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【車で】
◎西方面から
　山陽自動車道広島東ICから約25分（23㎞）
　広島高速道路、海田大橋、広島熊野道路を経由
◎東方面から
　東広島呉道路黒瀬ICから約15分（9㎞）

【電車で】
◎JR呉線矢野駅で下車
　（広島駅から約15分）
　JR矢野駅前のバス停から
　広電バスの熊野萩原行
　または熊野営業所行に乗車
　（矢野駅から約15分）

【バスで】
◎広島バスセンターから約45分
　広電バスの熊野萩原行または
　熊野営業所行に乗車

【広島空港から】
◎車で約40分
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榊
さかきもりじんじゃ

森神社 新宮八丁目601-2
祭神  速玉男神、菊理姫神、事解男神
現在の地に転遷してきたのは
嘉元年中（1303～5年）。創立は
それ以前と伝えられています。
この神社には、大釜の熱湯を「ど
じょう」の入った杓に注ぎ神に
奉納するとともに、宮司によっ
て湯滴を参拝者に振りかけると
いった儀式が伝えられています。

37 MAP 4-A
国登録有形文化財

龍
りゅうおうじんじゃおくのいん

王神社奥之院 萩原四丁目
祭神  彌都波能売神
元和元年頃（1615年）に山麓の
川にあった3mくらいの長い石
が御神体であることを神示に
より知らされ龍王神社として
祭られたと伝えられています。
この石が「夜泣き石」と伝えら
れています。

31 MAP 3-C

土
と ぎ じ ん じ ゃ

岐神社（小
おぐらだいみょうじん

倉大明神）萩原庄賀地
祭神  罔象女神
創立は享保5年（1720年）と伝えられ
ています。各段2個の自然石を並べて
小石で縁取った、幅1mほどの石段を
上がると、正面の石垣上に「小倉大明
神」の祠がたっています。祭神は、鵺
退治で名を馳せた源頼政の側妻「菖
蒲の前」で、西条原村大谷の小倉大明
神から分祀したとも伝わっています。

32 MAP 3-C

豊
とよ は し い な り

橋稲荷 城之堀八丁目1番
祭神  保食神
神社の創立は不明です。推定
では亨保年間（1716～36年）と
されています。この地域の字
は「稲荷」といい、町内では「稲
荷の谷」と呼ばれており、付近
にも「きつね池」「きつね塚」等
の地名もあり、ここが由来では
ないかとされています。

929 MAP 2-C

諏
す わ じ ん じ ゃ

訪神社 中溝五丁目1番13号
祭神  建御名方神
長禄元年（1457年）信州の諏訪
大明神より勧請されたと伝え
られています。明治初期頃まで
には独立した神社となってい
ましたが明治37年（1905年）に
榊山神社の境内に編入され、昭
和41年（1966年）に周辺工事に
伴い現在の地に転遷しました。

15 MAP 2-C

貴
きふ ね じ ん じ ゃ

船神社 川角二丁目８番付近
祭神   誉田天皇（応神天皇）、

仁徳天皇、高 神
鎮座の時代は不明です。萬次4
年（1661年）秋の大洪水により、
神霊、神殿共に押込境まで流さ
れました。寛永3年（1663年）水
害を避けるため同年9月に貴船
山に転遷しました。

4 MAP 2-D
榊
さかきやまじんじゃ

山神社 中溝五丁目1番13号
祭神  帯中津日子神、品陀和気神、

息長帯比売神
神社の鎮座は承平3年（933年）と伝
えられています。福岡県の宇佐八幡
宮から勧請された古社です。1715
年の火災のためその縁起を正確に知
る事はできません。規模もさること
ながら多くの伝承も残っており熊野
町を代表する文化財と言えます。

