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い
い
づ
な

と

が
く
し
し
ゅ
げ
ん

善
光
寺
と
飯
縄

・
戸
隠
修
験

◆
山
岳
信
仰
と
修
験
道

わ
が
国
で
は
古
く
か
ら
、
険
し
く
高
い
出
や
ま
は
神
や
死
霊

の
住
む
、
普
通
の
人
び
と
に
は
近
づ
き
が
た
い
聖
地
と
し
て
意

識
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
こ
う
し
た
日
本
古
来
の
出
岳
信
仰
に
加

え
て
仏
教
が
波
来
す
る
と
、
と
く
に
密
教
の
影
響
を
受
け
て
出

中
が
修
行
の
場
所
と
さ
れ
、
宗
教
活
動
が
お
こ
な
わ
れ
る
よ
う

―
ゅヽ
け
ん
‘

「

に
な
り
ま
し
た
。
平
安
時
代
に
は
じ
ま
っ
た
修
験
道
は
中
せ
に

は
全
盛
期
を
迎
え
、
密
教
の
修
験
者
た
ち
は
験
力
を
得
よ
う
と

出
岳
修
行
に
励
ん
だ
の
で
す
。

◆
戸
隠
山
と
信
仰

戸
隠
出

（現
在
の
戸
隠
村
）
は
、
信
州
の
代
表
的
な
信
仰
の

出
で
あ
り
、
修
験
者
の
活
躍
し
た
場
所
で
す
。
平
安
末
期
の
歌

謡
集
で
あ
る

『梁
塵
秘
抄
』
に
も

「
四
方
の
霊
験
所
は
、
伊
豆

の
走
湯
、
信
濃
の
戸
隠
、
駿
河
の
富
士
の
出
…

（下
略
ご

と
歌

わ
れ
る
ほ
ど
、
当
時
す
で
に
有
名
な
霊
場
に
な
っ
て
い
た
こ
と

が
わ
か
り
ま
す
。
平
安
末
期
か
ら
鎌
倉
時
代
に
は
顕
光
寺
と
い

わ
れ
、
天
台
宗
延
暦
寺
の
末
寺
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

鎌
倉
時
代
の
な
か
ご
ろ
に
、
古
記
録
を
集
め
て
編
集
し
た

『阿
娑
縛
抄
』
に
は
、
善
光
寺
と
並
ん
で
戸
隠
寺
の
縁
起
が
収
め

戸隠連峰表山(戸隠村観光協会提供)
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戸隠奥社本地仏であった聖観音菩薩坐像 (長泉寺蔵)

ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
に
よ
る
と
、
九
世
紀
の
な
か
ご
ろ
学
問
行
者
が
飯
縄
出

