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市立大町山岳博物館　企画展　特集号
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播隆･槍への道程一着の綱をたどれば一
会期:平成17年6月4日(土)～8月21日(日)
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播隆上人修行場跡｢播隆窟(坊主の岩屋)｣
撮影,提供黒野こうき氏

槍沢上部の標高およそ2.700mにある岩窟｡文政9年(1826)8月､播
隆は1回目の槍ヶ岳登山でこの岩窟に同行者とともに泊まった｡その徳
もこの岩窟は播隆の修行場となり､天保5年(1834)の4回目の槍ヶ岳
登山では53日間山籠して修行を行なっている｡

開
催
に
あ
た
っ
て

市
立
大
町
山
岳
博
物
館

ば
ん
り
ゆ
う

こ
の
た
び
､
当
館
の
平
成
十
七
年
度
企
画
展
と
し
て
､
播
隆
上
人
と
槍
ヶ

岳
開
山
を
テ
ー
マ
に
し
た
企
画
展
を
開
催
す
る
運
び
と
な
り
ま
し
た
｡

槍
の
穂
先
の
よ
う
に
鋭
く
尖
っ
た
山
頂
部
を
も
つ
槍
ヶ
岳
(
三
一
八
〇
m
)

は
遠
く
か
ら
で
も
す
ぐ
に
そ
れ
と
わ
か
り
､
北
ア
ル
プ
ス
を
象
徴
す
る
山
の
代

表
格
で
す
｡

槍
ヶ
岳
は
江
戸
後
期
の
文
政
十
一
(
一
八
二
八
)
年
､
念
仏
行
者
･
播
隆
に

よ
っ
て
開
山
さ
れ
ま
し
た
｡
播
隆
は
合
計
五
回
に
わ
た
る
槍
ヶ
岳
登
山
で
､
山

お
ら
な
お

頂
に
仏
像
を
安
置
す
る
だ
け
で
は
な
く
､
山
頂
付
近
の
岩
壁
に
乗
組
と
木
製
の

か

き

ぜ

ん

つ

な

鈎
で
作
っ
た
｢
善
の
綱
｣
　
(
後
に
よ
り
丈
夫
な
鉄
鎖
に
か
け
か
え
ら
れ
る
)
を

取
り
つ
け
､
後
に
つ
づ
く
登
拝
者
の
安
全
を
図
り
ま
し
た
｡
こ
れ
は
､
｢
日
本

ア
ル
プ
ス
｣
　
の
名
を
世
界
に
紹
介
し
た
英
国
人
宣
教
師
ウ
ォ
ル
タ
ー
･
ウ
ェ
ス

ト
ン
に
よ
る
槍
ヶ
岳
登
頂
に
先
立
つ
こ
と
六
六
年
前
の
こ
と
で
す
｡
明
治
時
代

に
は
じ
ま
っ
た
日
本
の
近
代
登
山
以
前
､
播
隆
に
導
か
れ
た
多
-
の
日
本
人

が
槍
ヶ
岳
山
頂
に
登
拝
し
て
い
た
の
で
し
た
｡

当
時
､
な
ぜ
播
隆
と
そ
の
弟
子
や
話
中
の
人
び
と
は
高
く
険
し
い
槍
ヶ
岳

の
頂
上
ま
で
歩
を
進
め
た
の
で
し
ょ
う
か
｡

本
展
は
｢
第
一
部
　
念
仏
行
者
･
播
隆
1
人
と
足
跡
⊥
　
｢
第
二
部
　
播

隆
の
槍
ヶ
岳
開
山
｣
｢
第
三
部
　
播
隆
研
究
ア
ラ
カ
ル
ト
｣
の
三
部
か
ら
な
り
､

槍
ヶ
岳
へ
の
善
の
綱
設
置
に
い
た
る
ま
で
の
過
程
を
､
山
登
り
の
道
程
で
い

う
何
含
目
に
あ
た
る
か
に
た
と
え
て
展
示
を
構
成
し
て
い
ま
す
｡

こ
こ
で
は
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
播
隆
代
表
･
黒
野
こ
う
き
氏
の
監
修
･
協
力
を

得
て
､
岐
阜
･
富
山
･
長
野
県
な
ど
に
現
存
す
る
播
隆
関
係
資
料
を
展
示
し
､

槍
ヶ
岳
開
山
に
込
め
ら
れ
た
人
び
と
の
思
い
を
探
る
と
と
も
に
､
日
本
の
近

代
登
山
以
前
､
国
内
に
お
け
る
登
山
の
一
面
を
紹
介
し
ま
す
｡

本
展
の
開
催
に
あ
た
り
､
貴
重
な
資
料
を
ご
出
品
い
た
だ
き
ま
し
た
所
蔵

者
の
皆
様
な
ら
び
に
ご
協
力
い
た
だ
き
ま
し
た
関
係
各
位
に
対
し
､
厚
く
御

礼
申
し
あ
げ
ま
す
｡
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播隆関係史跡等の所在地周辺図 

