
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
終
息
が
見
え
ず
、
胃
の
痛

む
よ
う
な
日
々
だ
け
ど
、
佐
賀
の
町
の
辻
々
で
は
江
戸
時

代
か
ら
恵
比
須
さ
ん
た
ち
が
満
面
の
笑
み
を
た
た
え
て
私
た
ち
の

暮
ら
し
を
見
守
っ
て
く
れ
て
い
る
。
腰
を
か
が
め
て
目
を
合
わ
せ

れ
ば
、
自
然
に
笑
み
が
こ
ぼ
れ
、
え
び
す
顔
に
。「
元
気
を
出
さ
な

く
ち
ゃ
」
と
思
え
て
く
る
。

  

　　  

長
崎
街
道
に

長
崎
街
道
に
280280
体体

　
江
戸
時
代
、
佐
賀
鍋
島
藩
の
城
下
町
と
し
て
栄
え
た
佐
賀
市
。

人
や
物
流
の
大
動
脈
と
し
て
に
ぎ
わ
っ
た
長
崎
街
道
の
辻
々
に
恵

比
須
さ
ん
の
石
像
が
鎮
座
し
て
い
る
。
佐
賀
城
下
の
東
の
出
入
り

口
だ
っ
た
「
構か
ま
え
く
ち口」（
佐
賀
市
巨
勢
町
）
か
ら
「
高
橋
」（
佐
賀
市

嘉
瀬
町
扇
町
）
ま
で
の
約
５
㎞
の
長
崎
街
道
沿
い
に
は
江
戸
時
代

に
つ
く
ら
れ
た
2
8
0
体
の
恵
比
須
像
が
残
っ
て
い
る
。
市
町

村
合
併
後
の
北
は
富
士
町
か
ら
南
の
川
副
町
ま
で
広
げ
る
と
約

8
3
0
体
も
あ
り
、
そ
の
数
は
日
本
一
。
そ
の
上
、
商
売
繁
盛
な

ど
を
願
っ
て
恵
比
須
像
が
今
も
つ
く
ら
れ
、
増
え
続
け
て
い
る
。

  

　〝
新
顔
〟も
次
々
に

　〝
新
顔
〟も
次
々
に

　
恵
比
須
さ
ん
を
生
か
し
た
町
お
こ
し
に
取
り
組
む
「
恵
比
須
Ｄ

Ｅ
ま
ち
づ
く
り
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
代
表
の
村
井
禮れ
い
じ仁
さ
ん
（
87
）

