
　

毛
呂
山
町
の
古
代
仏
教
文
化
の
象
徴
的

な
文
化
財
と
し
て
、
滝
ノ
入
の
桂け

い
ぼ
く
じ

木
寺
木も

く

造ぞ
う

伝で
ん

釈し
ゃ
か
に
ょ
ら
い

迦
如
来
坐ざ

ぞ

う像
が
良
く
知
ら
れ
て
い

ま
す
。
毛
呂
山
町
西
部
を
含
む
外
秩
父
の

山
筋
に
は
、
平
安
時
代
に
造
ら
れ
た
古
像

が
点
在
し
て
い
ま
す
。

　

毛
呂
山
町
で
は
、
優ゆ

う

び美
な
姿
の
木

も
く
ち
ょ
う
ぶ
つ

彫
仏

よ
り
さ
ら
に
古
い
、
古
代
寺
院
と
目
さ
れ

る
遺
跡
が
発
見
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

毛
呂
山
町
南
部
、
毛
呂
山
丘
陵
上
の
葛

貫
字
大
寺
で
発
見
さ
れ
た
大お

お
て
ら寺

廃は

い

じ寺
跡

は
、
昭
和
59
年
度
に
確
認
調
査
が
行
わ
れ
、

軒
先
に
用
い
る
軒

の
き
ま
る
が
わ
ら

丸
瓦
や
平
瓦
、
灰
色
を

帯
び
た
硬
い
須す

え

き

恵
器
の
坏
（
飲
食
用
の
浅

い
器
）が
出
土
し
ま
し
た
。
大
寺
地
区
は
、

昭
和
14
年
に
毛
呂
村
と
山
根
村
が
合
併
す

る
際
、
旧
高
麗
川
村
分
に
も
分
割
編
入
さ

れ
た
た
め
、
遺
跡
の
主
要
部
分
は
日
高
市

に
あ
り
ま
す
。
日
高
市
側
の
調
査
で
礎そ

せ

き石

建
物
跡
を
含
む
３
棟
の
遺
構
が
発
見
さ
れ

て
い
ま
す
。
遺
物
の
特
徴
か
ら
、
８
世
紀

後
半
ご
ろ
に
は
、
礎
石
を
用
い
た
建
物
が

複
数
立
っ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
り

ま
し
た
。

　

な
お
、
毛
呂
山
町
分
で
は
、
嘉か

き

つ吉
３
年

（
１
４
４
３
）
銘め

い

の
板い

た

び碑
や
中
世
の
カ
ワ
ラ

ケ
と
呼
ば
れ
る
軟
質
の
土
器
が
出
土
し
て
お

り
、
古
代
だ
け
で
な
く
中
世
に
も
墓
地
が
形

成
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

一
方
毛
呂
山
町
北
東
部
、
越
辺
川
を
南
に

臨
む
岩い

わ
ど
の殿

丘
陵
末
端
の
朝
日
山
に
、
西さ

い

ど戸

丸ま
る
や
ま山

遺
跡
が
あ
り
ま
す
。

　

西
戸
丸
山
遺
跡
で
は
、
か
つ
て
古
代

の
軒
丸
瓦
の
破
片
が
採
集
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
採
集
瓦
は
、
さ
い
た
ま
市
桜
区
の

大お

お

く

ぼ

り

ょ

う

け

久
保
領
家
廃
寺
跡
で
出
土
し
た
瓦
と

同
じ
型
を
用
い
て
作
ら
れ
た
こ
と
が
わ

か
っ
て
い
ま
す
が
、
瓦
を
生
産
し
た
職
人

集
団
や
発
注
主
で
あ
る
豪
族
な
ど
に
つ

い
て
は
、
謎
に
包
ま
れ
て
い
ま
す
。

　

西
戸
丸
山
遺
跡
の
西
側
に
隣
接
す
る

目
白
台
地
区
の
金か

な

や谷
遺
跡
か
ら
は
、
仏
教

関
連
の
遺い

ぶ

つ物
と
さ
れ
る
鉄て

っ
ぱ
つ
が
た

鉢
形
須
恵
器

が
出
土
し
て
お
り
、
丘
陵
上
の
集
落
内
に

も
、
仏
教
が
広
が
り
を
み
せ
て
い
た
こ
と

が
う
か
が

え
ま
す
。

大寺廃寺の遺構

じｗ日ごろの近所付き合いが身を守る!!

