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高
山
帯
で
発
生
し
た
人
身
事
故
か
ら
見
え
る
こ
と

林
　
秀
剛

2
0
0
9
年
9
月
1
9
日
､
大
型
連
休
初
日
の
観
光
客
で
賑
わ
う
､
乗
鞍
岳
畳
乎
バ
ス

タ
ー
､
､
＼
ナ
ル
で
､
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
に
よ
る
人
身
事
故
が
発
生
し
た
｡
重
軽
傷
者
9
名
｡

こ
の
重
大
な
事
故
を
通
し
て
､
野
生
動
物
へ
の
対
応
に
関
し
て
､
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が

見
え
て
-
る
｡

こ
の
ニ
ュ
ー
ス
を
最
初
に
聞
い
た
と
き
､
生
ゴ
ミ
な
ど
で
餌
付
け
さ
れ
た
ク
マ
?

と
思
っ
た
｡
現
場
が
岐
阜
県
と
の
こ
と
で
､
長
野
県
の
担
当
を
通
じ
､
岐
阜
県
に
原
因

の
徹
底
解
明
を
お
願
い
し
た
｡
駆
除
さ
れ
た
ク
マ
の
素
性
を
検
証
す
る
た
め
の
試
料
の

入
手
も
お
願
い
し
た
が
､
死
体
は
す
で
に
埋
め
ち
れ
て
し
ま
っ
た
と
の
こ
と
｡
急
遽
､

岐
阜
大
学
の
野
生
動
物
管
理
学
研
究
セ
ン
タ
ー
の
方
が
掘
り
出
す
こ
と
に
な
り
､
安
定

同
位
体
分
析
用
の
体
毛
を
採
取
し
て
も
ち
っ
た
｡

数
貝
俊
に
現
場
塗
証
｡
周
辺
に
は
ハ
イ
マ
ツ
や
コ
ケ
モ
モ
な
ど
が
実
っ
て
お
り
､
自
然

の
生
息
環
境
は
良
好
と
み
ち
れ
た
｡
馨
口
か
ら
の
聞
き
込
み
か
ら
､
ご
-
普
通
に
ク
マ

が
生
息
し
て
い
る
こ
と
も
分
か
っ
た
｡
ま
た
､
安
定
同
位
体
分
析
を
行
っ
た
結
果
､
生
ゴ

ミ
に
餌
付
い
た
傾
向
は
貝
毒
q
ノ
､
ご
-
目
妹
…
の
個
体
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
｡

そ
の
後
､
観
光
客
が
撮
影
し
た
写
真
か
ら
､
事
故
現
場
か
ち
4
0
0
m
ほ
ど
離
れ
た

場
所
が
第
一
現
場
で
あ
り
､
興
奮
し
た
ク
マ
が
山
か
ち
駆
け
下
り
て
き
た
と
の
証
言
も

得
ら
れ
た
｡
山
中
に
潜
ん
で
い
た
ク
マ
が
､
何
者
か
に
追
い
立
て
ら
れ
て
､
道
路
に
飛

び
出
し
た
こ
と
が
発
端
で
あ
ろ
う
｡

信
州
で
は
､
餌
が
不
足
す
る
厳
し
い
夏
を
越
す
た
め
に
､
山
を
下
っ
て
畑
や
果
樹
園

で
さ
ま
ざ
ま
な
被
害
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
ク
マ
が
い
る
一
方
､
新
鮮
な
植
物
の
芽
生
え

を
追
っ
て
山
を
登
り
､
高
山
帯
の
お
花
畑
を
利
用
し
て
い
る
ク
マ
も
お
り
､
山
岳
地
域

の
高
さ
を
巧
み
に
利
用
し
て
い
る
｡
後
者
の
ク
マ
が
､
乗
鞍
の
事
故
に
関
わ
っ
た
も
の

と
推
定
す
る
｡
写
真
は
､
お
花
畑
で
昼
日
中
､
リ
ラ
ッ
ク
ス
し
て
餌
を
食
べ
て
い
る
ク

マ
で
､
信
州
ツ
キ
ノ
ウ
グ
マ
研
究
会
が
行
っ
て
い
る
北
ア
ル
プ
ス
で
の
ク
マ
観
察
ツ
ァ
ー

の
参
加
者
Y
a
n
M
u
2
1
k
a
さ
ん
が
撮
影
し
た
も
の
で
す
｡

こ
の
事
故
か
ら
得
ら
れ
る
教
訓
｡
信
州
の
豊
か
な
自
然
の
中
に
は
ク
マ
も
生
息
し
て
い

る
こ
と
を
周
知
徹
底
す
る
(
情
報
の
開
示
)
､
野
生
動
物
と
の
付
き
合
い
方
に
つ
い
て
の

蟄
目
を
徹
底
し
､
と
-
に
餌
付
け
に
な
る
よ
っ
な
行
為
は
絶
対
に
し
な
い
(
普
嚢
､

ク
マ
に
会
っ
た
ち
慌
て
な
い
､
挑
発
し
な
い
　
(
緊
急
時
の
行
動
)
な
ど
な
ど
｡
自
然
と
の

但
呈
口
い
方
も
､
新
し
い
時
代
に
入
っ
た
こ
と
を
認
識
し
て
欲
し
い
も
の
で
す
｡

(
N
P
O
法
人
　
信
州
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
研
究
会
　
理
事
)



第56巻　第10号(D2011.10.25市立大町山岳博物館

工,.-:∴言寄｢＼､こ>-/二 .,.-- .〇一-三三二∴(′一一一一一こまごま三言 :∵:∴∴∴∴÷: へー_/､_二 ∴､ゝ∴∴ I+,; ∴∴ i-∴-∴∴∴∴∴∴:＼.-一言 _∴∴.∴∴∴寸二二∴.幸∴ 一一 ･.′義広ニ､:,({'+,i,-'y--良二=,,r=' ∴∴∴-∴-＼ ∴∴.∴∴〈 醐麗議醗/一浩発露 《〉'{-, ～ ∴､.岬∴∴∴∴∴∴ ----__,--薙,-,珍.-千 つ-,i.,,,i＼ i/義+=÷載遼仁科警察蕃塞擬態 〔;_＼_-.キミふ∵_= -二二一°-一二/二二二シー_英一ー ●∴ ● 

