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裏
路地

険
探

■
中
世
寺
院
の
面
影
を
た
ど
る
／
豊
岡
市
竹
野
町
羽は
に
ゅ
う入

中
世
に
は
一
大
霊
場
と
し
て
栄
え
た
歴
史
あ
る
村

風
習
や
言
い
伝
え
が
農
村
の
暮
ら
し
を
今
に
伝
え
る

ど
こ
か
懐
か
し
い
小
さ
な
村
を
の
ん
び
り
と
歩
く

　

竹
野
川
の
下
流
、
か
つ
て
は
城
崎
温

泉
へ
と
つ
な
が
る
鋳い

も
じ
も
ど
し
と
う
げ

物
師
戻
峠
へ
の
入
り

口
で
あ
っ
た
豊
岡
市
竹
野
町
羽は

に
ゅ
う入
。
地

名
の
由
来
は
定
か
で
は
な
い
が
、
地
元
の

言
い
伝
え
で
は
埴は

に
わ輪
を
作
る
集
団
が
い

た
こ
と
か
ら
そ
の
名
が
付
い
た
の
で
は
な

い
か
と
言
わ
れ
て
い
る
。

　

近
く
の
鬼お

じ
ん
だ
に

神
谷
地
区
で
は
須す

え

き
恵
器
の

窯か
ま
あ
と跡

が
見
つ
か
り
、
周
辺
に
は
21
も
の

古
墳
が
確
認
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

古
く
か
ら
技
術
を
持
っ
た
集
団
が
住
ん

で
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

古
代
は
今
よ
り
海
水
面
が
約
７
メ
ー

ト
ル
高
く
、
辺
り
は
入
り
江
だ
っ
た
と
考

え
ら
れ
て
お
り
、
集
落
か
ら
突
き
出
た

山
の
先
端
は
、
岬
を
表
す
「
山や

ま
さ
き崎
」
と

呼
ば
れ
て
い
る
。
元
々
は
集
落
か
ら
少

し
山
に
入
っ
た
「
杉す

げ
ん
た
に

ノ
谷
」
と
言
わ
れ
る

場
所
に
集
落
が
あ
っ
た
そ
う
で
、
海
水

面
が
下
が
る
に
つ
れ
て
今
の
集
落
が
形

成
さ
れ
て
い
っ
た
。

　

家
々
の
背
後
に
あ
る
山
は
荊い

ば
ら
き
さ
ん

木
山
。

中
世
に
は
山
腹
に
あ
る
「
観
音
寺
」
を

総
本
山
と
し
て
、山
岳
信
仰
の一
大
霊
場

と
し
て
栄
え
た
。
か
つ
て
は
10
を
超
え
る

僧
坊
（
修
行
僧
が
住
む
建
物
）が
あ
っ
た

そ
う
で
、
山
す
そ
は
建
物
跡
が
棚
田
状

に
広
が
り
、
修
行
僧
が
仏
道
に
励
ん
だ

往
時
の
面
影
を
偲
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。

　

但
馬
西
国
33
番
観
音
第
32
番
札
所

で
も
あ
る
古
刹
で
、
南
北
朝
時
代
の
も

の
と
さ
れ
る
８
基
の「
宝

ほ
う
き
ょ
う
い
ん
と
う

篋
印
塔
」
や
、

巨
大
な
「
釈し

ゃ
か
ね
は
ん
ず

迦
涅
槃
図
」
と
い
っ
た
貴

重
な
文
化
財
を
所
蔵
し
て
い
る
。

　
「
涅
槃
図
」
と
は
お
釈
迦
様
が
入
滅

（
亡
く
な
る
こ
と
）さ
れ
る
様
子
を
描
い

た
も
の
で
、
寛か

ん
ぽ保

３
年
（
１
７
４
３
）、

地
元
の
吉よ

し
お
か
し
ん
ざ
え
も
ん

岡
新
左
衛
門
に
よ
っ
て
寄
贈

さ
れ
た
。
繊
細
な
描
写
は
も
ち
ろ
ん
の

こ
と
、
そ
の
大
き
さ
か
ら
見
る
者
を
圧

倒
す
る
迫
力
が
あ
る
。

　
「
こ
の
絵
の
素
晴
ら
し
い
所
は
田
ん
ぼ

本尊に十一面観世音菩薩を祀る「荊木山 観音寺」は701年に
行基が開創したと伝わる真言宗の古刹。明治初年に再建され
た本堂は彫り物も立派な建物で、荘厳な雰囲気を醸し出して
いる。脇には位の高い人物のものとされる「供養塔」が佇む。

集落の中心にある公民館（左）とかつての芝居堂（右）。芝居
堂では田植えの終わった「さなぼり」等の際に、村歌舞伎や
芝居が披露された。梁には彫り物が残り、農村舞台の面影
を感じることができる。

