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石巻市文化財だよ り (2) 

①
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長
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寺
並
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に
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悲
閣
長
谷
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谷
寺
の
縁
起
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い
て
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風
土
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諸
寺
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出
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萱
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台
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候
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／
候
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台
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あ
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。
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萱
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貞
享
三
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寅
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洞
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狐
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輪
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燈
沙
門
打
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軒
主
無
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子
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法
和
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ル
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野
萱
原
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萬

葉

集

三
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遠
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影
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し
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み

ゆ

と

い

ふ

も

の

を

為
而
所
見
言
物
乎

続
古
今
十

一

権
大
納
言
顕
朝

ま
た
見
ね
は
お
も
か
け
も
な
し

な
に
し
か
も
真

野
の
か
や
は
ら

露
置
か
る
ら
ん

ズ
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ン
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＞
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死
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篇
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集

六

衣

笠

内

大

臣

（能
3
)

霧
婦
か
き
真
野
の
萱
原
面
影
の

は
の
ミ
し
よ
里
は
身
を
は
離
れ
ぬ

悛
頼
朝
臣

0
‘

B

長
谷
寺
過
去
帳
の
書
き
込
み

長
谷
寺
の
過
去
帳
は
安
永
八
年
以
前
の

も
の
は
な
く
、
そ
れ
以
後
の
も
の
は
比
較

的
よ
い
状
態
で
保
存
さ
れ
て
い
る
。
特
に

過
去
帳
（
壼）
‘
過
去
帳
（
弐
）
に
は
行
間
に

当
時
の
世
情
か
書
き
込
ま
れ
て
お
り
‘
江

戸
時
代
の
真
野
村
の
状
況
を
知
ら
し
て
く

れ
る
。

弘
化
三
丙
午
年

弘
化
三
丙
午
年
‘
仙
台
御
城
下
□
古

町
而
大
地
十
町
‘
四
面
□
口
成
候
。

弘
化
四
丁
未
正
月
三
日
、
天
道
弐
林

立
、
同
月
十
六
日
四
ッ
時
‘
天
道
三

鉢
影
成
リ
候
。

寛
政
五
丑
年

正
月
七
日
四
ッ
時
か
十
日
迄
大
地
震
‘

人
家
数
相
知
不
申
候
。

寛
政
七
列
年

二
月
四
日
、
松
音
寺
大
底
和
尚
‘
赤

子
養
育
之
為
、
教
化
御
回
村
被
成
一

件
、
当
寺
二
て
止
宿
゜

寛
政
九
己
巳
年

此
八
月
十
二
日
夜
‘
大
南
風
大
時
化
‘

洪
水
、
仁
王
門
屋
根
と
ら
れ
‘
寺
内

屋
根
破
損
‘
庫
裡
箱
む
ね
を
と
し
‘

九
月
五
日
夜
‘
南
‘
大
時
化
、
大
水
‘

稲
近
村
流
さ
れ
‘
は
せ
等
吹
か
ハ
さ

れ
、
同
十
六
日
、
大
雷
雨
。
夫
;
日

中
雨
。

享
和
元
酉
八
月
廿
四
日
、
先
住
英
秀

和
尚
‘
水
沼
龍
泉
院
移
転
二
付
、
後

席
高
木
吉
祥
寺
恵
観
和
尚
‘
後
住
ニ

相
成
。

六
月
、
大
雨
二
て
小
屋
崎
迄
大
水
‘

夫
故
‘
八
月
廿
日
祭
橙
二
酒
無
之
、

米
壱
切
付
弐
斗
四
舛
‘
其
後
弐
斗
九

舛
位
、
銭
ハ
四
/
四
百
位
。

享
和
三
亥
年

此
月

（
八
月
）
田
植
仕
舞
不
申
内
ニ

洪
水
‘
致
三
日
之
夜
大
雨
‘
小
屋
崎

迄
水
参
り
、
七
日
斗
引
不
申
候
。
米

ハ
石
巻
四
斗
致
。

辰
ノ
九
月
九
日
‘
恵
観
和
尚
十
五

之
内
‘
立
ノ
龍
沢
寺
へ
移
転
二

付‘

後
住
長
面
浜
龍
谷
院
瑞
苗
長
老
‘
後

席
文
化
四
年
な
松
前

一
件
二
て
、
日

本
諸
大
名
松
前
へ
御
出
‘
御
手
前
供

ガ
ヒ
ノ
栄
馬
□
□
七
百
人
ノ
伴
二
て

御
出
、
難
な
く
帰
郷
。
七
月
廿
九
か

八
月
十
八
日
迄
‘
昼
夜
三
十
二
三
日

雨
ふ
り
‘
此
年
ハ

土
用
水
も
余
り
‘

三
度
洪
水
い
た
し
候
得
共
、
作
方
相

應
致
。

夏
中
天
気
二
て
‘
七
月
十
六
七
日
大

雨
‘
洪
水
‘
十
八
日
少
晴
‘
十
九
日

大
雨
‘
小
嵩
外
土
て
‘
井
内
土
て
切

れ
、
廿
二
日
迄
水
引
不
申
‘
廿
三
四

天
気
‘
廿
五
日
雨
尚
更
‘
八
月
十
七

日
九
ッ
迄
氷
降
り
雷
雨
‘
八
ッ
時
九

月
廿

一
日
晩
か
大
雨
‘
廿
三
日
朝
迄

也
。

廿
九
日
か
大
雨
二
て
村
方
水
損
二
罷

成
‘
館
山
西
地
遠
□
口
□
竹
伐
方
御

本
山
圧
頼
書
相
達
候
事。

文
化
十
酉
年

先
住
瑞
苗
和
尚
‘
湊
多
福
院
江
出
頭
‘

後
住
高
木
村
吉
祥
寺
鞭
牛
和
尚
。

文
政
三
辰
年

此
年
再
会
奥
行
‘
四
月
三
日
入
寺
‘

首
尾
長
林
寺
興
道
。

胄
、
文
政
五
壬
午
ノ
八
月
十
八
日
‘

当
寺
十
三
世
鞭
牛
和
尚
‘
寄
磯
浜
宗

徳
寺
几
移
転
‘
後
席
淫
秀
院
俊
梁
和

尚
‘
同
月
廿
日
観
音
祭
日
入
院
。
次

ニ
同
月
廿
二
日
之
朝
か
東
風
二
而
雨

降
‘
段
々
晩
方
二
成
大
嵐
、
大
洪
水

二而

真
の
‘
水
沼
‘
土
出
教
ヶ
所
破

損
‘
御
田
地
湖
海
之
様
二
成
、
近
年

覚
無
之
大
水
也
‘

次
二
同
年
十
二
月
五
日
之
朝
か
六
日

七
日
迄
‘
大
雪
大
雷
二
而
雪
積
事
五

尺
余
‘
山
々
谷
々
之
古
木
、

一
枝

ニ

葉
ハ
吹
打
し
、
若
木
ハ
倒
伏
シ
‘
於

御
当
国
二

而
ハ

誰
も
覚
無
之
大
雪
也
。

雪

ハ
豊
年
之
瑞
卜
賊
也
。
翌
年
ハ
天

気
和
合
二

而
、
五
穀
成
就
‘
海
魚
満
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胄
‘
文
政
七
I

中
年
四
月
吉
日
‘
客

殿
屋
根
替
普
請‘
今
二
庫
裡
畳
表
替
六

十
六
丁
半
‘
内
三
十

一
枚
‘
新
表
弐

ロ
‘
想
入
料
金
七
十
八
切
五
分
‘
飯

米
縄
外
也
。

同
年
四
月
十
三
日
か
十
四
日
迄
西
風

二
血
大
雨
降
‘
川
土
出
数
ヶ
所
破
損
‘

船
渡
;
小
鵡
‘
井
内
辺
迄
苗
代
水
か

ぶ
り
‘
苗
青
の
ろ
の
様
二
罷
成
候
処
‘

気
候
宣
敷
故
‘
苗
本
服
仕
‘
植
取
満

足
致
‘
段
々
稲
葉
情
長
‘
遡
見
事
ニ

出
穂
仕
‘
花
納
候
所
‘
八
月
十
四
日

晩
方
か
十
五
日
迄
‘
東
風
‘
嵐
‘
大

雨
二
当
り
候
得
共
‘
前
‘
諸
方
宣
敷

見
へ
候
所
‘
苅
方
二
付
大
二
損
毛
也
。

文
政
八
乙
伯
年

文
政
八
乙
内

六
月
廿
八
日
十
方
暮
ニ

血
晩
方
;
東
風
入
相
‘
雨
天
長
譴
‘

七
月
十
三
日
か
十
四
日
迄
大
雨
‘
南

部
悪
水
二
血
井
内
土
出
水
惣
越
‘
百

軒
程
切
‘
誠
二
湖
海
之
如
‘
荷
作
草

毛
宣
敷
花
持
開
掛
候
処
水
故
‘
青
立

-―罷
成
‘
皆
無
。
米
相
場
三
斗
;
三

斗
四
舛
迄
‘
八
月
祭
礼
御
神
酒
な
し
。

同
年
二
月
中
‘
松
平
越
前
守
殿
¢
御

屋
形
様
へ
‘
萱
原
の
版
三
十
本
‘
御

用
仰
被
付
直
々
献
上
。

文
政
九
内
Jx
年

五
穀
成
就

文
政
十
一
戊
子
ノ

七
月
八
日
¢
十
一

日
迄
雨
天
大
水
二
血
昼
夜
村
中
大
騒

動
‘
十
三
日
昼
時
‘
上
野
土
出
五
十

足
。

軒
程
切
‘
大
谷
地

u
押
込
‘
湖
洵

ニ

罷
成
程
南
部
悪
水
弥
増
‘
立
合
半
作

罷
成
候
得
共
‘
御
年
貢
引
方
無
之
‘

上
下
共
二
甚
難
義
仕
‘
米
相
場
三
斗

ヵ
翌
年
弐
斗
四
舛
‘
弐
舛
迄
‘
御
分

領
不
及
申
内
二
も
‘
涌
谷
‘
志
田
‘

遠
田
‘
登
米
郡
‘
誠
痛
入
候
。

文
政
十
二
巳
11
年

文
政
十
二
丑
ノ
年
か
同
十
三
寅
ノ
年

両
年
‘
夏
中
東
風
土
用
迄
吹
‘
天
光

不
和
‘
付
作
之
物
不
宜
‘
漸
々
｛闘
宣

敷
見
へ
候
得
共
‘
作
物
至
不
足
‘
御

年
貢
者
無
引
方
御
上
納
。
春
夏
秋
迄
‘

米
相
場
弐
斗
五
舛
か
三
舛
‘
弐
舛
迄
‘

大
二
御
百
姓
誠
迷
惑
也
。

文
政
十
三
凸
JIt

年
ニ

天
保
元
年
卜
改
暦

晋
‘
天
保
四
癸
巳
年

二
天
明
四
辰
ノ

亡
存
半
百
忌
‘

三
月
廿
日
二
施
餓
鬼

供
養
。
次
二
‘
廿
一
日
;
四
月
迄
長

谷
堂
井
鐘
楼
堂
‘
仁
王
門
‘
屋
根
替

普
請
村
中
入
料
。
次
二
衆
寮

ハ
総
門

ハ
自
分
入
料
。

首
尾
能
成
就
之
所
二
五
月
甲
子
日
¢

東
風
吹
初
立
‘
六
七
八
月
初
迄
天
光

不
和
‘
洋
々
稲
穂
出
揃
‘
半
作
二
見

立
候
所
‘
九
月
初

二
大
霜
降
り‘

卒

立
候
血
も
御
分
領

ハ
少
々
か
り
取
。

米
相
場
六
七
八
九
迄
弐
斗
‘
十
月
;