図1　山寺廃寺位置図(周辺古寺院､主要史跡の分布)

館物悼と山

研
究
ノ
-
ト

大
町
市
｢
山
吉
辰
専
｣
　
と

周
辺
史
跡
の
考
察
(
そ
の
鵜
)

荒
井
今
朝
一

こ
こ
で
は
､
限
ら
れ
た
紙
面
の
中
で
､
そ
の
概
要

に
つ
い
て
述
べ
て
み
た
い
｡

一
〉
盛
達
吉
に
つ
い
て

3盛
運
寺
(
図
1
の
④
)
は
､
中
信
地
方
で
は
最
古

の
木
造
建
築
物
で
あ
る
重
要
文
化
財
指
定
の
観
音
堂

に
ょ
い
-
ん
か
ん
の
ん
ざ
ぞ
う

(
写
真
2
･
本
尊
は
鎌
倉
時
代
の
如
意
輪
観
音
坐
像
)

を
法
定
測
量
竹
て
お
り
､
江
戸
時
代
ま
で
ほ
高
野

山
遍
照
光
院
末
の
真
毒
変
寸
院
で
あ
っ
た
｡

こ
の
寺
が
山
寺
か
ら
移
転
し
た
と
す
る
伝
承
は
､

民
間
に
流
布
し
詩
誌
雅
で
な
く
､
-
寛
延
四
年

4

(
一
七
五
一
)
に
荒
河
出
芳
が
記
し
た
｣
盛
蓮
寺
観

は
じ
め
に

大
町
市
で
は
本
年
度
､
山
喜
退
跡
の
発
掘
調
査
を
進

め
て
い
る
｡
一
段
甚
つ
華
(
や
ま
で
ら
)
｣
と
い
え

ば
､
山
壁
巾
に
あ
る
立
石
寺
が
有
名
で
あ
る
が
､
各
地

に
同
様
の
地
籍
が
分
布
し
て
お
り
､
長
野
県
内
で
は
､

大
町
市
社
閏
田
の
山
寺
の
ほ
か
茅
野
市
豊
平
の
｢
山

寺
｣
な
ど
が
知
ら
れ
て
い
る
｡
い
ず
れ
も
集
落
か
ら
少

し
離
れ
た
里
山
の
奥
深
い
場
所
に
､
か
つ
て
古
い
由
緒

を
備
え
た
寺
院
が
存
在
し
､
そ
の
後
に
退
転
又
は
移
転

し
て
い
る
場
合
に
多
い
｡
大
町
市
の
場
合
も
同
様
¥
'
S

濯
什
轄
鈴
活
性
の
曽
根
原
集
落
に
立
地
す
る
源
花

山
　
盛
運
寺
は
､
古
-
は
清
瀧
山
と
称
し
､
現
在
地

か
ら
北
東
に
2
血
ほ
ど
離
れ
た
｢
山
寺
｣
　
(
図
1
参
照
､

以
下
杢
又
中
特
に
断
ら
な
い
限
り
｢
山
寺
｣
と
は
大
町

市
社
の
｢
山
寺
廃
寺
跡
｣
を
い
う
｡
)
の
山
中
に
あ
り
､

中
世
の
あ
る
時
期
､
現
在
地
に
移
転
し
た
と
す
る
伝
承

が
残
さ
れ
て
き
た
｡

山
寺
に
つ
い
て
は
､
こ
う
し
た
盛
蓮
寺
と
の
関
係

の
ほ
か
､
出
土
品
や
そ
の
後
の
調
査
等
に
よ
っ
て
中

世
､
姪
刑
を
中
心
に
安
曇
地
方
を
支
配
し
て
き
た
仁

科
氏
所
縁
の
寺
院
が
存
在
し
た
の
で
は
な
い
か
と
の

2

仮
説
が
提
起
さ
れ
､
ほ
ぼ
愚
説
化
し
て
き
た
感
が
あ

る
が
､
そ
の
一
方
で
､
周
辺
の
寺
院
遺
構
や
仁
科
氏

関
係
の
史
跡
北
総
襲
大
町
市
か
ら
北
安
曇
郡
池

田
町
に
広
が
る
大
峰
山
(
写
真
-
)
と
の
関
係
な
ど
､

こ
れ
ま
で
あ
ま
り
検
討
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
面
か
ら

の
考
察
も
わ
ず
か
で
は
あ
る
が
明
ち
か
に
な
っ
て
き

た
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
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写真1　大峰山遠景(大町市常盤清水より)
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閻議議繋繋驚繋畿讃蒸器 

綴発議態態襲饗繋擬態響繁務＼ 

写真2　盛運寺観音堂

写真3　山寺廃寺出土品(県宝)
(左から四耳壷､土師質土器､古瀬戸瓶子が二点)

種類 ����(ｴ����)�(ｴ����9�(ｴ����I�(ｴ����Y�(ｴ����i�(ｴ��

前半 佩9Kﾂ�前半 佩9Kﾂ�前半 佩9Kﾂ�前半 佩9Kﾂ�前半 佩9Kﾂ�前半 

青磁 �� �� �� �� �� ��

青白桜 �� �� �� �� �� ��

白磁 �� �� �� �� �� ��

美濃 (灰粕陶器.山 茶碗を含む) �� �� �� �� �� ��

古瀬戸 �� �� �� �� �� ��

常滑 �� �� �� �� �� ��

珠洲 �� �� �� �� �� ��

かわらけ �� �� �� �� �� ��

内耳鍋 � 

図2　山寺廃寺跡出土遺物年代別分類(島田哲男氏作成)