で
七
日
間
祈
念
し
た
後
、
独
錯
（密
教
で
使
う
仏
具
の
ひ
と
つ
）

を
投
げ
て
場
所
を
も
い
、
戸
隠
の
岩
戸
を
発
見
し
た
と
い
い
ま

す
。
そ
し
て
、
行
者
が
こ
こ
で
法
幸
経
を
唱
え
て
い
る
と
え
つ

の
頭
を
も
つ
一
匹
の
竜
が
現
れ
、
「自
分
は
こ
の
出
の
前
の
別
当

（管
理
者
）
で
あ
っ
た
が
、
欲
張
っ
て
信
者
の
お
布
施
を
ご
ま

か
し
た
た
め
に
罰
が
当
た
り
、
こ
の
よ
う
な
姿
に
な
っ
た
。
し

か
し
、
こ
の
た
び
あ
な
た
の
お
経
に
よ
っ
て
救
わ
れ
た
の
で
こ

れ
か
ら
は
こ
の
出
を
守

っ
て
あ
げ
よ
う
。

」

と
い
い
、
岩
屋
に

籠

っ
た
の
で
、
行
者
は
そ
の
戸
を
封
じ
、
そ
こ
に
戸
隠
出
顕
光

寺
を
建
て
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

あ
　

ヽ
ヽ

ば
し
ょ
つ
　
　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

へ
ん

ヽ
んヽ

『阿
裟
縛
沙
』
の
ほ
か
、
室
町
時
代
に
編
纂
さ
れ
た

『戸
隠

出
顕
光
寺
流
記
』
な
ど
に
も
、
顕
光
寺
に
つ
い
て
の
く
わ
し
い

記
述
が
あ
り
ま
す
。
は
じ
め
、
大
岩
屋
前
の
本
院

（現
在
の
奥

社
）
に
開
か
れ
た
戸
隠
出
に
は
、
一
一
世
紀
後
半
に
福
岡
院

（現

在
の
宝
光
社
）
や
中
院

（現
在
の
中
社
）
が
相
次
い
で
建
て
ら

れ
た
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
門
前
に
は
多
く
の
院

坊

（参
詣
社
の
た
め
の
宿
合
）
が
あ
っ
た
こ
と
も
伝
え
ら
れ
て

き
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
記
述
を
裏
付
け
る
よ
う
に
、　
一
九
六
二

年
か
ら
七

一
年
に
お
こ
な
わ
れ
た
戸
隠
出
総
合
学
術
調
査
に
よ

７
′



・́一一甥
）彰

戸隠奥社参道付近図

(院坊の配列を示す)

戸隠 ―総合学術調査報告J(信毎書籍印刷 97)よ り転載

7`艦嵩大萌:

な′
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戸隠神社 と奥社参道杉並木 (戸隠村観光協会提供)

っ
て
、
現
在
の
奥
社
参
道
に
は
立
派
な
講
堂
跡
や

一
〇
あ
ま
り

の
院
坊
跡
が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。
戦
国
時
代
の
資
料
に
は
、
本

院

一
え
方
、
中
院
二
四
坊
、
宝
光
院
ニ
セ
方
の
Ｚ
が
記
さ
れ
て

い
て
、
中
せ
の
戸
隠
出
の
繁
栄
が
う
か
が
え
ま
す
。

◆
戸
隠
と
善
光
寺

鎌
倉
時
代
な
か
ご
ろ
ま
で
の
戸
隠
は
、
修
行
の
出
で
あ
り
ま

し
た
。
鎌
倉
時
代
の
後
半
に
な
る
と
善
光
寺
信
仰
の
隆
盛
と
と

も
に
天
台
宗
の
信
仲
者
だ
け
で
な
く
、
ほ
か
の
宗
派
の
人
び
と

も
戸
隠
に
参
る
よ
う
に
な
り
、
戸
隠
の
信
仰
も
大
衆
化
し
て
い

き
ま
し
た
。　
〓
二
世
紀
の
終
り
ご
ろ
、
仏
教
の
説
話
を
集
め
た

『沙
石
集
』
に
は
、
戸
隠
で
修
行
中
の
子
を
招
き
寄
せ
、
文
を

読
ま
せ
た
と
い
う
話
が
収
め
ら
れ
て
お
り
、
富
裕
な
家
の
子
供

た
ち
が
戸
隠
出
へ
登

っ
て
学
問
修
行
し
て
い
た
こ
と
を
伝
え

て
い
ま
す
。

◆
飯
縄
権
現

信
濃
の
飯
縄
出

（現
在
の
戸
隠
村
と
牟
礼
村
境
）
に
は
学
問

行
者
が
は
じ
め
て
登
り
、
神
が
み
の
カロ
護
を
受
け
た
と
い
わ
れ

て
い
ま
す
。
以
後
、
飯
縄
出
は
修
験
の
出
と
な
り
ま
し
た
。

代
代
十
日
大
夫
と
よ
ば
れ
た
修
験
に
よ
っ
て
奉
仕
さ
れ
た
飯

ち
ん
じ
ゅ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
ん

ぐ

縄
大
明
神
は
、
戸
隠
の
鎮
守
で
あ
り
、
日
本
第
二
の
天
狗
と
も

か
ら
す

て
ん
ぐ

い
わ
れ
、
し
ば
し
ば
白
狐
に
の
っ
た
烏
天
狗
の
姿
で
表
わ
さ
れ

●
Ｅ
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前立飯縄 明神像 (常 安寺蔵)