翌
ノ
正
月
迄
一
斗
‘
御
上
£
御
救
助

之
御
法

二
付
‘
御
国
元

ハ
餓
死
不
足
‘

南
部
領
‘
出
羽
領
‘
餓
死
多
し
。
米

相
場
八
舛
¢

六
舛
迄
゜

天
保
五
甲
午
年
天
光
和
順
‘

ハ
月
七

月
炎
天

二
付
‘
菜
大
根
諸
国
迄
不
作
‘

五
穀
成
就
‘
米
三
斗
¢
四
斗
迄
゜

天
保
六
乙
末
六
月
廿
四
日
昼
九
ッ
時

大
地
震
‘
小
嶋
新
橋
破
損
。
壬
月
五

日
£
雨
天
‘
六
日
之
夜
明
;
九
ッ
迄

大
風
‘
大
雨
‘
大
洪
水
。
内
ノ
原
、

藤
木
‘
竹
ノ
原
弐
ヶ
所
切
‘
不
作
。

米
弐
斗
五
舛
‘
四
舛
。
御
城
下
大
橋

破
損
‘
御
領
内
所
々
之
破
損
也
。

天
保
七
丙
申
年

四
月
十
二
日
甲
子
日
か
東
北
南
風
入

相
二
血
吹
‘
天
光
不
和
‘
雨
天
続
。

七
月
十
八
日
南
‘
大
嵐
。
八
月
朔
日

大
洪
水
。
米
六
舛
‘
五
舛
‘
四
舛
五

合
‘
三
舛
三
盃
。
大
豆
一

舛
弐
百
四

文
。
赤
豆
三
百
四
十
。
翌
酉
ノ
六
月

迄
‘
右
相
場

二
血
餓
死
人
右
之
通
。

(
12
名
略
）

同
年
四
月
か
五
月
迄
‘
南
沢
か
仏
法

卜
喘
鳥
‘
暮
六

ツ
‘
暁
六
ツ
斗
゜

申
酉
両
年
同
月
か
同
月
。

同
‘
公
方
様
ニ
ノ
丸
焼
失
ノ
事
。

天
保
七
丙
申
年
四
月
十
二
日
‘
甲
子

£
東
北
南
風
人
相
吹
‘
天
光
不
和
‘

雨
天
続
‘
七
月
十
八
日
南
‘
大
嵐
‘

八
月
朔
日
大
洪
水
‘
同
日
朝
;
卒
餓

死
風
吹
初
‘
段
々
人
も
卒
者
有
。
五

穀
卒
立
‘
米
六
舛
か
五
舛
‘
四
舛
五

合
‘
三
舛
三
盃
。
大
豆
一

舛
代
百
五

十
ヵ
弐
百
四
十
文
。
赤
豆
三
百
四
十

文
‘
喰
物
高
直
‘
諸
道
具
払
方
至
安

し
。

一
‘
御
上
様
ヵ
御
求
助
施
米
4

大
豆
一

人
付

一
合
‘
粥

二
血
被
下
置

候
得
共
‘
大
勢
之
支
故
‘
行
届
兼
‘

十

一
月
;
翌
酉
ノ
ニ
月
迄
‘
右
之
通
。

一
、
男
女
之
強
盗
卜
成
‘
十
月
か

翌

酉
ノ
三
月
迄
所
々
之
放
火
多
し
。

-
‘
親
子
之
情
合
別‘

親

ハ
子
捨
‘

母
捨
‘
諸
方
へ
走
者
多
し
。
皆
餓
死

去
‘
所
々

二
血
ハ
牛
馬
猫
戌
‘
人
‘

人
を
喰
も
有
‘
中
々
恐
き
事
共
也
。

大
根
斗

ハ
由
。

-
‘
御
上
様
二
血
諸
国
ヵ
米
大
豆
相

調
被
下
‘
御
城
下
御
家
中
‘

、今
町
人

小
人
三
順
之
御
割
合
被
下
罹
候
。
次

ニ
諸
国
か
売
船
入
込
‘
浦
々

二
血

米

相
場
六
舛
¢
五
舛‘

翌
酉
四
月
‘

五

月
迄
清
酒
一
盃
―
―
付
‘
百
弐
十
文
。

天
保
八
丁
酉
年‘

天
光
和
順
‘

麦
作

よ
し

二
付
‘
人
々
救
人
三
口

-
‘
御
上
様
ヵ
種
粒
御
備
被
下
候
所
‘

付
方
不
存

一
同
二
付
上
被
仕
候
所
‘

粒
不
同
故
‘
俵
内

二
血
焼
失
‘
大
損

毛
‘
右
不
作
時
之
粒

ハ
袢
切
溜
之
様

成
物

二
付‘

天
日
二
当
ル

方
也
。
能

々
付
方
大

一
之
古文
也
。

一
‘
土
出
切

場
所
ノ
花
、
日
影
沢
‘
日
向
‘
出
合
‘

四
ノ
壺
‘
内
谷
地
‘
所
破
損
手
入
。

-
‘
御
上
様
ヵ
真
野
村
土
出
‘
御
救

助
御
普
請
米
‘
大
豆
粒
‘
塩
等
迄
被

下
憧
。
次

二
仕
付
別

二
金
五
拾
切
御

手
当
被
下
置
候
。
御
郡
奉
行
‘
御
代

官
94
御
普
請
役
人‘

星
清
左
衛
門
‘

但
木
喜
三
郎
御
両
人
‘
於
長
谷
寺
ニ

右
金
配
分
被
仰
付
‘
難
有
事
二
奉
存

候
。
田
植
‘
五
月
初
¢

六
月
土
用
過
‘

七
月
朔
日
迄
。
土
用
六
月
廿
二
日
過
‘

夫
ヵ
御
人
足
‘
大
瓜
村
境
村
両
村
ヵ
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口
組
頭
立
添
。
五
日
之
内
植
方
仕
候
。

土
用
過
二
候
得
共
‘

少
々
｛
買
取
申
候
。

天
保
九
Jk
戌
年

-
‘
公
方
様
御
替
二
付
‘
御
巡
検
様

御
通
‘
石
ノ
巻

ニ
―
宿
也
。

天
保
九
Ik
戌
年‘

麦
半
作
。
五
月
甲

子
廿
四
日
¢
七
月
甲
子
廿
五
日
迄
東

風
南
入
相
二
吹
‘
七
月
十
日

二
青
天
。

十
三
日
、
西
風
大

二
吹
‘
十
五
日
朝

氷
霜
降
‘
本
地
通
り
之
分
卒
立
‘
谷

地
分

ハ
半
作
。
米
相
場
壱
斗
‘
大
豆
‘

麦
同
段
。
物
々
高
直
也
。

-
‘
於
長
谷
寺
‘
閏
四
月
迄
江
湖
被

仰
付
‘
首
座
師

ハ
尾
州
春
日
郡
二
子

村
日
光
寺
‘
衆
寮
瑞
應
祥
岩
年
□
四

安
居
日

同
年
五
月
廿
八
日
;
雨
天
‘
六
月
二

日
二
南
部
逆
水

二
血
‘
川
袋
土
出
切
‘

前
前
谷
地
土
出
切

一
面
不
作
‘
大
谷

地
作
方
‘

酒
作
‘
米
相
場
弐
斗
也
。

天
保
十
ー」と
年

同
年
正
月
十

一
日
昼
か
東
風
二
血
大

雪
降
‘
正
‘

二
月
風‘

三
月
二

日
大

雷
‘
同
月
廿
二
日
暮
六
ッ
時
大
雷
‘

夫
ヵ
気
候
宜
敷
御
座
候
。
米
相
場
八

舛
゜

同
十
四
癸
911
年

此
年
正
月
六
日
上
寺
二
相
成
り
‘
二

月
八
日
二
湊
多
福
院
大
般
若
二
血

‘

内
々
俊
住
之
儀
相
極
り
‘
御
取
上
長

沢
村
福
昌
寺
隠
居
移
転
‘
三
月
廿
日

丹
晋
山
。
上
寺
故
‘
山
内
外
共
二
相

乱
レ
、
有
物
は
本
尊
観
音
已
‘
箸
は

ふ
き
二
迄
一
切
無
之
‘
畳
等
迄
散
乱

致
し
、
住
職
も
六
ヶ
敷
故
‘
晋
山
ニ

大
施
餓
鬼
等
致
し
‘
其
年
之
法
事
取

極
免
‘
其
年
観
音
礼
之
者
迄

一
切
無

之
。
無
是
非
‘
八
月
祭
礼

二
石
巻
方

迄
頓
之
上
‘
内
開
帳
。
凶
作
七
年
之

事

ハ
不
寄
何
事
常
住
者
迷
惑
‘
村
ふ

大
衆
へ
布
施
斗
り
‘
手
博
五
切
者
本

金
壱
歩
之
節
手
形
二
血
拾
切
‘
手
博

外
道
師
二
布
施
等
迄
一
切
な
し
。
客

斗
り
五
六
百
人

二
相
成
り
‘
常
住
二

lfu

五
拾
切
以
上
。
尤
‘
追
々
能
成
り
‘

壬
十
月
朔
日
か
二
日
二
大
雨

二
相
成

り
‘
大
洪
水
竹
之
は
土
手
破
れ
‘
稲

も
皆
流
‘
不
当
半
作

二
も
口
□
夜
歳

致
シ
‘
山
木
迄
埃
秀
院
俊
峰
長
老
留

主
中
払
へ
‘
其
節
‘
世
話
人
は
門
前

嘉
右
衛
門
‘
庫
下
覆
替
二

付
‘
世
話

人
立
替
‘
舟
場
清
兵
衛
‘
内
原
吉
郎

太
‘
太
日
向
与
三
郎
‘
日
影
庄
三
郎‘

右
之
衆
二
て
俊
峰
長
老
大
沢

二
帰
り

之
節
‘
右
之
者
と
も
だ
ま
さ
れ
‘
常

住
物
等
‘
桶
‘
箸
‘
屏
風
之
骨
迄
を

合
‘
誕
生
仏
等
迄
忘
失
‘
誠
二
苦
巳
‘

其
年
‘
福
助
稲
荷
神
之
宮
取
立
後
‘

其
始
‘
馬
正
月
十
日

二
祭
礼
と
相
定

め
た
後
‘
御
祭
可
被
出
候
。
以
上
。

十
五
世
頓
宗
大
機
老
納
代

晋
山
之
節
構
孫
兵
衛
且
頭
故
‘
案

下
罹
候
。
開
帳
之
如
来
尊
御
宿
‘
水

沼
龍
泉
俊
嶺
長
壱
‘

真
法
良
源
首
座

高
木
吉
祥
晋
秀
長
老
‘
多
福
院
智
運

長
老
‘
大
瓜
龍
洞
玄
播
長
老
‘
□
当

長
老
‘
松
雲
首
座
‘
最
音
拝
宿

二
人

ア
リ
。

九
月
朔
日
¢
雨
ニ

lfu

、
二
日
早
朝
大

洪
水
は
分
一
同
迷
惑
‘
米
壱
舛
八
十

文
也
。

天
保
十
五

歳

辰

弘
化
元
年
改
之

春
中
大
風
二
月
十
四
日
か
風

二
血

‘

門
前
大
松
枝
折
‘
従
其
謀
雨
。
四
月

廿
二
日
¢
雨
不
黍
。
七
月
廿
四
日
;

雨
二
血

‘
廿
六
日
二
天
気
‘
廿
七
日

か
諜
雨
な
り
‘

六
日
風
起
‘
七
月
廿

四
£
大
雨
。
八
月
八
日
洪
水
。
他
事

ニ
は

一
切
無
事
。

弘
化
二
巳

年

元
日
か
雪
空
‘
四
日
天
気
‘
種
々
大

風‘

二
月
朔
日
か

二
日
迄
大
雪
‘
四

五
尺
重
‘
其
か
十
七
‘
十
八
と
雨
‘

後

ハ
天
気
。
三
月
二

日
三
日
雨
‘
四

日

;
天
気
‘
此
年
結
制
首
座
は
尾
州

人
宗
鳳
長
老
‘
嗣
法
之
志
也
。
三
月

廿
七
日
縁
出
と
つ
唱
博
利

二
止
宿
‘

尤
‘
首
座
法
憧
共

二
昌
博
之
掛
籍
な

り
‘
孫
山
納
金
八
百
弐
拾
切
‘
披
露

相
催
三
拾
壱
切
‘
年
内
賀
三
切
‘
外

道
中
入
用
役
葉
‘
披
露
当
役
葉
‘
披

露
ハ
大
吊
壱
状
御
手
形
半
切
宛
‘
且

中
割
合
等
と
年
忌
之
分
‘
施
餓
鬼

ニ

巾
供
養
二
割
合
‘
御
手
形
に
八
拾
切
‘

白
米
大
麦
三
年
割
合
之
内
五
切
‘
椀

分
手
博
当
に
八
拾
切
之
内
退
り
之
分

拾
五
切
あ
り
‘
是
れ
共

二
椀
方

二
相

向
ヒ
‘
殊

二
役
葉
へ
解
入
祝
儀
者
壱

切
半
宛
‘
施
餓
鬼

二
も
壱
切
半
宛
、

是
斗
り
も
七
拾
五
切
当
‘
十
七
日
ニ

法
問
之
後

二
血

施
餓
鬼
法
事
也
。
五

則
無
難
‘
十
五
日
晩
方
‘
少
々
時
雨

来
り
‘
十
六
日
朝
上
天
気
‘

三
月
附

日
か
雨

ハ
な
く
‘
其
故
‘
り
r
水
‘
ー
ハ

月
十
日
後
迄
田
う
へ

‘
当
村
‘
御
固

二
血
一
番
先
し
す
げ
な
り
。
五
月
廿

八
日
之
雨

二
血

‘
外
川
田
う
へ
故
す

く
れ
り
。
御
両
分

一
円
な
ら
す‘

最

上
迄
旱
水
之
よ
し
‘
其
後
時
々
雨
下

り
‘
七
月
九
月
頃
は
少
々
豊
作

二
相

な
お
り
候
。
当
刹
中
‘
無
難
義
帰
候
。

御
役
之
儀

ハ
‘
副
寺
吉
祥
寺
晋
秀
和

尚
‘
知
客
松
岩
寺
天
順
和
尚
‘

書
記

真
法
寺
永
宥
良
源
砂
‘
博
者
多
福
院

智
運
和
尚
‘
典
座
龍
洞
院
玄
鱗
和
尚
‘

証
拠
人
法
山
寺
良
哲
和
尚
。

六
月
二
日‘

羊
解
見
舞

二
者
吉
祥
‘

松
岩
‘
真
法
斗
り
見
へ
‘

其
哲
梅
淫

明
和
尚
十
一
日
へ
東
秀
院
移
転
‘
不

厳
葉
道
和
尚
迂
化
‘
照
眼
寺
和
尚
閑

居
‘
桃
雲
寺
和
尚
も
宗
居
□
口
口
変

二
血

不
来
之
尊
宿
多
し
。
到
来
之
尊

ロ
ロ
ロ
ロ
見
舞
此
方
二
血

ロ
ロ
ロ
ロ

□
諸
事
有
之
‘
旦
中
ハ
寺
世
話
人
‘

村
役
人
へ
振
舞
致
事
‘
其
後
‘
七
月

十
七
日
‘
因
縁
血
縁
書
四
十
人
斗
リ

有
之
。
尤
‘
戒
金
者
田
畑

一
円
二
水

か
ふ
り‘

賀
右
衛
門
‘
柳
助
家
内
迄

押
入
‘

土
手
‘
明
神
‘
竹

の
は
な
外

ニ
四
処
切
れ
‘
破
れ
‘
水
沼
‘
高
木

迄
壱
面
‘
後
は
不
作
。
八
月
廿
日
祭

樗
‘
大
瓜
‘
忠
治
悴
‘
忠
太
郎
卜
申
‘

喧
岡
致
し
‘

一
命
も
六
ヶ
敷
処
達
候

ニ
相
成
り
‘
廿
五
日
‘
城
下
;
役
人

下
り
‘
亀
卦
川
求
馬
殿
な
り
。
廿
八

日
迄
懸
り
‘
廿
七
日
;
大
雨

二
血
廿
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八
日
洪
水
二
相
成
り
、
竹
の
葉
土
手