は
「
江
戸
時
代
か
ら
の
石
像
が
た
く
さ
ん
残
っ
て
い
る
と
い
う
こ

と
は
、
い
か
に
佐
賀
の
人
た
ち
が
恵
比
須
さ
ん
を
大
事
に
し
て
き

た
か
と
い
う
証
。
4
0
0
年
続
く
の
は
並
大
抵
の
こ
と
で
は
あ
り

ま
せ
ん
よ
。
し
か
も
、
今
も
恵
比
須
像
が
年
々
増
え
つ
つ
あ
る
と

い
う
ん
で
す
か
ら
、
佐
賀
市
は
歴
史
文
化
が
民
間
信
仰
と
共
に
引

き
継
が
れ
て
い
る
大
変
面
白
い
街
で
す
」

　
ち
ょ
っ
と
残
念
な
の
は
、
直
接
お
世
話
を
し
て
い
る
人
た
ち
を

除
く
と
、
恵
比
須
像
が
あ
ま
り
に
多
す
ぎ
て
、
逆
に
、
市
民
の
関

心
が
低
い
こ
と
。「
恵
比
須
像
、そ
う
言
え
ば
、多
い
ね
、で
終
わ
る
。

400年間 庶民の暮らし見守る400年間 庶民の暮らし見守る

で
も
、
県
外
の
人
に
紹
介
し
た
ら
、
み
ん
な
び
っ
く
り
し
ま
す
よ
」

　
　
ポ
ス
ト
コ
ロ
ナ

　
　
ポ
ス
ト
コ
ロ
ナ

　
コ
ロ
ナ
の
前
ま
で
は
各
地
か
ら
バ
ス
ツ
ア
ー
が
繰
り
出
す
な
ど

に
ぎ
わ
っ
て
い
た
が
、
コ
ロ
ナ
騒
動
で
全
く
な
く
な
っ
て
し
ま
い
、

寂
し
さ
を
隠
せ
な
い
。

　
佐
賀
市
呉
服
元
町
の
活
動
拠
点「
開
運
さ
が
恵
比
須
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
」も「
一
日
に
一
人
か
二
人
来
る
く
ら
い
」に
激
減
し
て
い
る
が
、

ス
テ
ー
シ
ョ
ン
で
は
「
ポ
ス
ト
コ
ロ
ナ
（
コ
ロ
ナ
以
後
）」
に
向
け

て
、
さ
ま
ざ
ま
な
イ
ベ
ン
ト
を
検
討
中
だ
。

恵
比
須
さ
ん

佐
賀
市
内
の
恵
比
須
さ
ん

佐
賀
市
内
の
恵
比
須
さ
ん
830830
体体  
そ
の
数
、
日
本
一

そ
の
数
、
日
本
一　　

コ
ロ
ナ
禍

で
元
気
に

今
こ
そ

※
兵
庫
県
西
宮
市
の
西
宮
神
社
は 

福
の
神
と
し
て
崇
敬
さ
れ

て
い
る
え
び
す
様
を
お
ま
つ
り
す
る
神
社
の
総
本
社
。
本
殿

へ
の
参
拝
一
番
乗
り
を
目
指
し
て
大
勢
の
参
拝
客
が
境
内
を

走
り
抜
け
る
「
福
男
選
び
」
で
も
知
ら
れ
る
。

恵比須さんって？　
　「七福神」の一員で、唯一の日本古来の福の神。
右手に釣りざおを持ち、左わきに鯛を抱える姿が
一般的だが、大福帳（商家の売買勘定の元帳）や
そろばんを持つなどさまざまなスタイルの特殊恵
比須が多いのも佐賀の特長だ。

恵比須さんが多い理由
　諸説あって、その一つが、1615 年、大坂夏の陣のとき、佐賀藩
初代藩主鍋島勝茂公が兵庫県西宮市の西宮神社で必勝祈願を行っ
た。その勝利のお礼に分霊をいただき佐賀市北川副町でまつったこ
とから、住民の間にも広まったという説。
　また、長崎街道を中心に商売を営む人が多かったことから商売繁
盛を祈願して広まったという説や、長崎街道沿いに多いことから、
旅の安全を祈願したという説、漁業の神様としてまつった恵比須さ
んが市内の水路を使って広がったという説などがある。

も
っ
と
自
慢
し
て
い
い

願いをかなえるには？

　恵比須さんの中には
腹部や烏帽子に宝

ほうじゅ

珠が
刻まれているものがあ
る。その宝珠に触りな
がら願い事をするとか
なうといわれている。

恵比須の数
日本一に認定

　2011 年にさまざ
まな日本一を認定す
る機関「日本一ネッ
ト」から佐賀市が恵
比須の数日本一であ
ると認定を受けた。

江戸時代の紀行文
にも登場　

　他の藩の人が佐賀城下を通過し
た時に、この藩には恵比須像がや
たらに多い、辻（交差点）に置い
てあるということを珍しがって旅
日記に書き残している例がいく
つかある。例えば、尾張商人の
菱
ひしやへいしち

