
中
に
建
て
ら
れ
て
い
る
も
の
が
あ
り
、
こ
れ

ら
は
家
を
守
っ
た
り
通
行
人
の
道
中
の
安
全

を
守
る
道
祖
神
と
し
て
の
役
割
を
担
っ
た
り

し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

石
敢
當
は
魔
よ
け
と
し
て
南
九
州
で
広
ま

っ
て
い
き
ま
し
た
。
区
画
整
理
な
ど
に
よ
り

ど
ん
ど
ん
と
減
っ
て
い
ま
す
が
、
一
部
で
小

さ
な
路
地
に
残
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

県
内
に
も
至
る
所
に
あ
り
ま
す
の
で
、
出
か

け
た
つ
い
で
に
見
つ
け
て
み
て
は
い
か
が
で

し
ょ
う
か
。

（
文
責
＝
小
水
流
）

れ
、
時
代
の
変
遷
が
感
じ
ら
れ
ま
す
。
大
き

さ
も
１
㍍
以
上
と
か
な
り
大
型
で
す
。
清
水

地
域
は
江
戸
時
代
の
清
水
郷
の
中
心
地
で
、

武
家
屋
敷
群
で
も
あ
り
ま
す
。
鹿
児
島
の
武

家
屋
敷
は
戦
い
に
備
え
て
敵
が
進
み
に
く
い

よ
う
に
塀
な
ど
を
多
用
し
た
た
め
、
丁
字
路

が
多
く
な
り
、
石
敢
當
も
武
家
屋
敷
群
の
範

囲
に
多
く
作
ら
れ
た
よ
う
で
す
。

二
つ
目
は
牧
園
町
持
松
の
甲く

辺べ

地
域
に
あ

る
石
敢
當
で
、
自
然
石
に「
石
当
」と
書
か
れ
、

安
永
４（
１
７
７
５
）年
と
も
あ
り
、
こ
れ
は

市
内
２
番
目
、
全
国
で
10
番
目
に
古
い
も
の

で
す
。
さ
ら
に

２※

梵ぼ
ん

字じ

も
あ
り
、
全
て
が
墨

で
書
か
れ
て
い
る
非
常
に
珍
し
い
も
の
で
す
。

こ
の
石
敢
當
は
丁
字
路
で
は
な
く
屋
敷
の
角

に
あ
り
ま
す
。
牧
園
地
域
の
ほ
か
の
石
敢
當

を
見
て
み
た
と
こ
ろ
、
丁
字
路
で
は
な
く
道

道
端
で
時
々
見
か
け
る「
石せ

っ

敢か
ん

當と
う

」と
い
う

石
を
ご
存
じ
で
し
ょ
う
か
。
南
九
州
や
沖
縄

に
集
中
し
て
見
ら
れ
る
石
で
、
江
戸
時
代
に

鹿
児
島
を
訪
れ
た
人
の
１※

紀
行
文
を
見
て
も

「
い
た
る
と
こ
ろ
に
あ
る
こ
の
石
は
何
な
ん

だ
」と
わ
ざ
わ
ざ
書
き
残
し
て
い
ま
す
。

石
敢
當
と
は

石
敢
當
は
鹿
児
島
で
は
よ
く「
せ
っ
か
ん

と
う
」、
沖
縄
で
は「
い
し
が
ん
と
う
」
と
呼

ば
れ
ま
す
。
主
に
丁
字
路
の
突
き
当
た
り
に

設
置
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
魔
よ
け
の
石
で
す
。

悪
い
気
・
魔
が
丁
字
路
を
真
っ
す
ぐ
進
む
、

も
し
く
は
た
む
ろ
す
る
と
考
え
ら
れ
、
塀
を

越
え
て
屋
敷
に
入
ら
な
い
よ
う
に
設
置
さ
れ

ま
す
。
由
来
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
り
ま
す
が
、�

「
敢
當
」
と
は「
当
た
る
と
こ
ろ
敵
な
し
」
と

い
う
意
味
で
あ
り
、
石
敢
當
の
３
文
字
を
刻

ん
だ
石
碑
を
作
る
風
習
が
中
国
で
生
ま
れ
、

広
ま
っ
て
い
き
ま
し
た
。
文
化
と
し
て
琉
球

に
伝
わ
り
、
江
戸
時
代
ご
ろ
に
琉
球
を
支
配

し
て
い
た
薩
摩
藩
に
も
伝
わ
っ
て
い
っ
た
も

の
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
文
化
が
波
及
し
て

い
く
中
で
各
地
域
に
お
い
て
変
化
し
て「
石

散
當
」「
石
當
散
」
な
ど
文
字
間
違
い
の
も
の

も
多
く
あ
り
ま
す
。
現
在
で
も
沖
縄
に
は
１

万
基
、
鹿
児
島
に
は
千
基
以
上
あ
る
と
い
わ

れ
て
い
ま
す
。

市
内
の
石
敢
當

約
20
年
前
の
記
録
に
よ
る
と
、
市
内
に
は

30
基
以
上
の
石
敢
當
が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。

数
の
増
減
は
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
中
で
も

古
く
て
特
徴
的
な
物
を
二
つ
紹
介
し
ま
す
。

一
つ
目
は
国
分
清
水
に
あ
る
市
内
で
最
も

古
い
石
敢
當
で
す
。
石
垣
に
は
め
込
ま
れ
て

い
る
た
め
今
で
は
確
認
で
き
ま
せ
ん
が
、
以

前
の
調
査
に
よ
る
と
江
戸
時
代
の
元
文
４

（
１
７
３
９
）年
の
銘
が
刻
ま
れ
て
い
て
、
県

内
２
番
目
、
全
国
で
も
４
番
目
の
古
さ
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
。
上
半
分
に
古
い「
石
敢
當
」、

下
半
分
に
新
し
い「
石
敢
當
」の
文
字
が
刻
ま

The gatew
ay to local history

※１  橘南
なん

谿
けい
『西遊記』・古川古

こ
松
しょう

軒
けん
『西遊雑記』

など。
※２   古代インド文字で仏教的・呪術的意味

合いを持つ。

魔
よ
け
の
石

せ
っ
か
ん
と
う
敢
當

国分清水にある石
せっ

敢
かん

當
とう

牧園町持松にある石敢當

呪術とは、呪いという悪いものだけでなく、人が何かを思い働き
かけること自体を指します。石敢當といった身近にある呪術から、

「これって呪術かい？」と言ってしまうようなものまで展示します。

◦期間＝５月11日（日）まで
※月曜休館。
◦場所＝隼人歴史民俗資料館（隼人町内2496）
◦料金＝小中高生90円、大人180円
◦展示解説日時＝３月20日（木・祝）・22日（土）午前11時、午後１時・３時
※予約不要。
�問＝隼人歴史民俗資料館  ☎（43）0179

隼人歴史民俗資料館企画展

「呪術かい？展」
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