破
れ
、
村
中
大
難
渋
。
米
壱
舛
百
文

ニ
て
之
米
四
百
文
‘
手
形
壱
切
二
付

五
舛
五
合
、
半
凶
作
二
候
故
二
、
国

中
米
二
上
船
無
之
、
酒
屋
江
一
宿
壱

本
二
相
成
り
‘
牡
鹿
郡
中
二
弐
軒
ニ

相
成
候
。
四
月
一
日
、
観
痔
院
二
大

乗
か
ぐ
ら
あ
り
‘
其
後
立
候
塔
婆
‘

七
月
た
を
れ
、
其
后
、
同
月
廿
八
日

大
洪
水
‘
又
以
立
候
二
、
八
月
又
た

を
れ
、
同
廿
九
日
又
大
洪
水
な
り
。

其
後
、
観
音
祭
袴
候
。

大
瓜
村
忠
太
郎
と
申
者
‘
喧
糀
致
し

合
手
ニ
ハ
、
石
巻
赤
物
之
金
五
郎
定

治
と
申
也
。
寺
二
而
役
人
宿
候
。
お

役
人
は
‘
沼
津
兼
鉢
肝
入
善
七
、
内

原
組
頭
武
右
衛
門
‘
善
左
衛
門
。

日
影
源
兵
衛
、
日
向
甚
右
衛
門
‘
幸

右
衛
門
‘
半
戸
吉
郎
兵
衛
‘
其
年
入

用
、
翌
年
二
而
も
不
相
極
寺
斗
大
い

た
ミ
。

弘
化
三
午
黍

元
日
か
十
九
日
迄
上
天
気
。
廿
日
晩

雪
婦
り
‘
弐
尺
余
有
之
、
其
後
二
日

迄
時
々
之
大
風
‘
四
月
十
七
日
舟
三

観
音
開
帳
‘
郡
中
立
礼
を
た
づ
、
赤

飯
‘
援
侍
、
手
博
等
ハ
童
子
共
‘
老

治
‘
周
次
‘
平
次
、
長
之
介
、
弁
蔵
‘

三
之
丞
‘
伊
三
郎
‘
助
七
郎
‘
貞
次

郎
、
忠
蔵
‘
甚
蔵
‘
甚
作
‘
繁
治
‘

兵
蔵
‘
善
之
助
‘
文
太
夫
、
世
話
人

庄
左
衛
門
、
清
兵
衛
、
吉
郎
太
‘
与

三
郎
、
村
中
ハ
志
シ
‘
庄
太
郎
、
喜

三
郎
、
吉
郎
太
廻
り
、
日
向
二
而
嘉

右
衛
門
、
兵
三
郎
か
外
は
一
切
志
な

し
。
後
二
而
甚
右
衛
門
□
口
□
四

月
三
日
ヵ
疱
潅
宣
敷
事
二
而
五
月
田

う
へ
、
十
八
日
か
始
り
‘
尤
、
閏
五

月
□
六
月
五
日
迄
□
口
も
宣
敷
候
。

六
月
十
五
日
七
ツ
か
大
雨
二
相
成
り
、

廿
三
日
日
待
二
少
々
天
気
‘
稲
等
も

四
五
日
二
種
入
候
。
田
う
へ
も
五
月

中
二
相
片
付
、
石
巻
二
而
六
月
一
日

ニ
新
米
相
出
き
‘
米
壱
切
二
六
月
下

旬
な
七
舛
五
合
二
相
成
り
‘
其
迄
五

舛
五
合
二
候
。
七
月
十
日
か
り
‘
十

日
二
而
萬
瑞
豊
作
二
候
。
い
年
‘
江

戸
へ
唐
船
付
き
、
米
、
水
焼
木
‘

此
度
米
五
百
俵
二
而
相
帰
り
、
当
国

ニ
も
唐
船
相
見
ヘ
ニ
付
、
涌
谷
殿
か

八
月
二
日
二
名
代
役
人
、
海
通
一
見

有
之
候
。
無
難
‘
城
下
役
人
多
相
替

゜
り十

月
廿
二
日
、
大
瓜
二
而
舟
渡
□
不

□
嫁
家
立
つ
ぶ
れ
二
相
成
り
‘
豊
作

ニ
は
候
得
共
‘
金
銭
一
圏
不
通
二
候
。

村
肝
入
ハ
舛
左
衛
門
二
而
‘
取
立
厳

敷
故
‘
寺
二
余
候
方
も
無
之
、
致
而

難
渋
之
寺
二
候
。
城
下
馬
屋
や
け
‘

□
口
公
母
君
下
り
二
付
、
新
造
作
。

弘
化
四
丁
未
否

四
月
下
旬
ヵ
謀
雨
‘
五
月
少
々
干
天
、

田
植
後
二
干
謀
相
定
仕
候
。
六
月
＋

七
日
之
夜
大
雨
風
‘
渡
波
、
石
巻
‘

大
痛
美
、
大
般
数
艘
吹
上
、
人
家
諸

道
具
迄
大
痛
‘
三
月
中
旬
共
‘
信
州

善
光
寺
大
地
振
‘
人
家
不
知
数
‘
二

十
里
外
之
大
痛
み
‘
其
節
近
村
共
‘

三
月
ヵ
芝
居
流
□
高
木
始
り
‘
真
野
‘

大
瓜
、
水
沼
‘
沼
津
江
相
移
り
‘
若

者
色
々
日
作
、
祭
り
有
之
‘
芝
居
等

也
。
此
月
十
七
日
海
通
大
風
二
而
、

浜
通
人
家
大
痛
、
外
満
作
。

米
者
九
舛
ノ
直
段
‘
十
二
月
廿
五
日

大
雷
二
而
雨
‘
終
而
壱
尺
八
寸
雪
‘

蹂
ノ
翌
年
迄
有
之
。
寒
ハ
大
晦
二
開

き
候
。

弘
化
五
戌
申
年
従
五
月
嘉

永
元
年
改
二
月
廿
四
日
か
客
殿
屋
根

替
、
四
月
二
日
入
仏
供
養
也
。
申
之

凶
歳
二
而
旦
中
四
十
軒
二
相
成
り
‘

壱
軒
二
付
萱
五
駄
‘
縄
弐
百
五
十
ひ

ろ
、
白
米
五
舛
四
百
之
手
形
之
則
ニ

候
間
‘
弐
切
宛
、
人
足
者
三
百
五
十

人
‘
其
割
二
而
半
高
之
入
用
当
り
故
‘

旦
中
穎
二
而
門
中
之
杉
弐
本
‘
払
木

ニ
致
候
。
尤
‘
寺
世
話
人
者
庄
右
衛

門
‘
与
三
郎
、
庄
三
郎
、
吉
郎
太
ニ

候
。
村
肝
入
者
屋
し
き
甚
右
衛
門
‘

組
頭
源
兵
衛
、
幸
右
衛
門
、
吉
郎
兵

衛
‘
嘉
右
衛
門
、
右
旦
中
之
人
二
候

内
‘
角
別
、
元
右
衛
門
骨
折
候
。
や

弥
葺
ハ
、
沼
津
久
之
丞
‘
新
左
衛
門
‘

少
々
惣
之
丞
手
博
‘

葺
賃
者

七
拾
切

ニ
候
。
大
工
共
十
五
人
相
懸
り
候
。

木
引
拾
人
‘
皆
之
弐
百
五
十
候
払
ニ

候
。
皆
之
諸
勘
定
‘
?
‘
百
八
十
枚

相
還
り
候
。
為
後
日
、
書
印
置
候
。

②
長
谷
寺
板
碑
④
古
記
録
に
み
ら
れ
る
長

谷
寺
板
碑
と
原
位
置
の
関
係

長
谷
寺
境
内
の
板
碑
に
つ
い
て
は
高
橋
克
弥

氏
所
蔵

「真
野
村
風
土
記
御
用
書
出
（
写
本
）」

に
は
古
碑
と
し
て
総
数
四
十
二
基
か
記
録
さ
れ

て
お
り
、
そ
の
中
‘
長
谷
寺
境
内
と
し
て
、
九

基
か
記
録
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
‘

長
谷
寺
所

蔵
の
真
野
村
風
土
記
（
写
本
）
に
は
古
碑
総
数

を
八
十
三
基
と
し
て
い
る
か
‘

五
基

の
み
か
年

代
、
大
き
さ
等
を
記
録
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
、

八
十
三
基
の
中
か
ら
長
谷
寺
境
内
に
あ
る
板
碑

の
実
態
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い

。
ま
た
‘
両

者
の
古
碑
の
記
録
が
正
し
い
か
は
判
定
し
に
く

い
状
態
で
あ
る
。

さ
ら
に
‘
風
土
記
寺
院
書
出
の
牡
鹿
郡
陸
方

真
野
村
舎
那
山
長
谷
寺
の
書
出
に
は
‘

「古
碑
拾

五
、
右
年
月
等
委
細
之
義

ハ
御
村
書
出
江
御
書

上
仕
候
事」

と
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
‘
稲
井

町
史
古
碑
の
部
に
は
‘

真
野
村
の
板
碑
総
数
と

し
て
三
十
八
基
を
あ
げ
て
い
る
か
、
長
谷
寺
所

存
の
も
の
と
し
て
は
嘉
元
二
年
を
最
古
に
し
て

八
基
を
あ
げ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い

。
し
た
か

っ

て‘

古
く
か
ら
長
谷
寺
境
内
に
あ

っ
た
板
碑
は

若
干
の
移
動
を
考
慮
す
る
と
し
て
も
十
五
基
前

後
で
あ

っ
た
と
考
え
て
も
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。

今
回
の
調
査
で
確
認
さ
れ
た
長
谷
寺
境
内
の

板
碑
の
総
数
は
‘
断
碑
も
含
め
て
八
十
基
で
あ

っ
た
。

こ
の
こ
と
は
明
ら
か
に
長
谷
寺
周
辺
の

地
域
か
ら
移
動
し
て
き
て
い
る
も
の
が
多
数
あ

る
こ
と
を
類
推
さ
せ
る
。

も

っ
と
も
新
し
い
旧
稲
井
村
真
野
地
区
の
板

碑
か
集
録
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
‘

宮
城
県

史
⑰
金
石
篇
か
あ
る
。
そ
の
中
で
、
稲
井
村
日

向
の
板
碑
と
し
て
集
録
さ
れ
て
い
る
一―
―十
三
基

の
う
ち
‘

二
十
四
基
か
今
回
の
長
谷
寺
総
合
調

査
で
確
認
さ
れ
た
七
十
八
基
の
中
に
ふ
く
ま
れ

て
い
る
。
今
回
の
調
査
は
‘
断
碑
も
あ
ま
す
と

こ
ろ
な
く
調
査
し
て
お
り
、
そ
の
中
で
紀
年
銘
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の
あ
る
板
碑
は
三
十
九
基
と
‘
ち
ょ
う
ど
半
数

を
占
め
て
い
る
。
宮
城
県
史
に
集
録
さ
れ
て
い

る
板
碑
は
紀
年
銘
の
あ
る
も
の
の
み
を
集
録
し

て
い
る
と
す
れ
ば
‘
宮
城
県
史
所
収
の
稲
井
村

日
向
地
区
の
板
碑
で
今
回
の
調
査
と
ダ
ブ

っ
て

い
る
二
十
四
基
と
い
う
数
は
‘
宮
城
県
史
発
刊

当
時
に
は
す
で
に
長
谷
寺
境
内
に
存
在
し
た
も

の
で
あ
り
‘

他
の
十
五
基
は
他
か
ら
の
移
動
と

類
推
す
る
こ
と
か
で
き
る
。

長
谷
寺
板
碑
群
七
十
九
甚
の
う
ち
‘
は
ほ
原

位
置
を
保
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
も
の
は
大
悲

閣
石
段
の
登
り
口
左
に
立
つ

No77
、
石
段
を
登

り
切

っ
た
仁
王
門
の
前
面
に
立
つ

NO66
ー
68
、

さ
ら
に
‘
仁
王
門
を
抜
け
た
と
こ
ろ
の
左
側
に

立
つ

NO69
、
そ
し
て
大
悲
閣
背
後
の
石
段
脇
に

あ
る

No70
ー
74
と
‘
現
在
の
庫
裡
の
前
に
あ
る

No75
、
山
門
を
抜
け
た
坂
道
左
側
に
立
つ

No76

の
十
二
基
で
あ
る
。
し
か
し
‘
こ
れ
と
て
も
即

69
、

76
の
二
基
を
の
ぞ
い
て
移
動
さ
れ
た
と
思

わ
れ
る
痕
跡
か
あ
る
の
で
、
注
意
を
要
す
る
。

し
た
か

っ
て
‘
長
谷
寺
境
内
の
位
置
を
動
か
な

か
っ
た
板
碑
を
さ
ぐ
る
作
業
は
‘
以
上
あ
げ
た

文
献
の
中
か
ら
紀
年
銘
の
あ
る
板
碑
を
一
っ
―

つ
照
合
し
て
確
定
す
る
必
要
か
あ
ろ
う
。

⑧
時
代
区
分
と
板
碑
造
立
の
状
況

今
回
の
調
査
で
確
認
さ
れ
た
長
谷
寺
板
碑
群

の
総
数
は
断
碑
も
含
め
て
七
十
九
基
で
あ

っ
た
。

そ
の
中
で
、
長
谷
寺
の
位
置
を
動
か
な
か
っ
た

板
碑
は
十
五
基
内
外
と
推
定
さ
れ
る
の
で
‘
時

代
区
分
毎
の
板
碑
数
を
あ
げ
る
こ

と
は
あ
ま
り

意
味
の
あ
る
作
業
と
は
思
わ
れ
な
い
か
、
長
谷

寺
の
板
碑
と
限
定
し
な
い
で
、
旧
真
野
村
の
内

の
板
碑
と
し
て
、
時
代
毎
に
よ
る
板
碑
造
立
の

状
況
を
考
え
る
資
料
と
す
れ
ば
‘
あ
な
が
ち
無

意
味
な

こ
と
と
も
思
わ
れ
な
い

の
で
、

表
①
に
ま
と
め
て
お
く
こ
と
に
し
た
。

表
①

これらの数からは直接的に何かを引き

出すことは困難なことであるか‘こまか

く内容を検討すると‘次の三点は確実に

推論することができる。

①鎌倉時代に造立された板碑は南北朝‘

応氷以降の室町時代に造立された板碑

よりも比較的大型で‘厚さも厚い感じ

かする。これは石巻地区の板碑は時代

が下るにしたがって小型化してくると

いう従来の観察結果と一致する。

②石巻地方における南朝年号は興国二年

の三迫の戦て南朝勢力か全面的に後退

してからはまったく表われることなく‘

例外かないといっていいくらいに北朝

年号に転換しているという従来の調査

結果を裏づけることになった。

③室町時代に入ると‘板碑か卒塔姿であ

るとされることを実証でもするかのよ

うに‘十三仏信仰における忌日と本地

仏との関係さらには褐までもセットに

なって造立されているようである。し

時代 造立年代 数

鎌 倉 建治～正中 2年 2月 6 

南北朝
延元 2年 8月～

13 
明徳元年10月

室 町 応年 8年～ 天文 2年 21 

計 40 一
応

た
か
っ
て
応
永
年
代
以
降
の
室
町
時
代
に
造

立
さ
れ
た
板
碑
で
あ
れ
ば
‘
た

と
え
ば
蜘

1

の
よ
う
に
種
子
が
観
音

A
で
、
褐
は
請
観
音

経
で
あ
れ
ば
‘
こ
れ
は
百
ヶ
日
の
塔
婆
供
養

で
あ
る
と
考
え
て
も
よ
い
よ
う
で
あ
る
。
す

は
わ
ち
、
応
永
年
間
以
降
に
お
け
る

一
尊
種

子
は
‘
年
忌
供
養
の
種
子
に
通
じ
る
よ
う
で

あ
る
。

こ
の
こ
と
か
ら

一
尊
種
子
を
確
認
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
年
忌
供
養
の
回
忌
を
推

