ
そ
う
！
」

　

わ
た
し
た
ち
二
人
は「
観
音
様
の

伝
説
」を
解
き
明
か
す
た
め
、
南
金

目
に
あ
る
金
目
観
音
に
や
っ
て
き
ま

し
た
。
す
ぐ
前
を
金
目
川
が
流
れ
て

い
て
、
の
ど
か
な
と
こ
ろ
で
す
。

　

門
を
く
ぐ
っ
て
境
内
に
入
る
と

き
、
だ
れ
か
の
視
線
を
感
じ
た
よ
う

な
気
が
…
。
見
上
げ
る
と
薄
暗
い
門

の
中
か
ら
大
き
な
仁
王
様
が
わ
た
し

た
ち
を
見
下
ろ
し
て
い
ま
し
た
。

　

正
面
に
あ
る
観
音
堂
に
は
、
た
く

さ
ん
の
赤
い
の
ぼ
り
が
立
っ
て
い

て
、「
金か

な

目め

山さ
ん

光こ
う

明み
ょ
う

寺じ

」と
書
か
れ
た

看
板
が
掛
か
っ
て
い
ま
す
。

「
観
音
様
の
伝
説
っ
て
ど
こ
に
隠
さ

れ
て
い
る
ん
だ
ろ

う
？
」

「
観
音
堂
の
中
か

な
？　

で
も
勝
手

に
入
っ
た
ら
し
か

ら
れ
そ
う
だ
し
…
」

　

ど
う
し
て
い
い

の
か
分
か
ら
な
い

で
い
る
と
…
。

「
君
た
ち
、
何
か
用

か
い
？
」

　

住
職
さ
ん
が
現
れ
ま
し
た
。

「
わ
た
し
た
ち
、
観
音
様
の
伝
説
を

追
っ
て
い
る
ん
で
す
」

「
そ
う
か
、
そ
う
か
」

　

住
職
さ
ん
は
、
わ
た
し
た
ち
に
観

音
様
の
話
を
し
て
く
れ
ま
し
た
。

―
―
む
か
し
む
か
し
、
大
磯
の
小

磯
海
岸
で
の
こ
と
。魚
を
と
っ
て
い

た
漁
師
の
網
に
小
さ
な
木
像
が
か

か
り
ま
し
た
。
引
き
上
げ
て
み
る

と
、そ
れ
は
な
ん
と
観
音
様
で
し
た
。

　

漁
師
は
観
音
様
を
家
に
持
ち
帰

り
、大
事
に
ま
つ
っ
て
い
ま
し
た
。

す
る
と
あ
る
晩
、
夢
の
中
に
観
音

様
が
現
れ
、「
か・

・

・
な
い
に
ま
つ
れ

～
」と
言
い
ま
し
た
―
―
。

　

昔
は
金
目
の
こ
と
を「
か
な
い
」と

い
っ
た
そ
う
で
す
。
そ
れ
で
観
音
様

は
金
目
に
ま
つ
ら
れ
た
ん
で
す
ね
。

「
観
音
様
は
い
ま
ど
こ
に
い
る
ん
で

す
か
？
」

　

住
職
さ
ん
は
、
わ
た
し
た
ち
を
観

音
堂
に
案
内
し
て
く
れ
ま
し
た
。

「
観
音
様
は
こ
の『
お
厨ず

し子
さ
ん
』の

中
に
い
る
ん
だ
よ
」

　

厨
子
と
は
、
仏
像
な
ど
を
中
に
安

置
す
る
も
の
の
こ
と
だ
そ
う
で
す
。

金
目
観
音
の
厨
子
は
と
っ
て
も
価
値

が
あ
る
も
の
で
、
国
の
重
要
文
化
財

に
指
定
さ
れ
て
い
る
そ
う
で
す
。

「
観
音
様
を
見
せ
て
も
ら
え
ま
す
か
」

「
今
日
は
見
せ
て
あ
げ
る
こ
と
が
で

き
な
い
ん
だ
よ
」

　

こ
の
厨
子
の
扉
が
開
か
れ
る
の

は
、
60
年
に
一
度
！　

次
に
観
音
様

が
見
ら
れ
る
の
は
２
０
３
４
年
だ
そ

う
で
す
。
そ
の
と
き
に
な
っ
た
ら
、

観
音
様
に
会
い
に
来
よ
う
！

暗やみから仁王様が登場！

「これがその観音様？」「いや、この奥の厨子の中にいるんだよ」

○
広
報
編
集
長
　「
君
た
ち
は
、
土

屋
に
伝
わ
る〝
松
〟の
伝
説
を
調
べ
な

さ
い
」

○
子
ど
も
記
者
　「
伝
説
っ
て
何
？

ど
ん
な
松
な
ん
だ
ろ
う
」

　

