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山
ン
寺
遺
跡
は
、
東
山
代
町

川
内
野
に
所
在
し
、
国
見
岳
の

南
東
１
・
７
㌔
、
標
高
４
４
１
㍍

の
高
所
に
位
置
し
て
い
ま
す
。

こ
の
遺
跡
は
、
昭
和
56
、
57
年

の
発
掘
調
査
で
輸
入
陶
磁
器
が

出
土
し
た
こ
と
か

ら
、
室
町
時
代
の

14
世
紀
後
半
に
は

利
用
さ
れ
て
い
た

と
推
測
さ
れ
て
い

ま
す
が
、
そ
れ
よ

り
前
か
ら
利
用
さ

れ
て
い
た
か
ど
う

か
は
分
か
っ
て
い

ま
せ
ん
。

　
こ
の
遺
跡
は
、
調
査
前
ま
で

は
、
山
城
と
さ
れ
て
き
ま
し
た

が
、
調
査
の
結
果
、
山
城
と
し

て
の
機
能
を
持
っ
た
遺
構
が
な

い
こ
と
、
松
浦
党
当
主
の
墓
や

寺
坊
跡
な
ど
の
建
物
が
配
置
さ

れ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
お

寺
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

お
そ
ら
く
松
浦
党
の
一
族
同
士

の
連
携
を
強
固
に
す
る
目
的
で
、

室
町
時
代
に
作
ら
れ
た
の
で

し
ょ
う
。
党
祖
三
代
が
ま
つ
ら

れ
て
い
る
の
は
、
一
族
の
絆
き
ず
な
を

よ
り
強
め
る
た
め

の
も
の
だ
っ
た
の

で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

　
松
浦
党
は
、
伊

万
里
の
中
世
の
歴

史
を
語
る
う
え
で

欠
か
す
こ
と
の
で

き
な
い
存
在
で

す
。
山
ン
寺
遺
跡
は
、
そ
の
松

浦
党
に
ま
つ
わ
る
重
要
な
遺
跡

で
あ
る
た
め
、
現
在
、
市
の
史

跡
と
し
て
保
護
が
図
ら
れ
て
い

ま
す
。
ま
た
、
現
在
で
も
党
祖

祭
り
が
毎
年
行
わ
れ
る
な
ど
、

か
つ
て
の
松
浦
党
の
絆
を
象
徴

し
て
い
ま
す
。

　