14 MAP 2-C
町指定文化財 小

おぐらじん じ ゃ

倉神社（十
じゅうおうじんじゃ

王神社）城之堀三丁目12番付近
祭神  罔象女神
享保3年（1718年）の創立と伝えられており、十王さん、城（しろ）
さんとも呼ばれています。祭神は
火を鎮める水神にして豊穣をもた
らす農耕神です。この地区には神
楽会があり、境内の神楽殿で稽古
し他の地区でも披露していました。
その当時を彷彿させる、神楽面（胡
子・大黒）の額が奉納されています。

24 MAP 2-C

牛
うしがみじんじゃ

神神社 新宮四丁目20付近
創立は不明ですが、ご神体は牛
の角であり牛が祭られていま
す。かつて秋の彼岸の中日に
は坂や瀬野の方から約80頭の
牛が集まったと言われている。

636 MAP 4-B

明
みょうじんじゃ

神社（厳
いつくしまじんじゃ

島神社） 平谷一丁目8番付近
祭神   市杵姫命
別名厳島神社と呼ばれ、宮島の
厳島神社と祭神は同じです。平
谷の庄屋、休氏がその宅地の裏
側に建てたのがはじまりと伝
えられています。その後管理
する者がいなくなり、現在の地
に遷したと言われています。

2 MAP 1-D

釈
し ゃ か ど う

迦堂 川角二丁目15番18号
本尊   釈迦如来
亨保5年（1720年）に建立され、
本尊の釈迦如来像は行基作と
伝えられています。安永4年
（1775年）、堂の修理を行った
とき経石が出土したと伝えら
れ、再び埋め戻して、堂の横に
ある石碑を建立したといわれ
ています。

3 MAP 2-D

光
こうきょうぼう

教坊 中溝四丁目16番5号
本尊   阿弥陀如来
鎌倉時代に石嶽山上に真言宗
の寺して開基したと言われて
います。永禄年中（1558年頃）
に浄土真宗に改宗し、後に石嶽
山光教坊となったといわれて
います。現在の本堂は1827年
に再建されたものです。

919 MAP 2-C
菅
すがわらのみちざねこう

原道真公 御
お ん ざ い し

座石 初神地区
菅原道真公が延喜元年（901年）京を
追われ、大阪・瀬戸内の各地を転々と
しながら太宰府を目指す途中、安芸津
から黒瀬を通り、初神の三谷へと入山
され、休息のために御座された石と伝
わっています。近くには石灯籠の痕
跡が残る「天満宮山」や初神（薑）天満
宮が密やかに守り継がれています。

34 MAP 2-B

海
かいじ ょ う が わ こ ぼ

上側古墓（五
ごりんとう

輪塔）新宮六丁目付近
新宮地区には五輪塔がいくつ
か存在しています。一説には、
近くの山城の武士の墓と伝え
られています。いくつかある
五輪塔の一つから古備前焼の
骨つぼが発見され、年代は室町
時代後期であろうと推定され
ています。

40 MAP 4-B

牛
うしがみしゃ

神社 萩原一丁目6番付近
創立は不明です。牛神社は町
内にもいくつか有り、もともと
牛は農耕には欠かせない動物
であり、農家にとっては家宝と
して祭られていました。また
牛は天神様の使者とも信じら
れ、神格化されたものだと考え
られます。

22 MAP 2-C

毘
びし ゃ も ん ど う

沙門堂 新宮地区
本尊   毘沙門天
昔は、新宮区全域の宮として、
盛大に祭が行われていたと伝
えられています。明治維新の
時、仏法として神道から分かれ
現在に至っています。榊森神
社も古くはこの境内にあった
といわれています。

939 MAP 4-B

亀
き ふ ぼ

趺墓 呉地四丁目付近
熊野町の筆文化の礎を築いた一人の孫井
田庄三郎のお墓です。亀趺とは石碑やお墓
等の台座に使われるもので、かつて中国の
皇帝が位の高い家来に亀趺を使うことを
許可していたことが日本に伝わり、大名な
どのお墓に使われていたようです。これは
中国古来の玄武に由来すると言われていま
す。文化的背景及び造形の素晴らしさから
熊野町の重要文化財に指定されています。