屋平七が 1802 年に著した「筑
紫紀行」に、「この国の町屋にも
村々にも道の辻ごとに石の恵比須
を置けり」と書いている。

「恵比須ＤＥまちづくりネットワーク」
代表の村井禮仁さん（87）

宝珠に触れて幸せに

※宝珠とは意のままに願い事をかなえる宝の珠
たま

のこと

　「
東
京
で
新
聞
記
者

を
し
て
い
て
定
年
後

に
佐
賀
に
戻
っ
て
く

る
と
、
中
心
商
店
街

に
元
気
が
な
い
。
そ

こ
で
何
と
か
町
お
こ

し
を
と
、
始
め
た
の

が
恵
比
須
さ
ん
に
ス

ポ
ッ
ト
を
あ
て
た
活

動
。
商
売
繁
盛
の
神
様
だ
か
ら
、
あ
や
か
っ
て
佐
賀
市
を
盛
り
上
げ
よ
う
っ
て
ね
。

恵
比
須
さ
ん
を
4
0
0
年
も
前
か
ら
、
ず
っ
と
大
切
に
お
ま
つ
り
し
て
き
た
ま
ち
は

全
国
ど
こ
を
探
し
て
も
あ
り
ま
せ
ん
よ
。
兵
庫
県
西
宮
市
の
え
び
す
宮
総
本
社
・
西

宮
神
社
の
宮
司
さ
ん
が
佐
賀
に
来
る
た
び
に
う
ら
や
ま
し
が
ら
れ
る
ん
で
す
か
ら
。

『
佐
賀
に
は
た
く
さ
ん
恵
比
須
さ
ん
が
あ
る
け
ど
、
西
宮
に
は
総
本
社
だ
け
で
町
な
か

に
は
一
体
も
な
い
。
総
本
社
が
あ
る
か
ら
い
い
、
と
も
う
満
足
し
て
し
ま
っ
て
い
る
』

と
ね
。
佐
賀
は
日
本
一
の
恵
比
須
さ
ん
の
ま
ち
だ
っ
て
、
全
国
に
も
っ
と
自
慢
し
て

い
い
と
思
い
ま
す
よ
」

特 集

殿様説、商売繁盛説、旅の安全説…

ゆめこい恵比須
（佐賀市中央本町）

長崎街道
恵比須

（佐賀市白山）

東魚町恵比須
（佐賀市松原）



さ
ま
ざ
ま
な
ご
利
益
が
あ
る
と

い
わ
れ
て
い
る
恵
比
須
さ
ん
。

無
病
息
災
、
恋
愛
成
就
、
合
格

祈
願
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
の
エ
ピ

ソ
ー
ド
と
と
も
に
紹
介
す
る
。

　
宝
く
じ
が
よ
く
当
た
る
な
ど
、
金
運
上

昇
の
ご
利
益
が
あ
る
と
い
わ
れ
る
恵
比
須

さ
ん
も
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
。
佐
賀
県
が
宝

く
じ
の
都
道
府
県
別
の
高
額
当
選
率
で

2
0
0
7（
平
成
19
）年
度
に
１
位
に
な
っ

た
こ
と
も
あ
る
。

　
例
え
ば
、
佐
賀
市
柳
町
の
八
坂
神

社
境
内
に
あ
る
「
八
坂
成
就
恵
比
須
」

（
1
7
5
4
年
奉
納
）。
恵
比
須
さ
ん
に
し

て
は
珍
し
く
笑
っ
て
お
ら
ず
、
武
家
の
よ

う
に
背
筋
が
伸
び
、
上
品
で
凛
と
し
た
顔

立
ち
だ
。
そ
こ
に
は
佐
賀
新
聞
の
記
事
が

飾
ら
れ
て
い
て
、「
小
城
市
牛
津
町
の
宝

く
じ
売
り
場
担
当
者
が
恵
比
須
八
十
八
ヶ

宝くじが当たる!?

