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寛永18年頃の阿波国大絵図（徳島大学附属図書館所蔵）

弘
法
大
師
・
空
海
ゆ
か
り
の
道
と
し
て

無
数
の
人
々
が
踏
み
し
め
て
き
た
遍
路
道
。

な
か
で
も
、
第
21
番
札
所
「
太
龍
寺
」
へ
通
じ
る

「
か
も
道
」
は
、
最
も
古
い
遍
路
道
と
し
て

知
ら
れ
て
い
ま
す
。

手
付
か
ず
の
自
然
が
残
る
古
道
に
は
、

数
々
の
歴
史
的
文
化
的
遺
産
が
現
存
し
、

太
龍
寺
山
系
で
採
掘
さ
れ
た
大
理
石
は
、

国
家
的
近
代
建
築
物
に
使
用
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

国
史
跡
の
追
加
指
定
、
さ
ら
に
は

世
界
遺
産
登
録
に
向
け
た
動
き
が
高
ま
る
な
か
、

こ
う
し
た
遺
産
を
ど
う
守
り
、

未
来
へ
受
け
継
い
で
い
け
ば
い
い
の
か
。

「
か
も
道
」
の
魅
力
に
触
れ
な
が
ら

考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

【
題
字
・
西 

敏
晴
さ
ん
（
加
茂
町
）】

  

四
国
最
古
の
遍
路
道

　
太
龍
寺
山
の
ふ
も
と
、
加
茂
町
の
一
宿

寺
か
ら
太
龍
寺
仁
王
門
に
至
る
約
４
・
４

㌔
の
古
道
を
「
か
も
道
」
と
い
い
ま
す
。

そ
の
呼
称
は
、
本
道
と
若
杉
集
落
か
ら
太

龍
寺
へ
向
か
う
太
龍
寺
道
（
遍
路
道
）
と

の
交
差
地
点
に
立
つ
道
し
る
べ
の
刻
銘

や
、
太
龍
寺
所
蔵
の
絵
図
等
に
残
さ
れ
た

記
述
か
ら
そ
う
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

　
寛
永
18
年
（
１
６
４
１
年
）
頃
の
阿
波

国
大
絵
図
に
は
、
加
茂
村
か
ら
太
龍
寺
ま

で
尾
根
伝
い
に
延
び
る
道
筋
と
し
て
赤
道

で
描
か
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
四
国
遍
路

の
元
祖
と
い
わ
れ
て
い
る
江
戸
時
代
の
僧

侶
、
宥
弁
真
念
の
「
四
国
遍
路
道み
ち
し
る
べ
指
南

（
１
６
８
７
年
）」
に
は
、「
こ
れ
よ
り
太

龍
寺
ま
で
一
里
半
、道
ハ
ち
か
ミ
チ
な
り
。

大
師
御
行
脚
の
す
ぢ
ハ
加
茂
村
、
其
ほ
ど

ニ
里
、
旧
跡
も
有
。」
と
あ
り
、
加
茂
村

か
ら
太
龍
寺
へ
通
じ
る
「
か
も
道
」
が
参

道
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
そ
の

道
沿
い
に
は
南
北
朝
時
代
（
１
３
３
６
～

１
３
９
２
年
）
に
立
て
ら
れ
た
丁
（
町
）

石
と
呼
ば
れ
る
標
石
が
あ
り
、
四
国
遍
路

が
定
着
す
る
以
前
か
ら
の
古
道
で
あ
る

こ
と
を
裏
付
け
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た

丁
（
町
）
石
が
遺
存
し
て
い
る
の
は
、

１
４
０
０
㌔
に
及
ぶ
四
国
遍
路
道
の
う
ち

「
鶴
林
寺
道
」
と
「
か
も
道
」
の
２
カ
所

だ
け
で
、
最
も
古
い
遍
路
道
と
い
え
る
で

し
ょ
う
。

  