育てよう地域の力 「自主防災組織」
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角
木
団
地
地
域
安
全
防
災
・
防
犯

会
は
平
成
18
年
に
発
足
し
ま
し
た
。

主
な
活
動
は
、
毎
月
行
う
ホ
ー
ス
格

納
庫
の
点
検
を
兼
ね
た
地
域
内
パ
ト

ロ
ー
ル
と
、
年
に
１
回
行
う
救
急
救

命
講
習
や
初
期
消
火
訓
練
で
す
。

　

角
木
団
地
の
大
き
な
特
徴
は
、
防

災
活
動
に
限
ら
ず
、
イ
ベ
ン
ト
な
ど

に
団
地
内
の
住
民
が
全
員
で
参
加
で

き
る
よ
う
に
努
力
し
て
い
る
点
で
す
。

そ
の
こ
と
に
つ
い
て
北
見
勢
津
子
会

長
は
「
角
木
団
地
で
は
、
普
段
か
ら

住
民
同
士
の
声
掛
け
や
呼
び
か
け
を

積
極
的
に
行
う
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

初
め
は
、
な
か
な
か
話
せ
な
か
っ
た

人
も
、
繰
り
返
し
声
を
か
け
て
い
く

う
ち
に
、
返
し
て
く
れ
る
よ
う
に
な

る
ん
で
す
」
と
笑
顔
で
話
し
て
く
れ

ま
し
た
。
人
と
の
繋つ

な

が
り
を
断
た
な

い
、
孤
立
す
る
住
民
を
つ
く
ら
な
い

と
い
う
、
団
地
に
住
む
人
た
ち
の
意

識
の
高
さ
を
感
じ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
角
木
団
地
で
は
、
防
災
組

織
の
活
動
だ
け
で
な
く
、
自
治
会
活

動
全
般
で
気
を
付
け
て
い
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
『
無
理
を
し
な

い
・
無
理
を
さ
せ
な
い
。』
と
い
う
こ

と
で
す
。
自
治
会
で
活
動
を
行
う
時
、

参
加
で
き
る
人
と
で
き
な
い
人
に
分

か
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な

角
木
団
地
地
域
安
全
防
災
・
防
犯
会

�

住
み
続
け
た
い
・
ま
た
住
み
た
い
と
思
え
る
団
地
を
め
ざ
し
て

毎月行われている地域内防犯パトロールの様子

場
合
、
参
加
で
き
な
い
人
に
決
し
て

無
理
強
い
を
し
な
い
と
い
い
ま
す
。

「
団
地
は
、
住
ん
で
い
る
皆
さ
ん
が
助

け
合
っ
て
い
か
な
い
と
い
け
な
い
と

思
い
ま
す
。
そ
の
た
め
に
は
、
住
む

人
た
ち
が
長
く
付
き
合
っ
て
い
け
る

環
境
づ
く
り
が
大
切
だ
と
考
え
ま
す
。

自
主
防
災
活
動
の
み
な
ら
ず
、
自
治

会
の
役
員
な
ど
無
理
を
し
な
い
範
囲

で
協
力
し
て
も
ら
う
よ
う
に
心
が
け

て
い
ま
す
。
住
ん
で
い
る
人
に
『
や

め
た
い
』、『
引
っ
越
し
た
い
』
と
い

う
言
葉
を
言
わ
せ
て
は
い
け
な
い
と

考
え
て
い
ま
す
」
と
北
見
会
長
は
話

し
ま
す
。

　

角
木
団
地
は
、
今
後
も
住
み
続
け
た 

い
と
思
っ
て
も
ら
え
る
団
地
を
め
ざ

し
て
活
動
を
進
め
て
い
く
そ
う
で
す
。
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