
い
ず
み
さ
の
昔
と
今 

第
311
回

　

 「
中
世
の
民
衆
と
法
華
経
信
仰
〜
慈
眼
院
の
こ
け
ら
経
〜
」

イベントなどへの参加の際は手洗いやマスク着用などにご協力ください
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 日本遺産・中世日根荘を巡る㉘
～旅引付編（12）「土丸・雨山城跡（後編）」～

「日本遺産」に認定された「旅引付と二枚の絵図が伝
えるまち ―中世日根荘の風景―」のストーリーを構
成する泉佐野市の文化財等を紹介します。

問合先　文化財保護課

◀政基公旅引付
※旅引付の写真
は、歴史館いず
みさの所蔵の複
製を使用（原本
は宮内庁書陵部
所蔵）

　土丸・雨山城の山頂や曲輪などからは、大阪湾や関西国際空港を
はじめ大阪南部のまちなみや大阪府唯一の重要文化的景観である大
木地区の農村景観を眺めることができます（令和3年度ビュースポッ
トおおさか選定）。また、空港方面の夜景もきれいに見ることができ
ます。
　南北朝までさかのぼる古い城であり、室町時代から戦国時代にか
けては和泉と紀伊の境目の重要拠点として、日本の歴史上おおきな
戦いの中で使用されました。

　最初の城主は、日根野を拠点とする武士 日根野氏で、その後、南朝方で楠木一族の橋本正督（正高）が城
主となりました。
　『政基公旅引付』にも戦乱から逃れようとした日根荘入山田村の人々が山にこもったり、家財を隠したりし
たとの記述もたびたび登場しており、遺構や祭り、記録などから水と雨乞い信仰の場であり、村人が山に逃げ
込んだり身近に接したその山と戦いの場となった城郭が共存するいわゆる「人びとを守る山」としての姿を伺
うことができる貴重な山城です。

日根荘大木の農村景観

▶
慈
眼
院
所
蔵
「
こ
け
ら
経
」（
泉
佐

野
市
有
形
民
俗
文
化
財
、「
泉
佐
野
市

の
文
化
財
」
よ
り
）

　

現
在
、
開
催
中
の
歴
史
館
い
ず

み
さ
の
秋
季
特
別
展
「
い
の
り
よ
、

と
ど
け
」
に
関
連
し
て
こ
け
ら
経
を

題
材
に
中
世
の
民
衆
と
法
華
経
信

仰
（
ほ
け
き
ょ
う
し
ん
こ
う
）
に

つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

　

