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骨寺荘園遺跡

厳
美
町
の
本
寺
地
区
は
、

か
つ
て「
骨
寺
村
」と
呼

ば
れ
た
荘
園（
経
文
を

入
れ
て
お
く
蔵「
経

き
ょ
う
ぞ
う蔵

」の
管
理

料
を
賄
う
土
地
）で
、中
尊
寺
の

経
蔵
別べ

っ
と
う当（

寺
務
を
総
裁
す
る

僧
）の
所
領
だ
っ
た
。

　

平
安
浄
土
の
国
づ
く
り
を
理

想
に
掲
げ
た
藤
原
清き

よ

衡ひ
ら

は
、「
紺こ

ん

紙し

金き
ん

銀ぎ
ん

字じ

交こ
う

書し
ょ

一い
っ

切さ
い

経き
ょ
う

」（
国

宝
）の
完
成
に
功
績
の
あ
っ
た
自じ

在ざ
い

房ぼ
う

蓮れ
ん

光こ
う

を
中
尊
寺
経
蔵
の
初

代
別
当
に
任
命
し
た
。
蓮
光
は

私
領
の
骨
寺
村
を
経
蔵
に
寄
付

し
、骨
寺
村
は
室
町
時
代
ま
で

経
蔵
別
当
領
と
し
て
経
営
さ
れ

て
き
た
。

　

「
吾あ

妻づ
ま

鏡か
が
み」は

鎌
倉
時
代
の
歴

史
書
で
あ
る
。こ
れ
に
よ
る
と
、

骨
寺
村
は
、藤
原
氏
滅
亡
後
も

源
頼よ

り
と
も朝

か
ら
荘
園
と
し
て
認
め

ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。中
尊
寺

大
長
寿
院
に
は
、鎌
倉
時
代
か

ら
南
北
朝
時
代
に
描
か
れ
た
２

枚
の
絵
図
が
残
さ
れ
て
い
る
。絵

図
は
藤
原
氏
に
代
わ
っ
て
支
配

を
任
さ
れ
た
地
頭
・
葛
西
氏
が
、

荘
園
に
対
し
て
自
分
の
領
地
で

あ
る
か
の
よ
う
な
動
き
を
し
た

た
め
境
論
争
が
起
こ
り
、そ
の
際

に
作
成
さ
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

駒
形（
栗
駒
山
）を
正
面
に
、仏

教
色
豊
か
な
中
世
の
荘
園
世
界

が
描
か
れ
て
い
て
、当
時
の
姿
を

思
い
浮
か
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

自
然
豊
か
な
本
寺
地
区
は

四
方
を
山
々
に
囲
ま
れ

て
い
る
。
盆
地
に
は
曲

が
り
く
ね
っ
た
水
路
や
小
区
画

の
水
田
が
広
が
り
、田
屋
敷
と

呼
ば
れ
る
イ
グ
ネ（
防
風
林
）に

守
ら
れ
た
家
々
が
散
居
し
て
い

る
。
絵
図
に
描
か
れ
た
社
や
小

さ
な
祠

ほ
こ
ら

が
要
所
要
所
に
祭
ら
れ

て
い
る
。

　

絶
え
間
な
い
営
み
が
生
み
出

し
た
穏
や
か
な
農
村
風
景
は
、

自
然
と
共
に
生
き
て
き
た
本
寺

の
人
た
ち
が
築
き
上
げ
た
日
本

の
原
風
景
。絵
図
と
変
わ
ら
な

い
世
界
を
リ
ア
ル
タ
イ
ム
に
体

感
で
き
る
。

　

全
国
的
に
も
ま
れ
な
遺
跡

は
、奥
州
藤
原
氏
ゆ
か
り
の
荘

園
遺
跡
で
あ
る
と
と
も
に
、本

寺
の
人
た
ち
の
暮
ら
し
の
場
で

あ
る
。
中
世
か
ら
維
持
さ
れ
て

い
る
稀
少
性
は
、各
方
面
か
ら

高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。
歴
史

的
証
拠
に
よ
る
寺
社
、岩
屋
な

ど
９
つ
の
区
域
は
05
年
国
の
史

跡
に
指
定
さ
れ
た
。ま
た
、美
し

い
農
村
空
間
は
景
観
計
画
区
域

に
定
め
ら
れ
て
お
り
、そ
の
中
核

エ
リ
ア
は
06
年
国
の
重
要
文
化

的
景
観
に
選
定
さ
れ
た
。

　

