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伊
吹
地
区
と
小
泉
地
区
を
結
ぶ
県
道
の

東
側
は
、
標
高
約
３
０
０
ｍ
前
後
の
台
地

状
に
張
り
出
し
て
い
て
、
通
称
「
峠
」
と

呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
肥
え
た
土
壌
や
寒
暖

差
、
伊
吹
山
か
ら
吹
き
降
ろ
す
風
な
ど
の

自
然
の
恵
み
を
受
け
て
、
古
く
か
ら
地
域

の
農
耕
地
と
し
て
栄
え
て
き
ま
し
た
。

こ
こ
に
、
江
戸
時
代
の
農
民
た
ち
が
イ

ノ
シ
シ
や
シ
カ
の
被
害
か
ら
大
切
な
耕
作

地
を
守
る
た
め
に
作
っ
た
の
が
「
峠
の
シ

シ
垣
」
で
、
延
長
約
２
km
と
県
内
屈
指
の

規
模
で
良
好
に
残
っ
て
い
ま
す
。

江
戸
時
代
末
期
の
文
書
に
は
、
村
を
焼

き
つ
く
す
よ
う
な
大
火
、
大
雪
、
イ
ノ
シ

シ
や
シ
カ
の
襲
来
で
シ
シ
垣
普
請
が
続
い

た
際
、「
放
っ
て
お
い
た
ら
古
く
か
ら
守
ら

れ
て
き
た
大
切
な
畑
が
山
林
に
な
っ
て
し

ま
う
」
と
い
っ
た
悲
鳴
に
近
い
文
言
が
記

さ
れ
て
い
ま
す
。
シ
シ
垣
は
、
大
変
な
苦

労
の
も
と
で
先
祖
伝
来
の
農
地
を
守
っ
て

き
た
歴
史
が
刻
ま
れ
た
「
農
民
の
文
化
財
」

な
の
で
す
。

今
日
も
獣
害
に
よ
る
農
作
物
の
被
害
が

深
刻
化
し
て
い
ま
す
が
、
シ
シ
垣
に
見
ら

れ
る
先
人
の
知
恵
や
団
結
力
、
農
地
を
守

る
気
持
ち
な
ど
、
学
ぶ
こ
と
も
多
い
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

▲姉川に張り出した台地全体を山から遮断するように構築さ
れているシシ垣

農
民
の
文
化
財
「
シ
シ
垣
」

史跡の部

「峠のシシ垣」
小泉・大久保地先

指定日 平成24年10月24日

大久保区長

長
な が

尾
お

龍秀
りゅうしゅう

さん

大
久
保
は
、
か
つ
て
「
大
窪
」
と
表

さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
く
ぼ
地
で
耕
作

地
が
少
な
い
土
地
柄
で
す
。
拓
か
れ
た

峠
の
台
地
や
シ
シ
垣
か
ら
は
、
先
人
の

農
地
を
大
切
に
す
る
思
い
が
感
じ
ら
れ

ま
す
。

現
在
は
、
県
道
が
整
備
さ
れ
た
た
め

地
元
で
も
峠
を
通
る
人
は
少
な
く
な
り
、

若
い
世
代
の
中
に
は
シ
シ
垣
の
こ
と
を

知
ら
な
い
人
も
い
る
と
思
い
ま
す
。
今

回
の
文
化
財
指
定
が
地
域
の
魅
力
の
再

発
見
と
な
り
、
新
た
な
ま
ち
づ
く
り
に

つ
な
が
っ
て
い
け
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。
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お問い合わせ 生涯学習課 歴史・文化財保護室(ルッチプラザ内) 1５５－８０２０ 5５５－４５５６

有形民俗文化財の部 ち ょ う い し

「松尾寺参詣道丁石」
上丹生・下丹生・西坂

丁
石
と
は
、
１
町
（
約
１
０
８
ｍ
）
ご

と
に
建
立
さ
れ
た
石
造
り
の
道
し
る
べ
の

こ
と
で
す
。
丁
石
に
は
、
町
数
や
施
主
、

建
立
日
だ
け
で
は
な
く
、
仏
や
菩ぼ

薩さ

つ

の
象

徴
と
し
て
書
き
表
す
種し

ゅ

子じ

（
梵ぼ

ん

字じ

）
も
入

っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
仏
教
の
信
仰
に
基

づ
く
交
通
の
文
化
財
と
も
い
う
こ
と
が
で

き
ま
す
。

松
尾
寺
に
は
、
下
丹
生
か
ら
登
る
参
詣

道
と
西
坂
か
ら
登
る
参
詣
道
に
建
て
ら
れ

て
い
て
、
と
も
に
麓
の
参
詣
口
を
起
点
と

し
て
い
ま
す
。
松
尾
寺
の
丁
石
は
室
町
時

代
末
の
も
の
が
見
ら
れ
、
県
内
に
残
る
丁

石
の
中
で
も
古
い
も
の
で
あ
る
こ
と
、
全

体
を
合
わ
せ
る
と
31
基
と
そ
の
本
数
も
多

く
、
も
と
も
と
の
場
所
に
良
好
に
残
っ
て

い
る
こ
と
が
評
価
さ
れ
て
、
今
回
の
文
化

財
指
定
に
な
り
ま
し
た
。

西
坂
参
詣
道
に
は
石
仏
も
あ
り
、「
１
町
、

２
町
」
と
数
え
な
が
ら
松
尾
寺
を
め
ざ
し

て
参
詣
道
を
登
っ
て
い
っ
た
、
信
仰
心
の

厚
い
先
人
た
ち
の
姿
を
伺
い
知
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

現
在
は
、
地
域
の
み
な
さ
ん
の
手
に
よ

っ
て
登
山
道
が
整
備
さ
れ
て
い
ま
す
。
み

な
さ
ん
も
、
こ
の
機
会
に
ぜ
ひ
訪
れ
て
み

て
く
だ
さ
い
。

信
仰
の
文
化
財
「
丁
石
」

▲丁石が描かれた西坂参詣道の絵図（個人蔵）

▲西坂参詣道・九丁の丁石。石灰岩製の自然石に印刻されている。

市文化財指定記念講演会を開催
●日時 12月16日(日)13時～
●会場 醒井水の宿駅
報告「松尾寺参詣道の丁石について」

市歴史･文化財保護室 @橋
はし

順之
のりゆき

講演「丁石をめぐる信仰と文化」
稲沢市文化財保護審議委員 愛甲

あいこう

昇寛
しょうかん

氏

たか

保存会では、
丁石の残存状
況を調査した
上で、欠けて
いる部分の探索や、傾いたり埋
まったりしている部分の復元な
どを行っています。
文化財指定された31基の丁

石の時代は、室町から昭和初期
にまでわたっていますが、この
ことは松尾寺が山岳信仰の地と
して大切にされてきた長い歴史
を示す「証」としての価値があ
ると思っています。

松尾寺山登山道等
保存会代表

江
え

竜
りゅう

喜之
よし ゆ き

さん