上杉謙信が関兵や儀式のとき着用したと伝えられる。

謙信は朱印にも飯縄明神を用いるなど熱心な信者で

あった。

ま
す
。
飯
縄
は
も
と
も
と
戸
隠
と
一
体
で
あ
っ
た
の
で
す
が
、

室
町
時
代
に
は

「飯
縄
の
法
」
が
武
士
の
信
仰
を
集
め
る
よ
う

に
な
り
、
飯
縄
信
仰
は
独
自
の
発
展
を
と
げ
る
よ
う
に
な
り
ま

か
ん

れ
い

し
た
。
室
町
幕
府
の
管
領
細
川
政
元
は
、
「魔
法
飯
縄
の
法

。

愛
宕

の
法
を
お
こ
な
っ
て
さ
な
が
ら
出
家
出
伏
の
よ
う
だ
っ

た
」
と
い
い
ま
す
し
、　
関
白
え
条
植
通
は
、
門
人
に
「私
は
飯

縄
の
法
を
お
こ
な
っ
て
夜
半
に
鳶
を
嗜
び
、
ま
た
辻
風
を
お
こ

さ
せ
た
」
翁
む
し
く
ら
Ｌ
と
話
し
て
い
ま
す
。
関
白
や
管
領
な

ど
、
上
層
の
人
び
と
が
飯
縄
の
法
を
お
こ
な
っ
た
と
い
う
こ
と

は
、
当
時
の
飯
縄
信
仰
の
隆
盛
を
物
語
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
飯

縄
明
神
は
、
戦
国
時
代
の
多
く
の
武
将
に
も
注
目
さ
れ
、
上
杉

謙
信
や
武
田
信
玄
も
熱
心
な
信
者
だ
っ
た
の
で
す
。　
浮
藤
羊
こ

０
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銭
や
焼
物
の
流
通

◆
太
田
荘
と
地
頭
島
津
氏

承
久
三
年

（
Ｔ
Ｔ
一
こ
、
鎌
倉
幕
府
は
惟
宗
恙
久
を
大
田
荘

の
地
頭
に
任
命
し
ま
し
た
。
惟
宗
民
は
薩
摩
国

（鹿
児
島
県
）

に
本
拠
を
も
つ
御
家
人
で
し
た
が
、
島
津
荘
の
地
頭
で
も
あ
っ

た
こ
と
か
ら
の
ち
に
島
津
姓
を
Ｚ
の
り
ま
し
た
。
大
田
荘
は
現

在
の
上
水
内
郡
豊
野
町
あ
た
り
で
、
も
と
は
摂
関
家
の
荘
園
で

し
た
。

薩
摩
国
と
は
遠
く
離
れ
た
人
田
荘
を
支
配
し
た
島
津
氏
で
し

た
が
、
年
貢
と
し
て
銭
や
特
産
物
を
薩
摩
国
伊
作
荘

（吹
上
町
）

の
国
元
ま
で
運
ば
せ
て
い
ま
し
た
。
嘉
元
二
年

（
一
二
〇
五
）
の

記
録
に
よ
る
と
、
太
田
荘
か
ら
は
銭
の
ほ
か
に
、
御
馬
楊

（シ

ナ
布
製
の
馬
の
腹
が
け
）
や
塩
引
鮭

・
鮭
子

・
差
縄

（未
馬
の

口
に
つ
け
て
牽
く
布

・
糸
の
撚
り
縄
）
が
送
ら
れ
ま
し
た
。
こ

れ
ら
の
輸
送
経
路
や
運
搬
方
法
は
よ
く
わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん

が
、
陸
路
の
ほ
か
に
船
も
使
わ
れ
ま
し
た
。

は
大
量
の
出
土
銭

中
せ
の
日
本
に
は
中
国
か
ら
大
量
に
銅
銭
が
輸
入
さ
れ
て
い

ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
銅
銭
は
輸
入
さ
れ
た
あ
と
、
ど
の
よ
う
に