8 MAP 2-D
町指定文化財

阿
あ み だ ど う

弥陀堂（梅
ばいしどう

枝堂）呉地一丁目17番付近
本尊   阿弥陀如来
創立は不明ですが、岸田八幡宮
付近にあったものを移築した
ものと伝えられています。梅枝
堂の名前は西光寺の伴僧であっ
た梅枝蓮浄という人が由来と
されています。現在の御堂は
明治33年（1900年）再建された
ものです。

10 MAP 2-D

稲
いな り じ ん じ ゃ

荷神社 中溝三丁目9番付近
祭神   宇迦御魂命
お稲荷さんで親しまれている当社は、
その名の通り稲に関する神様です。そ
もそも稲とは「命の根」を意味します。
その稲が生る＝いなり、ということから、
お稲荷様と名づけられました。稲荷神
はを象徴する穀物霊神、農業と深く関
係する神様とされています。また、商
売の神様としても崇められています。

717 MAP 2-C

佐
さ だ ゆ う じ ん じ ゃ

太夫神社 出来庭七丁目20番付近
祭神   佐太夫
およそ300年前、佐太夫という
人がおり、村人に大変慕われて
いましたが庄屋に妬まれ殺さ
れてしまいました。その祟り
からか見たこともない虫が湧
いて稲も牛も馬も多くが死ん
だそうです。その佐太夫を祀っ
た神社です。

13 MAP 2-C
薬
や く し ど う

師堂 初神二丁目21番4号
本尊   薬師如来
永正11年（1514年）に建立され、
本尊の瑠璃光佛薬師如来像は
行基菩薩の作と伝えられてい
ました。その後戦乱により現
在の位置に転遷しました。仏
像は一度盗難にあい現在のも
のは寛政年中（1780～1800年）
に新しく作られたそうです。

33 MAP 3-B

ゆるぎ岩
いわ

中溝五丁目付近
ゆるぎ観音の南下側にあり、善
人が押すと揺れると言い伝え
られています。現在でも直接揺
らすことができます。押し方
や押す場所によっては片手で
揺らすことができるそうです。

25 MAP 2-C
町指定文化財

胡
えび す じ ん じ ゃ

子神社 中溝四丁目1番8号
祭神   事代主神
亨保6年（1721年）の創立と伝
えられています。毎年11月に
行われる胡子講祭りの祭神で
あり、以前はこの神社も多くの
人で賑わっていました。

23 MAP 2-C

岸
きしだ は ち ま ん ぐ う

田八幡宮 呉地二丁目10番付近
祭神   帯中津日子神、品陀和気神、息長帯比売神
応永3年（1396年）紀伊の国室郡より
勧請されてと伝えられています。ま
た一説では天授年間（1375年頃）土
岐城の落武者が紀州から熊野速玉神
社の神霊をこの地に勧請したとも伝
えられています。大干ばつの時に雨
乞祭を行い慈雨に恵まれたことから
尊崇が高まったと言われています。

9 MAP 2-D

熊
くまの ほ ん ぐ う し ゃ

野本宮社 中溝五丁目1番13号
祭神   伊邪那岐大神、伊邪那美大神
養和元年（1181年）紀州の熊野大権
現から勧請されました。伝説による
と1800年頃、火縄を加えた鶴が神殿
へ飛び込み、神殿が焼失したと伝え
られています。現在の神殿は、宝暦7
年（1757年）、拝殿は大正4年（1915
年）の再建によるものです。

616 MAP 2-C

重
じゅうりんじかんのんどう

林寺観音堂 新宮六丁目付近
もともとは真言宗のお寺であ
り、その歴史も1,000年以上と
伝えられています。現在の観
音堂は廃寺となった後、近年に
建て替えられてものです。