か
も
道
を
歩
く

　「
か
も
道
」
は
、
急
峻
な
坂
道
と
な
だ

ら
か
な
道
が
交
互
に
続
く
山
道
。
か
つ

て
、
空
海
が
太
龍
寺
に
修
行
に
訪
れ
た
際

に
通
っ
た
と
さ
れ
、
多
く
の
お
遍
路
さ
ん

が
大
師
の
足
跡
を
た
ど
り
ま
し
た
。
手
付

か
ず
の
自
然
が
残
る
古
道
に
は
原
生
林
が

生
い
茂
り
、
四
季
折
々
で
表
情
を
変
え
ま

す
。
自
然
の
営
み
を
肌
で
感
じ
な
が
ら
散

策
で
き
る
の
も
魅
力
の
一
つ
と
い
え
ま
す
。

　
そ
ん
な
魅
力
を
実
際
に
体
感
し
て
も
ら

う
イ
ベ
ン
ト
「
み
ん
な
で
歩
く
！
太
龍
寺

道
・
か
も
道
」
が
、
３
月
24
日
に
開
催
さ

れ
ま
し
た
。
参
加
者
は
、
加
茂
谷
中
学
校

か
ら
太
龍
寺
ま
で
の
往
復
約
10
㌔
を
、
県

や
市
の
職
員
か
ら
説
明
を
受
け
な
が
ら
山

行
し
ま
し
た
。

　「
か
も
道
」
を
歩
い
て
い
る
と
、
実
に

さ
ま
ざ
ま
な
史
跡
に
出
会
い
ま
す
。
一
宿

寺
か
ら
太
龍
寺
仁
王
門
ま
で
の
距
離
を
示

し
た
丁
（
町
）
石
、
西
国
三
十
三
観
音
菩

薩
像
を
祭
っ
た
石い
し

室む
ろ

、
遍
路
途
中
で
病
気

や
行
き
倒
れ
で
亡
く
な
っ
た
人
を
祭
っ
た

遍
路
墓
や
弘
法
大
師
坐
像
な
ど
の
石
造
物

が
点
在
し
、
道
の
歴
史
を
た
ど
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

　
平
成
22
年
度
に
阿
南
市
が
行
っ
た
測
量

調
査
で
は
、
丁
（
町
）
石
19
基
（
内
11
基

が
県
指
定
史
跡
、
７
基
が
市
指
定
史
跡
）、

石
室
22
基
が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。
な
か

弘
法
大
師
・
空
海
ゆ
か
り
の
道
と
し
て

無
数
の
人
々
が
踏
み
し
め
て
き
た
遍
路
道
。

な
か
で
も
、
第
21
番
札
所
「
太
龍
寺
」
へ
通
じ
る

「
か
も
道
」
は
、
最
も
古
い
遍
路
道
と
し
て

知
ら
れ
て
い
ま
す
。

手
付
か
ず
の
自
然
が
残
る
古
道
に
は
、

数
々
の
歴
史
的
文
化
的
遺
産
が
現
存
し
、

太
龍
寺
山
系
で
採
掘
さ
れ
た
大
理
石
は
、

国
家
的
近
代
建
築
物
に
使
用
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

国
史
跡
の
追
加
指
定
、
さ
ら
に
は

世
界
遺
産
登
録
に
向
け
た
動
き
が
高
ま
る
な
か
、

こ
う
し
た
遺
産
を
ど
う
守
り
、

未
来
へ
受
け
継
い
で
い
け
ば
い
い
の
か
。

「
か
も
道
」
の
魅
力
に
触
れ
な
が
ら

考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

特
集

「かも」と刻銘された標石

標石の説明を受ける参加者の皆さん

鶴林寺

太龍寺

かも道

水井橋

那賀川
一宿寺

【
題
字
・
西 

敏
晴
さ
ん
（
加
茂
町
）】



かも道の魅力に触れる旅

　
私
た
ち
が
普
段
、
何
も
気
を
留
め
ず
利

用
し
て
い
る
道
に
は
、
長
い
年
月
の
中
で

人
々
が
刻
ん
だ
歴
史
・
文
化
が
存
在
し
ま

す
。
そ
の
中
で
最
た
る
も
の
が「
遍
路
道
」

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
遍
路
道
の
中
に

は
、
人
々
の
暮
ら
し
や
信
仰
が
垣
間
見
え

ま
す
。
阿
南
市
内
の
遍
路
道
に
は
そ
れ
が

色
濃
く
残
り
、
特
に
「
か
も
道
」
は
、
歴

史
的
文
化
的
に
価
値
の
高
い
石
造
物
が
多

く
残
る
古
道
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
そ
の
石
造
物
の
中
に
「
丁
石
（
室
町
時

