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国
見
山
廃
寺
に
つ
い
て
説
明
依
頼
を
受

け
る
と
き
に
、
極
楽
寺
跡
と
か
極
楽
寺

文
化
に
つ
い
て
説
明
し
て
く
だ
さ
い
、
と

言
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
極
楽
寺
と
い
え

ば
、
現
在
も
国
見
山
廃
寺
跡
の
史
跡
範
囲

に
あ
る
お
寺
も
真
言
宗
智ち

さ
ん山
派
国
見
山
極

楽
寺
で
す
が
こ
こ
の
名
前
が
使
わ
れ
た
の

で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
も
答
え
の
一
つ
な
の

で
す
が
、
実
は
そ
れ
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
そ
れ
は
、
国
見
山
廃
寺
の
発
見
と
大

き
く
関
わ
っ
て
い
る
の
で
す
。

　
北
上
市
街
地
の
東
、
北
上
川
を
挟
ん
で

市
民
の
憩
い
の
場
所
で
あ
る
展
勝
地
と

国
見
山
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
山
の
南
側
中

腹
に
今
か
ら
千
年
ほ
ど
前
、
平
泉
中
尊
寺

の
建
立
よ
り
１
５
０
年
も
前
に
、
多
く
の

堂
塔
が
立
ち
並
ぶ
東
北
で
も
有
数
の
大
き

な
お
寺
が
あ
り
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
こ
の

お
寺
は
、
平
泉
中
尊
寺
が
建
立
さ
れ
る
こ

ろ
に
こ
つ
ぜ
ん
と
姿
を
消
し
て
し
ま
い
ま

す
。
そ
れ
か
ら
長
い
年
月
、
お
寺
は
次
第

に
山
の
中
に
埋
も
れ
て
い
き
ま
し
た
。
江

戸
時
代
の
記
録
に
は
と
き
お
り
、
大
き
な

お
寺
が
あ
っ
た
こ
と
を
地
元
の
人
た
ち
が

語
り
継
い
で
い
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い

ま
す
。
た
だ
、
そ
の
伝
承
も
次
第
に
忘
れ

ら
れ
て
い
き
、
唯
一
、
こ
の
地
域
の
地
名

な
ど
に
ホ
ウ
ト
ウ
ヤ
マ
、
ベ
ッ
ト
ウ
ボ

ウ
、
ガ
ク
ト
ウ
ボ
ウ
な
ど
お
寺
に
関
係
す

る
よ
う
な
も
の
が
多
数
残
っ
て
い
る
だ
け

と
な
り
ま
し
た
。
今
は
多
く
の
人
に
知
ら

れ
る
国
見
山
廃
寺
で
す
が
こ
の
よ
う
に
埋

も
れ
て
し
ま
い
、
書
物
に
も
ほ
と
ん
ど
残

ら
な
い
ま
ま
そ
の
存
在
は
忘
れ
さ
ら
れ
て

い
っ
た
の
で
す
。

　
こ
の
失
わ
れ
た
大
寺
の
存
在
を
明
ら
か

に
し
て
世
に
知
ら
し
め
た
の
が
、
地
元

の
歴
史
研
究
者
で
あ
る
司
東
真し

ん
ゆ
う雄
先
生
で

す
。
司
東
先
生
は
、
極
楽
寺
の
住
職
で
あ

り
岩
手
県
文
化
財
保
護
審
議
会
委
員
を
務

展
勝
地
の
お
宝
　
国
見
山
廃
寺
跡　

 

北
上
市
立
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー

　
展
勝
地
開
園
1
0
0
周
年
記
念
事
業
準
備
委
員
会
で
、
1
0
0
周
年
に
向
け
た
取
り
組
み
と

し
て
、
よ
り
多
く
の
市
民
に
展
勝
地
を
知
っ
て
い
た
だ
く
た
め
、
展
勝
地
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な

情
報
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。
歴
史
的
な
こ
と
、
地
理
的
な
こ
と
、
自
然
環
境
の
こ
と
、
そ
し
て
、

