
中世の風景 ― 未来への遺産 ―

国史跡・重要文化的景観
「骨寺村荘園遺跡」ガイド

本寺地区中屋敷のシダレ桜
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た
ち
の
ふ
る
さ
と
本
寺
は
、八
百
年

　
　
　
以
上
も
昔
、奥
州
藤
原
氏
の
時
代
に

中
尊
寺
経
蔵
別
当
領
だ
っ
た
村
で
、骨
寺
村

と
呼
ば
れ
た
荘
園
で
し
た
。

　
私
た
ち
は
、今
ま
で
、身
の
回
り
に
あ
る
景

色
や
生
活
に
つ
い
て
、特
別
な
意
識
を
持
っ
て

暮
ら
し
て
き
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。屋

敷
と
林
と
水
田
は
隣
り
合
わ
せ
に
あ
り
、い

ろ
い
ろ
な
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
祖
父
や
祖

母
が
い
て
、地
域
の
行
事
に
は
沢
山
の
人
が

集
ま
り
ま
す
。道
端
に
は
草
花
が
咲
き
、時
に

は
カ
モ
シ
カ
や
熊
が
里
に
来
た
り
し
ま
す
。

　
今
、こ
う
し
た
本
寺
の
よ
う
な
景
色
や
生

活
を
守
る
こ
と
が
大
切
だ
と
注
目
さ
れ
て
い

ま
す
。

　
こ
こ
に
来
て
い
た
だ
け
れ
ば
、ゆ
っ
く
り
流

れ
る
時
間
の
な
か
で
、幸
せ
な
気
分
に
な
れ

る
と
思
い
ま
す
。

私

ゆ
っ
た
り
と
し
た

　
　
　
　
ひ
と
と
き

こごのけしきは
むがしっから
かわらね〜な
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陸奥国骨寺村絵図（中尊寺大長寿院蔵）

中
世
の
風
景
が
残
る
場
所
︱
本
寺

　
骨
寺
村
に
つ
い
て
は
、鎌
倉
時
代
の
絵
図
が
二
枚
、平

泉
の
中
尊
寺
に
残
さ
れ
て
い
て
、国
の
重
要
文
化
財
に
指

定
さ
れ
て
い
ま
す
。そ
の
絵
図
に
描
か
れ
て
い
る
村
の
姿

は
、現
在
の
本
寺
地
区
の
景
観
と
き
わ
め
て
よ
く
一
致
し

て
お
り
、中
世
の
景
観
が
良
好
に
保
た
れ
て
い
ま
す
。

　
平
成
十
七
年
、絵
図
か
ら
わ
か
る
場
所
及
び
発
掘
調

査
で
確
認
さ
れ
た
九
ヶ
所
が「
骨
寺
村
荘
園
遺
跡
」と
し

て
国
史
跡
に
指
定
さ
れ
、翌
年
に
は
国
の
重
要
文
化
的

景
観
に
選
定
さ
れ
ま
し
た
。

　
　
　
た
ち
の
ふ
る
さ
と
本
寺
は
、八
百
年

　
　
　
以
上
も
昔
、奥
州
藤
原
氏
の
時
代
に

中
尊
寺
経
蔵
別
当
領
だ
っ
た
村
で
、骨
寺
村

と
呼
ば
れ
た
荘
園
で
し
た
。

　
私
た
ち
は
、今
ま
で
、身
の
回
り
に
あ
る
景

色
や
生
活
に
つ
い
て
、特
別
な
意
識
を
持
っ
て

暮
ら
し
て
き
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。屋

敷
と
林
と
水
田
は
隣
り
合
わ
せ
に
あ
り
、い

ろ
い
ろ
な
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
祖
父
や
祖

母
が
い
て
、地
域
の
行
事
に
は
沢
山
の
人
が

集
ま
り
ま
す
。道
端
に
は
草
花
が
咲
き
、時
に

は
カ
モ
シ
カ
や
熊
が
里
に
来
た
り
し
ま
す
。

　
今
、こ
う
し
た
本
寺
の
よ
う
な
景
色
や
生

活
を
守
る
こ
と
が
大
切
だ
と
注
目
さ
れ
て
い

ま
す
。

　
こ
こ
に
来
て
い
た
だ
け
れ
ば
、ゆ
っ
く
り
流

れ
る
時
間
の
な
か
で
、幸
せ
な
気
分
に
な
れ

る
と
思
い
ま
す
。

 ぼくは
大好きだワン

●〜●写真の風景は、裏表紙「骨寺村
荘園遺跡マップ」で確認することができま
す。ぜひ、ガイドブックと一緒にお出かけくだ
さい。

ろ

い ぬ

3



44



新緑の大師堂

伝ミタケ堂付近の桜

新緑の駒形根神社

　