伝
説
を
調
べ
る
た
め
、
わ
た
し
た

ち
は
ま
ず
七
国
峠
に
近
い
び
わ
青
少

年
の
家
に
行
っ
て
み
ま
し
た
。
管
理

人
さ
ん
に
話
を
聞
く
と
、
こ
の
施
設

は
青
少
年
が
キ
ャ
ン
プ
な
ど
を
す
る

場
所
な
の
で
す
が
、
土
屋
周
辺
を
ハ

イ
キ
ン
グ
す
る
人
た
ち
が
休
憩
し
た

り
、
お
弁
当
を
食
べ
た
り
す
る
場
所

と
し
て
も
利
用
さ
せ
て
も
ら
っ
て
い

る
そ
う
で
す
。

「
土
屋
に
伝
わ
る〝
松
〟の
伝
説
っ
て

知
り
ま
せ
ん
か
」

「
昔
話
で
七
国
峠
の
供
養
松
っ
て
い

う
話
を
聞
い
た
こ
と
は
あ
る
よ
」

　

そ
の
話
を
管
理
人
さ
ん
に
話
し
て

も
ら
い
ま
し
た
。

　

昔
、
鎌
倉
幕
府
を
開
い
た
源み

な
も
と
の
よ
り
と
も

頼
朝

が
挙
兵
し
た
と
き
、
こ
の
地
を
治
め

て
い
た
領
主
の
土つ

ち
や
さ
ぶ
ろ
う
む
ね
と
お

屋
三
郎
宗
遠
が
一

族
を
率
い
て
参
戦
。
け
れ
ど
も
石
橋

山
の
戦
い
で
息
子
を
亡
く
し
て
し
ま

い
、
そ
の
供
養
の
た
め
に
七
国
峠
に

松
を
植
え
た
。
そ
の
松
は「
七
国
峠

の
供
養
松
」と
い
っ
て
、
村
人
た
ち

や
通
行
す
る
人
び
と
に
親
し
ま
れ
、

峠
を
越
え
る
人
が
、
そ
の
場
所
で
必

ず
休
ん
だ
の
だ
そ
う
で
す
―
―
。

「
そ
ん
な
伝
説
が
あ
っ
た
ん
だ
！
」

「
そ
の
松
を
探
し
に
七
国
峠
に
行
っ

て
み
よ
う
よ
」

　

七
国
峠
へ
や
っ
て
き
ま
し
た
。

「
こ
こ
が
七
国
峠
、
遠
く
ま
で
見
え

る
ね
」

「
案
内
板
が
あ
る
よ
、
見
て
み
よ
う
」

　

案
内
板
に
は〝
七
国
峠
は
平
塚
市

の
最
西
端
に
あ
り
、
標
高
1
8
２

メ
ー
ト
ル
、
甲
斐
の
国（
今
の
山
梨

県
）、
駿
河
の
国（
今
の
静
岡
県
）な

ど
七
つ
の
国
が
見
え
た
こ
と
か
ら
名

づ
け
ら
れ
た
〟と
あ
り
、供
養
松
の
伝
説

に
つ
い
て
も
書
い
て
あ
り
ま
し
た
。

　

ふ
と
横
を
見
る
と
、
松
の
木
が
。

そ
し
て
、〝
供
養
松
〟と
書
か
れ
た
札

が
立
っ
て
い
ま
し
た
。

　

こ
の
松
は
小
さ
い
し
、
伝
説
に
ち

な
ん
で
後
か
ら
植
え
ら
れ
た
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
峠
を
越
え
る
人
が
休

ん
で
い
た
昔
が
ど
ん
な
雰
囲
気
だ
っ

た
の
か
、
ち
ょ
っ
と
知
り
た
く
な
り

ま
し
た
。

案内板には供養松の伝説が…

弁天さんのご利益があるかな？

七国峠へ出発だ！

南金目

金目川 金目
小学校

観音橋入口

金目観音

62

金目観音（南金目 ８９6）
バス　平塚駅北口か
ら、秦野駅行き・東
海大学行きなどで
「金目駅｣下車徒歩３
分、大人片道３40円

七国峠（土屋）
バス　「井ノ口経由秦野
駅南口」行き、「中沢橋経
由秦野駅南口」行き「七国
峠」下車徒歩１0分、大人
片道460円

愛宕神社

秦野
中井 IC

東名
高速
道路

八坂神社遠藤原

びわ青少年の家

金目川

神奈川大

七国峠

銭洗い弁天

そ
の
１

　
　
　
金か

な

目め

川が
わ

と
観か

ん

音の
ん

堂ど
う

観
音
様
の
伝
説
を
追
え

　　　 七
なな

国
くに

峠
とうげ

・遠
えん

藤
どう

原
はら

土
つ ち

屋
や

に伝わる
供

く

養
よ う

松
ま つ

の伝説を追え

そ の 2

　平塚市のハイキング
コースとして紹介され
ている｢土屋の古跡を
めぐるみち｣の途中に
は、｢土屋の弁天さん｣
として親しまれている
妙円寺があります。

　ここは銭洗い弁天と
いって、洞くつの中の池
でお金を洗うとお金持
ちになれるそうです。
もちろんわたしたちも
洗ってみました。お金
持ちになれるかな？

寄り道レポート　銭洗い弁天

わ
た
し
た
ち
が

調
べ
た
よ
！

矢島望海さん▶
（金目小学校 6年）　

◀小長井愛さん
　（富士見小学校 ５年）
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