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↑興道寺廃寺を南から望む(青四角内が、興道寺廃寺のおおよその範囲)

興
道
寺
廃
寺

耳
川
流
域
に
古
代
寺
院
現
る
!!

かつて耳川流域に存在した古代寺院｢興道寺廃寺｣。
今月号では、その謎に包まれた実態に迫ります。

興こ

う

ど

う

じ

道
寺
廃は

い

じ寺
と
は

　

興
道
寺
廃
寺
は
、
7
世
紀
後
半
か

ら
10
世
紀
初
め
頃
ま
で
、
興
道
寺
に

存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
古
代

寺
院
の
こ
と
で
す
。
現
在
寺
院
の
建

物
は
残
っ
て
お
ら
ず
、
跡
地
に
は
畑

が
広
が
っ
て
い
ま
す
。(

上
写
真
参
照)

　

こ
の
場
所
の
小
字
は｢

観
音｣

で
あ

る
た
め
、
地
域
住
民
や
郷
土
史
家
の

間
で
は
古
く
か
ら
古
代
寺
院
の
存

在
が
知
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
実

際
に
そ
の
存
在
が
明
ら
か
と
な
っ
た

の
は
昭
和
初
期
で
す
。
福
井
県
園
芸

試
験
場
を
建
設
す
る
際
に
古
瓦
が
出

土
し
、
そ
の
後
も
た
び
た
び
古
瓦
の

出
土
が
続
き
ま
し
た
。
昭
和
52
年
に

は
、
県
が
初
め
て
の
掘
削
調
査
を
行

い
、
そ
の
際
も
多
量
の
古
瓦
が
見
つ

か
っ
て
い
ま
す
。

　

町
で
は
、
遺
跡
の
内
容
や
現
存
状

況
を
確
認
す
る
た
め
、
平
成
14
年
に

発
掘
調
査
を
開
始
し
、
こ
れ
ま
で
全

13
回
の
調
査
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

寺
院
は
再
建
さ
れ
て
い
た

　

調
査
の
結
果
、
興
道
寺
廃
寺
は
、

7
世
紀
後
半
か
ら
8
世
紀
中
頃
に
か

け
て
建
設
さ
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら

れ
て
い
ま
す
。
こ
の
間
を
創そ

う

こ

ん

き

建
期
と

呼
び
、
金こ

ん
ど
う堂(
仏
像
の
安
置
場
所)

や

塔
、
講
堂(

僧
侶
の
修
行
場
所)

等
が
造

ら
れ
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
8
世
紀
後
半
か
ら
寺
院

の
再さ

い
こ
ん建
が
始
ま
り
ま
す
。

　

再
建
期
に
は
、
創
建
期
の
金
堂
と

塔
が
解
体
さ
れ
、
ほ
ぼ
同
じ
場
所
に

新
た
な
金
堂
と
塔
が
建
て
ら
れ
ま
し

た
。
ま
た
、
中
門
と
南
門
が
同
じ
頃
に

建
設
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
他
、
建
物
跡

は
未
確
認
で
す
が
、
僧そ

う
ぼ
う坊(

僧
侶
が
生

活
す
る
所)

や
鐘し

ょ
う
ろ
う楼
等
の
存
在
も
予
想

さ
れ
、
再
建
期
は
、
七し

ち

ど

う

が

ら

ん

堂
伽
藍(

寺
院
の

主
要
な
建
物)

を
備
え
た
本
格
的
な
寺

院
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

創建期 再建期

金堂 南北13.8m、東西16.8m 南北14.1m、東西16.8m

塔 南北･東西ともに12.0m 不明(南北･東西ともに13.5mほどか？)

講堂 南北11.9mほど、東西16.5m

中門 不明 南北6.1m、東西7.4m

南門 なし 南北4.5mほど、東西7.2mほど

● 各建物における基壇(土台)の規模

※基壇とは、次頁のイラストで、建物の土台となっている部分のこと
　です。

【位置】

▼

若狭町 敦賀市

▲

JR美浜駅

〇
町役場

〇
コンビニ

興道寺廃寺

耳
川

N

町
道
金
安
線

27

〇

興道寺農業
研修センター
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復
元
イ
ラ
ス
ト
を
作
成

　

町
文
化
財
室
で
は
、
こ
れ
ま
で
の

調
査
結
果
を
も
と
に
、
興
道
寺
廃
寺

と
そ
の
周
辺
の
古
代
景
観
を
イ
メ
ー

ジ
し
た
復
元
イ
ラ
ス
ト
を
作
成
し
ま

し
た
。(

上
図)

　