泉
佐
野
市
有
形
民
俗
文
化
財
に

指
定
さ
れ
て
い
る
慈
眼
院
所
蔵
の

こ
け
ら
経
は
、
本
堂
天
井
裏
か
ら

発
見
さ
れ
た
も
の
で
、
木
片
を
長

さ
約
25
㎝
、
幅
約
１
㎝
、
厚
さ
1.5

㎝
ほ
ど
に
薄
く
割
剥
い
で
作
成
さ

れ
て
い
ま
す
。
経
木
の
両
面
に
は
、

法
華
経
が
書
写
さ
れ
て
お
り
、
バ

ラ
バ
ラ
で
見
つ
か
る
こ
と
が
多
い

こ
け
ら
経
に
し
て
は
珍
し
く
一
束

の
状
態
で
す
。
残
念
な
が
ら
書
写

さ
れ
た
年
月
日
な
ど
が
記
さ
れ
て

お
ら
ず
、
正
確
に
い
つ
頃
作
成
さ

れ
た
か
は
不
明
で
す
が
、
経
木
１

枚
ご
と
の
幅
の
狭
さ
や
、
経
木
両

面
へ
の
書
写
と
い
う
点
か
ら
鎌
倉

時
代
作
成
と
想
わ
れ
ま
す
。

　
〝
こ
け
ら
〞
や
〝
経
木
（
き
ょ
う

ぎ
）〞
と
呼
ば
れ
る
薄
く
剥
い
だ
木

の
板
に
経
文
を
書
写
し
た
も
の
を

こ
け
ら
経
と
い
い
ま
す
。
通
常
は

一
枚
の
経
木
一
面
に
17
字
、
表
裏

の
両
面
に
書
写
す
る
場
合
は
両
面

で
34
字
ず
つ
を
書
写
し
、
20
枚
も

し
く
は
40
枚
で
一
束
に
し
ま
し
た
。

お
寺
へ
の
奉
納
や
、
経
塚
の
よ
う

に
埋
納
さ
れ
る
場
合
は
、
経
典
一

巻
分
（
経
木
数
千
枚
）
を
一
巻
に

す
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
、

写
経
の
方
式
は
、
手
本
で
あ
る
法

華
経
の
形
態
に
影
響
さ
れ
た
よ
う

で
、
20
行
ず
つ
に
切
断
し
折
本
へ
仕

立
て
た
春
日
版
法
華
経
が
登
場
す
る

室
町
時
代
半
ば
（
１
４
５
０
年
代
）

に
は
、
両
面
写
経
か
ら
片
面
写
経
へ

移
行
し
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
ま

た
、
こ
け
ら
経
は
塔
婆
を
建
て
る
造

塔
の
功
徳
と
写
経
す
る
こ
と
に
よ
り

願
い
が
成
就
す
る
と
説
く
写
経
の
功

徳
が
一
つ
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら

れ
た
た
め
、
法
華
経
の
功
徳
と
習
合

し
、
死
者
へ
の
追
善
供
養
と
来
世
の

幸
福
を
願
っ
て
逆
修（
ぎ
ゃ
く
し
ゅ
）

（
生
前
供
養
）
に
用
い
ら
れ
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。
苦
し
い
現
実
か
ら

逃
れ
、
来
世
で
幸
福
を
得
よ
う
と
い

う
願
い
が
形
に
な
っ
た
も
の
と
い
え

る
で
し
ょ
う
。

　

法
華
経
は
滅
罪
・
往
生
な
ど
様
々

な
解
釈
が
あ
り
ま
す
が
、
主
な
と
こ

ろ
は
法
華
経
を
信
仰
す
れ
ば
、
現
世

に
お
い
て
は
安
穏
を
、後
世
（
来
世
）

で
は
善
な
る
所
に
生
ま
れ
る
と
説
く

も
の
で
あ
り
、
現
世
の
利
益
と
来
世

の
幸
福
を
願
う
も
の
で
し
た
。
武
士

の
台
頭
、
寺
院
の
荒
廃
、
僧
侶
の
武

装
化
な
ど
社
会
世
相
の
悪
化
と
共
に

末
法
思
想
が
広
ま
る
宮
廷
社
会
に
お

い
て
、
現
実
の
不
安
か
ら
逃
れ
る
た

め
に
現
世
と
来
世
で
の
幸
福
を
祈
る

法
華
経
信
仰
や
、
自
己
の
極
楽
浄
土

（
ご
く
ら
く
じ
ょ
う
ど
）
へ
の
往
生

を
説
く
阿
弥
陀
信
仰
（
あ
み
だ
し
ん

こ
う
）
が
広
ま
る
の
は
自
明
の
理
と

い
え
ま
し
ょ
う
。
そ
の
結
果
、
現
実

か
ら
離
れ
る
死
に
対
し
て
、
念
仏
を

唱
え
、
法
華
経
を
読
ん
で
死
後
の
幸

福
を
願
う
よ
う
に
な
り
ま
す
。
当
時

の
貴
族
の
日
記
に
は
、
念
仏
や
法
華

経
の
読
誦
が
多
数
記
さ
れ
て
お
り
、

流
行
の
様
相
が
う
か
が
え
ま
す
。
更

に
、
鎌
倉
時
代
に
は
日
蓮
の
登
場
に

よ
り
民
衆
社
会
へ
の
法
華
経
流
布
が

加
速
し
ま
し
た
。

　

荘
園
進
出
を
目
論
む
武
士
や
寺
院

勢
力
は
、
民
衆
か
ら
す
れ
ば
現
世
に

お
け
る
苦
悩
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

特
に
守
護
勢
力
と
根
来
寺
の
双
方
に

地
理
的
に
も
経
済
的
に
も
遠
か
ら
ぬ

日
根
荘
の
民
衆
に
と
っ
て
は
、
法
華

経
の
説
く
功
徳
は
希
望
で
あ
っ
た
と

思
わ
れ
ま
す
。

　

慈
眼
院
金
堂
に
納
め
ら
れ
た
法
華

経
書
写
の
こ
け
ら
経
も
こ
う
し
た
現

世
と
来
世
の
幸
福
を
願
う
日
根
荘
の

人
々
に
よ
っ
て
写
経
さ
れ
た
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
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