代
は
『
町
石
』
と
表
示
）」
と
い
わ
れ
る

標
石
が
あ
り
ま
す
。
丁
石
と
は
、
１
丁

（
約
１
０
９
㍍
）
お
き
に
立
て
、
道
の
り

を
数
字
で
示
し
た
石
で
す
。（
※
か
も
道

丁
石
は
カ
ウ
ン
ト
ダ
ウ
ン
方
式
で
数
字
が

刻
ま
れ
て
い
ま
す
。）
丁
石
に
も
さ
ま
ざ

ま
な
様
式
の
も
の
が
あ
り
ま
す
が
、
か
も

道
丁
石
は
高
さ
１
㍍
前
後
の
尖
頭
方
柱
形

式
（
五
輪
卒
塔
婆
が
簡
略
化
さ
れ
た
も
の

と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。）
で
、
南
北
朝

時
代
（
京
都
の
北
朝
と
吉
野
の
南
朝
と
が

対
立
し
て
い
た
時
代
）
に
造
ら
れ
た
も
の

で
す
。
か
も
道
丁
石
に
は
「
貞じ
ょ
う

治じ

」
と
い

う
元
号
が
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。「
貞
治
」

と
は
北
朝
側
の
年
号
で
、
当
時
、
こ
の
地

域
は
北
朝
側
の
影
響
下
に
あ
っ
た
こ
と
が

わ
か
り
ま
す
。
た
だ
、
南
北
朝
時
代
に
刻

ま
れ
た
文
字
は
、
風
化
に
よ
り
読
み
取
り

づ
ら
く
な
っ
た
た
め
、
江
戸
時
代
以
降
に

新
た
に
文
字
が
深
く
刻
み
直
さ
れ
て
い
ま

す
。
こ
れ
ら
の
丁
石
は
、
真
言
密
教
に
対

す
る
庶
民
信
仰
の
高
ま
り
を
裏
付
け
る
資

料
と
し
て
大
変
貴
重
な
も
の
で
、
文
化
財

指
定
を
受
け
て
い
ま
す
が
、
現
在
も
現
役

で
道
し
る
べ
と
し
て
の
役
目
を
担
っ
て
い

ま
す
。

　
ま
た
、
歴
史
的
な
も
の
以
外
で
も
古
道

と
し
て
の
景
観
を
色
濃
く
残
し
て
い
ま

す
。
竹
林
の
中
を
進
む
通
称
「
青
の
道
」、

石
灰
岩
の
露
出
し
た
「
白
の
道
」、
そ
し

て
秋
に
は
紅
葉
の
落
ち
葉
で
真
っ
赤
に
染

ま
る
「
赤
の
道
」。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く

手
付
か
ず
の
自
然
の
中
を
歩
け
ば
、
平
安

時
代
（
弘
法
大
師
空
海
の
時
代
）
に
タ
イ

ム
ス
リ
ッ
プ
し
た
か
の
よ
う
で
す
。
空
海

も
こ
の
道
を
踏
み
し
め
、
こ
の
風
景
を
眺

め
て
い
た
と
思
う
と
心
が
洗
わ
れ
ま
す
。

ま
さ
に
信
仰
の
道
で
す
。

　
歴
史
（
丁
石
）
と
自
然
が
見
事
に
融
合

し
た
「
か
も
道
」
を
ぜ
ひ
歩
い
て
い
た
だ

き
、
阿
南
市
に
し
か
な
い
す
ば
ら
し
い
魅

力
を
感
じ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
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①空海が岩を拳で受け止めたとされるくぼみに手を当てる　
　片山　要さん（吉井町）。
②伝説の「にじり石」。実際に見てみると、にじりながら　
　動いているようにも見えます。

七丁前の遍路道 竹林内の丁石

で
も
、
丁
（
町
）
石
は
そ
の
石
材
か
ら
も

特
に
貴
重
と
さ
れ
、
徳
島
大
学
大
学
院
の

石
田
啓
祐
教
授
の
調
査
で
は
、
現
在
の
神

戸
市
東
灘
区
御
影
町
の
北
に
位
置
す
る
六

甲
山
地
で
産
出
さ
れ
た
本
家
本
元
の
「
御

影
石
」
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り

ま
し
た
。風
雨
に
強
い
良
質
の
御
影
石
は
、

数
百
年
に
わ
た
り
お
遍
路
さ
ん
の
道
し
る

べ
に
な
っ
て
き
た
の
で
す
。

　
一
宿
寺
か
ら
１
・
５
㌔
ほ
ど
登
っ
た

所
に
弘
法
大
師
坐
像
が
据
え
ら
れ
て
い

ま
す
。
そ
の
側
面
に
は
「
文
化
乙き
の
と

丑う
し

（
１
８
０
５
年
）
十
一
月
廾
一
日
　
小
延

村
　
智
海
」
と
あ
り
、
寛
永
通
宝
（
江
戸

時
代
の
お
金
）
が
置
か
れ
て
い
ま
す
。
江

戸
時
代
の
人
々
も
大
師
の
足
跡
を
追
体
験

し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
ん
な
歴
史
ロ

マ
ン
に
思
い
を
馳
せ
な
が
ら
、
一
路
、
太

龍
寺
を
め
ざ
し
ま
す
。

　
途
中
、
一
行
は
石
灰
岩
の
採
掘
場
跡
で

腰
を
下
ろ
し
ま
し
た
。
岩
山
に
立
つ
と
、

そ
こ
か
ら
は
、
幾
重
に
も
重
な
る
稜
線
の

東
方
に
、
青
く
輝
く
紀
伊
水
道
が
見
え
ま

し
た
。
夜
に
は
満
天
の
星
空
が
頭
上
に
降

り
そ
そ
ぐ
見
晴
ら
し
の
い
い
場
所
で
す
。

こ
れ
こ
そ
が
若
き
日
の
空
海
が
見
た
の
と

同
じ
景
色
。
空
海
は
、
太
龍
寺
や
室
戸
岬

で
修
行
を
積
ん
だ
後
、
22
歳
の
時
に
幼
名

「
真ま

魚な

」を「
空
海
」と
改
名
し
て
い
ま
す
。

一
説
に
、
空
海
の
「
空
」
と
い
う
字
は
太

龍
寺
で
の
修
行
の
際
に
思
い
つ
い
た
と
さ

れ
、
こ
の
雄
大
な
景
色
と
名
前
の
由
来
が

重
な
り
ま
す
。「
空
」
と
「
海
」、
何
て
大

き
な
名
前
な
の
で
し
ょ
う
か
。

       

　
旅
路
に
興
を
添
え
る

　〝
地
域
伝
説
〟

　
若
き
日
の
空
海
が
山
河
を
巡
っ
て
修
行

を
積
ん
だ
四
国
遍
路
の
道
々
に
は
、
今
も

色
あ
せ
な
い
大
師
ゆ
か
り
の
さ
ま
ざ
ま
な

伝
説
が
語
り
継
が
れ
て
い
ま
す
。「
加
茂

谷
村
史
」
に
は
、
杖
を
ひ
と
突
き
し
て
鶴

林
寺
ま
で
飛
ん
で
い
っ
た

伝
説
が
、
ま
た
、「
阿
州
奇

事
雑
話
」
に
は
、
土
地
の

人
々
の
作
物
を
荒
ら
す
竜

を
法
力
で
窟い
わ
や

（
石
灰
岩
の

鍾
乳
洞
）
に
閉
じ
込
め
た

〝
竜
の
窟
伝
説
〟
が
記
さ
れ

て
い
ま
す
。
崩
れ
落
ち
て

き
た
岩
を
拳
一
つ
で
受
け

止
め
た
と
い
う
伝
説
は
、

地
元
で
語
り
継
が
れ
て
き

ま
し
た
。
い
ず
れ
も
空
海

に
ま
つ
わ
る
話
で
す
が
、

現
実
離
れ
し
て
い
て
逆
に

興
味
を
掻
き
立
て
ら
れ
ま

す
。「
加
茂
谷
村
史
」に
は
、

太
龍
寺
山
山
頂
に
向
か
っ

て
岩
が
少
し
ず
つ
動
い
て
、

山
頂
に
到
達
す
る
と
地
球

が
泥
海
に
沈
ん
で
し
ま
う

と
い
う〝
に
じ
り
石
伝
説
〟

も
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ

う
し
た
逸
話
の
起
源
は
定

か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

地
域
伝
説
が
古
道
の
旅
に

興
を
添
え
て
く
れ
ま
す
。

  

