
             史
跡 

末
松
廃
寺
跡 

  

末
松
廃
寺
は
、
戦
前
戦
後
の
発
掘
調
査
に
よ
り
遺
跡
の
概
要
が
明
ら
か
に
な

り
、
昭
和
四
十
五
年
に
県
下
で
最
初
（
全
国
で
三
番
目
）
の
史
跡
公
園
と
し
て
整

備
さ
れ
ま
し
た
。 

 

寺
域
の
中
央
の
東
に
仏
舎
利

ぶ
っ
し
ゃ
り

を
納
め
る
塔
、
西
に
本
尊

ほ
ん
ぞ
ん

を
ま
つ
る
金
堂
を
配

し
た
白
鳳

は
く
ほ
う

時
代

じ

だ

い

（
西
暦
六
六
〇
年
頃
）
の
寺
院
で
、
い
わ
ゆ
る
法
起
寺
式

ほ

っ

き

じ

し

き

伽
藍
構
成

が
ら
ん
こ
う
せ
い

を
と
っ
て
い
ま
す
。 

 

こ
の
寺
院
は
、
こ
れ
ま
で
石
川
平
野
一
帯
を
支
配
し
た
豪
族
の
「道み

ち

の
君き

み

」一
族

の
氏
寺
で
あ
る
と
い
う
説
が
有
力
で
し
た
が
、
最
新
の
研
究
成
果
に
よ
り

天
智
朝

て
ん
ち
ち
ょ
う

に
お
こ
な
わ
れ
た
国
家
的
開
発
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
人
心
掌
握

じ
ん
し
ん
し
ょ
う
あ
く

の
た
め
の

巨
大
な
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

昭
和
十
四
年 

国
指
定
史
跡 



             

塔 

  

塔
は
仏
陀

ぶ

っ

だ

の
舎
利

し

ゃ

り

（
骨
）
ま
た
は
一
般
に
聖
な
る
遺
物
を
祀
っ
た

建
物
で
す
。
塔
に
は
、
中
央
の
礎
石

そ

せ

き

を
囲
み
四
天
柱

し
て
ん
ち
ゅ
う

礎そ

が
四
基
、
こ

の
外
側
に
は
側
柱
礎

そ
く
ち
ゅ
う
そ

十
二
基
が
そ
れ
ぞ
れ
間
隔
三
・
六
ｍ
で
三×

三

間
の
正
方
形
に
配
置
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
塔
の
大
き
さ

は
一
辺
一
〇
・
八
ｍ
と
、
白
鳳
時
代

は
く
ほ
う
じ
だ
い

と
し
て
は
非
常
に
大
き
な
も
の

で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
、
七
重
塔
と
も
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。 

 

奈
良
時
代
に
な
っ
て
、
末
松
廃
寺
は
一
度
倒
壊
し
ま
す
が
、
そ
の

後
再
建
さ
れ
た
時
に
は
塔
は
再
建
さ
れ
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
、
代
わ

り
に
「
瓦
塔

が

と

う

」
と
い
わ
れ
る
焼
き
物
の
塔
が
跡
地
に
置
か
れ
て
い
た

よ
う
で
、
そ
の
破
片
が
い
く
つ
か
発
見
さ
れ
て
い
ま
す
。 



                    

金 
 

堂 

 
 金

堂
は
本
尊

ほ
ん
ぞ
ん

を
安
置
す
る
仏
殿

ぶ
つ
で
ん

で
、
寺
院
の
中
心
と
な
る
建
物
で
す
。
こ
の
堂
に

お
い
て
、
い
ろ
い
ろ
な
法
会

ほ

う

え

や
礼
拝
が
お
こ
な
わ
れ
ま
し
た
。
金
堂
の
規
模
は
東

西
一
九
・
八
ｍ
、
南
北
一
八
・
四
ｍ
で
あ
り
、
ま
わ
り
に
は
素
掘
り
の
雨
落

あ
ま
お
ち

溝み
ぞ

が

め
ぐ
り
、
そ
の
上
に
は
倒
壊
し
た
と
き
に
屋
根
か
ら
滑
り
落
ち
た
と
思
わ
れ
る
創

建
時
の
瓦
が
大
量
に
堆
積

た
い
せ
き

し
て
い
ま
し
た
。
と
く
に
、
こ
の
金
堂
の
西
側
で
昭
和

三
十
六
年
に
銀
製
の
和
同
開
珎

わ
ど
う
か
い
ち
ん

が
一
枚
発
見
さ
れ
て
お
り
、
全
国
的
に
も
注
目
を

集
め
ま
し
た
。 

 