音
堂
縁
起
｣
　
(
末
尾
別
掲
､
以
下
｢
縁
起
｣
と
い
う
｡
)

に
も
詳
し
-
記
述
さ
れ
て
お
り
､
そ
こ
に
記
載
さ
れ

て
い
る
内
容
自
体
は
､
に
わ
か
に
は
信
じ
難
い
部
分

も
多
い
が
､
出
土
品
や
周
辺
に
点
在
す
る
五
輪
塔
な

ど
の
遺
物
､
遺
構
か
ら
盛
運
寺
の
原
型
と
な
っ
た
寺

が
平
安
時
代
後
期
以
降
､
山
寺
廃
寺
跡
に
存
在
し
た

こ
と
に
つ
い
て
は
､
極
め
て
信
憑
性
が
高
い
と
み
ら

れ
て
い
る
｡
)h

義

と
り
わ
け
堅
塁
に
つ
い
て
は
､
鎌
倉
時
代
の
様

式
を
模
し
た
阿
弥
陀
堂
様
式
で
あ
り
な
が
ら
建
築
年

代
は
室
町
時
代
中
期
頃
と
み
ら
れ
､
｢
縁
起
｣
に
は

｢
盛
蓮
寺
は
鎌
倉
時
代
に
山
寺
か
ら
現
地
に
移
転
し

た
｣
と
の
記
述
が
あ
る
が
､
実
際
､
盛
運
寺
が
山
寺

か
ち
移
転
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
そ
の
時
期

は
､
室
町
時
代
中
期
頃
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡

二
　
山
寺
廃
寺
跡
発
掘
調
査
の
概
況

山
寺
廃
寺
跡
が
一
躍
脚
光
を
浴
び
た
の
は
､
昭

和
三
二
年
に
瑚
埴
字
道
路
整
備
を
進
め
て
い
た

し

"

し

こ

軽
は
純
然
㌍
活
躍
げ
調
子
二
晴
i
'
M
,
胴
囲
耳
壷
､

青
白
磁
水
注
､
土
師
質
土
器
､
写
経
石
な
ど
多

-
の
遺
物
が
発
見
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
｡
(
写
真
3
)

い
ず
れ
も
鎌
倉
時
代
前
期
の
製
作
と
み
ら
れ
､
こ
れ

ら
出
土
品
の
う
ち
瓶
子
な
ど
の
器
物
内
に
は
成
人
男

性
複
数
分
の
火
葬
宵
が
納
め
ら
れ
て
お
り
､
埋
葬
の

際
､
故
意
に
器
の
一
部
を
損
壊
さ
せ
た
痕
跡
が
認
め

6

ら
れ
て
い
る
｡
詳
細
に
つ
い
て
は
∃
大
町
市
史
』
第

三
巻
等
に
詳
し
い
の
で
こ
こ
で
は
省
略
す
る
が
､
出

上
品
は
大
町
市
の
文
化
財
指
定
を
経
て
長
野
県
宝
に

指
定
さ
れ
､
現
在
は
大
町
市
民
俗
資
料
館
(
社
公
民

館
併
設
)
に
展
示
さ
れ
て
い
る
｡

そ
の
後
､
周
辺
で
新
た
に
写
経
石
一
点
が
見
つ

か
っ
た
ほ
か
､
昭
和
四
九
年
に
一
部
地
点
の
測
量
が

行
わ
れ
た
程
度
で
､
ほ
と
ん
ど
具
体
的
な
調
査
等
は

行
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
が
､
大
町
市
文
化
財
セ
ン

タ
ー
で
は
､
平
成
一
四
年
か
ら
一
五
年
に
か
け
て
複

数
の
ポ
イ
ン
ト
で
発
掘
調
査
を
行
い
､
伝
別
当
寺
跡
､

鐘
楼
跡
､
堂
跡
な
ど
で
礎
石
や
石
積
跡
が
確
認
さ
れ
､

集
石
基
や
火
葬
跡
の
ほ
か
多
数
の
古
瀬
戸
や
青
磁
､

白
磁
､
珠
洲
焼
な
ど
の
土
器
片
が
検
出
さ
れ
た
｡
さ

ら
に
本
年
度
は
､
周
辺
の
緩
斜
面
を
中
心
に
発
掘
調

査
を
行
っ
た
結
果
､
こ
れ
は
で
に
多
-
の
集
石
基
が

7

確
認
さ
れ
､
土
器
片
の
ほ
か
石
製
板
状
卒
塔
婆
一
点

が
発
掘
さ
れ
て
い
る
｡

今
後
､
詳
細
な
調
査
報
告
が
待
た
れ
る
が
､
図
2

は
､
こ
れ
ま
で
に
確
認
さ
れ
た
｢
山
寺
廃
寺
跡
出
土

遺
物
の
年
代
別
分
類
｣
で
あ
る
｡
こ
れ
に
よ
れ
ば
､

山
寺
に
寺
院
が
存
在
し
た
の
は
､
一
二
世
紀
後
半
か

ら
一
五
世
紀
頃
ま
で
と
み
ら
れ
､
終
期
は
現
存
す
る

盛
運
寺
観
音
堂
の
建
築
年
代
で
あ
る
一
五
世
紀
半
ば

と
ほ
ぼ
符
合
し
て
お
り
､
盛
蓮
寺
が
こ
の
地
か
ら
現

在
地
に
移
転
し
た
と
す
る
伝
承
と
矛
盾
し
な
い
｡

一
方
で
伝
観
音
堂
跡
付
近
で
は
､
現
盛
運
寺
観
音

堂
と
同
規
模
の
三
間
×
三
間
の
掘
立
柱
遺
構
が
確
認

さ
れ
て
い
る
が
､
現
存
す
る
観
音
堂
の
構
造
等
を
詳

細
に
検
討
し
た
結
果
で
は
､
現
観
音
堂
崎
の
も
の
が

8

山
寺
か
ら
移
築
さ
れ
た
と
の
見
解
に
は
否
定
的
な
結

論
が
出
さ
れ
て
い
る
｡

三
　
山
寺
廃
寺
と
周
辺
古
壷
院
等
の
分
布
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①雷光等 (社常光寺) 唸ｹ�78,ﾈ�(ﾏX鮑/�ｪ���,i6�.ﾘ.��ｸﾋｸﾝﾘ,ﾘ鮖�X,ﾈ-ﾘ�ｲ�･近隣に山門跡､五輪平が､新引沢(滝の沢)には磨崖仏をもつ清音之滝があり､江戸時代までは 