　
か
も
道
の
魅
力
を
語
る

　
今
回
の
ウ
オ
ー
キ
ン
グ
に
併
せ
て

フ
ォ
ー
ラ
ム
も
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
パ
ネ

ラ
ー
の
皆
さ
ん
は
、「
か
も
道
」
の
魅
力

を
次
の
よ
う
に
語
り
ま
す
。
ウ
オ
ー
キ
ン

グ
に
参
加
し
た
青
木
さ
ん
や
地
元
の
横
井

さ
ん
に
も
話
を
う
か
が
い
ま
し
た
。

プロフィール

向井 公紀 さん
（MUKAI　Kiminori,　1981年生）
市文化振興課 主事（埋蔵文化財専門）
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　　　　内原成松窯跡（内原町）
《遍路道の調査》
　H21 ～　かも道 ほか

寛
永
通
宝
が
置
か
れ
た
弘
法
大
師
坐
像

石
灰
岩
採
掘
場
跡
か
ら
の
眺
望

歴
史
と
自
然
が

見
事
に
融
合
し
た
信
仰
の
道

かも道の
魅力を語る
人たち

No.1
阿南市

「白の道」 「青の道」 「赤の道」
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No. ２
徳島大学

かも道の
魅力を語る
人たち

No. ３
羽ノ浦町

かも道の
魅力を語る
人たち

No. ４
水井町
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阿
南
市
が
か
つ
て
全
国
有

数
の
大
理
石
の
産
地
で
あ
っ

た
こ
と
は
、
皆
さ
ん
ご
存
じ

で
す
か
。
中
で
も
代
表
的
な

の
は
、
国
会
議
事
堂
の
内
装

に
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
で

し
ょ
う
。
国
会
議
事
堂
で
は

年
間
35
万
人
を
超
え
る
参
観

者
に
「
こ
の
大
理
石
は
徳
島

県
阿
南
市
か
ら
切
り
出
さ
れ

た
も
の
で
す
」
と
説
明
さ
れ

て
い
ま
す
。

　
国
会
議
事
堂
は
昭
和
11
年

に
完
成
し
て
お
り
、別
名「
大

理
石
の
博
物
館
」
と
い
わ
れ

る
よ
う
に
、
全
国
か
ら
集
め

た
37
銘
柄
に
及
ぶ
大
理
石
が

使
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
中
で

も
徳
島
県
産
は
数
量
が
最
も

多
く
、
阿
南
市
と
那
賀
町
か

ら
産
し
た
７
銘
柄
が
要
所
に

用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。
議
事

堂
の
内
部
は
毎
日
の
よ
う
に

テ
レ
ビ
で
放
映
さ
れ
ま
す
が
、
中
央
玄
関

と
議
員
控
室
入
口
に
は
桑
野
町
大
地
産

の
「
加
茂
更
紗
」
が
、
中
央
階
段
か
ら

御ご
き
ゅ
う
じ
ょ

休
所
広
間
に
は
阿
瀬
比
町
亜
利
田
産
の

「
時
鳥
」、
広
間
と
議
場
廻
り
の
幅
木
に
は

加
茂
町
黒
河
産
の
「
淡
雪
」、
中
央
広
間

の
モ
ザ
イ
ク
に
は
宝
田
町
井
関
産
の
「
新

淡
雪
」、
３
階
廊
下
の
幅
木
や
傍
聴
席
へ

の
階
段
に
は
津
乃
峰
町
東
分
の
「
答
島
」

と
い
っ
た
具
合
に
、
背
景
に
映
る
石
材
は

大
半
が
徳
島
県
産
と
言
っ
て
も
い
い
ほ
ど

で
す
。
昨
年
は
、
国
の
重
要
文
化
財
で
あ

る
上
野
の
国
立
博
物
館
本
館
の
階
段
や
壁

面
に
も
「
時
鳥
」
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と

が
確
か
め
ら
れ
ま
し
た
。

　
切
り
出
し
の
歴
史
を
た
ど
る
と
、
江
戸

時
代
の
文
化
文
政
期
か
ら
太
龍
寺
の
礎
石

や
石
段
に
大
理
石
が
使
用
さ
れ
た
実
績
が

あ
り
、
昨
年
度
の
調
査
で
は
、
い
わ
や
道

の
尾
根
沿
い
に
礎
石
の
採
掘
跡
が
確
認
で

き
ま
し
た
。
明
治
後
半
の
加
茂
谷
全
図
に

は
、
西
加
茂
尾
根
の
か
も
道
沿
い
に
「
大

理
石
」の
採
掘
場
所
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
太
龍
寺
山
系
を
は
じ
め
と
す
る
大
理
石