定
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

現
代
の
塔
婆
供
養
の
種
子
は
宗
派
に
か
か

わ
る
こ
と
な
く
、
t
に
統

一
し
て
い
る
こ
と
は

―
つ
の
不
思
議
と
い
う
ほ
か
は
な
い

。

こ
の

よ
う
に
で
に
統

一
さ
れ
た
理
由
は
ど
こ
に
あ

る
の
か
今
後
の
課
題
で
あ
ろ
う
。

十
三
仏
信
仰
に
お
け
る
忌
日
と
本
地
仏
（
種

子
）
と
の
関
係
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

初

七

日

不

動

杞

二

七

日

釈

迦

允

三

七

日

文

珠

｀

丸

四

七

日

普

賢

礼

五
七
日
地
蔵

六

七

日

弥

勅

礼

．

礼

七

七

日

薬

師

文

百

ヶ

日

観

音

礼

一

年

勢

至

決

三

年

弥

陀

⑭

七

年

阿

閃

（

＆`．

、1

．
包
）

十

三

年

大

日

(.1
．
対
）

ず
炒
）

三

十

三

年

虚

空

蔵

(31

g
．
抄
）

以
上
の
忌
日
と
本
地
仏
と
の
関
係
か
明
確
に

表
わ
れ
て
い
る
板
碑
は
‘
南
北
朝
時
代
の
明

徳
元
年
十
月
碑

(N
o
9
)
か
ら
は
じ
ま

っ
て
室

町
時
代
の
も
の
は
例
外
な
く
‘
忌
日
と
本
地

③
諸
仏
念
衆
生

父
母
不
念
子

仏
と
が
一
致
す
る
。

こ
の
こ
と
は
恥
を
簡
単
に
阿
弥
陀
信
仰
と

し
、
単
に

及
を
地
蔵
信
仰
と
す
る
板
碑
の
解

釈
の
仕
方
は
注
意
を
要
す
る
と
思
う
。
し
た

か

っ
て
‘
文
化
財
だ
よ
り

No13
に
お
い
て
‘

大
瓜
地
区
に
お
け
る
板
碑
の
時
代
区
分
に
よ

る
種
子
の
変
化
と
供
養
内
容
の
記
述
に
お
い

て
‘
室
町
時
代
に
入
る
も
種
子
か
多
様
化
し
‘

供
養
の
内
容
も
個
人
の
忌
日
供
養
か
は
っ
き

り
し
た
姿
で
表
わ
れ
る
と
し
た
こ
と
は
‘
前

述
の
よ
う
に
‘
忌
日
と
本
地
仏
と
の
関
係
と

い
う
形
で
観
察
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
‘

今
回
の
調
査
か
ら
忌
日
と
本
地
仏
と
の
関
係

に
つ
い
て
は

一
層
内
容
か
深
め
ら
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
。

ゆ
長
谷
寺
板
碑
群
に
お
い
て
確
認
さ
れ
た
渇
は

次
の
と
お
り
で
あ
る
。
時
代
の
古
い
順
に
列

記
す
る
こ
と
に
す
る
。

①

諸

行

無

常

是

正

滅

法

生

滅

々

己

寂

減

為

楽

ー
涅
槃
経
ー

8
 

(Noz
延

誓

年

八

月

）

衆
正
不
念
仏

子
不
念
父
母

ー
出
典
不
明

（大
分
県
西
国
東
郡
の

梅
遊
寺
板
碑
に
も
み

え
る
と
い
う
。）

ー
法
華
経
方
便
品
第
ニ
ー

5
 

(02
康
永
三
年
十
月
）

z
 

②

十

方

仏

土

中

唯

有

一
采
法

無
二
亦
無
三

除

仏
方
便
説
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⑦
衆
生
若
聞
名

惑
遊
戯
地
獄

即
滅
無
齢
罪

ー
出
典
不
明
で
あ
る
か
‘

④
十
方
三
世
仏

一
切
諸
菩
油

八
萬
諸
埋
教
皆
是
阿
弥
陀

1
本
朝
浄
土
門
古
徳
の
釈

文
と
伝
え
る
。

6
 

(013貞
治
三
年
七
月

）

z
 

通
逹
菩
提
心

辿
証
大
党
位

ー
菩
提
心
盆
ー

3
 

(
07
丸

鷹

一年
）

z
 

⑥
紐
日
鼓
朝
入
諸
定
入
諸
地
は
令
離
＂
古

無
仏
世
界
度
衆
生
今
世
後
世
能
引
＃

ー
延
命
地
祓
経

1

5
 

(
Ol
応
氷
八
年
）

z
 

◎
枡

f
は
五‘

iMは
延
命
地
蔵
経
‘
,
J

心

日
は

h
七
日
と
十
三
仏
信
仰
の
忌
日

と
本
地
仏
か

一
致
す
る
上
‘
伐
も
そ

れ
な
り
に
閾
連
性
の
あ
る
も
の
と
な

っ
て
い
る
。

こ
の
組
合
せ
は
‘

03
応

永
十
八
年
の
碑
に
も
み
ら
れ
る
。
法

名
は
そ
れ
ぞ
れ
妙
戒
禅
尼
‘
妙
秀
禅

尼
で
あ
る
。

⑧
一

念
弥
陀
仏

⑤
ぃ
右
人
求
仏
慧

父
母
所
生
身

離
苦
得
解
脱

大
悲
代
受
苦

ー
諸
観
音
経

・
観
音
の
大

慈
大
悲
を
狐
つ
仁
ー
掲

(
O
応
氷
十
二
年
）

7
 

(012，貝
和
jL
年
十

一
月

z
 

現
受
無
比
楽

後
生
●
ilJ

浄
土

と
続
く
と
い
う
。

(02
応
氷
二
十
九
年

5
 

四
月

．
03
応
水
二
十

z
 

几
年
二
月
の
碑
に
み

え
る

）曰
困
図
園

観
見
法
界

草
木
国
土

悉
皆
成
仏

ー
出
典
不
明

1

⑰
そ
の
他
、
長
谷
寺
板
碑
群
に
つ
い
て
特
記

す
ぺ
き
こ
と

①
NO32
正
和
二
年
五
月
の
枡
イ
は
不
動
明
上
て
‘

長
谷
寺
板
碑
群
の
中
で
唯

一
の
も
の
で
あ
る

か
‘
そ
の
彫
り
方
は
極
端
に
戊
い
も
の
で
あ

り
、
同
時
代
の
も
の
と
比
較
し
て
み
る
と
完

成
品
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
感
し

を
い
だ
か
せ
る
。

②
No25
康
永
三
年
十
月
の
碑
は
伯
を
区
画
線
で

か
こ
ん
で
あ
る
。

③
N
o
2
.11
の
碑
は
と
も
に
応
安
二
年
二
月
二

十
八

H
の
造
立
て
あ
り
‘
前
者
は
逆
修
善
根
‘

後
者
は
三
十
三
年
忌
‘
先
砒
悲
像
と
あ
る
。

こ
の
圃
碑
は
造
立
者
を
名
え
た
場
合
‘
何
ら

か
の
関
連
性
か
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

④

No15
応
水
八
年
碑
は
妙
戒
禅
尼
九
七
日
、J
心
の

碑
で
あ
る
か
、

NO37
の
年
代
不
明
の
碑
は
枡

f
か
勢
至
で
あ
り
‘
法
名
か
妙
戒
禅
尼
と
あ

る
の
で
‘
こ
れ
は
妙
戒
禅
尼
の

一
周
忘
供
養

碑
と
判
定
で
き
る
よ
う
で
あ
る
。

⑤
No24
応
氷
二
十
九
年
四
月
十
1

ハ
日
碑
‘

NO35

応
永
三
十
九
年
二
月
十
八
日
碑
は
枡
イ
は
と

も
に
キ
リ
ー
ク
（弥
陀

）
の
異
体
中
で
あ
り‘

伐
は
同
し
‘
忌
日
を
大
将
，J
心
と
刻
し
て
い
る

と
こ
ろ
か
ら
‘
こ
の

二
凡
は
同

一
人
物
の
辿

立
と
名
え
ら
れ
る
。
大
将
忘
と
い

う
忌
日

は

な
い
の
で
‘
こ

れ
は
碑
の
内
容
か
ら
し
て
‘

大
祥
，
J

心
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

⑥

NO64
永
享
六
年
碑
及
ひ

No16
の
碑
の
枡
イ
は

勢
多
伽
簡
イ
で
あ
る
。

こ
れ
は
石
巻
地
区
に

お
い

て
は
初
見
で
あ
る
。

印
保
存
に
つ
い
て

▲長谷寺板碑群

長
谷
寺
板
碑
に
つ
い
て
は
‘
大
部
分
か
山
門

伯
に
固
定
さ
れ
て
い
る
の
で
、
移
動
さ
れ
る
心

配
は
な
い
か
‘

仁
上
門
附
近
‘
長
谷
幽
衷
‘
本

幽
の
碑
は
で
き
れ
ば
現
介
地
に
固
定
保
存
を
は

か
る
こ
と
か
の
ぞ
ま
し
い
。
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No.3 No.2 No. 1 

高さ

厚 さ

47cm 

6 cm 

ヽ

v
天

§
)

、

D
 

応
和
汀
詞
集

、一Jf
冬̀
i-T
ll
合
f
{＇
l

＇／ ／ 

幅： 23cm 

枯板岩

/, 
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内
馬
場
蔵
人

寛

文

元

年

十

一

月

十

六

日

＠

桃
生
郡
中
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村
内
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‘
拾
壱
貫
六
百
文

同
郡
小
舟
越
村
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内

一
‘
拾
八
貰
五
百
九
拾
九
文

都
合
三
拾
貰
百
九
拾
九
文

御
墨
印
之
面
割
渡
候

百
姓
屋
敷
高
名
付
委

細
水
牒
有
之
者
也
例
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件

⑳
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行

目
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田
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何
二
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．
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懸
候
筈
二
御
座
候
‘
加

j

吋
ら
？
り
災
を
国‘

様
二
目
出
度
御
事

ぇー`
柘
ヶ
久
ふ

,9h
以
笠
；
卜
乙
（
五

かジヽ
ik
？
ら
t

＾
J
!
i

御
咄
有
間
敷
候
‘
最

と
府
冷

W
げ

、

元

之

様

子

委

細

惚`
i
．才

3N9屯
t
餃？‘ぢ吼`

恐
憧
謹
言

人？
l
＼

9
9る
と
し
ー
ヘ
i

“
、
も
依
ふ
塁
｀
只
々
！

呼
i,i点な
広
{

り
枯
以
甚
パ
も
＾

.f
え礼メ；もそ

公、砂‘

tt氏

溶
の
な
）
．
品
窃
け

祁
ク
了
ゎ
夕
芯
依
v¥

烹
｀
え
笠
”
ゃ
t;{

＂
し
倉
§
星

ら
伍
冷

j
;‘

ヴ

t

ゾ
と

[

栓
凡
吠

1

贔

、

畷

.l 

了
虎

f
汎
A
咲
冴

t沼
や

贔
（
茂
庭
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水
様
平
田
縫
殿
）

尚
々
御
馬
本
と
之
義
も

能
々
御
代
之
時
分
被
仰
合
候

様

二
と
右
京
殿
へ
被
仰
候
以
上

昨
日
之
御
手
紙
右
京
殿
江

申
達
候
‘
毎
年
御
老
中
様
江

其
元
様
な
御
馬
被
遣
候

儀‘

_

々
其
春
中
御

上
馬
相
済
候
而
‘
よ
わ

御
用
御
達
被
成
候
‘
御

担
書
重
而
者
御
代
之

時
分
被
指
越
候
様
二
と
御

申
候
‘
勿
論
御
同
役
中

被
仰
合
候
様
二
と
御
申
候

以
上

極
月
廿
一
日

％
下
鈴
b

椴
を
孔
々
；
玄
釈
‘
―

ク
仕
必
彙

f
¥
K
t
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ikiバ
、
る
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伝
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村
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馬
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押
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田

織

部

国

訊

嶋
田
治
右
衛
門

Q
は
9

け
印
百
勺
は
夕
勺
心
”
し

奥
山
大
学
命
口
）

砂
ず
ふ
鱈
石
名
菟

攻

t
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（
茂
庭
周
防
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平
田
八
兵
衛
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御
飛
脚
役
ー

候
由
申
候
‘

従
兵
部
様
右
京
殿
江

被
遣
候
御
状
箱
壱
つ
並
‘

伊
達
弾
正
様
‘
同
安
房
様
公

之
御
状
二
通
被
指
越
候
‘

悔
請
取
同
日
右
京
殿
江

申
達
事
候
以
上

十
二
月
朔
日

平
田
縫
殿
‘

北
郷
隼
人
）
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切
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候
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と
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報
二
被
仰
聞

可
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下
候
以
上

極
月
二
日
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2
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茂
庭
主
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付
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「
県
内
の
主
要
な
文
化
財
を
見
学
し
‘
文
化

財
に
対
す
る
理
解
と
認
識
を
深
め
‘
文
化
財
保

護
思
想
の
普
及
と
‘
保
護
行
政
の
推
進
を
図
る
」

と
い
う
目
的
で
、
毎
年
開
催
し
て
い
る
「
文
化

財
め
ぐ
り
」
を
‘
今
年
度
は
次
の
二
か
所
で
開

催
し
ま
し
た
。

▼

10
月

28
日
（
日
）
＂
大
崎
地
方
の
史
跡
を
訪

ね

て

“

小

牛

田

・

古

川

・
中
新
田
方
面
の

史
跡
・
文
化
財
を
市
の
マ
イ
ク
ロ
バ
ス
を
利
用

し
て
実
施
。
講
師
I
I
三
宅
宗
議

先

生

参

加

I
I

23
名

主

な

コ

ー

ス

11
赤
井
遺
跡

・
京
銭
塚
古

墳
（
素
山
貝
塚
）
・

山
前
遺
跡
・
瑞
川
寺
山
門

昭
和

59
年
度
文
化
財
講
座

II

中
恨
牡
鹿
湊
と
石
巻
城
II

日
和
山
会
館
を
会
場
に

45
名
が
受
講

私
た
ち
の
祖
先
か
残
し
て
く
れ
た
貴
重
な
文

化
遺
産
を
正
し
く
理
解
し
、
保
護
・
保
存
を
し

て
い
く
の
は
‘
い
ま
生
ぎ
る
私
た
ち
の
務
め
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か