集落から観音寺に上がる参道の途中には但馬六十六地蔵尊
13 番のお地蔵さん（左）がある。境内墓地内の「宝篋印塔

（右）」は南北朝時代のものとされ、市の文化財になっている。

舟の係留に使われた「舟
止め石（上右）」。蛇 頭古
墳の横穴式石室の天板。

至竹野中学校・
竹野浜

釈迦涅槃図
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URAROJI TANKEN

●「裏路地探険」に参加してみませんか！！
平成25年10月12日（土） 10:00〜12:00

「日本海形成の足跡を訪ねる」 香美町香住区下浜

＊実施日の10日前までに、18ページ掲載のＴ2編集部
へ、住所・氏名・年齢・電話番号・「裏路地参加希望」
とお書きの上、ハガキで申し込みください。開催は午前
中、現地集合・現地解散となります。申込締切日後、
案内を参加ご希望の方へ送付致します。

付
き
で
寄
進
さ
れ
た
こ
と
。
修
復
の
際

の
費
用
に
な
る
よ
う
に
と
、
受
け
継
ぐ

人
へ
の
心
配
り
を
し
て
い
る
ん
で
す
。
文

化
財
を
維
持
す
る
こ
と
は
大
変
な
こ
と

で
す
が
、
先
を
見
据
え
た
行
動
に
は
頭

が
下
が
り
ま
す
」
と
は
、
本
堂
を
預
か

る
両
界
院
の
石い

し
べ
ど
う
せ
ん

部
道
宣
住
職
。
村
の
宝

を
大
切
に
守
っ
て
い
き
た
い
と
話
す
。

　

山
一
帯
に
は
遊
歩
道
が
整
備
さ
れ
て

お
り
、
場
所
に
よ
っ
て
日
本
海
や
羽
入
の

ま
ち
並
み
を
一
望
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

案
内
役
の
笠か

さ
な
み
ゆ
き
と
し

浪
幸
壽
さ
ん
は
、「
子

ど
も
の
頃
、
こ
の
辺
り
は
格
好
の
遊
び

場
だ
っ
た
」
と
話
す
。
毎
年
１
月
６
日
に

は
「
キ
ツ
ネ
狩
り
」
と
言
う
悪
霊
払
い
の

行
事
が
あ
り
、
子
ど
も
た
ち
は
頭
に
鉢

巻
き
を
し
て
太
鼓
を
叩
き
、『
キ
ツ
ネ
狩

り
ー
な
ー
。
キ
ツ
ネ
狩
り
に
出
ん
も
ん

は
、
尻
に
ハ
ー
ス
が
出
る
と
…
』
と
囃
し

な
が
ら一
帯
を
練
り
歩
い
た
そ
う
だ
。

　

他
に
も
各
家
の
長
男
が
生
ま
れ
た
際

に
は
、
蛇
に
見
立
て
た
ガ
ン
ダ
綱
を
作
っ

て
行
列
す
る
「
山
の
神
」
の
神
事
も
あ

り
、
か
つ
て
の
農
村
の
風
習
を
伝
え
る
エ

ピ
ソ
ー
ド
が
数
多
く
残
っ
て
い
る
。

　

集
落
内
を
歩
い
て
も
、
村
歌
舞
伎
を

演
じ
た
芝
居
堂
や
横
穴
を
掘
っ
た
天
然

の
貯
蔵
庫
が
あ
り
、
今
で
は
珍
し
く
な
っ

た
農
村
風
景
を
垣
間
み
ら
れ
る
羽
入

地
区
。
ど
こ
か
懐
か
し
い
気
持
ち
に
さ
せ

て
く
れ
る
ま
ち
並
み
が
あ
っ
た
。

山肌に横穴を開けた天然の貯
蔵庫。今でも現役で使用中。

至県道1号

観音寺境内にある「乳
垂れイチョウ」。樹皮
を煎じて飲むと、母
乳の出がよくなると
言われていた。

両 界 院 の 駐 車 場 に は
「長寿の名水」と呼ばれ
る水が湧き出ている。
僧坊があった頃は、修
行僧の生活水に使われ
ていたとされる。

「山の神」の祠は長円形の自
然石で、田んぼの真ん中に祀
られている。元は縄文時代
の石棒だと言われている。

金亀院で見つけた
愛嬌のある木像

至竹野中学校・
竹野浜

至鋳物師戻峠
（城崎温泉）

竹野川

県道9号

金亀院

両界院

観音寺
本堂

乳垂れ
イチョウ

市文化財
宝篋印塔

供養塔

薬師堂

釣鐘堂の梵鐘は隣村
で生まれた丸善石油
の元社長・和田完二
が寄進したもの。

但馬六十六地蔵尊
第13番

咳の神様

かつての
公民館と
芝居堂

蛇頭古墳の横穴式石室
舟止め石

スダジイ

天然の貯蔵庫
杉ノ谷
昔はここに
集落があった

愛宕山へと通じる遊歩
道。大正、昭和初期は
祭礼時に提灯が吊るさ
れ、但馬各地からお参
りがあったという。

至遊歩道

山崎

長寿の名水

か
つ
て
は
こ
こ
か
ら

城
崎
温
泉
へ
の
道
が

続
い
て
い
た

荊木山
山には至る所に僧坊
の跡が残っている

山の神

美味しいお米が育つ
田園風景が広がる

寺院へ続く石段

天王山
入り口

遊歩道

滝が美しい
神宮神社へ

駐車場