と
採
掘
跡
の
大
切
な
こ
と
が
ら
を
整
理
す

る
と
、

１
．
議
事
堂
や
博
物
館
な
ど
近
代
遺
産
の

主
要
な
箇
所
に
多
量
に
使
用
さ
れ
て
い

る
。

２
．
採
石
跡
が
当
時
の
状
態
で
現
存
す
る
。

３
．
採
掘
当
時
の
文
書
資
料
や
写
真
、
道

具
が
残
さ
れ
て
い
る
。

４
．
採
掘
岩
体
は
稀
少
で
、
特
徴
の
あ
る

も
の
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。

５
．
採
掘
跡
か
ら
は
、
当
時
の
採
掘
技
法

や
搬
出
方
法
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
太
龍
寺
山
系
で
は
江
戸

期
か
ら
大
理
石
の
採
掘
が
は
じ
ま
り
、
大

正
～
昭
和
初
期
に
は
国
家
的
近
代
建
築
の

内
装
材
と
し
て
大
量
に
搬
出
さ
れ
ま
し

た
。
そ
の
採
掘
跡
は
、
使
用
さ
れ
た
石
材

と
と
も
に
学
術
・
文
化
・
歴
史
を
物
語
る

か
け
が
え
の
な
い
遺
産
で
あ
り
、
遍
路
道

と
と
も
に
将
来
に
わ
た
っ
て
保
存
活
用
す

べ
き
価
値
あ
る
も
の
と
い
え
ま
す
。

　
一
宿
寺
か
ら
「
か
も
道
」
に
入
る
と
、

切
通
し
の
側
壁
に
椎
の
巨
木
が
屹き
つ

立り
つ

し
、

露
出
し
た
板
状
の
根
張
り
に
強
い
生
命
力

を
感
じ
、
元
気
を
得
て
進
む
と
、
西
国

三
十
三
観
音
写う
つ

し
霊
場
の
石
室
が
あ
り
ま

し
た
。
原
形
を
と
ど
め
る
４
基
の
遺
構
の

１
つ
で
、
ご
本
尊
の
石
佛
は
一
宿
寺
の
境

内
に
移
さ
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
進
む
と

右
側
に
背
丈
ほ
ど
の
石
垣
が
あ
り
、
往
時

は
、
石
材
を
運
び
出
し
た
木
馬
道
で
あ
っ

た
が
、
雑
草
に
覆
わ
れ
軌
跡
を
見
る
こ
と

は
で
き
ま
せ
ん
。

　
竹
林
や
針
葉
樹
林
を
経
て
、
雑
木
林
の

は
ざ
ま
を
抜
け
る
と
大
理
石
の
採
掘
場
跡

に
出
ま
す
。
し
ば
ら
く
急
な
坂
道
を
登
る

と
、
参
道
に
沿
っ
て
太
龍
寺
へ
移
動
中
と

い
う
伝
承
の
大
岩
「
に
じ
り
石
」
を
追
い

越
し
、
緑
の
林
を
過
ぎ
る
と
、
二
十
三
丁

石
の
辺
り
か
ら
杉
の
木
立
と
な
り
ま
す
。

　
木
漏
れ
日
の
差
す
林
間
を
尾
根
伝
い
に

進
む
と
、
山
肌
が
自
然
に
盛
り
上
が
り
、

土
手
の
上
を
歩
く
よ
う
な
気
分
に
さ
せ
て

く
れ
ま
し
た
。
延
長
30
㍍
ほ
ど
で
あ
り
ま

す
が
、
西
遊
記
に
「
左
右
皆
谷
に
て
足
の

ふ
む
と
こ
ろ
わ
ず
か
に
馬
の
せ
な
か
程
な

れ
ば
、
馬
の
背
と
言
う
な
り
」
と
あ
る
よ

う
な
、「
土
橋
」
に
も
趣
が
あ
る
な
ど
見

ど
こ
ろ
も
多
く
、
急
な
登
り
坂
の
後
に
は

緩
や
か
な
箇
所
が
あ
り
、
足
に
や
さ
し
く

歩
い
て
楽
し
い
、
心
癒
さ
れ
る
遍
路
道
で

す
。

　
時
折
、足
を
止
め
て
辺
り
を
見
渡
す
と
、

先
賢
が
切
り
開
い
た
遺
跡
が
語
り
か
け
て

く
る
よ
う
な
、
古い
に
し
え
び
と人
と
の
出
会
い
の
道
で

も
あ
り
ま
し
た
。

　
（
注
）　

切
通
し
　
山
な
ど
を
切
り
開
い
て
道

路
ま
た
は
水
路
に
し
た
と
こ
ろ
。

観
音
写
し
霊
場
　
西
国
三
十
三
観
音

霊
場
を
コ
ン
パ
ク
ト
に
し
て
、
誰
で

も
が
気
軽
に
ま
わ
れ
る
よ
う
に
、
地

域
に
敷
設
さ
れ
た
巡
礼
札
所
の
こ
と
。

　
昭
和
30
年
頃
ま
で
、
毎
年
、
旧
１
月
12

日
に
太
龍
寺
の
市
が
立
っ
て
い
ま
し
た
。

太
龍
寺
は
、
い
ず
れ
の
参
道
も
急
峻
な
山

道
で
、
ふ
も
と
の
集
落
か
ら
２
時
間
以
上

か
か
る
難
所
の
札
所
寺
で
す
。
露
店
も
数

店
で
参
拝
者
も
少
な
く
、
同
じ
日
に
開
か

れ
る
末
寺
の
加
茂
・
一
宿
寺
の
市
が
大
そ

う
に
ぎ
わ
っ
て
い
ま
し
た
。市
の
立
つ
日
、

加
茂
周
辺
の
住
民
で
元
気
な
人
は
、
一
宿

寺
を
参
拝
し
て
か
ら
「
か
も
道
」
を
登
り
、

太
龍
寺
参
り
を
す
る
の
が
一
般
的
で
し
た
。

　
加
茂
に
は
、
太
龍
寺
所
有
の
田
が
多
く

あ