境内に観音堂が所在o 

②じ宮詣寺 唳+���(�*(,�*�.蟹�ﾘ怦��ｴhｮ磯ｸ,ﾉ6��8/�.�,(�ｲ�･仁科氏の居館移転と共に大町市街の現弾誓寺(天台宗)へ移転､平安時代中期の聖観音立像を所蔵○ 

(社木舟) 唸ﾋｹ&�,�.�o(蹣D�x�/�gｹ��,h+x.��)Y�ｲ��)7做��*ｩ�i���ｸ�9_ｸ,��Xｴｹlﾘ,亥(�忠fｸ�鎚ﾘ(�著*�.��ｲ�
･寺域から安貞2年(1228)｢女大施主源氏､平康盛｣の銘がある鉄製鰐口が出土○ 

③リ寵業圭 (社丹生子) 唳�x戊鮑,ﾈ�(ｸ�ｺH�(ﾘiOi(h�(,i6�*h.��ｲ�･恩沢の奥､附近に丹生子関所､丹生子城跡あり○ 

･山寺かちの古道沿いに｢はかんどう｣地名が残る｡ 

④盛運等 (社曽根原) 唸ﾕﾘﾌｸ鳬�8-ﾈ,Xﾘ)nﾈ�)]X�ﾏX��ih�ｹ�ﾘ怦��,ﾈｴhｮ磯ｸ,i6�*h.��ｸ�(ﾘh,ﾘﾋ�H�(�ｲ�･鎌倉時代の如意輪観音を本尊とする室町期の観音堂が現存○ 

･山寺からの移転の伝承をもつ○(詳細は本文参照) 

(D堂平 �+�+�*�.x�(鮑,俐X�,ﾈ鮑��*ｨ昆5ﾘ+8.ｨ+ﾘ,h+x.�6��8*ｨ*�.��ｲ�
･下方に中世集落跡の上在家､中在家あり○ 

･大峰山の山頂に近く､沢筋の分水嶺上方に当る○ 

･平坦面2段あり､大峰全体を神体とした古堂跡か? 

(㊦神宮寺 唸ﾘ)nﾈ�)�ﾈ棠wｩijI�靈頡��ｹ�ﾘ怏��霍ｸ,ﾉ¥ｩ9h鮑�ｲ�

(社宮本) 唳(i�(,�,ﾙ�eh/�OX*h+ﾙ�X鮑,h-ﾘ.x.ｨ.��ｲ�

かくおんじ 唸ｽ��(,ﾙ�);H��I(i�(-ﾈ,X,ﾙ�靈頡�iH,ﾙ5i�H��*尼�
⑦覚音寺 唳[ﾘ��j(,ﾉ�x訷ｬ�凛y�ﾊHｩ����ｯｨ,ﾉoXﾙ�5i]ｺI�ﾙ[y5i�ﾈ/������

(八坂藤尾) 唳�x訷ｬ�凛y�ﾈ,ﾘ���39D�,��ﾘ怏�x徂,�.h,�,H､ｨｮ�ｹ�ｸ�ｲ�
･戸隠との関係が窺われる○(詳細は本文参照) 

(②薬師寺 啝(碑ｭ�8,h*(.ﾘ.ｨ+ﾙ�ﾘ怦��,ﾈｭ��X*ｨ鮑��嶌�ｲ�

(社松崎) 唸ｭ僞i>�,ﾉ�ﾘ怦��ｸ��*�.x-ﾘ,H碑,ﾉ_ｸｧ��

(⑨しようぶ平 �� ･平安期の｢瑞華双鳥八稜鏡｣が出土○経塚か? 

