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

写真で見る「かのや」の今・昔

串良バイパス（串良町岡崎）

串良町の市街地を通る国道 220 号線はカーブが多いうえに道幅が狭

く、渋滞と交通事故が多発していました。これを受けて、バイパス

建設のための用地取得が昭和 43 年から始まり、昭和 47 年 10 月に

開通しました。現在の道路沿いの様子は当時と様変わりしましたが、

約 50 年経った今でも大隅の主要道として活用されています。
文

文

◦

73

220

　昭和47年

　

江
戸
時
代
に
一
向
宗（
浄
土
真
宗
）

を
信
仰
す
る
こ
と
は
厳
し
く
禁
止
さ

れ
、
信
者
た
ち
は
役
人
の
目
を
逃
れ
て

山
奥
や
谷
間
、
洞
窟
な
ど
人
里
離
れ
た

と
こ
ろ
で
仏
像
を
拝
み
、
声
を
殺
し
な

が
ら
経
典
を
読
み
念
仏
を
唱
え
て
い
ま

し
た
。

　

一
向
宗
に
対
す
る
迫
害
は
年
を
追
う

ご
と
に
厳
し
く
な
り
、
輝
北
地
域
で
も

役
人
に
よ
る
取
り
締
ま
り
が
始
ま
り
ま

し
た
。
そ
の
よ
う
な
中
、
地
域
で
最
も

信
心
深
い
と
さ
れ
た
哥
丸
源
九
郎
は
身

命
を
賭
け
て
仏
像
や
経
典
、
仏
具
等
を

守
り
通
す
こ
と
を
決
意
。
あ
ら
ゆ
る
と

こ
ろ
に
隠
し
ま
し
た
が
、
限
界
を
感
じ

た
た
め
仲
間
と
協
議
し
、
こ
れ
ら
を
一

時
的
に
土
の
中
に
埋
め
る
こ
と
と
し
ま

し
た
。

　

慶
応
３
年（
１
８
６
７
年
）
に
は
、

串
良
方
面
か
ら
取
り
締
ま
り
の
厳
格
化

が
進
ん
で
い
き
、
つ
い
に
源
九
郎
も
捕

ら
わ
れ
の
身
と
な
り
ま
し
た
。
取
り
調

べ
で
は
、
拷
問
を
受
け
な
が
ら
も
信
者

で
あ
る
こ
と
や
証
拠
を
隠
滅
し
た
こ
と

を
白
状
し
な
か
っ
た
た
め
、
娘
の
ツ
ル

信
仰
を
貫
い
た
哥う
た

丸ま
る

源げ
ん

九く

郎ろ
う

マ
ツ
も
捕
ら
え
ら
れ
拷
問
が
か
け
ら
れ

る
こ
と
に
。
血
が
飛
び
散
り
、
昏
倒
し

な
が
ら
も
拷
問
が
続
け
ら
れ
ま
し
た

が
、最
後
ま
で
ツ
ル
マ
ツ
は
自
白
せ
ず
、

後
に
許
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
源
九

郎
は
許
さ
れ
る
こ
と
な
く
投
獄
。
獄
中

で
も
拷
問
が
続
け
ら
れ
、
そ
の
間
も
念

仏
を
唱
え
続
け
た
源
九
郎
で
し
た
が
、

明
治
元
年（
１
８
６
８
年
）、
60
歳
で

獄
死
し
ま
し
た
。

 

源
九
郎
の
墓
地
に
は
法
名
の
刻
印

も
な
い
小
さ
な
墓
石
の
み
が
建
て
ら
れ

ま
し
た
。
こ
れ
は
、
最
後
ま
で
自
ら
の

信
仰
を
貫
き
、
一
向
宗
を
守
り
抜
い
た

源
九
郎
へ
、
遺
族
と
同
志
が
役
人
に
気

を
遣
い
な
が
ら
行
っ
た
精
一
杯
の
供
養

で
し
た
。

大円寺（輝北町上百引）にあ
る一向宗解禁100周年を記念
した碑

串良小

串良総合支所

串良中
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