あ
ぜ
道

本
寺
で
は
、春
に
な
る
と
、さ
く
ら
や
タ
ン
ポ
ポ
、

カ
タ
ク
リ
が
咲
き
ま
す
。そ
し
て
、保
育
園
の

近
く
で
は
、モ
リ
ア
オ
ガ
エ
ル
を
見
か
け
る

こ
と
も
あ
り
ま
す
。
大
き
な
街
か
ら
来
た
人
が

「
空
気
が
き
れ
い
だ
ね
」と
言
っ
て
い
ま
し
た
。

自
然
が
いっ
ぱ
い
あ
る
の
は
、本
寺
の
い
い
と
こ
ろ
だ
と
思
い
ま
す
。

春
に
な
る
と
、お
じ
い
ち
ゃ
ん
や
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
と
いっ
し
ょ
に
、

山
へ
タ
ラ
の
芽
な
ど
の
山
菜
を
採
り
に
行
き
ま
す
。

ヨ
モ
ギ
を
採
っ
て
き
て
、よ
も
ぎ
も
ち
を
食
べ
る
の
が

春
の
た
の
し
み
で
す
。ぼ
く
は
、小
学
生
に
な
っ
て
か
ら
、

田
植
え
の
お
手
伝
い
を
し
て
い
ま
す
。ク
ネ
ク
ネ
し
た

あ
ぜ
道
を
通
っ
て
苗
を
田
ん
ぼ
に
持
っ
て
行
く
の
で
す
。

栗
駒
山
の
き
れ
い
な
姿
を
見
な
が
ら
、田
植
え
を
し
て
い
ま
す
。

は
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本寺の散歩中に、
出会ったシュレー
ゲルアオガエル。
実は日本では希少
種とされるカエル
です。
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本寺の春は
賑やかじゃの〜

春の恒例行事となった「お田
だ
植え祭り」あと

の昼食交流会。青空の下、一緒に汗を流した
あとの地元料理は格別！

田植え後の「あと植え」
真っ最中。どこの田んぼ
も忙しそう。

に
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川
遊
び

夏
の
本
寺
は「
水
が
き
れ
い
で

よ
か
っ
た
」と
思
う
こ
と
が
いっ
ぱ
い

あ
り
ま
す
。
校
舎
わ
き
の
小
川
や

田
ん
ぼ
の
水
路
で
、小
さ
な
魚
を
つ
か
ま
え
て

遊
ん
だ
り
、駒
形
根
神
社
そ
ば
の
川
で
遊
び
ま
す
。

川
遊
び
は
、学
校
の
み
ん
な
に
人
気
が
あ
り
ま
す
。

授
業
で
川
た
ん
け
ん
に
出
か
け
る
こ
と
も
あ
る
の
で
す
。

サ
ン
シ
ョ
ウ
ウ
オ
や
カ
ジ
カ
が
い
ま
し
た
。

ま
た
、本
寺
で
は
、チ
ョ
ウ
チ
ョ
や
ト
ン
ボ
、

カ
ブ
ト
ム
シ
を
獲
っ
た
り
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

歩
い
て
い
て
、カ
モ
シ
カ
や
ク
マ
、キ
ツ
ネ
や
タ
ヌ
キ
を

見
か
け
る
こ
と
も
あ
る
の
で
す
。

星
も
き
れ
い
に
見
え
ま
す
。そ
れ
か
ら
、夏
に

駒
形
根
神
社
の
か
ね
が
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、

田
ん
ぼ
を
見
る
と
、景
色
が
き
れ
い
な
の
で
、

み
ん
な
に
見
て
ほ
し
い
で
す
。
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川
遊
び