り
、
一
宿
寺
の
直
下
に
太
龍
寺
の
米
蔵

が
あ
り
ま
し
た
。
専
属
の
担
ぎ
屋
さ
ん
が

数
名
い
て
、
60
㌔
の
お
米
を
背
負
っ
て

（
昔
の
人
は
力
が
強
か
っ
た
）
に
じ
り
石

を
経
由
し
太
龍
寺
に
お
米
を
運
ん
で
い
ま

し
た
。
一
方
、
通
常
の
参
拝
や
小
学
校
の

遠
足
に
は
、「
竜
の
窟
」
を
経
由
す
る
「
い

わ
や
道
」
を
利
用
し
て
い
ま
し
た
。

　
私
が
Ｕ
タ
ー
ン
し
た
10
年
程
前
、
子
ど

も
の
頃
の
記
憶
を
た
ど
り
な
が
ら
「
か
も

道
」
を
登
り
ま
し
た
が
、
道
崩
れ
や
倒
木

が
多
数
あ
り
、
シ
ダ
な
ど
に
覆
わ
れ
た
箇

所
で
は
や
ぶ
こ
ぎ
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
経

験
が
あ
り
ま
す
。
先
般
、市
が
整
備
し
て
、

一
般
の
方
も
山
歩
き
を
楽
し
め
る
歩
き
や

す
い
コ
ー
ス
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
お
四
国
参
り
の
歩
き
遍
路
さ
ん
は
、
水

井
橋
で
那
賀
川
を
渡
り
（
私
の
子
ど
も
の

頃
は
渡
し
舟
）、
若
杉
谷
沿
い
を
登
り
、

太
龍
寺
を
参
拝
。
次
の
平
等
寺
へ
は
、
中

腹
の
駐
車
場
か
ら
林
道
を
下
る
の
が
順
路

に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
う
ち
、
下
り
の

ル
ー
ト
は
、
も
と
も
と
遍
路
道
で
は
な
い

の
で
、
丁
石
な
ど
の
石
造
物
も
な
く
、
つ

づ
ら
折
り
の
味
気
な
い
道
の
り
で
す
。
通

行
不
能
の
「
旧
竜
の
窟
」
付
近
に
迂
回
路

を
設
け
、
南
舎
心
を
経
由
す
る
国
の
史
跡

指
定
「
い
わ
や
道
」
が
復
活
整
備
さ
れ
れ

ば
、お
遍
路
さ
ん
や
参
拝
者
、山
歩
き
フ
ァ

ン
に
と
っ
て
、
よ
り
趣
の
あ
る
遍
路
道
に

な
る
と
思
い
ま
す
。

　
丁
石
の
落
葉
に
埋む
も

る
古
道
か
な

東京国立博物館本館正面の帝冠様式大階段と壁面に
使用された「時鳥」

プロフィール

青木　中 さん
（82 歳・羽ノ浦町）

平成24年発行の阿南市史民族
編「農村のくらし」執筆。趣味
の日本画で内原町東福寺の天井
絵奉納。

プロフィール

横井 知昭  さん
（67 歳・水井町）

大阪の大手量販店を退職し、10
年ほど前に帰郷。現在は農業に
従事。

遺
跡
が
語
る
か
も
道

遍
路
道
の
今
、
昔

プロフィール

石田 啓祐 さん
（ISHIDA　Keisuke,　1953年生）
徳島大学大学院教授（理学博士）

太龍寺山系の地質を調査。国際研究
の傍ら、国会議事堂をはじめとする
徳島産大理石とその生い立ちを紹介。

大
理
石
採
掘
場
跡
は

学
術
・
文
化
・
歴
史
を
物
語
る

か
け
が
え
の
な
い
遺
産

国会議事堂御休所広間の「時鳥」
一枚岩と幅木の「淡雪」（阿南市阿
瀬比町・加茂町黒河産）

（写真＝石田教授提供）
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No. ５
徳島県
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平
成
22
年
８
月
５
日
、「
阿
波
遍

路
道
　
鶴
林
寺
道
・
太
龍
寺
道
・
い

わ
や
道
」
と
し
て
、
第
20
番
札
所
鶴

林
寺
か
ら
第
21
番
札
所
太
龍
寺
を
つ

な
ぐ
区
間
約
４
・
５
㌔
（
内
、
阿
南

市
約
２
・
４
㌔
）
が
国
史
跡
と
し
て

指
定
さ
れ
ま
し
た
。
遍
路
道
の
国
史

跡
指
定
は
四
国
初
で
、
阿
南
市
に
お

い
て
も
第
１
号
の
国
指
定
史
跡
と
な

り
ま
し
た
。

　
四
国
八
十
八
箇
所
霊
場
を
巡
る
遍

路
道
は
、
空
海
ゆ
か
り
の
社
寺
を
巡

る
１
４
０
０
㌔
に
及
ぶ
壮
大
な
霊
場

巡
礼
道
で
あ
り
、
ま
た
古
来
よ
り
民

衆
に
支
え
ら
れ
受
け
継
が
れ
て
き
た

文
化
交
流
の
舞
台
で
も
あ
り
ま
す
。

そ
し
て
、
遍
路
道
が
結
ぶ
札
所
寺
院

の
中
で
も
、
大
自
然
の
中
に
荘
厳
な

た
た
ず
ま
い
を
誇
る
太
龍
寺
は
、
若

き
日
の
空
海
修
行
の
場
と
し
て
特
筆

さ
れ
る
寺
院
で
あ
り
、
本
堂
・
大
師

堂
を
は
じ
め
多
く
の
建
造
物
が
今
に

伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
国
史
跡
と
し
て
指
定
さ
れ
た
区
間
の
遍