38 MAP 4-B

砂
い さ ご ば し

子橋 呉地地区
昔「砂（いさ）」という女が生活
の苦しさから、この橋の下に子
供を捨てたと伝えられていま
す。子供は無心に橋の下で泣
き、その切ない声は村人の心を
痛く打ち、いつの頃からかその
橋を「いさご橋」と呼ぶように
なったと言われています。

7 MAP 2-D

郷
きょうどかん

土館 中溝三丁目12番26号
大正初期に町の中心街で栄え
た造り酒屋の建物です。宮大
工の平木浦次郎氏が建てた重
厚で立派な建物です。現在で
は熊野町郷土館として熊野町
で生まれた童謡作曲家「坊田か
ずま」の展示など、町にゆかり
のある資料が置かれています。

020 MAP 2-C
皇
こうていじんじゃ

帝神社 呉地三丁目19番付近
祭神   皇帝神
神社の創立は不明ですが、この
地区の字を皇帝神と呼ぶこと
からも、古くからある神社が祀
られていたと思われます。現
在はお産や授乳の神様として
広く信仰を集めています。

5 MAP 2-D

大
おおとしじんじゃ

歳神社（大
おおとしじんじゃ

年神社）出来庭七丁目20番付近
祭神   大年神、大国主命
亨保6年（1721年）に創立され、
現在の拝殿は文久（1864年）に
建立されたと伝えられていま
す。並んで鎮座されているの
は愛宕神社です。この神社の
前庭では、出来庭区の庭踊りが
行われていました。

12 MAP 2-C

（城
じょうのほり

之堀）不
ふどうどう

動堂（出
で ふ ど う

不動）城之堀8218-5

祭神   不動明王
創立は不明ですが、文化3年
（1807年）に堂を再建したとい
う棟札があり、文化4年（1808
年）の銘のある神鏡と年代のわ
からない木造が安置してあり
ます。

727 MAP 2-C

町指定文化財

石
か け か ん の ん ど う

嶽山観音堂
本尊   大権現
石嶽山（531m）は鎌倉時代から霊
山として信仰されてきたと伝わり、
山頂付近に石嶽観音（かけかんの
ん）や身代わり大師があり、山中
には乳地蔵のお地蔵様なども見
られます。全山で50余体もの神
仏が祀られ安芸の国、32番の観
音札所とも伝えられています。

11 MAP 3-D
鬼
おにがわら

瓦 中溝三丁目12番26号

天保3年（1832年）沼田郡江波
村の棟染瓦屋平次郎の作で高
さは1.5mを超える大きな鬼瓦
です。現在では幻の瓦といわ
れる江波瓦です。銘文もはっ
きり読み取ることができます。
⑲光教坊、⑳郷土館でその姿を
間近で見ることができます。

21 MAP 2-C

町指定文化財
的
まと ば じ ん じ ゃ

場神社 平谷五丁目
祭神   誉田天皇、大山祇神
天正9年（1581年）押込村から
移住してきた梶山新左衛門が
的場山北側の山中に押込村八
幡宮より神霊を勧請しました。
その後元禄15年（1702年）社域
が狭いので、神慮によって、現
在の地、的場山に遷座したと伝
えられています。

1 MAP 1-D

そら不
ふ ど う

動（奥
おくふどう

不動） 城之堀8218-5付近
本尊   不動明王
（城之堀）不動堂から500m程
登ったところに祀られていま
す。数百トンもあろうかと思わ
れる巨石の下にあります。そこ
からは清水が流れ出ています。
起源はよくわかっていません。

828 MAP 2-B
西
さ い こ う じ

光寺 中溝四丁目19番4号
本尊   阿弥陀如来
芸藩通史によると開基は慶長6
年（1601年）とあります。しか
し天明年間（1781年～89年）と
昭和11年（1936年）の2回火災
にあい、伝来の古文書の多くを
焼失し詳しいことはわかって
いません。現在の建物は昭和
12年に再建されました。