夏
の
本
寺
は「
水
が
き
れ
い
で

よ
か
っ
た
」と
思
う
こ
と
が
いっ
ぱ
い

あ
り
ま
す
。
校
舎
わ
き
の
小
川
や

田
ん
ぼ
の
水
路
で
、小
さ
な
魚
を
つ
か
ま
え
て

遊
ん
だ
り
、駒
形
根
神
社
そ
ば
の
川
で
遊
び
ま
す
。

川
遊
び
は
、学
校
の
み
ん
な
に
人
気
が
あ
り
ま
す
。

授
業
で
川
た
ん
け
ん
に
出
か
け
る
こ
と
も
あ
る
の
で
す
。

サ
ン
シ
ョ
ウ
ウ
オ
や
カ
ジ
カ
が
い
ま
し
た
。

ま
た
、本
寺
で
は
、チ
ョ
ウ
チ
ョ
や
ト
ン
ボ
、

カ
ブ
ト
ム
シ
を
獲
っ
た
り
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

歩
い
て
い
て
、カ
モ
シ
カ
や
ク
マ
、キ
ツ
ネ
や
タ
ヌ
キ
を

見
か
け
る
こ
と
も
あ
る
の
で
す
。

星
も
き
れ
い
に
見
え
ま
す
。そ
れ
か
ら
、夏
に

駒
形
根
神
社
の
か
ね
が
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、

田
ん
ぼ
を
見
る
と
、景
色
が
き
れ
い
な
の
で
、

み
ん
な
に
見
て
ほ
し
い
で
す
。

本寺にはカジカ
などの小さな魚
が泳 いでいま
す。そーっと覗い
て見てください。

「田の草取り」
美味しいお米ができるまでには、一手間
も二手間もかけるんです。

「味が沢」
昔から農作物を作るのに重要な水でした。

駒形根神社付近から見た本寺。
風でそよそよ稲が揺れます。

ほ
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本寺の里山は、昔な
がらの土のあぜ道や
水路が多くあること
により、豊かな生態
系が維持されていま
す。また、外来種も
少なく、カキツバタ
やカモシカなど希少
種とされている動植
物にとっても、重要
な生息環境です。

梅木田遺跡前のあ
ぜ道を歩くカモシカ

オタマジャクシの
まま水中で越冬す
ることが多い、珍
しいツチガエルに
も出会えるかも？！

ツチガエル

カキツバタ

へ
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夏の風は心が
洗われるようじゃ

リンドウ

ドジョウ

ブルーベリー
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鶏と
り
ま
い舞

秋
に
な
る
と
、本
寺
は

稲
刈
り
で
忙
し
く
な
り
ま
す
。

僕
は
、か
ま
で
稲
を
刈
る
お
手
伝
い
を
し
ま
す
。

穫
れ
た
ば
か
り
の
お
米
は
お
い
し
い
の
で
、

が
ん
ば
れ
ま
す
。お
米
を
穫
っ
た
あ
と
、ワ
ラ
を

な
わ
な
い
に
使
い
ま
す
。５
年
生
と
６
年
生
は
、

お
年
寄
り
に
な
わ
な
い
を
教
え
て
も
ら
い
ま
す
。

秋
に
は
、神
楽
の「
鶏とり
ま
い舞
」を
見
ま
す
。

動
き
に
迫
力
が
あ
っ
て
、す
ご
く
か
っ
こ
い
い
の
で
、

早
く
中
学
生
に
な
っ
て
習
い
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、秋
に
な
る
と
、紅
葉
が
と
て
も
き
れ
い
で
、

学
校
の
帰
り
道
に
ド
ン
グ
リ
が
落
ち
て
い
る
の
を

見
か
け
ま
す
。お
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
お
い
し
い

つ
け
も
の
を
つ
け
は
じ
め
る
こ
ろ
な
の
で
、

そ
れ
も
楽
し
み
に
し
な
が
ら
帰
り
ま
す
。
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「豆引き」
ビール瓶で叩い
て豆殻から豆を
取り出します。

骨寺村荘園オーナーさん達との稲刈り祭。

　