路
道
は
、
太
龍
寺
は
も
と
よ
り
、
地
元
住

民
に
よ
り
数
百
年
に
わ
た
り
守
り
受
け
継

が
れ
て
き
た
古
道
で
、
遍
路
道
標
・
丁
石

な
ど
遍
路
文
化
を
色
濃
く
残
し
た
古
の
景

観
が
高
い
評
価
を
受
け
ま
し
た
。

　
ま
た
、
阿
南
市
が
追
加
指
定
を
め
ざ
し

て
い
る
内
の
加
茂
町
の
一
宿
寺
か
ら
太
龍

寺
へ
の
遍
路
道
約
４
・
４
㌔
は
、
ル
ー
ト

が
確
定
で
き
る
県
内
最
古
の
古
道
で
、
南

北
朝
期
（
１
３
３
６
～
１
３
９
２
年
）
の

町
石
の
ほ
か
、
室
町
時
代
の
板
碑
な
ど
遍

路
道
成
立
の
前
史
を
物
語
る
文
化
財
も
多

く
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
遠
く
に
紀

伊
水
道
を
望
む
雄
大
な
自
然
景
観
の
ほ
か

大
理
石
の
採
掘
跡
も
残
り
、
文
化
財
と
自

然
、
そ
し
て
地
域
の
人
々
の
営
み
が
一
体

と
な
っ
た
景
観
は
、
他
の
遍
路
道
で
は
類

を
見
な
い
も
の
で
、
国
史
跡
と
し
て
ふ
さ

わ
し
い
ル
ー
ト
と
い
え
ま
す
。

  

国
史
跡
指
定
を
受
け
た
遍
路
道
は
、
国

に
よ
り
守
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、

直
接
管
理
す
る
の
は
管
理
団
体
で
あ
る
阿

南
市
が
担
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
近
年
、
多
く
の
地
域
で
文
化
財
と
組
み

合
わ
せ
た
多
彩
な
イ
ベ
ン
ト
が
開
催
さ
れ

る
よ
う
に
、全
国
的
に
文
化
財
を
活
用
し
、

地
域
活
性
化
に
取
り
組
む
自
治
体
が
注
目

さ
れ
て
い
ま
す
。
県
内
で
も
、
地
域
住
民

に
よ
る
長
年
の
保
護
活
動
が
実
を
結
び
、

国
の
重
要
文
化
的
景
観
に
選
定
さ
れ
た
上

勝
町
の
「
樫
原
の
棚
田
」
で
は
、
地
域
住

民
と
行
政
が
一
体
と
な
り
、
町
を
挙
げ
て

保
護
と
活
用
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　
道
は
本
来
、
人
々
の
往
来
に
よ
り
成
り

立
ち
、
利
用
さ
れ
る
こ
と
で
守
ら
れ
る
も

の
で
す
。
四
国
の
地
域
を
つ
な
ぐ
遍
路
道

に
は
、
全
国
各
地
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
豊

か
な
文
化
と
記
憶
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
今
回
の
国
史
跡
指
定
を
き
っ
か
け
に
、

さ
ら
に
地
元
に
受
け
継
が
れ
た
地
域
の
宝

を
再
発
見
す
る
と
と
も
に
、
市
・
町
を
超

え
た
文
化
交
流
を
積
極
的
に
進
め
、
ま
た

連
携
す
る
こ
と
で
、徳
島
を
代
表
す
る「
遍

路
文
化
」
が
地
域
の
活
性
化
に
生
か
さ
れ

る
よ
う
期
待
し
て
い
ま
す
。

  

四
国
遍
路
を

  

世
界
遺
産
に
！

　
今
、
四
国
で
は
「
四
国
遍
路
を
世
界
遺

産
に
」
と
い
う
大
き
な
目
標
に
向
け
た
動

き
が
活
発
化
し
て
い
ま
す
。
き
っ
か
け

は
、
世
界
文
化
遺
産
候
補
の
選
定
方
法
が

国
の
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
方
式
か
ら
地
方
の
公

募
型
提
案
方
式
に
改
め
ら
れ
た
こ
と
で

す
。
２
０
０
６
年
（
平
成
18
年
）
11
月
30

日
、
４
県
共
同
で
「
四
国
八
十
八
箇
所
霊

場
と
遍
路
道
（
案
）」
と
し
て
世
界
遺
産

暫
定
一
覧
表
記
載
資
産
候
補
に
名
乗
り
を

上
げ
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
答
え
は
ノ
ー
。

最
大
の
理
由
は
、「
遍
路
そ
の
も
の
は
素

晴
ら
し
い
文
化
だ
が
、
世
界
遺
産
と
し
て

推
薦
す
る
た
め
に
は
、
札
所
や
遍
路
道
を

文
化
財
保
護
法
が
定
め
る
文
化
財
に
指
定

し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
」
と
い
う
こ
と
で

し
た
。
国
か
ら
示
さ
れ
た
課
題
を
解
決
す

る
た
め
、
２
０
１
０
年
（
平
成
22
年
）
３

月
16
日
に
、
四
国
４
県
の
産
官
学
、
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
団
体
に
よ
る
「
世
界
遺
産
登
録