骨
寺
村
に
は
、中
世
農
村
の

景
観
、生
業
、神
仏
へ
の
信
仰
な

ど
未
来
へ
と
伝
え
た
い
多
く
の

遺
産
が
残
さ
れ
て
い
る
。

⑥
慈
恵
塚（
じ
え
づ
か
）・
拝
殿（
は
い

で
ん
）…
逆
柴
山
の
頂
き
に
あ
る
石

を
積
ん
で
造
ら
れ
た
塚
。平
泉
方

面
か
ら
骨
寺
村
を
訪
れ
る
際
の
入

り
口
。山
裾
の
拝
殿
に
は
慈
恵
大
師
が
祭
ら
れ
て
い
る
⑦

不
動
窟（
ふ
ど
う
の
い
わ
や
）…
慈
恵
塚
西
側
の
山
の
中
腹

に
あ
る
岩
屋
。修
験
活
動
の
痕
跡
と
考
え
ら
れ
て
い
る
⑧

若
神
子
社（
わ
か
み
こ
し
ゃ
）…
風
土
記
は
吾
勝
尊
小
碓
尊

を
祭
る
六
所
明
神
と
伝
え
、ワ
カ
ミ
コ
の
呼
称
に
に
ち
な

ん
だ
研
究
な
ど
で
は
口
寄
せ
を
す
る
巫
女
の
守
護
神
を

祭
る
場
所
と
説
明
⑨
要
害
館
跡（
よ
う
が
い
だ
て
あ
と
）…

要
害
屋
敷
の
裏
山
に
あ
る
山
城
で
本
寺
十
郎
左
衛
門
の

居
城
。荘
園
の
終
末
を
示
す
遺
跡
⑩
遠
西
遺
跡（
と
お
に

し
い
せ
き
）…
12
〜
13
世
紀
の
土
器
類
が
発
掘
さ
れ
た
荘

園
時
代
の
生
活
の
跡
⑪
伝
ミ
タ
ケ
堂
跡（
で
ん
み
た
け
ど
う

あ
と
）〜
…
山
岳
信
仰
の
聖
地
⑫
梅
木
田
遺
跡（
う
め
の
き

だ
い
せ
き
）…
平
泉
の
遺
跡
と
同
じ
柱
間
を
持
つ
建
物
跡
。

荘
園
経
営
の
重
要
施
設
⑬
駒
形
根
神
社（
こ
ま
が
た
ね
じ

ん
じ
ゃ
）・
白
山
社（
は
く
さ
ん
し
ゃ
）…
駒
形
根
神
社
は
栗
駒

山
を
祭
り
、白
山
社
は
白
山
比
咩
神
を
迎
え
た
場
所
⑭

山
王
窟（
さ
ん
の
う
の
い
わ
や
）…
天
台
宗
本
山
延
暦
寺
の
地

主
神
・
日
吉
山
王
神
を
祀
る
窟
。骨
寺
村
が
天
台
宗
寺
院

で
あ
る
中
尊
寺
の
所
領
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
岩
屋

絵
図
に「
骨

寺
跡
」「
骨
寺

堂
跡
」
と
い

う
文
字
と
建

物
の
礎
石
の
よ
う
な
図
像
が
描
か

れ
て
い
る
。か
つ
て
こ
こ
に
骨
寺
と

い
う
寺
が
あ
り
、鎌
倉
時
代
後
期

に
は
廃
寺
に
な
っ
た
こ
と
が
わ
か

る
。「
骨
寺
村
荘
園
遺
跡
」に
は
、国

の
重
要
文
化
財「
陸む

つ
の
く
に

奥
国
骨ほ

ね
で
ら寺

村む
ら

絵え

ず図
」に
描
か
れ
た
中
世
の
世
界

を
リ
ア
ル
タ
イ
ム
に
体
感
で
き
る

景
観
が
広
が
っ
て
い
る
。歴
史
的
証

拠
に
よ
る
寺
社
、岩
屋
な
ど
９
つ
の

区
域
は
05
年
国
史
跡
に
指
定
さ
れ

た
。こ
れ
ら
の
史
跡
に
加
え
、水
田
、

居
住
域
と
里
山
の
範
囲
が
景
観
法

の「
景
観
計
画
区
域
」に

定
め
ら
れ
て