奈
良
時
代
に
再
建
さ
れ
た
金
堂
は
、
創
建
時
の
も
の
よ
り
か
な
り
小
さ
く
な
り
、

中
心
軸
も
若
干
東
に
ず
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
屋
根
も
瓦
葺

か
わ
ら
ぶ

き
で
は
な
く
な
っ
て

い
た
よ
う
で
す
。 



 

末
松
廃
寺
の
変
遷

へ
ん
せ
ん 

  

末
松
廃
寺
は
、
お
寺
と
し
て
は
三
度
建
て
替
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
最
初
（
西
暦
六
六
〇
年
頃
）
は
塔
と
金
堂
、
築
地

つ

い

じ

を
備
え
た
大
き

な
法
起
寺
式

ほ

っ

き

じ

し

き

の
寺
院
と
し
て
創
建

そ
う
こ
ん

し
、
そ
の
後
奈
良
時
代
の
早
い
時
期
に
縮
小
し
た
金
堂
と
北
側
の
掘ほ

っ

立

柱

た
て
ば
し
ら

建
物

た
て
も
の

、
板
塀

い
た
べ
い

と
思
わ
れ

る
塀
か
ら
な
る
ひ
と
ま
わ
り
小
さ
な
お
寺
と
し
て
再
建
さ
れ
、
最
後
は
北
側
の
掘
立
柱
建
物
二
棟
か
ら
な
る
姿
に
移
り
変
わ
っ
て
い
き

ま
す
。
そ
の
後
は
目
立
っ
た
建
物
は
発
見
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
中
世
の
墳
墓

ふ

ん

ぼ

な
ど
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
何
ら
か
の
宗
教
施
設

と
し
て
存
続
し
て
い
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
倒
壊

と
う
か
い

し
た
と
思
わ
れ
る
時
代
は
、
周
辺
の
集
落
遺
跡
が
ま
さ
に
隆

盛

り
ゅ
う
せ
い

を
極き

わ

め
る

時
期
で
あ
り
、
な
ぜ
放
棄
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
か
は
大
き
な
謎
で
す
。 

 



末
松
廃
寺
と
周
辺
の
寺
院
関
連
遺
跡 

  

七
世
紀
代
に
建
立
さ
れ
た
大
寺
の
伽
藍

が

ら

ん

配
置
は
、
飛
鳥
寺
以
降
、
四
天
王
寺

式
、
川
原
寺
式
、
法
隆
寺
・
法
起
寺

ほ

っ

き

じ

式
、
薬
師
寺
式
と
移
り
変
わ
っ
て
お
り
、

末
松
廃
寺
は
こ
の
中
の
法
起
寺
式
を
採
用
し
て
い
ま
す
。 

 

こ
の
こ
ろ
の
北
加
賀
で
は
、
七
世
紀
末
に
金
沢
市
の
広
坂

ひ
ろ
さ
か

廃
寺

は

い

じ

が
、
九
世
紀

に
入
る
と
津
幡
町
の
加
茂

か

も

廃
寺

は

い

じ

が
建
立
さ
れ
ま
す
。
こ
の
内
、
広
坂
廃
寺
は
発

見
さ
れ
た
瓦
の
文
様

も
ん
よ
う

が
藤
原
宮
や
平
城
宮
な
ど
の
都
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
り
、

在
地
色
の
強
い
末
松
廃
寺
と
は
対
照
的
で
す
。
ま
た
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
平

地
に
建
立
さ
れ
た
寺
院
で
す
が
、
北
陸
地
方
で
は
八
世
紀
半
ば
こ
ろ
か
ら
平
地

に
近
い
山
間
地
で
、
人
里
か
ら
少
し
隠
れ
た
場
所
に
位
置
す
る
山
林

さ
ん
り
ん

寺
院

じ

い

ん

と
呼

ば
れ
る
寺
院
が
出
現
し
ま
す
。
末
松
廃
寺
か
ら
ほ
ど
近
い
、
金
沢
市
三み

つ

小
牛

こ

う

じ

に

存
在
す
る
三
小
牛
ハ
バ
遺
跡
は
そ
の
代
表
的
な
も
の
で
、
通
常
の
「
お
つ
と
め
」

と
は
異
な
る
、
山
林
修
行
の
場
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。 

      

伽藍配置図 
 

 
周辺遺跡地図 
 
 