そ
の
文
化
遺
産
の
価
値
や
重
要
性
を
正
し
く

の
文
化
財
を
訪
ね
て

文
化
財
め
ぐ
り

理
解
し
て
い
た
だ
く
た
め
の
講
座
を
今
年
度
は

九
月
七
日
（
金
）
午
後
七
時
か
ら
日
和
山
会
館

を
会
場
に
‘
「
中
世
牡
鹿
湊
と
石
巻
城
」
と
題

し
、
石
巻
城
跡
発
堀
調
査
を
担
当
し
た
中
村
光

一
さ
ん
を
講
師
に
開
催
し
ま
し
た
。

青
塚
古
墳

•

安
国
寺
•
菜
切
谷
廃
寺

・

城
生
柵

跡

・
御
山
古
墳

▼

10
月

9
日
（
日
）

“
隠
れ
キ
リ
シ
タ
ン
遺
跡

と

馬

籠

を

訪

ね

て

“

昨

年

度

(3
月
25
日）

に
開
催
し
た
も
の
で
‘
大
好
評
を
得
‘
再
度
開

催
希
望
が
多
か

っ
た
た
め
に
開
催
し
た
も
の
で

す
。
今
回
も
申
込
み
受
付
け
と
同
時
に
定
員
に

達
す
る
は
ど
の
人
気
で
、
ぜ
ひ
も
う

一
度
開
催

し
て
は
し
い
と
の
声
が
出
て
い
ま
す
。
講
師
I
I

沼
倉
良
之
先
生

（講
話
・
東
和
町
の
遺
跡
）

．

三
宅
宗
議

先

生

参

加

1124
名
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所
在
地

代
表

現
在
、
石
巻
市
に
は
、
国
指
定
文
化
財
二
件
、

県
指
定
文
化
財
二
件
、
市
指
定
文
化
財
十
＿
件
の

ほ
か
、
数
多
く
の
文
化
財
が
あ
り
ま
す
。

戸

m証
駈
匿
尻
g
目

国
指
定
文
化
財

（
※
印
時
代
）

奪

〈
瓜
要
文
化
財
〉
岩
版
1
1

昭

36
.2
.
l
指
定

所
介
者
二
じ
利
伸
氏

（
住
t11
町

一）

※
縄
文

篤

〈
史
跡
〉
沼
沖
11
ハ塚

II
昭
47
.10
.
21
指
定

所

h
地
口
沼
沖
心
r
出
外
※
縄
文
ー
弥
生

県
指
定
文
化
財

奪
牡
鹿
法
印
神
楽

II
昭
46
.3
.
2
指
定

者
：
桜
谷
守
雄
氏
（
湊
字
牧
山
）

奪

L
小
川
II
ハ塚

II
昭

50
.
4
.
30
指
中
心

[
LU
代・
[
f
仁
斗
田
※
蠅
文

区
臼
"
四
1i葛

西

椀 五 C
a
 

ぷ-j 

三函砥咀砺返吃已

’’牧山零羊崎神社で火災』11繰実施”
わが国には、鷺造物や美術工芸品などの優れた文化財

が数多くあります。しガし、わが国の文化財の多くは、
木・紙・布など、火災により損傷を受けやすい材賣で作
られています。

1月26日tJr文化財防火テー」とされだのは、昭和24
年のこの日に国民的な財産であつだ法隆寺金堂の壁画tJ
焼損したこと、そして、ちょうど火災の多いシーズンに
当つています。
この日を機会に、二度と法隆寺金堂壁画の悲劇を綴り

返さないという決憲を新だlこしだものです。

牧
山
零
羊
崎
神
社
で
の

火
災
訓
練

鶴
置
に

fiえ
よ
う

こ
れ
ら
の
も
の
は
す
べ
て
、
先
人
が
遺
し
て
く

れ
だ
大
切
な
遺
産
で
あ
り
、
今
生
き
る
私
だ
ち
の

手
で
後
世
に
伝
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
す
。

市
指
定
文
化
財

奪
多
伽
院
板
碑
群

II
昭
50
.6
.
1
指

定

所

介

者
及
び
所

fl
ニ
ニ
輪
本
頴
氏

（古
野
町

一）

※

rl世

奪
平
塚
ツ
ナ
家
文
内
1
1

第

一
次
昭

51
.6
.
1
指

定

第

二
次
昭

53
.4
.
l
指

定

所

有

者
i

平
塚
ツ
ナ
氏

(W
代
字
仁
斗

I
)
※
近
世

奪
鳥
座
神
社
本
納
絵
馬

「
奥
州
石
ノ
巻
図
」
1
1

昭
53
.8
.
l
指
定

所

打
者
は
仮
谷
関
氏

（
羽
焦
町

一）

※
近
世

篤
Ill11
巻

ハ
リ
ス
ト
ス
正
教
会
教
会
堂

II昭
55

12
.
20
指
定

所
介
者
及
び
所

h

（中
瀬
）
※
近
世

奪

〈
彫
刻
〉
潮
音

II
昭
55
.
12
.20
指

定

所

1
行

及
び
所

h
T
れ
巻
市
‘
“
巻
市
図
じ
ぃ
節
※
視
代

奪
イ
チ
ョ
ウ

（古
杵
＇
寸
）
二
株

II
昭
55
.12
.
20

指

定

所

打

者

及
び
所
介

i

一
方
井
文
nO

恥
氏

れ
巻
dj

（閻
木
字
炉
前

）

奪
イ
チ

ョ
ウ

5
9泉
院
）
1
1

昭
55
.12
.
20
指
巫

所

1
行
及
び
所
介

i

泉
孝
火
氏

（水
沼
[
l
人

似
）

雹
泌
西
椀
II
昭
56
.
5
.
18
指

定

所

1
行

[
坊

沢
敏
和

（龍
訓
院
）（
大
瓜
9f
棚
橋
）

篤

〈
彫
刻
〉
黒
潮

IilH
II
昭
56
.
5
.18
指
定

所
打
者
及
び
所
介

：
れ
巻
魚
糀
エ
梨
閻
‘
が

巻
市
図
内
館
※
視
代

篤
わ
巻
市
渡
波
獅

f
風
流

II
昭
56
.12
.
19
指
定

代
表
者

i

内
洵
ヤ
ギ

(
r平

町

）

奪

〈
彫
刻
〉
漁
人
像

II
昭
57
.12
.
15
指

巫

所

有
者
及
び
所
在
：
石
巻
市
、
石
巻
市
図
書
館

※
現
代



石 巻 市 文 化 財だよ り (32) 

「
合
理
的
な
住
居
表
示
を
…
」
と
い
う
目
的

で
、
昭
和
37
年
に
制
定
さ
れ
た
「
住
居
表
示
に

関
す
る
法
律
」
に
よ
り
‘
翌

38
年
か
ら
全
国
の

各
都
市
で
順
次
町
名
の
変
更
か
さ
れ
て
い
ま
す
。

新
し
い
住
居
表
示
の
特
徴
は
‘
こ
れ
ま
で
の

「
通
り
」
を
単
位
と
し
た
町
名
で
は
な
く
‘
従

来
交
流
の
な
か
っ
た
背
中
合
わ
せ
の
ブ
ロ
ソ
ク

単
位
の
街
区
方
式
と
な
っ
て
い
ま
す
。

石
巻
市
に
お
い
て
も
昭
和
40
年
か
ら
こ
の
新

し
い
住
居
表
示
を
実
施
‘
現
在
ま
で
且
地
区
で

町
名
か
変
更
さ
れ
て
い
ま
す
。

昭
和

40
年
に
は
「
北
目
町
・
南
町
・
湊
本
町

荒
町
•
新
町
・
東
町
・
御
所
裏
…
等
」
の
町
名

か
消
え
‘
翌

41
年
に
は

「
海
門
寺
前
‘
本
町
‘

仲
町
‘
裏
町
‘
横
町
、
新
田
町
‘
元
倉
‘
九
軒

町
‘
後
町
‘
浜
横
町
…
等
」
が
‘
そ
し
て
4
2
年

に
は
「
面
剣
田
‘
清
水
尻
‘
鍋
倉
‘
揚
慮
原
、

入
船
町
‘
六
軒
町
：
．
等
」
の
町
名
が
消
え
て
し

ま
い
ま
し
た
。
そ
の
他
、
土
地
区
画
整
理
事
業

に
よ
っ
て
新
し
い
町
か
つ
く
ら
れ
る
と
同
時
に

古
い
町
名
か
消
え
て
し
ま
う
例
も
あ
り
ま
す
。

「
袋
谷
地
」
か
そ
う
で
す
。
昭
和
50
年
‘
こ
の

事
業
に
よ
り
「
水
明
町
」
と
な
り
‘
昭
和

59
年

に
住
居
表
示
に
よ
り

「
水
明
南
‘
水
明
北
」
と

変
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

由
緒
あ
る
町
名
を
後
世
に
伝
え
る
と
い
う
こ

と
は
‘
今
生
き
る
私
た
ち
の
大
切
な
役
割
り
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
地
名
は
民
俗
学
と
古
代

史
を
結
ぶ
接
点
で
あ
り
‘
か
け
か
い
の
な
い
文

▲新 田 町

①
元
禄
―
一
年
五
月
十
日
「
奥

新

田

町

の
細
道
」
の
旅
で
石
巻
を
訪
れ
た
芭
焦
と
曽
良

は
‘
日
和
山
か
ら
の
眺
望
を
楽
し
み
‘
住
吉
神

杜
に
参
詣
後
‘
新
田
町
の
四
兵
へ
宅
に
一
泊
し

た
。
安
永
二
年
―
―
一
月
の
「
安
永
風
土
記
書
出
」

に
は
家
数
五
十
二
軒
と
記
さ
れ
て
い
る
。

②
天
文
年
中
‘
肥
後
国
の
浪

渡
波
本
町

人
佐
々
木
肥
後
（
内
海
家
の
祖
）
は
‘
奥
州
葛

西
氏
の
命
令
で
祝
田
浜
か
ら
こ
こ
に
移
り
、
大

庄
屋
を
つ
と
め
‘
渡
波
を
開
拓
し
た
。
寛
永
十

八
年
に
本
町
は
渡
波
最
初
の
宿
場
と
な
っ
た
。

r
 

④
一
六
九
八
年
の
「
牡
鹿
郡

IB 

万
御
改
書
上
」
石
巻
村
の
条
に

「横

町

長

さ

三
町
拾
弐
間
ー
約
三
四
九

M
」
と
記
さ
れ
‘
享

和
三
年
(
-
八

0
三
）
の
牡
鹿
陸
方
大
肝
入
の

代
官
あ
て
「
石
巻
村
内
宿
場
報
告
書
」
中
に
も
‘

本
町
‘
中
町
に
次
い
で
「
横
町
」
の
名
か
見
え

横

《
旧
町
名
表
示
石
柱
設
置
事
業
》

巾
m
緒
あ
る
町
名
を

後
冊
に
伝
え
る
…

化
遺
産
だ
と
い
え
ま
す
。

石
巻
市
教
育
委
員
会
で
は
‘
今
は
な
く
な
っ

て
し
ま
っ
た
町
名
を
後
世
に
伝
え
る
た
め
「
旧

町
名
表
示
石
柱
設
罹
事
葉
」
を
昭
和
56
年
度
か

ら
行
い
‘
昭
和

63
年
度
ま
で
の
計
画
で
、
市
内

2
0
か
所
に
設
置
す
る
予
定
で
い
ま
す
。

―
―
門
零
言
一

③
鎌
倉
前
期
以
降
の
湊
村
の

湊

本

町

領
主
笹
町
氏
‘
遠
山
氏
の
居
館
に
近
い
船
着
き

場
本
町
は
市
内
で
最
も
古
い
宿
場
で
‘
御
礼
場

や
仙
台
藩
会
所
‘
御
塩
蔵
か
あ
り
、
元
禄
十
一

年
当
時
の
本
町
の
長
さ
は
‘
二
町
十
九
間
、
家

数
四
十
三
軒
、
安
永
二
年
は
百
十
五
軒
で
あ
っ

憂
臼E塁
名
温

本
町
は
最
古
の
町
名
で
あ
る
こ
と
が
多
い

る
。
大
正
初
期
か
ら
終
戦
直
後
ま
で
は
歓
楽
街

と
し
て
有
名
で
あ
っ
た
。
江
戸
回
米
港
石
巻
の

開
港
直
後
か
ら
の
貨
物
運
送
用
運
河
「
墨
廼
江

堀
」
は
昭
和
三
十
五
年
に
埋
め
立
て
ら
れ
た
。

r
 

⑤
一
六
三
四
年
に
湊
村
鹿
妻

IB 

か
ら
こ
こ
に
移
住
し
た
信
州
出
身
の
松
本
但
馬

源
兼
満
か
居
住
を
建
設
以
来
街
区
か
形
成
さ
れ

た
中
町
は
‘
一
六
九
八
年
の
「
牡
鹿
郡
万
御
改

書
上
」
石
巻
村
の
条
に
「
中
町
長
さ
三
町
三

拾
九
間
ー
約
三
九
八

冒」

と
あ
る
。
江
戸
中
期

に
は
仙
台
藩
代
官
屋
敷
‘
八
戸
藩
米
蔵
‘
登
米

屋
敷
‘
金
座
役
人
の
定
宿
な
ど
が
並
ぶ
繁
華
街

で
あ
っ
た
。

⑥
街
区
形
成
の
初
期
に
‘
し

九

軒

町

ば
ら
く
は
民
家
九
軒
し
か
な
か
っ
た
こ
と
か
町

名
の
起
源
と
い
う
。
一
六
九
八
年
の
「
牡
鹿
郡

万
御
改
書
上
」
門
脇
村
の
条
に
「
中
町
長
さ

弐
町
四
拾
間
ー
約
二
九
一

ぃい」
‘
一
七
三
―
一
年
前

後
の
「
石
ノ
巻
絵
図
」
に
は
「
九
軒
町
」
と
あ

る
。
同
絵
図
に
千
石
船
数
隻
か
見
え
る
川
岸
に

一
八
八
八
年
水
上
警
察
署
‘
一
九
〇
六
年
石
巻

救
難
所
‘
一
九

―一

年
内
務
省
土
木
出
張
所
が

設
置
さ
れ
、
海
上
保
安
‘
水
難
救
助
‘
北
上
川
改

修
工
事
な
ど
の
推
進
に
そ
れ
ぞ
れ
貢
献
し
た
。

中

▲湊 本 町
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石 巻 市 文 化 財だよ り (34) 