展
勝
地
に
深
く
関
わ
っ
た
人
々
や
展
勝
地
を
題
材
に
し
た
美
術
・
文
芸
作
品
な
ど
に
つ
い
て
紹
介

し
て
い
き
ま
す
。

展
勝
地
風
土
記

平
成
24
年
10
月
26
日

展
勝
地
開
園
1
0
0
周
年
記
念
事
業
準
備
委
員
会

お
問
い
合
せ
／
北
上
市
建
設
部
都
市
計
画
課 

内
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国 見 山 廃 寺 跡 の 存 在 を
世 に 広 め た 司 東 真

しんゆう

雄 先 生

め
た
人
で
す
。
戦
前
か
ら
地
道
に
研
究
を

重
ね
、
江
戸
時
代
の
記
録
、
周
辺
の
地
名

な
ど
か
ら
国
見
山
に
注
目
し
ま
し
た
。
そ

し
て
道
路
工
事
の
際
に
、
山
中
か
ら
平
安

時
代
の
瓦
が
見
つ
か
っ
た
こ
と
な
ど
か
ら

平
安
時
代
の
古
代
寺
院
の
存
在
を
確
信
し

た
の
で
し
た
。
し
か
し
、
木
々
が
生
い
茂

る
山
中
に
そ
ん
な
大
き
な
お
寺
が
あ
る
な

ど
、
一
般
の
人
だ
け
で
は
な
く
研
究
者
か

ら
も
な
か
な
か
理
解
は
得
ら
れ
ま
せ
ん
で

し
た
。

　
戦
後
、
地
方
か
ら
歴
史
を
見
直
す
機
運

が
高
ま
り
、
平
泉
で
は
盛
ん
に
発
掘
調

査
が
行
わ
れ
、
中
央
に
も
引
け
を
と
ら
な

い
仏
教
遺
跡
が
、
北
東
北
に
あ
る
こ
と
が

次
々
と
明
ら
か
に
な
っ
て

い
ま
し
た
。
司
東
先
生
は
、

こ
の
機
に
何
と
か
国
見
山
に

古
代
の
お
寺
が
あ
る
こ
と
を

証
明
し
よ
う
と
考
え
た
の
で

し
た
。
平
泉
の
調
査
に
来
て

い
た
寺
院
建
築
史
の
第
一
人

者
で
あ
る
東
京
大
学
の
藤
島

亥
治
郎
先
生
、
考
古
学
者
で

あ
る
岩
手
大
学
の
板
橋
源
先

生
に
北
上
に
来
て
も
ら
い
、

国
見
山
を
案
内
し
て
発
掘

板橋源先生、藤島亥治郎先生を案内する
司東真

しんゆう

雄先生（立っている人物左から）
昭和37年菊池啓治郎氏撮影

調
査
の
必
要
を
訴
え
た
の
で
し
た
。
藤
島

先
生
、
板
橋
先
生
は
、
こ
ん
な
山
中
に
古

代
寺
院
が
と
思
い
な
が
ら
も
司
東
先
生
の

熱
意
に
ほ
だ
さ
れ
、
昭
和
38
年
、
つ
い
に

国
見
山
へ
北
上
市
教
育
委
員
会
・
岩
手
大

学
を
中
心
と
す
る
調
査
団
に
よ
り
発
掘
調

査
の
メ
ス
が
入
れ
ら
れ
た
の
で
す
。
そ
し

て
、
最
初
に
調
査
し
た
地
元
の
人
が
ホ
ウ

ト
ウ
ヤ
マ
と
呼
ぶ
丘
陵
の
頂
か
ら
木
造
多

層
塔
跡
の
土
台
石
を
見
つ
け
た
の
で
す
。

ま
さ
に
ホ
ウ
ト
ウ
ヤ
マ
＝
宝
塔
山
だ
っ
た

の
で
し
た
。
塔
は
特
別
な
大
き
な
お
寺
し

か
持
て
な
い
も
の
で
す
。
間
違
い
な
く



こ
こ
に
忘
れ
去

ら
れ
た
大
寺
が

あ
っ
た
こ
と
を

示
し
て
い
ま
し