金運アップ

　
別
名
・
夫め
お
と婦
恵
比
須
と
も
呼
ば
れ
る
、
1
6
9
0

年
建
立
の
市
内
最
長
老
の
恵
比
須
さ
ん
。
２
度
首
相

を
務
め
、
早
稲
田
大
学
を
創
設
し
た
こ
と
な
ど
で
知

ら
れ
る
大
隈
重
信
侯
の
生
家（
大
隈
重
信
記
念
館
）が

近
く
に
あ
り
、
も

し
か
し
た
ら
大

隈
侯
も
子
ど
も

の
こ
ろ
、
手
を
合

わ
せ
て
い
た
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。

佐
賀
市
材
木
町
。

健
康
長
寿
、
無
病
息
災

　「
横
目
橋
」と
書
い
て「
じ
ろ
り
ば
し
」
と

読
む
。
双
体
恵
比
須
の
す
ぐ
近
く
に
あ
る
、

材
木
橋
か
ら
南
へ
二
つ
目
の
橋
の
こ
と
。
裏

十
間
川
を
東
西
に
挟
ん
で
、
西
は
武
家
屋
敷

が
広
が
る
区
域
で
、
東
は
町
人
で
に
ぎ
わ
う

町
人
町
だ
っ
た
。
東
側
の
親
柱
に「
横
目
橋
」、

西
側
の
親
柱
に「
じ
ろ
り
ば
し
」と
そ
れ
ぞ
れ

橋
の
名
前
が
刻
ま
れ
て
い
る
。
狭
い
橋
上
で

出
会
っ
た
と
き
、
横
目
で
じ
ろ
り
と
見
た
こ

と
か
ら
、
こ
の
名
が
つ
い
た
か
も
（
？
）。
佐

賀
市
材
木
町
。

横
目
で
じ
ろ
り
？

　
恵
比
須
ツ
ア
ー
で
一
番
人
気
。

2
0
0
年
以
上
も
仲
良
く
手
を
つ
な

い
で
い
る
が
、
ガ
イ
ド
の
際
に
「（
魚

を
入
れ
る
）
び
く
を
持
っ
た
女
房
が

だ
ん
な
に
対
し
て
、
釣
り
上
げ
た
鯛

を
『
早
く
寄
こ
せ
』
と
手
を
伸
ば
し

て
い
る
ん
だ
」
と
面
白
お
か
し
く
紹

介
す
る
と
大
う
け
だ
と
か
。
佐
賀
市

材
木
町
。
1
7
9
1
年
建
立
。

恋
愛
成
就
、
夫
婦
円
満

　
佐
賀
市
白
山
の
八
幡
神
社
の
す
ぐ
南

に
あ
る
、
1
9
9
2
年
再
建
の
恵
比
須

さ
ん
。
端
正
で
甘
い
顔
立
ち
に
、
韓
流

ブ
ー
ム
の
こ
ろ
は
「
ヨ
ン
様
」
と
呼
ば

れ
た
こ
と
も
。

恋愛成就、商売繁盛

　
ひ
ざ
の
上
に
は
赤
ち
ゃ
ん
。
子
宝
を
授

か
っ
た
と
、
お
礼
参
り
も
多
い
と
い
う
。

2
0
0
7
年
建
立
。
佐
賀
市
白
山
の
八
幡

神
社
。

子
宝
安
産
・
子
ど
も
の
幸
せ

　
願
い
事
が
叶
う
と
い

う
宝ほ
う
じ
ゅ珠
が
烏
帽
子
に
一

つ
、
胸
に
３
つ
、
合
わ

せ
て
４
つ
も
あ
る
。
以

前
、
家
に
車
が
突
っ
込

ん
だ
際
、
身
を
挺
し
て

家
を
守
っ
た
と
も
。
佐

賀
市
八
幡
小
路
。

交通安全、家内安全

　
学
問
の
神
様
菅
原
道
真
公
を
ま
つ
っ
た

牛
嶋
天
満
宮（
佐
賀
市
東
佐
賀
町
）に
あ
る

恵
比
須
さ
ん
。
５
体
並
ぶ
恵
比
須
さ
ん
を

総
称
し
て
満
天
恵
比
須
。
受
験
期
に
は
合

格
祈
願
に
訪
れ
る
人
の
姿
も
。

学
業
成
就
、
合
格
祈
願

一番
人気!!