818 MAP 2-C

若
わかみやじんじゃ

宮神社 初神一丁目14番付近
祭神  少名彦名神
初神区の宮として古くから祭
られ、鎮座は亨保6年（1721年）
と伝えられています。神社の
右側に農耕の
神様である牛
神社が祀って
あります。

35 MAP 3-B
龍
りゅうおうじんじゃ

王神社（萩
はぎわらじんじゃ

原神社）萩原五丁目11番付近
祭神  彌都波能売神
祭神は、日本における代表的な水の神様で、美しい乙女の姿をし
ているとされています。享保5年（1720年）
の創立とも、古く戦国時代ともいわれて
います。もとは奥ノ院で険しい山道を登
らなければならなかったので、麓に御旅
所を建て現在の場所に移りました。現在
ではこの御旅所が萩原区の宮として盛大
に祀られる様になったということです。

030 MAP 3-C

ゆるぎ観
かんのん

音 中溝五丁目付近
祭神   観世音菩薩
慶応2年（1866年）にお堂を建
て観世音菩薩を祭ったと伝え
られています。この観音堂を
中心に30体余りの磨崖仏が彫
られています。

626 MAP 2-C
町指定文化財姫

ひめしろ

白観
かんのん

音（涙
なみだいわじんじゃ

岩神社） 呉地地区
祭神   天地元祖皇子太神
呉地区と苗代町の境付近にあ
り、涙岩のすぐ下に祭られてい
ます。蛇にまつわる伝説なども
残っていますが、縁起など詳し
いことはよくわかっていません。

6 MAP 2-E

古来タヌキやキツネ同様、人を化かしたり脅かしたりする
と言い伝えられているカワウソ。明治の終わり頃熊野町の
小川のほとりで2匹のカワウソが踊っていたという話が残っ
ています。1979年（昭和54年）高知県での目撃例を最後に、
ニホンカワウソはその姿を現していません。

毛利元就公は家来を連れて
フナ釣りによく熊野に来て
いたそうです。熊野を気に入
り書き物をくださったそう
ですが、広島から来た侍に強
引に地図と交換させられ、そ
の書き物が何だったのかは
現在ではわかりません。

戦国時代に堀之城と土岐城が合戦をしたときに、土岐軍が
放った矢が落ちたとされている場所は「落矢」という地名
がつきました。その地の「落矢」を屋号とする家にあった
古井戸。その井戸はどんな干ばつでもこんこんと水が湧き
出ていたそうです。大正13年（1924年）の干ばつ大飢饉の
時もこの井戸は枯れず、みなその井戸から水を分けてもらっ
たそうです。

野間さんは矢野城（保木城）のお殿様でし
た。毛利元就勢に戦で敗れた後何百年経っ
ても領地であった平谷村が気になり「火
の玉」になって出てきていたそうです。野
間さんかどうかは定かではありませんが、
火の玉は平谷村だけでなく榊山神社や坂
面大池でも目撃談が残っています。

鵺を退治したと言われる猪隼太一族が熊野に移り住んだと
いう伝説があります。
鵺の見た目は頭は猿、胴は狸、手足は虎、尾は蛇。「鵺退治」
の絵馬が榊山神社と榊森神社に掲げてあります。

学問の神様、文化芸術の神様、厄
除けの神様として崇められる菅
原道真公がこの熊野町を通った
際に腰掛けたとされている石が
あります。

キツネの嫁入りの話しは全国至る所にありますが、
熊野町では小雨の降る晩によく土登城山で見られて
いたそうです。城之堀から土岐城を見ると、点々と
灯りが動くのが見えていたそうです。この他にもキ
ツネに化かされ肥壺に入れられたり、モノをとられ
るなど熊野町には多くのキツネの話が残っています。

熊野町にもカワウソがいた！？ 毛利元就公

不思議な井戸

野間さんの火の玉

鵺
ぬえ

退治

菅原道真公御座石

キツネの嫁入り

れて
々と
もキ
られ
ます。
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