た
。
司
東
先
生

の
長
年
の
思
い

が
証
明
さ
れ
た

瞬
間
だ
っ
た
こ

と
で
し
ょ
う
。

塔
の
発
見
に
藤

島
先
生
、
板
橋

先
生
も
大
寺
の

存
在
を
認
め
、

発
掘
調
査
は
そ

の
後
４
年
間
行

わ
れ
数
多
く
の

堂
塔
跡
を
見
つ

け
て
い
っ
た
の

で
し
た
。

　
司
東
先
生
は
さ
ら
に
研
究
を
進
め
、
そ

れ
が
平
安
時
代
の
史
書
『
日
本
文
徳
天
皇

実
録
』
の
天
安
元
（
8
5
7
）
年
の
記
事

に
書
か
れ
て
い
る
定じ
ょ
う
が
く
じ

額
寺
※ 

陸
奥
国
極

楽
寺
で
あ
り
、
こ
の
国
見
山
で
見
つ
か
っ

た
大
寺
院
で
あ
る
と
い
う
説
も
確
信
し
ま

し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
定じ
ょ
う
が
く
じ

額
寺
極
楽
寺
説

か
ら
極
楽
寺
跡
、
極
楽
寺
文
化
と
い
う
言

葉
が
普
及
し
た
の
で
し
た
。
今
で
も
研
究

者
の
中
に
は
、
東
北
地
方
の
定じ
ょ
う
が
く
じ

額
寺
の
場

所
が
特
定
で
き
る
寺
と
し
て
国
見
山
廃
寺

を
あ
げ
る
人
が
多
く
い
ま
す
。
で
は
、
な

ぜ
今
は
国
見
山
廃
寺
と
呼
ぶ
の
で
し
ょ
う

か
。
そ
れ
を
変
え
た
の
も
発
掘
に
よ
る
新

展
開
で
し
た
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
次
回
へ

続
く
と
し
ま
す
。

※
定じ

ょ
う
が
く
じ

額
寺
と
は
、
寺
の
運
営
を
国
が
保
護
（
補

助
）
す
る
寺
院
の
こ
と
で
す
。

司東真
しんゆう

雄氏が建立した皇紀2600年記念碑（昭和15年）
国見山神社拝殿脇の岩塊の上に建てられ、文徳天皇実録の一
文が刻まれている。この頃すでに国見山に平安時代の寺院跡
があることを確信していたのであろう。

国見山廃寺跡の堂塔跡分布
※堂名は推定です

発見当時の塔跡
建物跡の中央に心柱を載せた石（心礎）がある
ことから塔跡であることがわかりました。

司
東
真し
ん
ゆ
う雄
：
明
治
39
年
10
月
北
上
市
稲
瀬
町
に

生
れ
る
。
大
正
15
年
智
山
大
（
現
大
正
大
）
別

科
卒
。
極
楽
寺
住
職
、
権
大
僧
正
。
岩
手
県
・

宮
城
県
史
編
纂
委
員
、
奥
州
大
学
教
授
、
岩
手

県
文
化
財
保
護
審
議
会
委
員
な
ど
。
河
北
文
化

賞
、
第
1
回
岩
手
日
日
文
化
賞
、
勲
五
等
瑞
宝

章
を
受
け
る
。
北
東
北
の
古
代
史
研
究
に
多
く

の
成
果
を
残
し
た
。
平
成
6
年
12
月
25
日
逝

去
。

主
な
著
作
と
し
て
「
岩
手
の
歴
史
論
集
」
Ⅰ
Ⅱ

Ⅲ
、
「
東
北
の
古
代
探
訪
」
が
あ
る
。

五重塔五重塔

阿弥陀堂阿弥陀堂

八幡社八幡社

多宝塔多宝塔

大日堂大日堂

本堂本堂

経蔵経蔵

地主神社地主神社

開山堂開山堂

国見山神社国見山神社
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