双体恵比須

横目橋（じろり橋）

八坂成就恵比須＝八坂神社

とんさん恵比須＝松原神社

ハンサム恵比須

四宝珠恵比須

満天恵比須

子育て恵比須

仲良し恵比須

所
巡
り
で
こ
の
恵
比
須
さ
ん
に
宝
く
じ
の

当
選
を
祈
願
し
た
ら
、
そ
の
売
り
場
か
ら

１
等
と
前
後
賞
を
合
わ
せ
て
３
億
円
が
出

た
」
と
あ
る
。

　
佐
賀
藩
主
を
ま
つ
る
佐
嘉
神
社
・
松
原

神
社
（
佐
賀
市
松
原
）
の
境
内
に
あ
る
「
と

ん
さ
ん
（
殿
様
）
恵
比
須
」
を
訪
ね
る
と
、

「
宝
く
じ
　
高
額
大
当
た
り
し
ま
し
た
」

と
感
謝
す
る
絵
馬
が
掲
げ
ら
れ
て
い
た
。

　
こ
の
ほ
か
、
中
央
本
町
の
佐
賀
信
用
金

庫
や
、
み
ず
ほ
銀
行
、
コ
ム
ボ
ッ
ク
ス
佐

賀
駅
前
の
宝
く
じ
売
り
場
に
も
恵
比
須
さ

ん
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
。

ご 

利 

益 

も

さ
ま
ざ
ま

コロナ禍　今こそ恵比須さんで元気に特集



［ 記事：高井  誠　　デザイン：蒲原貴子 ］

　
佐
賀
市
内
の
88
体
を
巡
る
ス
タ
ン
プ
ラ

リ
ー
。
88
体
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
通
い
帳

（
冊
子
）
を
手
に
回
り
、
巡
礼
印
（
ス
タ

ン
プ
）
を
も
ら
う
。
達
成
す
る
と
認
定
証

「
満
願
証
」
と
、
記
念
品
の
張
り
子
恵
比

須
ま
た
は
恵
比
須
の
ク
リ
ス
タ
ル
が
も
ら

え
る
。
2
0
2
0
年
８
月
末
現
在
の
満
願

達
成
者
は
2
4
5
8
人
。

開運さが恵比須
八十八ヶ所巡り

満願達成者
2,400人超え

　
人
気
が
高
い
神
社
仏
閣
の
御
朱

印
集
め
の
〝
恵
比
須
版
〟
で
、
15

カ
所
を
巡
る
。
全
国
の
恵
比
須
神

社
の
総
本
社
、
西
宮
神
社
（
兵
庫

県
西
宮
市
）
の
御
朱
印
が
つ
い
た

御
朱
印
帳
が
、
開
運
さ
が
恵
比
須

ス
テ
ー
シ
ョ
ン
に
用
意
さ
れ
て
い

る
。
す
べ
て
巡
る
と
「
巡
礼
証
」

と
恵
比
須
像
の
版
画
が
も
ら
え

る
。

　恵比須八十八ヶ所巡りの入門編。恵比須さんのエピソー
ドを面白おかしく聞きながら 15 カ所を巡る。参加費 1
人 500 円（15 人以上は 1 人 300 円）。所用時間90分。
１名でも申し込み可。要予約。開運さが恵比須ステーショ
ン、電話 0952 - 40 - 7137。

ガイドによるツアー

エピソードを聞きながら

　2014 年に佐賀市呉服元町の長崎
街道沿いに活動の拠点としてオープ
ン。「佐賀の七福恵比須像」、佐賀市
内の恵比須の位置を示した地図、御
朱印帳、和紙で作った張り子の恵比
須などを展示、販売している。

開運さが
恵比須ステーション

　恵比須さんによるまちづくりを展開
している団体。2003 年設立で、会員
約 20 人。恵比須巡りツアーのガイド
や各種イベント、「出前講座」、調査な
どをしている。会員募集中。事務局
は佐賀市呉服元町 7-39　開運さが恵
比須ステーション内。電話 0952-40-
7137。http://saga-ebisu.com/