い
る
。そ

の
う
ち
中
核
部
は

06
年
文
化
財
保
護

法
の「
重
要
文
化
的

景
観
」に
選
定
さ
れ

た
。
骨
寺
村
に
は

日
本
の
伝
統
的

な
農
村
風
景
が

維
持
さ
れ

て
い
る
。 現代に息づく中世の風景

骨
寺
村
絵
図
に

は
東
西
南
北
の

境
が
示
さ
れ
て

い
て
、田
屋
敷
な

ど
の
様
子
が
写
実
的
に
描
か
れ
、村
の

雰
囲
気
を
伝
え
て
い
る
。絵
図
を
見

な
が
ら
現
地
を
歩
く
と
、中
世
の
荘

園
世
界
を
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
が
で

き
る
。簡
略
絵
図
㊨（
仏
神
絵
図
）は

鎌
倉
時
代
に
、詳
細
絵
図
㊧（
在
家
絵

図
）は
鎌
倉
時
代
か
ら
南
北
朝
時
代

に
描
か
れ
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。骨

寺
村
の
領
主
だ
っ
た
中
尊
寺
経
蔵
別

当
職
を
継
承
し
た
大
長
寿
院
に
伝
来

し
た
も
の
で
あ
り
、中
世
の
村
落
景
観

を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
貴
重
な

資
料
で
、95
年
に
国
重
要
文
化
財
に

指
定
さ
れ
た
。２
枚
と
も
栗
駒
山（
須

川
岳
）を
正
面
に
、東
は
鎰か

ぎ
か
け懸
、西
は
山

王
窟
、南
は
岩
井
河（
磐
井
川
）、北
は

ミ
タ
ケ
堂
馬ま

坂さ
か

に
囲
ま
れ
た
領
域
が

描
か
れ
て
い
る
。

曲
が
り
く
ね
っ
た
水
路
、小

規
模
で
不
整
形
な
水
田
、

イ
グ
ネ
に
守
ら
れ
点
在
す

る
家
々
、
要
所
に
祭
ら
れ

た
神
社
な
ど
、
本
寺
に
広

が
る
景
観
は
、
中
世
に
描

か
れ
た
絵
図
と
よ
く
一
致

し
て
い
る
①
中
世
か
ら
変

わ
ら
な
い
小
区
画
水
田
②

本
寺
川
沿
い
に
広
が
る
荘

園
の
主
要
部
③
中
澤
の
伝

統
的
な
農
家
建
築
の
た
た

ず
ま
い
④
要
害
橋
か
ら
見

え
る
不

ふ
ど
う
の
い
わ
や

動
窟
上
空
に
昇
っ

た
満
月
⑤
栗
駒
山（
須
川

岳
）に
日
が
沈
む
光
景
は
、

ま
さ
に
西
方
浄
土
の
世
界

⑭山王窟 ⑬駒形根神社 ⑫梅木田遺跡

⑪伝ミタケ堂跡 ⑩遠西遺跡 ⑨要害館跡

⑧若神子社 ⑦不動窟 ⑥慈恵塚

絵
図

史
跡

歴
史

景
観

①

④ ③ ②

陸奥国骨寺村絵図

詳細絵図 簡略絵図

⑤

01 魅力

本寺には年間30万人もの人が訪れている。海外からの観

光客も多い。ドイツから訪れた一行の中には、本寺川沿い

に広がる水田とそれを囲む山々が織りなす独特の風景に

「神々が降臨する里山」と絶賛した人もいた。世界遺産登

録にはならなかったが、本寺は故郷一関の誇り。まずは、

市民の皆さんにこの価値を知ってほしい。

いわいの里ガイドの会　菅原勲さん

（資料：中尊寺大長寿院蔵）

国史跡（骨寺荘園遺跡）

Sugawara Isao