流
通
し
て
い
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

銭や特産物を薩摩国まで送ったことがわかる古文書 (島津家文書 東京大学史料編纂所蔵 複知
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西条・岩船遺跡から出土 した大量の銭 (中野市教育委員会蔵)

地
中
か
ら
掘
り
出
さ
れ
る
大
量
の
出
土
銭
が
、
ひ
と
つ
の
手

が
か
り
を
示
し
て
く
れ
ま
す
。
全
国
的
に
は

一
か
所
で
二
〇
万

枚
も
の
銭
が
出
上
し
た
例
も
あ
り
ま
す
。
銭
の
多
く
は
が
ん
じ

ょ
う
な
箱
な
い
し
は
甕
や
壺
に
密
封
さ
れ
て
埋
め
ら
れ
て
い
ま

す
。
銭
は

一
〇
〇
枚
く
ら
い
の
単
位
で
紐
に
通
し
た

で

しヽ
銭
」

の
状
態
で
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
特
長
で
す
。

で
は
だ
れ
が
ど
う
し
て
大
量
の
銭
を
地
中
に
埋
め
た
の
で
し

ょ
う
か
。
じ
つ
は
ま
だ
よ
く
わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。
武
士
が
戦

乱
か
ら
銭
を
守
る
た
め
に
安
全
な
場
所
に
か
く
し
て
お
い
た
と

か
、
寺
院
や
商
人
が
貸
し
借
り
に
使
う
銭
を
盗
ま
れ
な
い
よ
う

に
貯
え
て
お
い
た
と
か
、
庶
民
が
神
仏
に
銭
を
さ
さ
げ
た
も
の

で
あ
る
と
い
っ
た
、　
い
く
つ
か
の
説
が
発
表
さ
れ
て
い
ま
す
。

長
野
県
は
、
全
国
的
に
大
量
出
上
の
件
数
の
多
い
と
こ
ろ
で

す
。
そ
の
な
か
か
ら
長
野
県
内
で
の
最
近
の
出
土
例
を
ひ
と
つ

紹
介
し
ま
し
ょ
う
。　
一
九
八
九
年
と
え
五
年
の
二
度
、
中
野
市

の
西
条

・
岩
船
遺
跡
で
大
量
の
銅
銭
が
出
上
し
ま
し
た
。
八
え

年
の
発
掘
で
出
上
し
た
銭
は
、
ひ
と
つ
の
木
箱
に
「
さ
し
銭
」
の

状
態
で
約
二
万
セ
○
○
○
枚
が
収
ま
っ
て
い
ま
し
た
。
た
二
年

す
　
ず

の
発
掘
で
出
上
し
た
銭
は
、
珠
洲
焼
（石
川
県
珠
洲
市
で
焼
か
れ

た
陶
器
）
の
ひ
と
つ
の
甕
に
、
や
は
り
四
万
杖
近
く
収
ま
っ
て

い
ま
し
た
。
出
土
し
た
銭
の
ほ
と
ん
ど
が
中
国
の
末
の
時
代

Ｅ
Ｕ

７
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海上交通 |`

古くからさかん

だったんだ

でも、そうとう

危険り曰にあ

ったでしょっね

▲

十三湊

▲禁簡嘗  導

螺
翫

尚
「]も

司じ

いざ〈のしょう
伊 作 荘

ロロロロロロロ□□□
男5'可 i奏

□口□日、 へ里

節 で

□

□
．暉
碑

●  焼物の窯

口□□ 薩摩への交通ルー ト

▲  港 (湊 )

（
一
一
世
紀
か
ら

一
二
世
紀
こ
ろ
）
に
つ
く
ら
れ
た
も
の
で
す
。

木
箱
と
甕
の
出
上
位
置
は
、
わ
ず
か
数
メ
ー
ト
ル
は
な
れ
て
い

る
だ
け
で
し
た
。

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
大
量
の
銭
が
北
信
濃
に
も
た
ら
さ
れ

て
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
し
、
物
の
流
通
も
活
発

で
あ
っ
た
こ
と
も
予
想
で
き
ま
す
。
い
つ
ご
ろ
、
だ
れ
が
ど
ん

な
目
的
で
地
中
に
銭
を
埋
め
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
や
が
て
明

ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

◇
焼
き
物
の
流
通

常
滑
焼

（愛
知
県
）
・
瀬
戸
焼

（愛
知
県
）
・
珠
洲
焼

（ろ
川

県
）
と
い
っ
た
遠
い
地
方
で
生
産
さ
れ
た
陶
器
が
信
濃
の
各
地

で
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
日
本
の
広
い
範
囲
で

物
の
売
買
や
輸
送
が
さ
か
ん
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
の
証

で
す
。
常
滑
焼
と
瀬
戸
焼
は
お
も
に
中

・
南
信
地
方
で
使
わ
れ

て
い
ま
し
た
し
、
珠
洲
焼
は
北
信
地
方
で
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

代
表
的
な
例
と
し
て
、
中
信
の
松
本
市
で
出
土
し
た
常
滑
焼
の

壺
と
北
信
の
飯
出
市
で
出
上
し
た
珠
洲
焼
の
壺
を
写
真
で
紹
介

し
て
あ
り
ま
す
。

信
濃
各
地
で
市
が
立
ち
、
陶
器
を
は
じ
め
さ
ま
ざ
ま
な
物
資

が
売
買
さ
れ
た
こ
と
し
ょ
う
。
人
や
物
の
移
動
は
、
歩
い
た
り

馬
に
未
っ
た
り
す
る
の
が
ふ
つ
う
で
し
た
が
、
菫
い
物
資
を
大

７
′



常滑 (愛知県)産の陶器

松本市北栗遺跡出土(長野県立歴史館蔵)

珠洲 (石川県)産の陶器

飯山市長者清水遺跡出土(飯 山市教育委員会蔵)

量
に
運
ぶ
手
段
と
し
て
船
が
使
わ
れ
ま
し
た
。
海
の
道
、
川
の

道
が
中
せ
の
こ
ろ
に
は
開
け
て
い
た
の
で
す
。

能
登
半
島
先
端
の
珠
洲
焼
が
信
濃
に
運
ば
れ
る
に
は
、
日
本

海
と
十
曲
川
な
ど
が
、
常
滑
焼
と
瀬
戸
焼
の
運
搬
に
は
天
竜
川

が
利
用
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
信
濃
国
は
日
本
海
側
と
太

平
洋
側
と
の
物
資
の
ま
じ
わ
る
と
こ
ろ
だ
っ
た
と
い
え
ま
す
。

（樋

口
和
雄
）

珠洲1焼 。常滑焼の出土地 (桐原健 r中世信濃における大甕のあり方」

より)と 鎌倉時代の定期市の分布
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さ
ら
わ
れ
た
善
光
寺
如
来