山
ン
寺
遺
跡

　
　
　
〜 

松
浦
党
と
密
接
に
か
か
わ
る
山
岳
寺
院
遺
跡 

〜

　
遺
跡
か
ら
見
る
伊
万
里
の
歴
史
⑨  

◆
問
合
先
　
生
涯
学
習
課

　
　
　（
☎
㉓
３
１
８
６
）

　
支
え
合
い
寄
り
添
っ
て
生
き
て

い
る
か
ら
『
人
』
と
い
う
字
に
な
っ

た
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
人
は
一

人
で
は
、
生
き
て
い
く
こ
と
が
で

き
ま
せ
ん
。
生
き
て
い
く
う
え
で
、

人
間
関
係
な
ど
の
基
盤
と
な
る
の

は
家
族
で
す
が
、
最
近
で
は
、
子
ど

も
が
親
を
痛
め
つ
け
た
り
親
が
子

ど
も
を
虐
待
し
た
り
す
る
と
い
っ

た
報
道
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
こ

の
よ
う
な
こ
と
は
、
親
子
の
絆

き
ず
な

が

社
会
生
活
の
変
化
に
伴
い
希
薄
に

な
っ
て
い
る
こ
と
が
原
因
で
起
き

て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
あ
な
た
に
は
、「
自
分
が
生
活
を

支
え
て
い
る
の
だ
か
ら
、
家
族
を
自

分
の
思
い
ど
お
り
に
し
て
も
良
い
」

な
ど
と
い
う
思
い
込
み
は
あ
り
ま

せ
ん
か
。「
家
族
だ
か
ら
言
わ
な
く

て
も
分
か
っ
て
も
ら
え
る
だ
ろ
う
」

で
は
な
く
、
家
族
で
あ
っ
て
も
、
そ

れ
ぞ
れ
考
え
方
は
違
い
ま
す
し
、
家

族
だ
か
ら
こ
そ
し
っ
か
り
向
き
合

い
、
お
互
い
を
尊
重
す
る
生
き
方
を

し
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
し
ょ
う
。

　
虐
待
さ
れ
て
育
っ
た
子
ど
も
は
、

自
分
の
子
ど
も
を
虐
待
し
て
し
ま
う

と
い
う
連
鎖
が
あ
る
そ
う
で
す
。
な

ぜ
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
起
き
る
の
で

し
ょ
う
か
。
人
間
は
、
自
分
が
経
験

し
た
こ
と
し
か
分
か
ら
な
い
と
い
う

習
性
を
持
っ
て
お
り
、こ
の
習
性
が
、

悪
い
連
鎖
を
引
き
起
こ
し
て
い
る

要
因
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
家
族
は
最
小
の
社
会
で
す
が
、

人
は
家
族
を
含
め
た
社
会
の
中
で

生
き
て
い
く
う
え
で
は
、
多
く
の

人
と
接
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
中
に
は
、
思
い
も
及
ば
な
い

事
情
や
悩
み
を
抱
え
て
い
る
人

や
、
自
分
と
は
ま
っ
た
く
違
う
も

の
の
見
方
、
考
え
方
を
し
て
い
る

人
も
い
ま
す
。
ま
た
、
同
じ
物
事

で
も
受
け
止
め
方
や
感
じ
方
は
人

そ
れ
ぞ
れ
で
す
。
相
手
を
尊
重
す

る
意
識
を
持
ち
、「
自
分
が
こ
う

思
う
の
だ
か
ら
、
他
人
も
こ
う
思

う
は
ず
」
と
考
え
る
の
で
は
な
く
、

「
み
ん
な
違
う
」
と
い
う
前
提
で
考

え
行
動
し
、
言
葉
を
発
す
る
こ
と

が
良
い
人
間
関
係
を
築
く
こ
と
に

つ
な
が
っ
て
い
き
ま
す
。

市
老
連
芸
能
交
流
会
が
和
や
か
に
開
催

　
12
月
４
日
、
第
14
回
伊
万
里

市
老
人
ク
ラ
ブ
連
合
会
芸
能
交

流
会
が
、
市
民
セ
ン
タ
ー
で
行

わ
れ
ま
し
た
。

　
こ
の
日
は
、
午
前
と
午
後
の

部
の
２
部
構
成
で
行
わ
れ
、
市

内
の
老
人
ク
ラ
ブ
会
員
が
各
町

ご
と
に
、
踊
り
や
詩
吟
、
寸
劇

な
ど
の
演
舞
を
披
露
し
ま
し
た
。

　
42
組
に
よ
る
多
彩
で
、
日
ご
ろ

の
稽け

い

古
の
成
果
が
発
揮
さ
れ
た
演

舞
の
連
続
に
、
満
員
の
会
場
か
ら

は
、
終
始
惜
し
み
な
い
拍
手
が
送

ら
れ
、
和
や
か
な
ム
ー
ド
の
な
か
、

皆
さ
ん
心
ゆ
く
ま
で
発
表
を
楽
し

ん
で
い
ま
し
た
。

こ
の
コ
ー
ナ
ー
で
は
、
隔
月
の
シ
リ
ー
ズ
で
掲
載

し
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
手
が
か
り
に
、家
庭
で
人
権
・

同
和
問
題
に
つ
い
て
話
し
合
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。

みんなで
考えよう

人権・同和問題
Ｎo. ２０２

み
ん
な
違
っ
て
い
る
こ
と
を
尊
重
す
る
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『長崎みれん』を踊る東山代町の会員