《
文
化
財
説
明
板
》

今
年
度
ま
で
に
心
f
ぷ
生
か
所
に
設
誼

文
化
財
の
所
在
の
周
知
と
愛
護
思
想
の
高
揚
城
県
令
（
知
事
）
松
平
正
直
は
‘
五
郎
兵
衛
の

を
図
る
こ
と
を
目
的
に
＂
文
化
財
説
明
板

Ii

の
功
績
を
た
た
え
て
彼
の
名
を
と
り
「
内
海
橋
」

設
置
を
進
め
て
い
ま
す
が
‘
今
年
ま
で
に
市
内
と
命
名
し
た
。
な
お
‘
石
巻
が
市
に
な
っ
た
昭

2

2

か

所

に

設

置

し

ま

し

た

。

和

八

年

‘

そ

れ

ま

で

の

内

海

橋

は

‘

木

橋

で

老

特
に
今
年
は
‘
協
同
組
合
石
巻
商
店
会
（
理
朽
が
激
し
か
っ
た
た
め
‘
永
久
橋
に
か
け
か
え

事
長
相
沢
力
雄
氏
）
よ
り
認
基
（
う
ち
8
期
は
ら
れ
た
。

星
野
賢

一
郎
氏
作
製
分
）
の
寄
贈
が
あ
り
‘
こ
算
御
殿
横

T
⑪

（
中
央

一
・
日
野
屋
旅
館
前
）

の
分
と
あ
わ
せ
2
2
基
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
周
辺
に
、
伊
勢
国
出
身
の
豪
商
源
左
衛

れ
ま
て

]

;

―

門

が

建

設

、

宝

水

亨

保

年

間

に

仙

台

藩

に

献

納

篤
内
海
橋
⑯

（
中
瀬
•
岩
城
屋
商
店
前
）
し
た
「
御
座
之
間
」

「
御
奉
行
之
間
」
「
御
郡

北
上
川
に
は
‘
明
治
時
代
に
入
っ
て
も
し
ば
司
之
間
」
な
ど
二
十
三
室
に
及
ぶ
広
壮
華
麓
な

ら
く
の
間
架
橋
さ
れ
ず
‘
住
民
は
不
便
を
き
わ
御
仮
屋
が
あ
っ
た
。
御
仮
屋
は
‘
歴
代
藩
主
の

め
て
い
た
。
内
海
五
郎
兵
衛
は
独
力
で
架
橋
工
牡
鹿
半
島
の
鹿
狩
り
、
そ
の
他
の
用
務
に
よ
る

事
に
着
手
し
、
数
々
の
困
難
を
克
服
し
て
、
明
石
巻
地
方
巡
行
の
際
の
宿
泊
施
設
で
、
住
民
か

治
十
五
年
五
月
に
開
通
式
を
迎
え
た
。
時
の
宮
ら
は
御
殿
と
よ
ば
れ
、
亨
保
末
年
の
石
巻
絵
図

に
も
「
御
殿
」
と
注
記
。
献
納
者
源
左
衛
門
の

子
孫
が
御
仮
屋
守
を
世
襲
し
た
。
こ
の
地
名
は

石
巻
の
近
世
史
を
知
る
上
で
の
重
要
な
手
が
か

り
の

一
っ
で
あ
る
。

葛
吉
田
松
陰
の
宿
所
跡
⑫

（
中
央

一
・
日
活
パ

ー
ル
映
画
館
裏
）

東
北
遊
歴
の
途
中
‘
吉
田
松
陰
は
嘉
永
五
年

（
一
八
五
二
）
五
月
十
六
日
に
石
巻
に
致
着
し
‘

親
友
那
珂
通
高
の
寄
寓
先
粟
野
杢
右
衛
門
の
案

内
で
日
和
山
か
ら
の
眺
望
を
楽
し
み
、
同
行
の

宮
部
鼎
蔵
と
共
に
粟
野
邸
に
一
泊
し
た
。
粟
野

邸
は
現
在
の
日
活
パ
ー
ル
劇
場
の
場
所
に
あ
っ

た
と
い
わ
れ
、
松
陰
も
そ
の
庭
色
を
嘆
賞
し
た

邸
内
の

『
合
歓
園
』
は、

戦
後
に
姿
を
消
し
て

▲内 海 橋

い
る
。

算
牡
鹿
桃
生
町
村
組
合
公
立
病
院
跡
⑬

町
一
•
電
報
電
話
局
前
）

明
治
六
年
仲
町
に
設
置
さ
れ
た
県
立
病
院
石
巻

分
院
の
後
身
で
、
明
治
二
十
五
年
本
町
に
エ
費

五
千
六
百
余
円
で
建
設
さ
れ
た
赤
れ
ん
か
の
灌

し
ゃ酒

な
外
観
を
誇
る
公
立
病
院
は
牡
鹿
桃
生
両
郡

村
民
の
医
療
機
関
と
し
て
、
多
大
な
貢
献
を
果

し
た
。
後
に
石
巻
赤
十
字
病
院
と
し
て
活
用
さ

れ
、
日
赤
が
湊
に
建
設
さ
れ
た
後
は

一
時
市
庁

舎
と
し
て
利
用
さ
れ
た
。

篤
宮
城
電
鉄
駅
跡
⑭

（
穀
町
・
石
巻
駅
仙
石
線

口
前
）山

口
県
出
身
の
実
業
家
山
本
豊
次
は
か
九
名

は
、
大
正
十
二
年
十
二
月
に
宮
城
電
道
株
式
会

社
を
設
立
し
、
石
巻
＼
仙
台
間
の
電
車
線
敷
設

工
事
に
着
手
、
昭
和
三
年
十
一
月
に
は
全
線
か

開
通
‘
「
宮
城
電
鉄
」
の
名
で
親
し
ま
れ
沿
線

市
町
村
の
政
治
経
済
‘
教
育
文
化
の
進
展
に
多

大
の
恩
恵
を
も
た
ら
し
た
。

太
平
洋
戦
争
中
‘
軍
部
の
要
請
に
よ

っ
て
国

が
買
収
以
来
、
国
鉄
「
仙
石
線
」
と
な
り
石
巻

駅
は
電
鉄
時
代
の
建
築
そ
の
ま
ま
利
用
さ
れ
て

い
る
。

算
旧
石
巻
警
察
署
跡
⑮

（
中
央
ニ

・
丸
光
石
巻

店
前
）

じ
ゅ
ん
ら

明
治
六
年
七
月
設
置
の
巡
遁
屯
所
が
石
巻
警

ら
ん
し
ょ
う

察
署
の
濫
膳
で
‘
八
月
四
日
第
三
警
察
に
改
組
‘

（
門
脇

牡
鹿
桃
生
本
吉
三
郡
を
管
轄
。

十
年

一
月
に
石
巻
警
察
署
と
改
称
‘
庁
舎
を

門
脇
村
（
門
脇
町
一
丁
目
）
に
設
罹
し
た
が
‘

二
十
年
三
月
本
町
大
火
で
類
焼
二
十
二
年
石
巻

仲
町
（
中
央
二
丁
目
）
に
新
築
移
転
し
た
。
明

治
洋
風
建
築
の
庁
舎
で
あ
る
。

算
石
巻
町
役
場
及
び
議
事
堂
・
旧
図
書
館
跡
⑯

（
泉
町
一
•
八
ツ
沢
緑
地
内
）

明
治
二
十
二
年
ー
昭
和
九
年
ま
で
の
約
四
十

五
年
間
‘
石
巻
町
役
場
な
ら
び
に
第
一
次
石
巻

市
庁
舎
が
置
か
れ
た
こ
の
敷
地
に
は
‘
後
に
町

立
石
巻
実
科
女
学
校
（
市
立
女
子
高
校
の
前
身
）
、

水
道
事
務
所
（
後
に
図
書
館
）、
石
巻
公
民
館
な

ど
の
公
共
の
建
造
物
が
次
々
と
建
設
さ
れ
た
。

篤
「
縮
図
」
の
お
も
か
げ
⑰
（
中
央
ニ
・
千
登

里
入
口
前
）

〈
銀
子
は
ち
ょ

っ
と
顔
を
直
し
子
供
に
留
守

を
頼
ん
で
家
を
出
た
か
、
そ
こ
は
河
に
近
い
日

和
山
の
裾
に
あ
る
料
亭
で
、
四
五
町
も
あ
る
海

沿
ひ
の
道
を
車
で
通
ふ
の
て
あ
っ
た
。〉

▲ 「縮図」のおもかげ
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自
然
主
義
文
学
の
最
高
峰
徳
田
秋
声