イ
ラ
ス
ト
は
再
建
期
で
あ
る
8
世

紀
後
半
の
あ
る
年
の
春
を
イ
メ
ー
ジ

し
て
い
ま
す
。

　

寺
院
周
辺
に
は
、
鍛
冶
工
房(

寺
院

の
建
築･

修
繕
に
必
要
な
材
料
等
を
鋳

造
す
る
所)

や
、
当
時
の
道
路
、
条
里

制
に
基
づ
き
区
画
さ
れ
た
水
田
、
古

墳
群(

豪
族
の
墓)

等
が
描
か
れ
て
い

ま
す
。
ま
た
、
古
代
の
生
活
風
景
と

し
て
、
稲
作
や
漁
の
ほ
か
に
、
海
岸

付
近
で
土
器
を
使
っ
た
製
塩
を
行
う

人
々
の
様
子
も
描
か
れ
て
い
ま
す
。

↑8世紀後半の興道寺廃寺と周辺景観をイメージしたイラスト(南からの俯瞰図)　

① 金堂 ② 塔

③ 講堂

④ 中門

⑤ 南門

⑥ 鍛冶工房

⑦ 古墳群

⑧ 久々子湖

⑨ 若狭湾

耳
川
流
域
の
古
代
豪
族

　

興
道
寺
廃
寺
の
あ
る
耳
川
流
域
に

豪
族
が
現
れ
た
の
は
、
5
世
紀
の
終

わ
り
頃
で
す
。
耳
川
左
岸
に
活
動
の

中
心
を
置
い
た
豪
族
は
、
興
道
寺
周

辺
に
集
落
を
構
え
、
須す

え

き

恵
器(

土
器)

の

生
産
や
海
岸
で
の
製
塩
等
、さ
ま
ざ
ま

な
生
産
を
掌
握
し
て
い
き
ま
し
た
。

　

6
世
紀
に
入
る
と
、
こ
う
し
た
豪
族

は
耳
川
左
岸
に
い
く
つ
か
の
古
墳
を

造
り
始
め
ま
し
た
。
そ
の
中
の
一
つ

に
獅し

し

づ

か

子
塚
古
墳(

郷
市)
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
古
墳
は
全
長
32･
5

　

m
、

周
囲
に
濠ほ

り

を
め
ぐ
ら
し
、
墳ふ

ん
き
ゅ
う丘
に
は

円え

ん

と

う

は

に

わ

筒
埴
輪
を
立
て
る
前
方
後
円
墳
で

す
。古
墳
の
石
室
内
か
ら
は
、須
恵
器

や
装
身
具(

玉)

、鉄
製
の
馬
具
等
が
、副

葬
品
と
し
て
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。

仏
教
の
伝
来
と
寺
院
の
建
立

　

仏
教
が
日
本
に
伝
来
し
た
と
言
わ

れ
る
の
は
５
３
８
年
。
そ
の
後
仏
教

は
7
世
紀
中
頃
に
な
る
と
、
国
の
平

和
と
安
定
を
図
る
た
め
の
思
想･

政
策

と
し
て
中
央
政
府
に
保
護
さ
れ
て
い

き
ま
す
。

　

こ
れ
に
よ
り
、
全
国
各
地
で
寺
院

の
建
立
が
盛
ん
に
行
わ
れ
ま
し
た
。

建
立
の
担
い
手
と
な
っ
た
の
は
、
地

域
の
豪
族
た
ち
で
す
。
彼
ら
に
と
っ

て
寺
院
の
建
立
は
、
中
央
と
の
結
び

つ
き
を
強
め
る
だ
け
で
な
く
、
自
ら

の
権
力
と
財
力
を
地
域
の
民
衆
に
見

せ
つ
け
、
支
配
を
固
め
る
た
め
の
絶

好
の
機
会
で
し
た
。

　

興
道
寺
廃
寺
も
、
こ
の
よ
う
な
時

代
背
景
の
中
、
耳
川
流
域
で
活
躍
し

た
豪
族
の
子
孫
に
よ
っ
て
建
て
ら
れ

た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

↑獅子塚古墳 石室 (6世紀前半)
　福井県立若狭歴史民俗資料館 提供



4広報みはま

耳み
み
の
わ
け
し

別
氏
が
建
立
？

　

興
道
寺
廃
寺
を
建
立
し
た
豪
族
を

特
定
す
る
史
料
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

有
力
視
さ
れ
て
い
る
の
は｢

耳み
み
の
わ
け
し

別
氏｣

で
す
。

　

