
昔
、
鹿
屋
で
起
き
た
出
来
事
に
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
！

カ

ノ

ヤ 

タ

イ

ム 

ト

ラ

ベ
ル

写 真 で 見 る 「 か の や 」 の 今 ・ 昔

信
仰
を
守
り
抜
い
た「
隠
れ
念
仏
」

串良町商店街

今
昔

串良町岡崎交差点付近の様子。当時の商店街には履物、ミシン、金

物などを専門的に取り扱う店のほか、食堂、旅館などが所狭しと立

ち並んでいました。平成 22 年には広い歩道が整備され、現在も、

日用品や衣服等を取り扱う商店などが、地元の人たちの買い物や交

流の場として、親しまれています。

昭和52年

串
良
小

串良総合支所

串
良
川

519

73

串良岡崎
郵便局

　

江
戸
時
代
、
薩
摩
藩
に
は
郷ご

中じ
ゅ
う

教
育

と
よ
ば
れ
る
独
特
の
地
域
教
育
制
度
が

存
在
し
ま
し
た
。
郷
中
教
育
で
は
、
各

集
落
の
二に

才せ
（
お
よ
そ
14
歳
か
ら
24
歳

の
青
年
）
た
ち
が
、
稚ち

児ご
（
８
歳
か
ら
13

歳
く
ら
い
ま
で
の
子
ど
も
）た
ち
に
学
問

や
書
道
の
ほ
か
、
心
身
を
鍛
錬
す
る
た

め
の
剣
術
を
指
導
し
て
い
ま
し
た
。
幕

末
期
に
確
立
さ
れ
た
こ
の
教
育
制
度
は
、

上
下
関
係
を
重
ん
じ
、
議
論
よ
り
も
行

動
を
尊
ぶ
士
風
と
、
団
結
心
が
強
く
命

令
に
忠
実
な
藩
士
を
育
成
し
ま
し
た
。

　

こ
う
し
た
藩
士
た
ち
の
力
は
、
戊ぼ

辰し
ん

戦
争
な
ど
で
存
分
に
生
か
さ
れ
ま
し
た

が
、
西
南
戦
争
後
は
士
風
の
乱
れ
が
ひ

ど
く
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
是
正

す
る
た
め
に
青
少
年
の
精
神
修
養
機
関

と
し
て
、
郷
中
教
育
の
精
神
を
受
け
継

ぐ
学
舎
が
相
次
い
で
設
置
さ
れ
ま
し
た
。

串良小学校内にある
鶴亀城跡の石碑

歴
史
を
受
け
継
ぐ「
鶴
亀
塾
」

　

串
良
で
も
、
鶴
亀
城（
串
良
城
）
跡
地

の
串
良
小
学
校
の
旧
裁
縫
室
を
利
用
し

て
、「
鶴
亀
学
舎
」
を
開
設
。
尋じ

ん

常じ
ょ
う

小
学

４
年
生
か
ら
髙
等
小
学
校
に
在
籍
す
る

士
族
の
子
ど
も
を
対
象
に
、
武
道
や
山

登
り
、
海
水
浴
と
い
っ
た
心
身
を
鍛
え

る
教
育
が
大
正
末
期
ま
で
行
わ
れ
ま
し

た
。

　

現
在
こ
の
よ
う
な
地
域
教
育
制
度

が
見
直
さ
れ
、
地
域
の
大
人
が
子
ど
も

の
教
育
を
支
え
て
い
く
取
り
組
み
が
広

が
っ
て
い
ま
す
。
地
名「
鶴
亀
」
の
ご
と

く
、
ゆ
っ
く
り
と
伸
び
や
か
に
成
長
し

て
ほ
し
い
と
の
願
い
を
込
め
、
平
成
29

年
度
か
ら
串
良
公
民
館
で「
串
良
鶴
亀

塾
」を
開
設
。
主
に
自
学
自
習
や
地
域
行

事
な
ど
の
体
験
を
通
じ
て
、
学
ぶ
楽
し

さ
と
郷
土
愛
を
育
ん
で
い
ま
す
。

串良鶴亀塾での脱穀
体験
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