推
進
協
議
会
」
が
設
立
さ
れ
、
官
民
あ
げ

て
さ
ま
ざ
ま
な
取
組
を
展
開
し
て
い
ま
す
。

　
徳
島
県
で
は
、「『
歴
史
の
道
調
査
』
お

よ
び
『
歴
史
の
道
整
備
活
用
総
合
計
画
』」

に
基
づ
く
国
の
史
跡
指
定
等
保
護
措
置
に

取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
。
そ
の
モ
デ
ル
事

業
と
し
て
、
平
成
21
年
度
か
ら
鶴
林
寺
と

太
龍
寺
を
結
ぶ
遍
路
道
の
詳
細
な
調
査
を

行
い
、
２
０
１
０
年
（
平
成
22
年
）
１
月

26
日
に
国
史
跡
指
定
に
つ
い
て
の
意
見
具

申
を
行
い
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、「
弘
法

大
師
ゆ
か
り
の
回
遊
式
の
巡
礼
道
で
江
戸

時
代
以
降
、
今
も
民
間
に
広
く
普
及
す
る

信
仰
文
化
を
伝
え
る
史
跡
で
あ
る
」
と
評

価
さ
れ
、国
史
跡
に
指
定
さ
れ
た
の
で
す
。

平
成
22
年
度
に
は
、「
い
わ
や
道
」「
平
等

寺
道
」「
か
も
道
」の
調
査
も
実
施
済
み
で
、

さ
ら
な
る
追
加
指
定
を
め
ざ
し
て
い
ま
す
。

  

誇
れ
る
文
化
遺
産
を

  

未
来
に
受
け
継
ぐ

  

仕
組
み
づ
く
り
を
考
え
る

　「
か
も
道
」
の
旅
を
振
り
返
り
、
遍
路

文
化
の
一
端
や
、
そ
こ
か
ら
発
展
し
て
き

た
地
域
固
有
の
歴
史
を
垣
間
見
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。
そ
の
一
方
で
、
路
肩
や
石

室
の
崩
壊
な
ど
が
散
見
さ
れ
、
史
跡
を
含

め
た
道
全
体
の
保
護
の
必
要
性
も
強
く
感

じ
ま
し
た
。「
か
も
道
」は
、人
が
通
ら
な

く
な
っ
た
旧
遍
路
道
で
す
が
、
歴
史
に
培

わ
れ
た
そ
の
地
域
に
し
か
な
い
特
色
を
色

濃
く
残
す
貴
重
な
財
産
で
あ
り
、
こ
れ
ら

を
ど
の
よ
う
に
保
護
し
、
活
用
し
て
い
け

ば
い
い
の
か
が
今
後
の
課
題
と
い
え
ま
す
。

　
そ
ん
な
な
か
、
11
月
23
日
に
専
門
家
を

交
え
た
フ
ォ
ー
ラ
ム
が
開
催
さ
れ
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。
来
年
10
月
に
は
、
歴
史

の
道
の
保
存
や
活
用
に
つ
い
て
全
国
規
模

で
考
え
る
「
第
12
回
全
国
歴
史
の
道
会
議

（
徳
島
大
会
）」
が
阿
南
市
で
開
催
さ
れ
る

予
定
で
す
。こ
う
し
た
機
会
を
通
じ
て
、ふ

る
さ
と
阿
南
の
誇
る
べ
き
優
れ
た
歴
史
文

化
を
全
国
に
発
信
し
、
古
道
を
未
来
に
受

け
継
ぐ
仕
組
み
づ
く
り
を
市
民
の
皆
さ
ん

と
と
も
に
考
え
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
空
海
は
、
阿
波
（
徳
島
県
）
を
「
発
心

の
道
場
」
と
定
め
巡
礼
し
た
際
に
、
こ
ん

な
言
葉
を
残
し
て
い
ま
す
。

　「
物
の
興
廃
は
必
ず
人
に
よ
る
」

　
１
２
０
０
年
の
時
を
超
え
、
今
な
お
私

た
ち
の
「
心
の
道
し
る
べ
」
と
し
て
語
り

か
け
て
い
ま
す
。

プロフィール

早渕 隆人 さん
（ HAYABUCHI Takahito，1959年生）
徳島県教育委員会
教育文化政策課 社会教育主事

（日本考古学協会員）

1989年から㈶徳島県埋蔵文化財セン
ター勤務。小学校教諭を経て2008年
から現職。世界遺産登録に関する資
産の保護業務を担当。

地
域
の
連
携
で

守
り
つ
な
げ
る
遍
路
遺
産

二十六丁石前の遍路道仁王門前の三丁石相隣棠と大理石の基壇
（太龍寺境内）

（写真＝徳島県教育委員会提供）

シルバー人材センター会員による環境整備の様子

上）原形をとどめている石室
下）崩壊した石室
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平成 24 年度徳島県のいにしえ再発見　史跡・埋蔵文化財総合活用事業

阿波遍路道 〜太龍寺道・いわや道・かも道〜 フォーラム
 主催／徳島県教育委員会　共催／阿南市

▪講演
　『国史跡阿波遍路道の魅力』 阿南市文化振興課 主事 向井公紀さん

　『阿波大理石について〜その歴史と魅力〜』 徳島大学大学院 教授 石田啓祐さん

　『国史跡阿波遍路道の保護と活用』 
 徳島県教育委員会 教育文化政策課 社会教育主事 早渕隆人さん

▪意見交換会　テーマ『遍路道を守り、未来につなぐ』
▪問い合わせは　文化振興課（☎22‐1798）へ

入場無料