耳
別
氏
の
存
在
は
、
奈
良
時
代
の

国
の
歴
史
書
『
古
事
記
』で
確
認
で
き

ま
す
。
開か

い

か化
天
皇
に
つ
い
て
記
述
し

て
い
る
部
分
に
、
開
化
天
皇
の
孫
で

あ
る
室む

ろ

び

こ

毘
古
王
の
末
裔
と
し
て
登
場

し
ま
す
。
ま
た
、
平
城
京
か
ら
出
土

し
た
木
簡
に
も
そ
の
名
が
記
さ
れ
て

お
り
、
耳
川
流
域
で
古
墳
時
代
か
ら

勢
力
を
維
持
し
続
け
た
豪
族
の
子
孫

と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

興
道
寺
廃
寺
は
、
耳
別
氏
の
氏う

じ
で
ら寺

(

一
族
の
繁
栄
を
祈
願
す
る
た
め
に
建

て
た
寺)

で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
て

い
ま
す
。
し
か
し
、
他
の
豪
族
も
建

立
や
維
持
に
関
わ
っ
た
可
能
性
も
あ

り
、
今
後
の
調
査
研
究
に
よ
る
解
明

が
必
要
で
す
。

↑弥美神社(宮代)は、耳別氏の祖先
　｢室毘古王｣を祀っている

① ②

③ ④

興
道
寺
廃
寺
出
土
品

遺
跡
か
ら
の
出
土
品

　

興
道
寺
廃
寺
か
ら
は
、
多
く
の
貴

重
な
遺
物
が
出
土
し
て
お
り
、
そ
の

一
部
は
、
町
指
定
有
形
文
化
財(

考
古

資
料)

に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

①
単た

ん
べ
ん
は
ち
ょ
う
れ
ん
げ
も
ん

弁
八
葉
蓮
華
紋
軒の

き

丸ま
る

瓦が
わ
ら(

Ⅰ
型
式)

　

創
建
期
の
建
物
の
軒
先
で
使
わ
れ

た
瓦
。
年
代
は
7
世
紀
後
半
。　

　

平
成
17
年
度
の
第
7
次
調
査
で
出

土
し
ま
し
た
。

　

瓦
の
直
径
は
20

　

cm
で
、
こ
の
型
は

当
時
建
立
さ
れ
た
寺
院
で
よ
く
使
わ

れ
て
い
る
も
の
で
す
。
奈
良･

大
阪
か

ら
滋
賀
県
東
部
を
経
由
し
、
興
道
寺

廃
寺
へ
伝
わ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い

ま
す
。

②
墨
書
土
器

　

須す

え

き

恵
器
の
蓋ふ

た

。
年
代
は
9
世
紀
末

か
ら
10
世
紀
初
頭
。

　

平
成
21
年
度
の
第
11
次
調
査
で
出

土
し
ま
し
た
。

　

蓋
の
直
径
は
14

　

cm
で
、
天
井
部

分
に
は｢

耳｣

と
墨
書
が
さ
れ
て
い
ま

す
。｢

耳｣

と
い
う
文

字
が
持
つ
意
味
と

し
て
は
、
地
名
、
人

名
、
寺
名
等
が
考
え

ら
れ
ま
す
。
町
指
定

有
形
文
化
財
。
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③
銭
貨

　

銅
製
の
銭
貨(

和わ

同ど
う

開か

い

ち

ん珎
、

万ま
ん
ね
ん
つ
う
ほ
う

年
通
宝
、
神じ

ん
ご
う
か
い
ほ
う

功
開
宝)

。
年
代
は
8

世
紀
。

　

平
成
18
年
度
の
第
8
次
調
査
で
、

計
14
点
が
出
土
し
ま
し
た
。

　

県
内
で
は
、1
つ
の
遺
跡
か
ら
最
も

多
量
に
古
代
の
銭
貨
が
出
土
し
た
事

例
で
す
。
町
指
定
有
形
文
化
財
。

④
塑そ

ぞ

う像(

螺ら

ほ

つ髪)

　

土
で
造
ら
れ
た
仏
像(

塑
像)

の
毛
髪

部
分
。
年
代
は
8
世
紀
後
半
か
ら
9

世
紀
。

　

平
成
20
年
度
の
第
10
次
調
査
か
ら

平
成
23
年
度
の
第
13
次
調
査
に
か
け

て
計
11
点
が
出
土
し
ま
し
た
。

　

砲
弾
形(

高
さ
4

　

cm
程
度･

底
面
直

径
2

　

cm
程
度)

と
、
円
錐
形(

高
さ
2

　

cm･

底
面
直
径
2

　

cm
弱)

が
見
つ
か
っ

て
い
ま
す
。
な
お
、
県
内
の
遺
跡

で
、
塑
像(

螺
髪)