◆
戦
国
大
名
と
善
光
寺

甲
斐

（
出
梨
県
）
の
武
田
信
玄
と
越
後

（新
潟
県
）

の
上
杉
謙
信
と
が
戦

っ
た
川
中
島
の
合
戦
は
、
善
光

寺
の
本
尊
を
ど
ち
ら
が
手
に
入
れ
る
か
と
い
う
戦
い

で
も
あ
り
ま
し
た
。
善
光
寺
如
来
の
ご
利
益
に
あ
や

か
ろ
う
と
す
る
善
光
寺
信
仰
は
、
全
国
的
に
広
が
っ

て
い
ま
し
た
か
ら
、
戦
国
人
Ｚ
に
と
っ
て
は
、
善
光

寺
の
本
尊

（如
来
）
を
わ
が
物
に
す
る
こ
と
は
民
衆

の
電
を
と
ら
え
る
う
え
で
人
事
な
こ
と
だ
っ
た
の
で

す
。
武
田
信
玄
と
む
す
こ
の
勝
頼
が
、
信
濃
の
諏
訪

社
を
保
護
し
て
人
磁
を
ま
と
め
よ
う
と
し
た
こ
と
な

ど
も
そ
の
あ
ら
わ
れ
の
ひ
と
つ
で
す
。

弘
治
元
年

（
一
五
五
五
）
、
上
杉
謙
信
は
北
信
濃
か

ら
い
っ
た
ん
越
後

へ
兵
を
引
い
た
と
き
、
善
光
寺
の

如
来
を
は
じ
め
い
く
つ
も
の
仏
具
を
直
江
津

（上
越

市
）

へ
持
ち
帰

っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の

と
き
如
来
堂
を
建
て
て
安
置
し
た
の
が
越
後
の
新
善

光
寺
の
始
ま
り
だ

っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

い
っ

ぼ
う
武
田
信
玄
は
、
や
は
り
善
光
寺
の
如
来
像
や
梵

鐘

。
仏
具
な
ど
を
甲
斐
の
甲
府

へ
持
ち
帰
っ
て
甲
府

善
光
寺
を
建
て
ま
し
た
。
お
た
が
い
に
善
光
寺
信
仰

を
政
治
的
に
も
利
用
し
た
か

っ
た
の
で
し
ょ
う
。

◆
さ
ま
よ
う
善
光
寺
如
来

武
田
民
は
上
杉
民
を
越
後

へ
追

い
や

っ
て
信
濃

の

ほ
ぼ
全
域
を
支
配
し
ま
し
た
。

こ
れ
ま
で
信
濃
善
光

寺
の
利
当

（管
理
者
）
で
あ

っ
た
果

田
民
は
、
信
玄

の
命
令
で
甲
府
善
光
寺
の
支
配
を
任
さ
れ
ま
し
た
。

大
勢
の
僧
侶
た
ち
も
甲
府
に
移
り
ま
し
た
。

こ
う
し

て
信
濃
善
光
寺
の
機
能
は
す

っ
か
り
失
わ
れ
、
甲
府

善
光
寺
に
と
っ
て
か
わ
ら
れ
て
し
ま

い
ま
し
た
。

天
正

一
〇
年

（
一
五
八
二
）
、
織
田
信
長
が
信
濃

に

攻
め
込
ん
で
き
て
武
田
氏
を
減
ぼ
し
ま
し
た
。
信
濃

。

甲
斐
に
ま
で
勢
力
を
広
げ
た
織
田
民
は
、
甲
府
善
光

寺
の
如
来
を
岐
阜

に
移
し
て
岐
阜
善
光
寺
を
建
立
し

ま
し
た
。
こ
の
年
の
夏
、
織
田
信
長
は
家
臣
の
明
智

光
分
に
よ

っ
て
京
都
の
本
能
寺
で
討
た
れ
て
し
ま
い

ま
す
。

こ
の
た
め
、
ま
た
別
の
戦
国
大
老
が
善
光
寺

如
来
を
ね
ら
う
こ
と
に
な

っ
た
の
で
す
。

徳
川
家
康
は
織
田
氏
が
管
理
し
て
い
た
善
光
寺
如

来
を
、
い
っ
た
ん
自
分
の
本
拠
地
で
あ
る
遠
江
（静
岡

県
）

へ
移
し
ま
し
た
。
わ
ず
か
半
年
ば
か
り
そ
こ
に

と
ど
ま

っ
て
い
た
如
来
は
、
家
康
の
意
恙
に
よ

っ
て

甲
府
の
善
光
寺
に
も
ど
さ
れ
ま
し
た
。
如