ff
「縮

図
」
の

一
節
で
あ
る
。
仲
町

（中
央
二
丁
目
）

の

「
中
大
黒
」

抱
妓
銀
子
と
近
郷
の
尿
農
の
長

男
倉
持
と
の
逢
引
き
の
場

「
ア
ル
。フ
ス
温
泉
」

（門
脇
町
二
丁
目
）
の
跡
に
は
‘
庭
石

一
個
の

み
。
中
大
黒
の
玄
関
と
待
合

「
千
登
里
」
は
昔

の
ま
ま
姿
を
残
し
て
い

る
。

奪

牧

山

（
湊
字
牧
山
・

社
務
所
前
）

旧
北
上
川
の
束
岸
に
あ
る
高
さ
二
五
五

M
の

山
で
す
。
北
上
山
地

に
続
く
山
で
、
中
生
代
の

古

い
地
層
か
ら
で
き
て
い
ま
す
。
市
街
地
に
近

い
山
と
し
て
は
自
然
の
残
さ
れ
て
い
る
山
で、

そ
の
自
然
と
い

っ
し
ょ
に
多
く
の
文
化
財
が
保

存
さ
れ
て
い
ま
す
。

頭
上
附
近
に
モ
ミ
‘・

ブ
ナ
‘
イ
ヌ
プ
ナ

の
混

生
す
る
自
然
林
が
あ
り
ま
す
。
林
の
下
は

一
面

ス
ズ
タ
ケ
で
お
お
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な

林
は
石
巻
地
方
で
は
牧
山
で
し
か
見
る
こ
と
か

で
き
ま
せ
ん
。
太
平
洋
側

の
丘
陵
地
や
低
山

の

自
然
の
も
も
の
姿
を
よ
く
残
し
て
い
る

「
日

本
の
重
要
な
植
物
群
落
」
の
―

つ
で
す
。

こ
の

は
か
コ
ナ
ラ
林
や
柚
林
地
な
ど
い
ろ
い
ろ
な
植

物
群
落
を
見
る
こ
と
が
で
き
‘
海
岸
植
物
か
ら

山
地

の
植
物
ま
で
七
百
種
以
上
の
植
物

（
シ
ダ

植
物
以
上
）
が
生
活
し
て
い
ま
す
。

動
物

の
種
類
も
多
く
‘
探
烏
や
昆
虫
採
県
の

場
所
と
し
て
親
し
ま
れ
て
い
ま
す
。

頭
上
か
ら
山
麓
ま
で
、
多
く

の
社
寺
‘
遣
跡

か
あ
り
‘
そ
れ
に
関
係
の
あ
る
伝
説
や
文
化
財

が
あ
り
ま
す
。

展
望
の
き
く
場
所
か
多
く
、
石
巻
市
周
辺

の

梅
•

川

•

田
園

·

市
街
地
か
ら

遠
く
の
山
々
ま

で
の
す
ぐ
れ
た
景
観
を
楽
し
む
こ
と
か
で
き
ま

す
。

牧
山
地
域
は
‘
県
立
自
然
公
園

『
硯
上
山

・

万
石
浦
』
の

一
部
と
し
て
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

奪
巻

石
⑲

（住
吉
公
園
小
島
内
）

巻
石

の
こ
と
か
最
初
に
で
て
く
る
書
物
は
天

和
二
年

(
-
六
八

二）

に
刊
行
さ
れ
た
大
淀
三

千
風
著

「
松
島
眺
望
集
」
で
す
。

「
石
巻

川

な
み
と
し
ぇ

中
に
大
き
な
る
岩
あ
り
‘
こ

の
か
げ
浪
巴
を
な

せ
り
‘
こ
の
故
に
こ

の
名
あ
り
」
と
書
か
れ
て

あ
り
ま
す
。

元
禄
十

一
年

(
-
六
九
八

）
の
「
牡
鹿
郡
万

御
改
書
上
」
に
は

「
川

中

烏

帽

子
石

東

西

壱

間

半

南

北
三
尺
八
寸
た
だ
し
石
巻
石
と

申
し
伝
え
候
」
‘
享
保
四
年

(
-
七

一
九
）
の

「奥
羽
観
跡
聞
老
志」

に
は

「
烏
帽
子
石

住

吉
社
畔
華
表
前

の
湾
に
巨
石
あ
り
‘
高
さ
六
尺

か
た
ち

広
さ
南
北
三
尺
束
西
九
尺
‘
そ
の
象
烏
帽
子
に

似
た
り
」
と
あ
り
‘
安
永
二
年

(
-
七
七
三）

の

「
石
巻
村
風
土
記
御
用
的
出
」
に
は

「当
村

端
郷
住
吉
町
住
吉
大
明
社
地
わ
き
に
‘

石
巻
石
‘

石
巻
渕
御
座
候
に
付
き
‘
そ

の
縁
を
も

っ
て
村

名
に
唱
え
申
し
候
」
と
瞥

い
て
あ
り
ま
す
。

▲牧 山

▲巻 石

石
巻
の
地
名
の
由
米
に
つ
い
て
は
い

ろ
い
ろ

な
説
か
あ
り
ま
す
が
‘

江
戸
時
代
に
は
こ
の
巻

石
が
起
源
で
あ
る
と
す
る
説
か

一
般
に
よ
く
知

ら
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。
烏
紺
子
は
住
吉
神
社

い
び
し

の
正
し
い
名
‘
飯
石
大
島
神
社
の

「
い
び
し
」

か
な
ま

っ
て
で
き
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

い
り
＜

現
在
羽
黒
山
の
ぶ
も
と
に
あ
る
沸
石
山
寿
福

寺
は
正
保
二
年

(
-
六
四
五
）
住
吉
に
仙
台
藩

の
米
蔵
が
建
設
さ
れ
る
前
は
大
局
神
社
の
瑳
内

に
あ
り
ま
し
た
。
梅
石
と
い
う
山
号
は
烏
帽
乙

石
に
ち
な
ん
で
つ
け
ら
れ
た
も
の
で
す
。

海
門
寺
跡
⑳
（
日
和
が
丘
一
•
海
門
寺
公
園
）

好
日
山
梅
門
寺
は
仙
台

の
人
万
空
か
藩
に
顛

い
を
出
し
て
‘

仙
台
大
年
寺
の

鳳
山
和
尚
に
よ

っ
て
開
山
さ
れ
た
黄
柴
宗
の
寺
で
す
。
当
時
藩

で
は
寺
の
新
設
を
認
め
て
い
な
か

っ
た
の
で
す

さ

い

か
‘
四
代
藩
主
綱
村
か
黄
棠
宗
に
帰
依
し
て
い

た
の
で
‘
廃
寺
に
な

っ
て

い
る
遠
田
郡
田
尻
の

日
和
山
日
吉
寺
を
移
す
と
い

う

こ
と
で
特
に
認

め
ら
れ
た

の
だ
そ
う
で
す
。
万
空
は
寺
の
建
物

を
建
て
‘
田
畑
六
十
二
石
あ
ま
り
を
寺
に
寄
附

し
て
い

ま
す
。

「
伊
達
治
家
記
録
」
元
禄
十
六
年
四
月
十

一

日
の
と
こ
ろ
に

〈
門
脇
村
二

竪
八

十
間
横
六
十

間
の
寺
場
ヲ
賜
フ

〉
と
あ
り
ま
す
。

安
永
二
年

(
-
七
七
三
）
八
月
‘
七
代
重
村

は
領
内
の
千
石
船
関
係
の
遭
難
者

の
追
族
を
招

き
‘
沸
門
寺
で
施
餓
鬼
会
を
営
み
‘
弔
慰
金
を

贈
り
ま
し
た
。
そ
れ
以
来
‘
三
日
三
晩
ぶ
っ
と

お
し

の
孟
閾
盆
会
と
盆
踊
り
は
石
巻
地
方
最
大

の
行
事
と
さ
れ

「
夜

っ
ぴ
て
の
梅
門
寺
」
と
い

う
名
で
た
い

へ
ん
有
名
に
な
り
ま
し
た
。

明
治
維
新
で
藩
の
直
廊
寺
で
な
く
な

っ
た
梅

門
寺
は
‘
明
治
六
年

(
-
八
七
五
）
の
火
災
で

薬
師
堂
を
除
く
金
棠
塔
を
焼
失
し
て
し
ま
い
ま

し
た
。

日
叩蹄
戦
争
匝
後
境
内
に
招
魂
社
と
招
忠
碑
か

建
て
ら
れ
‘
大
正
初
期
か
ら
は
広
場
で
全
国
自

転
卓
競
走
大
会
や
サ
ー
カ
ス
公
演
な
ど
が
行
わ

れ
ま
し
た
か
‘
戦
後
四
十
年
に
彰
徳
館
‘
四
十

四
年
に
は
友
心
館
か
建
設
さ
れ
て
い
ま
す
。

▲海門寺跡



石巻市文化財だよ り (36) 

▲ 阿弥 蛇峯

算
阿
弥
陀
峯
⑪
（
吉
野
町

一
・
慈
恩
院
入
口
）

慈
恩
院
と
多
福
院
の
裏
山
は
江
戸
時
代
の
絵

図
を
見
る
と
阿
弥
陀
峯
と
い
う
名
に
な
っ
て
い

ま
す
。
こ
の
崖
に
な
っ
て
い
る
山
の
一
部
に
「あ

み
だ
」
か
ら
出
た
と
思
わ
れ
る
「
な
み
だ
坂
」

と
い
う
名
が
最
近
ま
で
残
っ
て
い
ま
し
た
。

阿
弥
陀
峯
か
ら
五
松
山
に
か
け
て
見
ら
れ
る

自
然
林
は
ケ
ヤ
キ
‘
シ
ロ
ダ
モ
林
で
、
石
巻
地

方
の
海
岸
丘
陵
地
の
原
生
林
の
お
も
か
げ
を
よ

く
保
存
し
て
い
る
「日
本
の
重
要
な
植
物
群
落
」

の
―
つ
で
す
。

高
木
は
ケ
ヤ
キ
と
常
緑
樹
の
シ
ロ
ダ
モ
が
多

v
、
日
本
で
は
珍
ら
し
い
モ
ク
ゲ
ン
ジ
が
混
生

し
て
い
ま
す
。
林
内
に
は
カ
ヤ
、
イ
ヌ
ガ
ヤ
‘

ア
オ
キ
‘
ヤ
マ
ツ
バ
キ
‘
オ
オ
ナ
ワ
シ
ロ
グ
ミ
‘

ツ
ル
マ
サ
キ
‘
テ
イ
カ
カ
ズ
ラ
‘
オ
オ
バ
ノ
イ

ノ
モ
ト
ソ
ウ
‘
リ
ュ
ウ
ノ
ヒ
ゲ
、
オ
オ
バ
ジ
ャ

ノ
ヒ
ゲ
な
ど
常
緑
の
植
物
か
多
く
な
っ
て
い
ま

す
。崖

の
下
の
方
で
は
ケ
ン
ポ
ナ
シ
‘
エ
ノ
キ
‘

オ
ニ

グ
ル
ミ
な
ど
低
地
の
樹
木
が
混
じ
り
‘
土
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下図記載以外の文化財説明板設置場所

② 西三軒屋遺跡 （門脇字西三軒屋60)

③ 安楽寺跡板碑群と水沼地区の中世遺跡

（小沼字寺内74-2) 

⑤ 祝田浜の両墓制 （渡波字祝田74)

⑧ 石川啄木の歌碑建立 （荻浜字葉山） ▲高橋茶舗
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石 巻市文化財だより

《付•石巻市所在遺跡地名表・石巻市遺跡地図》

石巻市の遺跡

海・山 ・JI Iと自然に恵まれた石巻市は、昔から人々の豊かな生活の舞台であ

り、そのあかしとして、これまでに数多くの埋蔵文化財包蔵地（遺跡）が発見

されております。

学問の進歩によって先人の残した貴重な遺跡の解明がなされ、往時の生活文

化の復元が可能になりつつあることは、喜ばしいことでありますが、反面、急

激な社会清勢の変化や経済変革に伴う地域関発等によって自然景観や歴史的環

境が急変し、文化財の保存が危ぶまれております。そこで、文化財の保護・イ呆

存のためには、その所在・範囲及び性格を広く一般に周知することが必要と考

え、「石巻市遺跡地図」とともに「石巻市所在遺跡地名表」を作成し、本書に

収録したものです。

ここに収録した遺跡のほかに未確認のものもあろうか と思いますが、今後も

分布詞査等の実施により、補足整備してまいります。

《お願い》

家屋の新築及び増改築や土地の開発言十画等に当っては、「石巻市遺跡地図」

「石巻市所在遺跡地名表」を十分に活用され、事前に市教育委員会と協言義・調

整を行い、先人の残してくれたかけがいのない文化遺産である遺跡が、保護・

保存されるよう特段のご配意をお願いします。

(38) 

石巻市所在遺跡地名表 昭和60年 3月31日現在

追跡名 所 在 地 立 地 種 別 時 代 地目 出 土 品 出土品の所在地 地図

永 厳 寺貝 塚 羽黒町 1 丘陵麓 貝 塚 縄古文 (Ii免代） 築境 地内
縄 文土器 （上洞 C2A)製 塩土器、土師器

③ 

梨 木畑 貝 塚 渡波字梨木畑 ＂ ＂ 
碑前奈文良・中•い平l"安後） 畑 縄人文骨土器、 土師器、 須恵器、製塩土器、

市教委 東北大 ⑤ 
宅 地

山下遺跡 (06に含める） ／ 

屋 敷浜 貝 塚 渡波字屋敷浜 丘 陵貝 塚 利棗lll、X. ・後¥)jij 晩平 ） 山林 縄須文恵土器器、製、石塩土斧器、骨角器、 土師器、 ―佐々木女涵 夫高 ⑦ 

根 岸 堤造跡 (43に含める ） ／ 

清 水 尻 逍跡 清水町 1 自然堤防 包含地 古墳平安 畑 土師器、 須恵器、 土錘 石毛利コレ巻クショ高ン ③ 

梅 ヶ 丘遺跡 (40に含める ） ／ 

湊 小 学 校遺跡 吉野町 1 自然堤防 包含地 奈 良 宅地 蕨手刀 毛利コレクション ③ 

館山遺跡 八幡町 2 II II 縄 文 畑 磨製石斧、壺 ③ 

五 松山洞窟 /I 丘陵端 洞 窟古墳（後） 山 林 耳環、人骨 、須恵器、直刀 市菊 田教美代委人 ③ 

羽黒 山遺跡 羽黒町 1 丘陵中腹 包 含 地 平 安 畑 須恵器、紬口 ③ 



(39) 石巻市文化財だより

鰐 ． j且枕名 I'.). 「 {1 地 ,i: 地 t,[, けlj り、f 代 地 II /1¥ I ,¥,', ti¥ I品 の所(1地 地図

12 1111 N1 tit直跡 þÿ•½žÒu:2 frJ変,,,肌l 己 含 I也 ・F ．久．． ・t 地 須恵 器 イi を , , .. ・.-, ぐ.l 

1:i 明神 111 Iヽ．！！塚 投町 Ji. 陵麓 ll 塚褐 文 I/ 縄 文 I器、イi芹、 ll佐 II '} 

1-1 描炭 il'i 跡 沿i椛堤 自然堤防 己 含地 褪奈 文具 ( II. 免,, 安） 畑 I flrtii;.;, >i'l.'ど:i;.; 入 本 高 Q

15 II fll 111 N1 fl: 塚 llfttヶfr.I "・ 陵 塚 "' 111: 境内 内 G 

16 西 +1 kl_ 遺跡 I"! 脇・r西 ・貞l'k切0、61 砂 堆 屈包 敷含 地判： .1,tn j庄!II: 畑 　石製有孔円盤 I帥器 E利コレク ンョン ¥JJ 

17 釜 西，,,J(l群 II'.lf:(JJ 5 /I i,i . /i1 ,i,- Jf1(1後） と地 ２基）石製有孔円盤 I r.rti器 柚 本政助 ① 

18 1f,1,¥史'I跡Ill ll塚 lllfUWr内111 JiJ女余l1fli ll 塚 縄中 文後l1） Fi ・to 地 縫,ti}文QI'器j((5・6・7a'.(rib 、'i'8a 、9 10}怜・ 
ヶ’ぷ閥I] )、イi 1'1" fり 1柚,., m本: 政り） 助!it 1j' 

19 鬼城 直，：）il'i跡 Ill代浜'j- → 丸城 包含 地 樋文(1iり） ill 林 褪文 I器 (}..:木 s?)、h斧 ,t, 教 委 tf

20 神林遺跡 (45に含める ）

21 釜 束古 J(t 1"1脇'{西 ←'.+i'W.60 砂 堆 Iリ tn .'i り1(1妥） ・t: 地 ↑ 

22 にら 塚！！塚 渡ifi[¥W波''{f旭 ヶi11i. [ヽ'.新ill
’’ 

ll 塚 近.',li1 111111: Ill: 畑 I þÿ^+器 須恵器 þÿ•ÑN�–vxÁVh 岱； ,ti 教 委 含
水 Ill

2:l 明神山 経 塚 1111--園r1 1,-_陵麓 糸t 塚中 Ill: 、t 地 ¥fl.'じ器 イi 咎 ,:・:; ⑰ 

24 貝/1.I i令/11111塚 渡i皮・;N11111 II ll ぷ I' 久ヽ’ 畑 I r.i!iiぷ. if(.'ど:iゃ 令

25 胡 桃浜 貝塚 11 'r Mlt兆i兵 Ji-. 陵沿 II II ill 林 II 弓畑

l6 神林！！塚 (45に含める ）

27 法(¥'、'i'境l村！！塚 渡波字神明、法音寺 Ii. 陵沿 ll ii ク:H i"i, ・・ '1 i:: 1 1 地林 土師器、須恵器 di 教 委 ⑤

28 J¥ 『f- ll 塚 (46に含める ）

29 4ヽ iii tl 塚 ,:・:; ,1,'f ,jヽiiー： Ii: 陵 H 塚樋i 文
山林

績文 I器 イi 巻 翡 I 畑

30 I 沼El史；It 判ll 塚 iiぶl竹i・出八幡外292他5 
" , 山 の 1

,, II 縫依n文( 1j,j'I'-・ II安免I II II 、イ;i恰、 ・J'i・fりi恰 東t利コレ北クン ョ大ン ① 

31 南 JQ 貝塚 I杓t;1'rf/少.¥l II II 褪中・文後(','ーII・免Iiり） II . iJ又O:; I ;; i :; 人・j/(,., 令J嶋・.>川J.'1名人人・加1I,CHUI, h'C"l, ● , レd呪クx／ 11,・;: h ンヽ ② 

32 小多 Illj且跡 水沼'{・小多Ill 女令f1(1i 己含地 譴i 文（後） 山林 縄 文 I器(i(ヶ峯）、イiii¥、 イi匙 柚本政助 'I' 

:i:i 越 111f; ; 且跡 沼津字 越Ill Ii-. 陵 II 絹奈良 .,, 安文 畑 " 、 IþÿW�^+Vhゃ.il'i þÿ˜�`uVh ,t; 教 委 ①

34 多福院板碑群 ,'{野町 l 板 碑，,, Ill: ＠ 

35 似 i'tM恢貝塚 2似9-i'l ;,I H'-i'/-/-I ,¥ i'l /;1敷 Ir. 陵 端 （，.i 部含ll塚地） 渇古 文(1iり代） þÿw�‘Î[W„1SŸ地地 渇製ィ文，・器J-.器、 I（・．師大木器 5 6 )、lf'i製ィj)', )L.fi 柚 4ゞ 政 JI)} R 

36 k ?i-,'{ tl.i. (,!¥!'r,r, þÿw�‘Î[W„1SŸ 板 碑，,, Ill: (i 

37 ア チ ャ 浜 ii'i:跡
牧の浜'('アチヤハマ

Ii: 陵端 己 含地 渇 文（り'・) 畑と水地Ill 縄文 I器 (','・) 翌 1::; ・,;¥:kf!II R 1-4 

:18 占H、'ftQ1村fl;:6印 t1. i!Vi 1-/,¥ n it'.i 1,-_ 陵 板
碑 ."' 