が
出
土
し
た
の
は
初

め
て
で
す
。
写
真
の
7
点
は
町
指
定

有
形
文
化
財
。

この部分が螺髪

↑古代の一般的な仏像のイメージ(坐像)

仏
像
は
2
体
あ
っ
た

　

大
き
さ
の
違
う
2
形
態
の
螺
髪
が

出
土
し
た
こ
と
か
ら
、
寺
院
に
は
少

な
く
と
も
2
体
の
仏
像
が
安
置
さ
れ

て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

螺
髪
の
大
き
さ
か
ら
、
仏
像
の
大

き
さ
が
予
測
で
き
、
寺
院
の
再
建
後

は
、
金
堂
に
大
き
な
仏
像
が
、
塔
に
は

そ
の
半
分
く
ら
い
の
仏
像
が
安
置
さ

れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

坐像の
場 合

立像の
場 合

仏像①
(砲弾形螺髪)

2.4m程度 4.8m程度

仏像②
(円錐形螺髪)

1.3m程度 2.6m程度

※坐像･･･座っている仏像のこと
　立像･･･立っている仏像のこと

● 予測される仏像の高さ

砲弾形

円錐形

識者が語る興道寺廃寺の価値

　
　

 

道
寺
廃
寺
で
は
、
寺
院
建

　
　

 

立
前
の
6
世
紀
に
活
動
し

た
豪
族
の
居
館
跡
と
み
ら
れ
る

大
規
模
な
建
物
跡
が
確
認
さ
れ

て
い
ま
す
。
6
世
紀
に
豪
族
が
集

落
を
造
っ
て
、
後
の
7
世
紀
に
寺

院
を
建
て
て
、
さ
ら
に
8
世
紀
に

建
て
替
え
る
と
い
う
歴
史
を
辿

れ
る
場
所
は
稀け

う有
だ
と
思
い
ま

す
。

　

｢

耳｣

と
書
か
れ
た
墨
書
土
器

と
も
関
係
し
ま
す
が
、興
道
寺
廃

寺
は
約
４
０
０
年
に
わ
た
っ
て
、

こ
の
地
域
を
治
め
た
豪
族
の
拠

点
と
考
え
ら
れ
る
遺
跡
で
す
。

　

興
道
寺
廃
寺
は
耳
別
氏
を
は

じ
め
、
和わ

に珥
氏
等
の
い
ろ
い
ろ

な
氏
族
が
関
与
し
な
が
ら
、
維

持
運
営
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら

れ
ま
す
。
三
方
郡
に
留
ま
ら
な

い
、
若
狭
全
域
、
近
江
、
あ
る
い

は
越
前
ま
で
の
、
も
っ
と
広
い

範
囲
の
人
々
が
関
与
し
て
い
た

お
寺
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

考
え
て
い
ま
す
。

大阪市立大学大学院 
(文学研究科)
名誉教授･特任教授

栄
さかえはら

原 永
と わ お

遠男 さん

　
　

  

道
寺
廃
寺
の
こ
れ
ま
で
の

　
　

 
 

発
掘
調
査
で
、
そ
れ
ぞ
れ

の
お
堂
に
対
し
て
大
規
模
な
建

て
替
え
を
行
っ
て
い
る
様
子
が

分
か
っ
て
き
ま
し
た
。

　

古
代
の
地
方
豪
族
が
建
て
た

寺
院
の
中
で
、
活
動
の
過
程
で

手
を
入
れ
、も
う
一
度
造
り
直
す

と
い
う
事
例
は
、
実
は
あ
ま
り

あ
り
ま
せ
ん
。
寺
院
の
様
子
が

は
っ
き
り
し
て
き
た
と
い
う
の

が
本
当
に
実
感
で
き
、
か
つ
て

美
浜
町
に
か
な
り
立
派
な
古
代

寺
院
が
あ
っ
た
こ
と
が
見
え
て

き
ま
し
た
。

　

今
後
、
さ
ら
に
調
査
が
進

み
、
興
道
寺
廃
寺
周
辺
に
あ
る

雑ぞ
う
し
ゃ舎
等(

寺
院
を
維
持
す
る
た

め
の
建
物
や
施
設)

の
様
子
が
分

か
っ
て
く
る
と
、
地
域
の
宗
教

的
セ
ン
タ
ー
と
し
て
仏
教
活
動

が
行
わ
れ
、
経
営
さ
れ
て
い
た

寺
院
の
姿
が
、
も
っ
と
鮮
明
に

浮
か
び
上
が
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

京都府立大学
文学部歴史学科
教授

菱
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田 哲
て つ お
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興

興