来
が
家
康

の
枕
元
に
た

っ
て
、
甲
府

へ
帰
り
た
い
と
告
げ
た

こ

と
か
ら
実
現
し
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

◆
信
濃
に
お
ち

つ
く
善
光
寺
如
来

こ
の
こ
ろ
徳
川
家
康
よ
り
も
強
い
権
力
を
も

っ
て

い
た
の
が
、
自
ら
を
天
下
人
と
よ
ん
だ
豊
臣
分
吉
で

し
た
。
織
田
信
長
が
討
た
れ
た
あ
と
、
分
吉
は
信
長
の

有
力
家
臣
を
追

い
落
と
し
て
は
い
上
が
っ
て
き
た
の

で
し
た
。
か
つ
て
は
信
長

の
家
臣
で
あ

っ
た
家
康
も
、

す
で
に
分
吉
の
家
臣
に
な

っ
て
い
ま
し
た
。

慶
長

二
年

（
一
五
え
セ
）
の
こ
と
で
す
。
太
閤
と
い

う
最
高

の
位
に
つ
い
て
い
た
分
吉
は
、
自
分
が
建
て

さ
せ
た
京
都
の
方
広
寺

へ
、
大
仏
の
代
わ
り
に
甲
府

善
光
寺

の
如
来
を
理
え
入
れ
ま
し
た
。
徳
川
家
康
の

子
か
ら
、
時

の
最
高
権
力
者
で
あ
る
豊
臣
秀
吉
の
手

へ
と
如
来
は
移

っ
た
の
で
す
。
で
す
が
、
よ
く
な
い
こ

と
が
つ
づ
い
た
こ
と
か
ら
、
ま
も
な
く
分
吉
は
如
来

を
古
巣
の
信
濃

へ
返
す
こ
と
に
し
ま
し
た
。

信
濃

か
ら
は
な
れ
て
四
〇
年
も
の
長

い
あ

い
だ
各

地
を
流
転
し
た
善
光
寺
如
来
は
、
よ
う
や
く
信
濃
善

光
寺
に
も
ど
さ
れ
ま
し
た
。
分
吉
の
死
後
、
徳
川
家
康

が
幕
府
政
治
を
お
こ
な

い
ま
し
た
が
、
信
濃
善
光
寺

に
は

一
〇
〇
〇
石
の
領
知
を
与
え
て
保
護
し
つ
づ
け

ま
し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（樋
口
和
雄
）



協

力

者

の

み

な

さ

ん

貧

喜

順
、
緊

Ｅ

青
木
安
雄

飯
出
市
教
育
委
員
会

石
井
　
進

上
田
市
立
信
濃
国
分
寺
資
料
館

水
福
寺

（人
分
県
）

神
奈
川
県
立
金
沢
文
庫

河
出
書
一房
新
社

歓
喜
光
寺

（京
都
府
）

願
行
寺

（上
田
市
）

喜
多
院

（埼
玉
県
）

京
都
国
立
博
物
館

黒
坂
周
平

玄
応
社

金
台
寺

（佐
久
市
）

（財
）
美
術
院

真

田
宝
物
館

（長
野
市
）

土
雀
′
征

四
郎

清
浄
光
寺

（神
奈
川
県
）

常
安
寺

（新
潟
県
）

常
称
寺

（広
島
県
）

真
光
寺

（兵
庫
県
）

善
光
寺
大
勧
進

善
光
寺
大
本
願

善
光
寺
事
務
局

高
野
　
修

竹
中
大
工
道
具
館

辰
野
町
教
育
委
員
会

中
央
公
論
社

長
泉
寺

（戸
倉
町
）

帝
京
大
学
出
梨
文
化
財
研
究
所

普
門
院

（辰
野
町
）

平
几
社

藤
丼
恙
介

萬
福
寺

（島
根
県
）

和
歌
出
県
立
博
物
館

東
京
大
学
史
料
編
纂
所

戸
隠
村
観
光
協
会

中
野
市
教
育
委
員
会

長
野
市
議
編
さ
ん
室

長
野
市
役
所
観
光
課

長
野
市
立
博
物
館

長
野
市
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー

西
田
源

一

日
本
常
民
文
化
研
究
所

根
津
美
術
館

（東