111: (X'¥ 

39 水享の碑 ,, ・; 竹浜道 II II " ⑧ 

40 梅 ヶ Ii."!'.跡 泉町 2 丘 陵沿 '1! 跡 令f 良(,I.:安) t 地 土師器、須恵器（回転糸切り）、窯道具 し 渡東 辺北治 ）'F く ③ 

41 H; 輪山貝塚 人瓜・r栂It,屈 ,, 陵 tl 塚 奈'I'・安良（（ 木初） ） II II ,n .. ど．器、 ！炊,;-;-rn di 教 委 ②

42 閑 j且 跡 渡波字際 ti-. I凌麓 þÿS�Qwl 含 地塚 /,,s 良 111 林 I Mi器 （栄11り） ⑤ 畑

4:l fH Iド炭 ！［塚 II , þÿ[WeéWB\q111 
' 111 " ！！ 塚 褪.,,文（りり友中） 111 林 縫lfti製文 I 器芹(),fり木製1釣・5H・6・7a・7h)、-Ii鉄匙沖、イ1If: 

イi .、 9ぶ,,1,111、
佑t利々コレク；ンiョン

,f, ・, þÿY+で.)`  

H 垂水囲貝塚 II'f 1μ: 水 砂 堆 /I 涎i'i 文（中I）: 
古墳・中世 II 畑原水'l'f-Iii ; 文,IJt-.I. ;; ;; ,;,I js+ 'I I松I.r,. ,t, . 褐色ii"t/.''l/ '. ・ 製 J蛛i.Ir-I 窮域水 ,>r,・::; ⑤ 

45 4ゞ 杉 貝塚 "'f'.<I・（員.:)i)( ti-. 1: 女ダ占 II ( 末） ・岐,,, 111 林 圃ィii）り、t、介イ、褐1H:色.製lf'i1;;.:製uィi:-;芹、. 弥生 器I、器が（l.的'じi器ll hli 本政助 P, 
畑

46 内 IJ;(j伐跡 ff'l't'i ,Jヽ111 Ii・. 陵 II 依譴Ri末文I・! 浚？ 
II I 土師器、須恵器 iふ ,:・:; I屈 允 ,;:i; I 

47 、'F Iiり ll_ 塚 ,:・:; ,j,'(、'i'Iiり Ii・ 陵 麓 II 樋i 文(II免） 畑 絹i文 I器 ., 

-18 安 来 、，!°' 跡 水iWi、「内 Ii-. 陵 y 院跡 i兼介 i!.lfff 畑雑，＇；水()也Ill 'I' 

.)') 水 ill fif: 跡 "'(fifi ,_. Ii・ 陵 城 舵
,,, 

111: 11, 林 I 

50 粒 ノ * fii': 跡 人・瓜'i競ノ¥l!c II II ,, 山依林地畑 I 

SI ,ti".r,:境i/ 1節ifif:跡 南境字金沢 II " 
tit 林 ク）

( /, ) 畑

52 4lfl、iw..ft);{!i、釣fifi哺跡f() J'(.'l'f-'r ,Jヽ111 " II 111 林
I 畑

53 町 tl 塚 þÿmAuY[Wu: Ji-. 険 麓 ll 塚 縄文 中111:? ・t 地 机．，じ器 Ji,. ・焼物破I', デ

54 水 l'l 111 j且跡 Itけll'i水lT山 II 包 含地 V・ 、久・- ti 'Ii:: f木 地灯II I r.rtiW、<i'l.'J!:i恰

"' 
教 委 の

55 磯 111 ll 塚 il/l!J'j・6幾III If, II ll 塚 績 文 ・F友・ 畑 海文 I器 I', I帥器、 ；n. ゼ器 ,, 令‘



石巻市文化財だより (40) 

翡 遺跡名 所 在 地 立地 植 別 時 代 地目 出 土 品 出土品の所ii地 地番

56 平 形山根貝塚 沢田字平形山根 丘陵麓 貝 塚平 安 畑 土師器、頃恵器 市 教 委⑤

57 日（影平 山経形）塚 II 字平形日影山 ＂ 経塚？ 中世近世 山 林 ⑤ 

58 平形貝塚 II 字平形 II 貝 塚平 安 雑草畑地 土師器、須恵器 市 教 委⑤

59 構 野館構 跡 真野字八日影森山山 丘陵斜而 城 館中 世
山 林

⑥ 
（ 真 館 ） 畑

60 寺 館 跡 II 字菅山王原山 丘 陵 II 
山 林

⑥ 
畑

61 沢田日影山経塚 沢田字平形日影山 丘陵 Ji'i 経 塚中 世 境山 林内 ⑦ 

62 大和 田館跡 井内字坂上山 丘 陵城 館 II 
山林

④ 畑

63 陣ヶ森館跡 真野字小島山 II II II 山 林 ① 

64 竹ノ 下館跡 南坂字竹ノ下 ＂ ＂ 
II ② 

65 魔鬼 山 寺 跡 字舟石前山 丘陵中股 寺 院跡 平安近世 II ③ 

66 田道町遣跡 田道町 2 自然堤防 包含地 古墳（中） 平安 畑 土師器、須恵器 市松 本教久 委男 ③ 

67 伊原津洞窟遺跡 湊字鹿妻山 丘陵麓 II 弥生古墳？ 宅地 弥生土器片、土師器 毛利コレクション ⑤ 

68 鹿妻貝塚 渡字波搭坂字下山崎、 字鹿妻 砂 堆 貝 塚 縄文　近世・中世？？ 屯碓 ;,I¥ jj也也 近世磁器片 ⑤ 

69 大浜遺跡 渡波字大浜 丘陵端 包 含 地 平 安 道路敷 焼石、魚骨、製塩土器 市 教 委⑦

70 取揚坂下貝塚 流留字取揚坂 丘陵麗 貝 塚 縄 文 中 世 水田 ⑤ 

71 早坂山館跡 渡波字早坂山 丘 陵城 館中 世 山 林 ⑤ 

72 搭 坂山経塚 II 字搭坂山 丘陵中股 経 塚 II II ⑤ 

73 青木 浜 遺 跡 II 字青木浜 丘陵端 包 含 地 奈良平安 ＂ 土師器、須恵器、製塩土器 ⑦ 

74 新山崎遺跡 蛇田子r'--字新丸沼山崎 自然堤防 II 古墳（前・平安
畑

II 

＂ ① 
宅地

75 新金沼遺跡 II 字新金沼 砂 堆生産逍跡 中世近世 ＂ 
鉄滓 ① 

76 高木 古館跡 高木、石崎、前田 丘 陵城 館中 世 山 林 ④ 

77 鹿松貝塚 渡波字鹿松 砂 堆 貝 塚 縄中世 近世文 畑 ⑤ 

78 山居逍跡 小竹浜字山居寺 丘陵斜面 包 含 地 穐 文 山 林 ⑦ 

79 荻浜遺跡 荻浜字有田浜 II II II 

＂ 石棺 女 川照源 寺 ⑧ 

80 稲荷杜下遺跡 田代浜字仁斗田 丘陵端 II 平 安 畑 土師器 ⑨ 

81 京ヶ森館跡 真沼津野字字竹館坂ノ森山 丘陵頂 城 館中 世 山 林 ⑥ 

82 田代島十三塚 田代浜字七ツ壇 丘陸尾根 経 塚 近 世 山 林 ⑨ 

83 日和 山城跡 日和山丘 2 丘 陵 城 館 中 世 宅境 地内 ③ 

84 湊 館山館跡 八幡町 2 ＂ ソ II 宅地 ③ 

85 狐崎城跡 狐崎浜字狐崎 丘陵斜面 II 

＂ 一山部林畑 ⑧ 

86 平（牛形ノ鞍館館？跡） 沢田字平形 丘陵頂 II 

＂ 山 林 ⑤ 

87 出雲館跡 沼津字越田 丘 陵 ＂ 
II 宅地 ④ 

88 水沼 古館跡 水沼字小多田 II II II 
山 林

④ 畑

89 二日 防 館 跡 高木字小沢 ＂ ＂ 
II II ④ 

90 大瓜屋古敷館館 跡
（ お）

大瓜字寺崎 II II II 山 林 ② 

91 牛ノ 鞍館跡 沢田字裏沢田 II II II II ⑤ 

92 鶴子 坂 館 跡 沼津字八幡山 " II 縄文平安 境山 林内 ④ 

93 （スケカリ浜遺跡） 狐崎浜字スケカリ 喜 悶貝 塚 纏平文（前 中安） 山 林 石縄文器土、器土師（大器木26.3.4.Sd 9 10) 市 教 ー天タ` ⑧ 

94 法泉寺跡 湊字御所入山 丘陵中腹 寺 院跡 近 世 II ③ 

95 寺中 畑 逍 跡 水沼字寺中畑 谷底平野 生（産製鉄遺）跡 近中 贋 畑
④ 竹藪

96 内原束遺跡 真野字内原 丘陵斜面 II 閂 闊 畑 ⑥ 

97 小 萩山遺跡 II 字小萩山 II 生（製産鉄逍り跡 悶． 贋 山 林
⑥ 畑

98 神林遺跡 渡波字神林 丘陵端 包 含 地 縄 文 畑 ⑦ 

99 志畑 遺跡 沢田字志畑 欠ロ 底 ＂ 縄 文 山 林 縄文土器（大木Sa) ⑦ 
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石巻市文化財だより

石巻市文化財だより概刊号案内 O印在庫あり

昭和49年 1月 1日 《田代特集》 昭和54年3月31日 《昭和52年度文化財調査特集》

第 仁斗田貝塚の概観（楠本政助） 第 大浜遺跡発掘調査（木村敏郎）

金石文・経塚について（佐藤雄一）
ノ＼

昭和52年度古文書分布調査報告（石垣 宏）

一 平塚八太夫文書について（木村敏郎） 南境地区民俗資料 ・民具収集調査報告（鈴木束

号 田代島の神社・仏閣（三宅宗議） 号 行）

湊草刈山所在古碑群の移転

゜
巨樹 • 名木等分布調査報告（佐々木豊）

昭和49年5月10日 《特集・市内文化財の現状》
昭和55年3月31日 《昭和53年度文化財調査特集》埋蔵文化財の現状（木村敏郎）

第 石巻市 ・板碑の現状（佐藤雄一） 第 平形山根貝塚発掘調査報告（木村敏郎）
石巻市の自然林＝現状と保護について＝（佐々

昭和53年度古文書分布調査報告（石垣 宏）
一 木豊） 九一 近但・ 近代資料の現状（石垣宏） 水沼東沢地区民俗資料・民具収集調査報告（鈴

号
住吉の旧毛利家（高橋勇一郎）

号 木東行）石巻鋳銭場と斉太郎節（石島恒夫）
根岸地区民俗資料調査報告その 1 (鈴木東行）

゜
鋳銭場資料『金局公用誌』について（石垣 宏）

第
昭和50年3月29日 《昭和49年度文化財調査概報》

第
昭和56年3月31日 《昭和54年度文化財調査特集》

高木観音堂板碑群調査の概要（佐藤雄一） 石巻市指定文化財について

＿ 近世の古文書＝鹿立 • 平塚文書＝ （石垣 宏） 十 昭和54年度古文書分布調壺報告（石垣 宏）

号
祝田浜民俗調査報告（鈴木東行）

号
水沼西沢地区民俗資料収集調査報告（鈴木東行）

牧山地域の植生について（佐々木豊） 南境館跡測量調査報告（木村敏郎）

゜昭和51年 6 月 20 日 《多福院特集• 昭和50年度文化 昭和57年3月31日 《昭和55年度文化財調査特集・

財調査特集》 小竹浜地区の文化財

第 日輪山多福院の板碑群（佐藤雄一） 第 石巻市指定文化財について

四 多福院文書 • その他の文化財について（石垣宏） ＋ 昭和55年度板碑分布精密調査報告（佐藤雄一）． 石巻市稲井地方の地質（高橋清治 • 菅原祐輔） 昭和55年度古文書分布調査報告（石垣 宏）

五 東浜地区生産民具（漁具）収集調査報告（鈴木 一 小竹浜地区民俗資料 ・民具収集調査報告（鈴木

号 東行） 号 東行）

稲井地区古文書分布調査（石垣 宏）

゜
弁天島植生調査報告（佐々木豊）

石巻の店蔵＝高橋茶舗＝（高橋勇一郎）

昭和52年11月25日 《昭和51年度文化財調査特集》
昭和58年3月31日

石巻市指定文化財について

第 方孔石について（高橋清治 • 菅原祐輔） 第 昭和56年度文化財調査報告＝南境地区の板碑＝

石巻市狐崎萱刈浜板碑群調査報告（佐藤雄一） 十 （佐藤雄ー）

ノー』‘ 
田代島平塚文書文録について（石垣 宏） 一

石巻市内におけるモクゲンジの分布状況調査報

一 告（佐々木豊）

号 田代島民俗資料調査・民具収集調査報告（鈴木 号 越田台遺跡発掘調査報告（一） （木村敏郎）

東行）

゜
真野日向日影民俗資料調査報告（鈴木東行）

五松山洞窟遺跡発掘調査の概要（三宅宗議）

昭和53年3月31日《埋蔵文化財緊急発掘調査特集》 昭和59年3月31日

第 狐崎スケカ リ浜遺跡の発掘調査一漁港関連道路 第
稲井大瓜地区の板碑分布調査（佐藤雄一）

月浦民俗・民具資料調査報告（鈴木東行）
建設にかかる緊急調査＝ 十 市内にある日本の重要な植物群について（佐々

七
沼津貝塚の発掘調査＝史跡標識設置部分発掘調 木豊）

一
号 査＝ 号

毛利コレクション所蔵文書―伊達家文書(-)=

（石垣宏）

゜
梨木畑貝塚の発掘調査＝人骨埋葬状況調査＝

゜
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