(八坂押の田) 唸鉑gｸ�9>�68,ﾈｸﾙYｨ鮑,h,ﾈｭhﾅx/�麌+y6��8*�.��ｲ�

⑩大平地蔵堂 唳>ﾉfｹ*弍ｨ,ﾉ&���^ﾈ臺�ﾈ/�����ｲ�

(八坂大平) 唸ｦ�倬ｸ-h,ﾈ��;�,ﾉ�9lｨ,�ｩ'X+x.��ｲ�

⑪毘沙門堂 唳[ﾘ��ﾎ8ｯｨ,ﾉO俚冢Y5izy�ﾂ位y_2�*�.���

(池田町北山) 唳Xﾘｽ�,�(鮖6:99侘8鮑��,亊hﾅx+X+ﾙ&駝ﾈ*ｩ�ﾘ*(�ｲ�

⑫成就院 唳gｹ��,ﾙ�豫�俚��ﾊHｽ��(,ﾙ�);H��H逸�33����

(池田町北山) 唳(i�*I:�&�,��靈頡�鮑��*ｩ�hﾝﾘ+X+ﾘ�)Eﾉ�ｸ*�.��ｲ�

表1　山寺周辺の古寺院及び関連史跡の由緒･由来等

山
寺
の
位
置
と
周
辺
の
古
寺
院
､
史
跡
等

の
関
係
を
示
し
た
の
か
､
図
1
で
あ
る
｡
多

-
は
仁
科
氏
に
関
係
し
た
古
寺
院
や
城
館
跡

9

で
あ
り
､
仁
科
神
明
宮
を
中
心
と
し
た
宮
本
､

曽
根
原
､
閏
田
の
三
集
落
は
仁
科
御
厨
が
創

建
さ
れ
た
当
初
の
領
域
で
は
な
い
か
と
考
え

ら
れ
て
い
る
｡

こ
の
中
で
､
注
目
さ
れ
る
の
は
山
寺
を
は

じ
め
と
す
る
古
寺
院
の
分
布
で
あ
り
､
そ
れ

ぞ
れ
の
由
緒
･
由
来
･
伝
承
を
ま
と
め
た
も

の
が
表
1
で
あ
る
｡
多
-
は
真
言
系
の
密
教

に
関
連
し
た
寺
院
と
み
ら
れ
､
い
ず
れ
も
大

峰
山
塊
か
ら
流
出
す
る
沢
筋
に
沿
っ
て
分
布

し
､
さ
な
か
ち
大
峰
山
を
取
り
巻
い
て
い
る

観
が
あ
る
｡

大
峰
山
は
第
四
紀
の
礫
層
と
火
山
噴
出
物

か
ら
構
成
さ
れ
る
糸
魚
川
静
岡
線
に
沿
っ
て

で
き
た
特
異
な
構
造
体
で
､
山
容
の
遠
望
が

面
川

奈
良
県
吉
野
の
大
峰
山
に
酷
似
し
て
い
る
こ

と
が
山
名
の
由
来
と
さ
れ
る
｡
適
度
な
保
水

力
を
も
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
山
麓
に
は
浸
食

に
よ
る
沢
筋
が
何
本
も
流
下
し
､
谷
の
開
口

部
で
は
古
代
か
ら
沢
水
に
よ
る
農
耕
が
営
ま

れ
て
き
た
｡
こ
れ
ら
の
寺
院
は
､
こ
う
し
た

段
丘
上
の
開
発
と
密
接
な
関
連
を
も
っ
て
お

り
､
そ
こ
に
仁
科
氏
が
こ
れ
ら
寺
院
の
創
建

を
発
願
し
た
契
機
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら

れ
る
｡な

お
山
寺
に
は
､
さ
ら
に
古
い
寺
院
の
移

転
伝
承
も
伝
え
ら
れ
て
お
り
､
そ
れ
に
よ
る

と
最
初
の
寺
は
､
廉
海
瀬
筋
を
遡
っ
た
大

峰
山
山
頂
付
近
の
｢
堂
平
｣
　
(
図
1
の
⑤
)

と
よ
ぼ
れ
る
地
点
に
あ
り
､
や
が
て
山
寺
の

位
置
に
移
転
し
た
と
す
る
も
の
で
､
堂
平
は

一
定
程
度
の
建
築
物
が
立
地
可
能
な
二
面
の
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写真4　覚音寺千手観音立
像胎内納入木札

( 『八坂村誌』より転載)

∴ …霧 �� �� 辨､x7��ﾒ��� 

:// �� 

諜 � ��∴∴ 5-,I言 :∵ 

写真5　藤尾覚音寺の仏像(『八坂村誌』より転載)
(左から持国夫立像･千手観音立像･多聞天立像)

館物博と山

電
照

･
∴

∵

′

　

〝

/

?