恵比須 ＤＥ

まちづくりネットワーク　

　
佐
賀
市
川
副
町
犬
井
道

の
海
童
神
社
に
大
漁
や

海
の
安
全
を
願
っ
て
建

立
。
海
を
イ
メ
ー
ジ
し
た

ブ
ル
ー
が
鮮
や
か
だ
。
向

か
い
側
に
は
農
業
の
神
様

と
も
い
わ
れ
る
大
黒
天
が

鎮
座
。
1
9
6
6
（
昭
和

41
）
年
建
立
。

商売繁盛、大漁祈願 　
嘉
瀬
川
ダ
ム
の
所
に
あ
る

農
産
物
直
売
所
「
し
ゃ
く
な

げ
の
里
」（
佐
賀
市
富
士
町

畑
瀬
）
の
入
り
口
に
あ
る
恵

比
須
さ
ん
。
太
閤
秀
吉
が
腰

健康長寿

　
佐
賀
市
与
賀
町
の
与

賀
神
社
境
内
の
「
佐
賀

恵
比
須
神
社
」
で
毎
年

１
月
９
、
10
日
、「
十

日
恵
比
須
大
祭
」
が
行

わ
れ
、
百
福
開
運
や
商

売
繁
盛
な
ど
を
願
う
参

拝
者
で
に
ぎ
わ
い
を
見

せ
る
。
1
9
0
4
（
明

治
37
）
年
、
佐
賀
市
の

有
志
が
兵
庫
県
西
宮
市

の
え
び
す
宮
総
本
社
・

西
宮
神
社
か
ら
ご
分
霊

を
い
た
だ
き
ま
つ
っ
た

の
が
始
ま
り
。

佐賀恵比須神社の十日恵比須大祭

　
佐
賀
市
八
戸
の
八
戸
町
公
民
館
の
敷
地

に
あ
る
。
1
7
5
0
年
建
立
で
、台
座
に
、

当
時
の
八
戸
村
の
人
た
ち
が
一
戸
残
ら
ず

金
を
出
し
て
、
地
域
の
繁
栄
を
願
っ
て
恵

比
須
さ
ん
を
つ
く
っ
た
旨
の
こ
と
が
彫
っ

て
あ
る
。
一
時
途
絶
え
た
「
え
び
す
さ
ん

祭
り
」
も
2
0
1
1
年
に
お
よ
そ
50
年

ぶ
り
に
地
域
の
人
た
ち
の
力
で
復
活
。
18

年
に
亡
く
な
っ
た
兄
良
治
さ
ん
と
と
も
に

復
活
を
提
案
し
た
井
手
治じ
す
け助
さ
ん
（
72
）

は
「
町
内
に
あ
る
18
体
の
恵
比
須
像
は
地

域
の
人
た
ち
に
よ
っ
て
大
切
に
守
ら
れ
て

い
ま
す
」
と
話
す
。

全戸がお金出し合い

八戸の恵比須

太閤恵比須

まんぷく恵比須

佐賀県で恵比須
さんを最初にま
つったとされる
佐賀市北川副町
光法の西宮社。
御朱印巡りの１
番札所

〝
恵
比
須
版
〟

　
　

御
朱
印
集
め

張り子
恵比須

を
下
ろ
し
て
休
憩
し
た
と
い

う
「
太
閤
石
」
の
言
い
伝
え

に
あ
や
か
り
、
石
の
上
で
の

ん
び
り
と
寝
そ
べ
っ
て
い

る
。
2
0
1
0
年
建
立
。

　
隣
に
は
地
下
か
ら
噴
出
し

て
い
る
天
然
水
の
水
く
み
場

が
あ
る
。
ま
ろ
や
か
な
味
で
、

佐
賀
市
の
男
性
は
「
私
は
焼

酎
の
水
割
り
だ
ね
。
毎
週
、

近
所
の
分
ま
で
く
み
に
来
て

い
る
よ
」。

コロナ禍　今こそ恵比須さんで元気に特集