鶏と
り
ま
い舞

秋
に
な
る
と
、本
寺
は

稲
刈
り
で
忙
し
く
な
り
ま
す
。

僕
は
、か
ま
で
稲
を
刈
る
お
手
伝
い
を
し
ま
す
。

穫
れ
た
ば
か
り
の
お
米
は
お
い
し
い
の
で
、

が
ん
ば
れ
ま
す
。お
米
を
穫
っ
た
あ
と
、ワ
ラ
を

な
わ
な
い
に
使
い
ま
す
。５
年
生
と
６
年
生
は
、

お
年
寄
り
に
な
わ
な
い
を
教
え
て
も
ら
い
ま
す
。

秋
に
は
、神
楽
の「
鶏とり
ま
い舞

」を
見
ま
す
。

動
き
に
迫
力
が
あ
っ
て
、す
ご
く
か
っ
こ
い
い
の
で
、

早
く
中
学
生
に
な
っ
て
習
い
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、秋
に
な
る
と
、紅
葉
が
と
て
も
き
れ
い
で
、

学
校
の
帰
り
道
に
ド
ン
グ
リ
が
落
ち
て
い
る
の
を

見
か
け
ま
す
。お
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
お
い
し
い

つ
け
も
の
を
つ
け
は
じ
め
る
こ
ろ
な
の
で
、

そ
れ
も
楽
し
み
に
し
な
が
ら
帰
り
ま
す
。

と
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「朝の光とほんにょう」
刈られた稲を天日で乾
燥させます。

稲を刈った後の
田んぼで稲わら
を焼く。
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実りの秋は
一番活気づく季節

春と秋のお彼岸の中日には、栗駒山（須川
岳）の山頂に日が沈みます。

慈恵塚に登る道
から眺めると黄
金に輝く稲穂が
見えます。

ち
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正
月
行
事

私
は
、雪
が
降
っ
た
あ
と
の
本
寺
全
体
の

風
景
が
と
て
も
い
い
と
思
い
ま
す
。

白
い
栗
駒
山
は
、な
ぜ
か
いっ
そ
う
き
れ
い
に
感
じ
ま
す
。

そ
し
て
、大
晦
日
に
な
る
と
、本
寺
で
は
年
越
し
行
事
を

行
い
ま
す
。
神
社
か
ら
も
ら
っ
て
き
た
ご
へ
い
そ
く
で
、

う
ち
の
お
じ
い
さ
ん
は
、家
の
お
部
屋
そ
れ
ぞ
れ
を
き
よ
め
ま
す
。

駒
形
根
神
社
に
縄
を
納
め
に
行
く
家
も
あ
る
そ
う
で
す
。

元
朝
参
り
に
は
、た
く
さ
ん
の
人
が
駒
形
根
神
社
に
出
か
け
ま
す
。

寒
さ
が
厳
し
く
な
る
こ
ろ
、家
で
は
大
根
の
寒
干
し
を
し
ま
す
。

私
は
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
お
手
伝
い
を
し
ま
す
。

大
根
が
の
き
下
に
ズ
ラ
リ
と
並
ん
だ
と
こ
ろ
を

見
る
と「
す
ご
い
数
だ
な
ぁ
」と
感
心
し
ま
す
。

駒形根神社の境内北側に
ある石の馬。

「骨寺村荘園米納め」
昔この土地で穫れた米は、中尊寺大長寿
院に納められました。 り
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「大根の寒干し」
大根を煮たものを
ひもに通し、干す。
冬の冷たい空気に
さらすと凍り、日中
は溶けて水分を飛
ばし、だんだん小さ
くなっていきます。

本寺の冬は一面雪に覆われる。イ
グネ（屋敷林）は栗駒山から吹き
降りる強い風から家を守ります。
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早く春が
こないかの〜

地域の住民達は、毎年駒形根神社に
奉納するしめ縄を協力してつくります。

ぬ
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A C C E S S
東北自動車道（一関ICまで）

JR東北新幹線（一ノ関駅まで）

◎一関ICから骨寺村荘園遺跡まで車で約20分
◎一ノ関駅から骨寺村荘園遺跡まで車で約30分
※一ノ関駅からはバスも利用できます（1日数本運行）

約1時間（約88km）

約1時間（約92km）

東　京
仙　台
盛　岡

一ノ関駅

2時間6分

32分

43分

仙台宮城IC
盛岡IC

一関IC

▲一関市携帯HPは
　こちらから

お問い
合せ先

骨寺村荘園遺跡マップ