麗
醗

∴

て
い
た
｡

こ
の
寺
が
所
蔵
す

る
本
尊
の
千
手
観

音
立
像
と
脇
時
の

持
回
天
像
､
多
聞
天

像
は
い
ず
れ
も
国
の

重
要
文
化
財
に
指
定

さ
れ
て
お
り
､
千

平
坦
地
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
｡
こ
の
地
点
か
ら
南

斜
面
に
は
別
の
沢
筋
で
あ
る
押
沢
の
北
沢
が
流
下
し

て
お
り
､
沢
に
沿
詑
蛙
漣
蒲
係
し
た
古
い
集

落
跡
と
み
ら
れ
る
上
在
家
､
中
在
家
の
地
名
が
分
布

し
て
い
る
｡

四
　
仁
科
と
遍
照
光
院
の
関
係

次
に
盛
運
寺
の
本
寺
で
あ
っ
た
高
野
山
遍
照
光

晴
詑
わ
琵
髄
べ
て
み
た
い
｡
同
院
は
､
高
野
山

往
生
院
谷
に
あ
っ
て
別
格
本
山
と
し
て
金
剛
峯

寺
に
属
す
る
真
言
宗
の
寺
院
で
､
古
-
は
北
谷
に

二
二
)
　
に
は
仁

難
裟
鰻
諾
常
詰
籍
の
阿
弥
陀

三
尊
像
を
寄
進
し
て
い
る
｡
大
町
北
安
曇
地
方
(
以

下
｢
仁
科
｣
と
表
記
す
る
｡
)
と
の
関
係
は
こ
う
し

た
緑
も
あ
っ
て
古
-
か
ら
深
-
､
江
戸
時
代
に
は
盛

せ
ん
ぷ
-
じ

運
寺
の
ほ
か
泉
福
寺
(
安
曇
野
市
明
科
)
､
林
泉
寺

(
池
田
町
)
､
光
久
寺
(
安
曇
野
市
明
科
)
､
神
宮

守
(
小
谷
村
)
､
束
徳
寺
(
白
馬
村
)
な
ど
が
末
寺

と
な
っ
て
い
た
｡
天
正
五
年
(
一
｢
五
七
七
)
　
に
は

に
し
な
も
-
の
ぶ

仁
科
盛
信
も
宿
坊
と
し
て
池
田
の
林
泉
寺
屋
敷
な
ど

を
同
院
に
寄
進
し
呼
い
る
｡
ま
た
､
江
戸
時
代
に
は

定
期
的
に
仁
科
へ
使
僧
が
遣
わ
さ
れ
､
檀
家
回
り
が

行
わ
れ
て
い
た
｡

遍
照
光
院
の
創
設
に
つ
い
て
は
､
参
議
平
実
親

の
息
で
あ
り
､
高
野
聖
で
あ
っ
た
仏
種
坊
心
覚

(
一
二
七
-
八
二
)
の
住
坊
が
寺
院
化
し
た
も
の

で
､
高
野
山
に
釆
住
し
た
高
野
聖
た
ち
に
よ
り
開
か

れ
た
三
十
六
の
道
場
(
院
)
　
の
一
つ
と
さ
れ
て
い

る
｡
同
院
の
握
拭
結
滞
溜
畦
は
根
本
大
塔
を
造

営
し
た
良
印
や
町
石
笠
塔
婆
を
建
立
し
た
頼
慶
な

ど
が
お
り
､
と
り
わ
け
第
八
世
良
血
彊
ん
損
涯
軍

(
二
二
三
)
に
根
本
大
塔
造
営
の
勧
進
聖
人
に

任
ぜ
ら
れ
､
鎌
金
暑
府
の
支
援
を
得
な
か
ち
勧
進
の
た

め
に
諸
国
を
遍
歴
し
､
各
地
で
尊
崇
を
受
け
て
い
る
｡

仏
母
尼
が
本
堂
な
ど
を
寄
進
し
た
時
期
は
､
同
院
を

拠
点
と
し
た
高
野
聖
が
盛
ん
に
活
動
し
た
時
期
で
も

あ
り
､
中
に
は
仁
科
の
地
へ
来
訪

手
観
音
像
の
胎
内
に
納
入
さ
れ
て

い
た
木
札
(
写
真
4
以
下
｢
木
札
｣
と
い
う
｡
)
か
ら

は
､
治
承
一
舞
缶
詰
迅
ゆ
二
つ
洞
､
仁
科
盛
家

と
そ
の
室
｢
芳
猿
女
大
施
主
伴
氏
｣
､
そ
の
子
一

男
三
女
に
よ
っ
て
千
手
観
音
像
の
開
眼
供
養
が
営
ま

れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
｡
盛
家
は
､
寿
永
二
年

(
二
八
三
)
に
は
木
曽
義
仲
と
共
に
平
氏
を
追
っ

と

ば

し

し

の

う

ち

て
上
洛
し
､
｢
鳥
羽
四
至
内
｣
の
守
護
に
任
せ
ら
れ

て
京
中
の
警
備
に
あ
た
り
､
水
島
合
戦
で
は
平
氏
に

敗
れ
返
却
後
､
義
仲
と
院
の
対
立
に
巻
き
込
ま
れ
て

宙
位
を
解
か
れ
て
い