京
都
）

フ
ジ
ア
ー
ト
出
版

藤
沢
市
教
育
委
員
会
博
物
館
建
設
準
備
担
当



あ
と
が
き

長
野
県
立
歴
史
館
で
は
、
毎
年

一
冊
ず

つ
、
テ
ー

マ
を
決
め
て
ブ

ッ
ク
レ
ッ
ト
を
発
行
し
て
い
ま
す
。

二
冊
め
の
こ
の
本
は
、
中
せ
の
信
濃

の
歴
史
に
つ

い
て
、
小
学
生
や
中
学
生
の
み
な
さ
ん
に
も
興
味
を

も

っ
て
読
ん
で
も
ら
え
る
よ
う
に
と
企
画

・
編
集
し

た
も

の
で
す
。

と
く
に
善
光
寺
の
歴
史
を
と
り
あ
げ

て
、

人
び
と
が
ど
の
よ
う
に
生
き
て
き
た
か
に
つ
い

て
く
わ
し
く
ふ
れ
て
み
ま
し
た
。

本
書
を
参
考
に
し
て
、
も

っ
と
深
く
歴
史
を
勉
強

し
て
み
た

い
と
い
う
み
な
さ
ん
は
、
ぜ
ひ
何
回
で
も

歴
史
館
に
来
て
く
だ
さ
い
。
歴
史
館
に
は
、
歴
史
の

図
書
が
そ
ろ

っ
て
い
ま
す
し
、
中
せ
善
光
寺

の
復
原

も
し
て
あ
り
ま
す
。
専
門
の
職
員
が
み
な
さ
ん
の
質

問
に
お
答
え
も
し
ま
す
。

本
書

の
た
め
に
、
貴
重
な
写
真
や
資
料
な
ど
を
こ

こ
ろ
よ
く
ご
提
供
く
だ
さ

っ
た
多
く
の
方
が
た
に
、

あ

つ
く
お
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

一
九
九
七
年
二
月

長
野
県
立
歴
史
館

編
集

・
執
筆

福 樋 侍 井 伊

島 口 田 原
藤

今
工 和 伊

朝
羊

樹 雄 史 男 子

利
用
案
内

（開
館
時
間
）

午
前
え
時
～
午
後
五
時

（た
だ
し
、
入
館
時
間
は
午
後
四
時
三
〇
分
ま
で
）

（休
館
日
）

月
曜
日

（祝
日

・
捩
替
休
日
に
当
た
る
と
き
は
人
曜
日
）

祝
日
の
翌
日

（
日
曜
日
に
あ
た
る
と
き
は
開
館
）

十
二
月
二
十
八
日
～

一
月
一一百

（常
設
展
観
覧
料
）

一
般
　
高
校

。
大
学
生
　
小

・
中
学
生

個
人
　
一二
〇
〇
円
／

一
五
〇
円
／
セ
○
円

団
体
　
・一〇
〇
円
／

一
〇
〇
円
／
五
〇
円

（団
体
二
〇
名
以
上
）

県
内
の
小
。
中

・
高
校
生
が
、
学
校
の
教
育
活
動
と
し
て
観

覧
す
る
と
き
、
お
よ
び
身
体
障
害
者
手
帳
等
の
交
付
を
受
け

て
い
る
方
は
、
減
免
に
な
り
ま
す
。

（交
通
案
内
）

信
越
本
線
屋
代
駅
か
ら
徒
歩
二
五
分

長
野
電
鉄
河
東
線
東
屋
代
駅
か
ら
徒
歩
二
〇
分

長
野
自
動
車
道
更
埴
Ｉ
Ｃ
か
ら
車
五
分

高
速
道
路
バ
ス
停

「
止
信
越
道
屋
代
」
よ
り
徒
歩
三
分

長
野
県
立
歴
史
館

信
濃

の
風
土

と
歴
史
③

中

世

の

信

濃

一
九
九
七

（平
成
え
）
年
二
月
二
十
日
発
行

編
集
。発
行
　
長
野
県
立
歴
史
館

〒
二
八
セ
　
長
野
県
更
埴
市
屋
代
清
水
二
六
〇
―
六

科
野
の
里
歴
史
公
園
内

静電
　
話
　
　
○
二
六
―
ニ
セ
四
―
二
〇
〇
〇

（代
）

Ｆ
Ａ
Ｘ
　
　
Ｏ
二
六
―
土

セ
四
―
土

九
九
六

印
　
　
刷
　
信
苺
書
籍
印
刷
株
式
会
社

ｎ
ｕ

が
　
上僣譲自朧
幅



森将軍塚古墳と長野県立歴史館