る
が
､
記
録
上
は
そ
の
後
の
行

方
が
明
ら
か
で
な
い
｡

す
る
者
が
あ
っ
た
と
し
て
も
不

思
議
は
な
い
｡
今
後
､
遍
照
光
院

や
高
野
聖
と
仁
科
の
関
係
に
つ
い

て
､
よ
り
詳
細
な
検
討
が
必
要
と

考
え
ら
れ
る
｡

五
墓
尋
と
山
寺
に
つ
い
て
㊦

次
に
､
大
町
市
八
坂
藤
尾
の
覚

童
寸
(
図
1
の
⑦
)
に
つ
い
て
述

べ
て
み
た
い
｡
こ
の
寺
は
､
大
峰

山
の
北
端
を
挟
ん
で
山
寺
と
ほ
ぼ

対
称
の
位
置
(
図
1
参
照
)
に
あ

り
､
｢
大
峰
古
道
｣
と
も
い
う
べ

き
山
越
え
の
道
で
山
寺
と
結
ば
れ

し
か
し
､
既
に
述
べ
た
よ
う
に
承
元
五
年
､
高
野

山
遍
照
光
院
に
本
堂
と
阿
弥
陀
三
尊
像
を
寄
進
し
た

の
は
仁
科
盛
家
の
室
仏
母
尼
で
あ
り
､
恐
ち
-
は
木

札
に
記
載
さ
れ
て
い
る
｢
芳
縁
女
大
施
主
伴
氏
｣
と

同
一
人
で
は
な
い
か
と
み
ら
れ
る
｡

木
札
に
記
載
さ
れ
て
い
る
内
容
に
つ
い
て
触
れ

t
.
お
Y
,
㌍
ゆ
清
ず
彊
黒
の
刺
殺
匪
㍍
て
は

た
霞
切
搾
誼
締
透
は
推
理
人
快
尊
之
寺
､

但
何
歳
月
日
憶
不
知
｣
と
記
載
さ
れ
て

お
り
､
こ
の
寺
を
最
初
に
建
立
し
た
の
は
勧
進
聖

人
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
た
快
尊
と
い
う
僧
侶
で
あ
る

が
､
治
承
三
年
当
時
､
そ
れ
が
い
つ
か
不
明
確
に

な
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
｡
な
お
､
文
禄
四
年

(
一
五
九
五
)
の
観
音
堂
を
修
復
し
た
際
の
｢
標
札

銘
写
｣
に
よ
れ
ば
､
本
寺
の
創
建
に
つ
い
て
｢
当
山

は
承
り
聞
-
に
戸
隠
山
と
し
て
最
初
建
立
せ
り
｣
と

し
､
一
愚
と
の
関
係
を
暗
示
し
て
い
る
｡
こ
ん
こ
う
ぶ
っ
し

ま
空
挺
驚
漉
架
幸
裟
燕
を
港
脚
払
子

(
師
二
本
慶
､
己
濯
頂
聖
人
勧
進
之
｣
と

の
記
載
か
ら
本
千
手
観
音
像
の
建
立
は
､
こ
の
と
き

既
に
密
教
(
お
そ
ら
-
は
真
言
系
の
束
密
)
の
秘
法

伝
授
で
あ
る
｢
濯
頂
｣
を
受
け
て
い
た
金
剛
仏
師
宗

謂
誤
読
紫
器
,
 
Q
H
l
i
緯

願
に
よ
る
『
法
華
経
』
第
八
巻
の
奥
書
中
に
実
慶
､

快
慶
等
と
共
に
そ
の
名
が
記
載
さ
れ
て
い
る
慶
派
仏

師
の
一
人
で
は
な
い
か
と
み
ら
れ
る
｡
　
こ
う
し

こ
の
ほ
か
木
札
に
は
､
大
仏
師
と
し
て
｢
講
師

｣
の
称
号
を
も
つ
武
蔵
講
師
慶
国
益
勝
完
仏
師

と
し
て
重
源
､
香
飯
両
名
が
､
ま
た
念
諦
僧
と
し
て

だ
魔
性
じ
め
九
名
の
僧
侶
の
名
が
み
え
､
執
筆
僧
は

湛
海
と
記
さ
れ
て
い
る
｡

(
次
回
そ
の
二
で
は
､
山
寺
と
周
辺
寺
院
の
関
連
に

つ
い
て
考
察
す
る
予
定
)

(
大
町
墾
某
女
員
会
教
育
長
)
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別
掲
『
盛
達
吉
観
音
堂
縁
起
』
(
抄
)

(
上
略
)
愛
に
鵡
湖
州
仁
科
曽
根
原
の
郷
源
花
山

盛
運
精
舎
は
､
高
野
之
奥
の
法
水
遍
照
光
院
の
流
に

し
て
､
秘
密
璃
朗
の
道
場
た
り
､
然
る
に
境
内
に
一

宇
の
観
音
堂
在
り
､
本
尊
は
即
如
意
輪
の
尊
像
に
て
､

御
長
け
二
尺
九
寸
､
行
基
菩
薩
一
刀
三
礼
の
霊
作
也

け
り
､
(
中
略
)

ね
一
､
村
老
伝
へ
て
云
､
古
へ
の
掌
は
即
提
結
ノ

子
約
万
十
丁
ば
か
り
束
の
山
人
に
在
り
け
り
､
遙
な

る
哉
､
平
城
天
皇
の
御
宇
大
師
里
蕃
攫
読
田
村

将
軍
利
仁
公
有
明
山
の
賊
徒
薮
石
鬼
退
治
の
節
草
創

し
給
ふ
所
也
､
即
寺
領
七
十
貫
文
の
所
寄
附
の
地
に

ナ
つ
て
な

し
て
､
一
所
懸
命
の
台
也
と
､
聞
な
ら
-
七
堂
伽
藍

の
金
閣
は
花
月
に
光
を
映
し
､
三
密
加
持
の
玉
壇
は

螢
雪
に
影
を
競
ふ
て
仏
法
繁
茂
の
地
也
と
云
へ
と

も
､
乱
世
に
係
っ
て
殿
閥
も
い
つ
と
な
-
破
壊
し
､

法
式
も
自
粛
れ
け
る
に
､
中
興
の
時
至
れ
る
蓑

天
福
元
美
巳
喜
捨
繋
百
克
仁
科
の
領
主
山
田
次
郎
平
森
任

故
有
っ
て
木
曽
義
仲
公
菩
提
の
た
め
に
蘭
若
を
此
地

へ
遷
し
て
昔
の
百
分
が
一
に
な
ん
建
し
給
ふ
､
即
今

立
の
堂
親
藩
是
な
り
､
鶉
瀧
寮
此

一
､
古
堂
の
在
り
し
所
を
世
人
貴
ん
で
山
寺
と
呼

来
れ
り
､
即
其
処
よ
り
見
下
せ
ば
､
二
丁
許
り
南
の

方
護
棲
門
の
立
た
る
跡
在
り
け
り
完
璧
盟
搭

･
フ
て
な

呼
で
築
山
と
云
へ
り
､
又
上
の
方
に
児
の
舞
有
し
台

と
云
跡
在
り
け
り
､
其
外
石
仏
の
蟹
賭
燐
の
類
ひ

又
は
住
持
職
の
墓
所
と
云
へ
る
吉
塚
十
許
彊
鑑
識
繋

親
鶏
今
に
存
し
て
在
る
が
中
に
､
奇
な
る
哉
や
､
五

輪
の
石
と
云
伝
へ
て
一
つ
な
ん
在
り
け
る
が
､
鑓
々

樵
夫
の
輩
力
試
し
に
抱
持
て
里
迄
下
さ
ん
事
を
欲
す

れ
と
も
､
山
霊
の
悼
み
給
ふ
に
や
､
神
木
是
有
る
所

よ
り
ほ
重
さ
倍
々
し
て
持
出
る
事
か
た
し
と
云
へ

大
町
市
社
松
井
文
書

り
､
即
共
石
の
在
る
所
五
輪
窪
と
唱
へ
け
ら
し
､

一
､
松
井
氏
の
云
､
利
仁
公
寄
附
有
し
七
十
貫
文

の
所
も
税
地
の
畑
と
成
り
侍
り
て
閏
田
村
の
束
縛

字
を
山
寺
と
云
､
或
は
大
門
な
と
と
名
乗
り
て
竿
請

の
筆
数
々
有
り
､
よ
っ
て
其
所
を
盛
運
寺
泊
と
呼
び

侍
る
也
､
較
又
丹
生
子
の
郷
の
辺
り
に
尾
中
山
竜
泉

特
捜
毒
し
隠
居
寺
の
跡
在
り
て
､
此
所
へ
の
通
路

八
澗
道
迄
出
る
所
凡
六
七
丁
も
有
ぬ
べ
し
､
北
大
門

と
皆
人
呼
び
け
る
所
は
即
是
也
､
此
寺
に
も
十
貴
文

の
香
免
有
し
と
云
へ
と
も
､
今
な
ん
尾
中
と
云
名
の

み
し
て
山
は
貢
も
な
か
り
け
り
､
言
語
か
懐
旧
の
情

を
催
ざ
ら
ん
や
､

そ
･
も
そ
､
も

一
､
当
山
主
明
岸
法
印
の
云
､
抑
当
寺
の
繁
昌
､

去
慶
長
の
頃
ま
で
は
寺
領
も
全
-
､
檀
家
も
多
か
り

し
故
に
､
山
内
裕
福
に
し
て
高
徳
嵯
峨
た
り
､
故
に

護
摩
の
香
煙
鬱
々
と
繋
-
時
は
､
補
陀
山
頭
の
瑞
雲

愛
に
立
か
と
疑
ひ
､
梵
器
の
清
韻
陰
々
と
響
-
時
は
､

無
垢
世
界
の
音
楽
も
遠
か
ら
ず
と
感
じ
あ
へ
り
､
然

り
と
云
へ
と
も
興
廃
は
仏
陀
も
免
か
れ
さ
せ
給
は
ぬ

に
や
､
識
帽
信
長
公
天
下
に
邪
威
を
震
っ
て
神
社
仏

閣
を
破
脚
せ
し
日
､
当
山
の
領
地
を
も
過
半
奪
ひ
取

り
公
柚
と
な
せ
し
よ
り
､
寺
格
年
々
に
裏
へ
け
ら
し
､

看
よ
看
よ
､
境
内
の
地
勢
漸
-
東
西
二
丁
の
余
､
南

北
へ
四
十
間
ば
か
り
､
又
仏
供
の
料
は
僅
か
七
石
三

斗
五
升
目
の
余
､
慶
安
の
惣
竿
に
除
き
地
と
戌
た
る

の
み
也
､

(
中
略
)寛

延
四
㌔
夏

穂
高
隠
士
荒
河
氏

七
十
一
翁
出
芳
圃

卯
の
花
の
盛
り
に
な
ん
し
る
し
お
ほ
ん
ぬ

(
下
略
)

㊤
平
凡
社
『
長
野
県
の
地
名
』
三
五
六

ペ
ー
ジ
｡
現
在
は
白
山
神
社
と
な
っ

て
い
る
が
､
元
来
は
｢
一
寺
六
坊
｣

の
寺
跡
と
伝
わ
る
｡

㈲
『
大
町
市
指
定
文
化
財
調
査
報
告

書
』
､
『
大
町
市
史
』
　
第
三
巻

(
一
九
八
五
年
)

㊥
　
同
右

㊥
大
町
市
社
松
井
家
文
書
､
た
だ
し
別

掲
は
社
誌
編
集
委
員
会
編
『
や
し

ろ
』
　
(
一
九
七
五
年
)
よ
り
抄
録

㈲
『
盛
運
寺
竪
日
堂
解
体
修
理
壁
書
』

(
一
九
六
五
年
)

㈲
『
大
町
市
史
』
第
三
巻
で
は
､
古
瀬

戸
に
つ
い
て
､
草
創
期
か
ら
あ
ま
り

時
を
経
て
い
な
い
頃
の
製
作
で
､
産

地
を
現
瀬
戸
市
菱
野
団
地
附
近
と
推

定
し
て
い
る
｡
水
注
は
中
国
江
西
省

景
徳
鎮
龍
泉
窯
の
産
｡

S
石
製
板
状
巫
塔
婆
は
､
平
成
二
三
年
の

発
掘
調
査
で
初
め
て
検
出
さ
れ
た
｡

㈲
『
盛
蓮
寺
竪
日
堂
修
理
工
事
報
告
書

(
一
九
六
五
年
)
　
角
柱
の
面
取
り

な
ど
に
古
風
な
様
式
を
残
し
て
い
る

た
め
山
寺
か
ら
の
移
築
も
考
え
ら
れ

て
い
た
が
､
解
体
修
理
の
際
に
室
町

時
代
中
期
を
遡
ら
な
い
建
築
で
あ
る

こ
と
が
確
認
さ
れ
た
｡

㊥
一
志
茂
樹
著
『
仁
科
氏
文
化
の
研
審

(
一
九
三
七
年
)

㈹
奈
良
県
の
大
峰
山
は
広
義
に
は
大
峰

山
脈
を
､
狭
義
に
は
山
上
ケ
岳
を

い
う
が
､
本
来
は
小
篠
か
ら
熊
野
ま
で
大
峰
と
い

い
､
小
篠
か
ち
山
上
ケ
岳
を
経
て
吉
野
川
ま
で
は

金
峰
山
(
き
ん
ぶ
せ
ん
)
と
さ
れ
る
｡

e
『
信
濃
』
第
一
巻
第
八
号
所
収
､
一
志
茂
樹
著
｢
山

寺
の
復
元
｣

e
D
『
高
野
春
秋
編
年
輯
録
』
巻
七
､
『
紀
伊
続
風
土

記
⑬
｢
天
正
五
年
仁
科
盛
信
寄
進
状
｣
(
松
本
市
　
伊
藤

文
書
)

0
0
拙
稿
｢
遍
照
光
院
と
仁
科
氏
に
つ
い
て
｣
　
『
仁
科

路
』
第
一
一
八
号

㊥
村
上
弘
子
著
『
高
野
信
仰
の
成
立
と
展
開
』

(
二
〇
〇
九
年
雄
山
間
)

㊥
帽
具
義
ほ
か
著
『
藤
尾
覚
童
寸
』
　
(
一
九
九
〇
年

藤
尾
覚
音
寺
護
持
会
発
行
)

㈹
『
吉
喜
寿
永
二
年
七
月
三
〇
日
条
､
『
参
考
源

平
盛
衰
記
』
巻
三
十
三

㈹
『
吉
記
』
寿
永
二
年
二
一
月
三
日
条

㊥
｢
文
禄
四
年
覚
童
寸
観
音
堂
修
造
標
札
銘
写
｣
(
質

音
寺
蔵
)
に
よ
る
｡

㈲
国
史
大
辞
典
』
第
八
巻
に
よ
る
｡
確
認
不
足
の

た
め
｢
み
ら
れ
る
｣
と
し
た
｡
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