播隆上人修行場跡の県別分布数
ネットワーク播隆編･発行『播隆研究　第5号』(2004)の｢本書でとりあげた揺隆上人
修行場跡｣(平成16年4月　黒野こうき作成)より作成
播隆が修行したと伝えられている山中の岩屋や麿などが岐阜県を中lこ高こ1 0ヶ所余り
存在している｡なお､これらのうちには文献史料で明らかな裏付けがあるもの､ある
いは地元の伝承でのみ残るものも含まれている｡

笠をめ
ケかた　手工

岳ri念尭戸
再.i,仏曇時

総数80基 俾�棹ﾊr� 

長野県 �(ｮ�� 

5基 愛知県 14基 �� 

岐阜県 

59基 

播隆上人六字名号碑の県別分布数
ネットワーク播陸続,発行『播隆研究　第1
号』 (2000)の｢播隆名号碑分布表｣より作成
｢南無阿弥陀仏｣の文字を自然石などに刻んだ
石碑を六字名号碑(ろくしみようこうひ)とい
う｡播陸軍による名号碑は80基の存在が確
認されており､それらは播隆の足跡や影響を
知る上で重要な手がかりとなっている｡

総数13ヶ所福井県 ��

1ヶ所 ��

長野県 2ヶ所 ��

岐阜県 

10ヶ所 

企
画
展

ば

ん

り

ゆ

う

や

り

み

ち

の

り

｢
播
隆
S
槍
へ
の
道
程

第
一
部

念
仏
行
者
,
播
隆
　
-
人
と
足
跡
-

ぼ
ん
り
ゆ
う

播
隆
　
二
七
八
六
-
一
八
四
〇
)
　
は
､

代
後
期
に
各
地
で
修
行
･
布
教
に
つ
と

ぎ
よ
う
じ
や

行
者
で
し
た
｡
そ
の
生
涯
に
お
い
て
､

こ

う

　

　

や

り

が

た

け

か

い

ざ

ん

　

　

は

た

か

だ

け

と

う

ち

ょ

う

こ

う

や

り

が

た

け

か

い

ざ

ん

は

た

か

だ

け

と

う

ち

ょ

う

興
､
槍
ヶ
岳
開
山
､
穂
高
岳
登
頂
を
果
た
し
､
登

山
史
上
に
も
足
跡
を
残
す
こ
と
に
な
り
ま
し
た
｡

し
か
し
､
そ
の
本
来
の
姿
は
､
常
に
民
衆
と
と
も

ひ
じ
り

に
生
き
､
そ
の
幸
せ
を
願
っ
た
民
間
宗
教
者
(
聖
)

で
し
た
｡

こ
こ
で
は
､
近
世
(
注
戸
時
代
)
　
の
聖
の
ひ
と
り

で
あ
っ
た
播
隆
の
全
体
像
に
つ
い
て
ご
紹
介
し
ま
す
｡

同

　

じ

…

出
生
か
ら
巡
錫

え
っ
ち
ゅ
う
の
く
に

に
い
掘
繕
挨
埋
ハ
年
(
一
七
八
六
)
に
､
越
中
国

新
川
郡
河
内
村
(
現
富
山
県
冨
山
市
河
内
)
　
の
中

村
佐
右
衛
門
の
次
男
と
し
て
生
ま
れ
ま
し
た
｡

十
代
で
ふ
る
さ
と
を
出
た
後
は
各
地
を
巡
り
､
生

涯
一
度
も
故
郷
に
戻
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
｡

纂
二
部

播
隆
の
槍
ヶ
岳
開
山

ば

ん

り

ゆ

う

や

り

が

た

け

と

う

は

い

播
隆
は
槍
ヶ
岳
で
の
登
拝
修
築
口
計
五
回
行

な
っ
て
い
ま
す
｡
捕
轄
口
身
は
､
開
山
と
い
う
こ
と

ば
を
使
わ
ず
に
｢
開
聞
　
(
天
地
の
開
け
は
じ
め
と

ぜ

ん

つ

な

1
着
の
絹
を
た
ど
れ
ば
-
｣

市
立
大
町
山
岳
博
物
館

い
う
愚
昧
)
｣
と
い
っ
て
お
り
､
そ
の
目
的
が
達
成

さ
れ
た
の
は
天
保
五
年
二
八
三
四
)
　
の
四
回
目
の

登
山
で
し
た
｡

そ
の
際
､
山
頂
を
平
ら
に
広
げ
､
先
に
安
置
し
た

三
体
の
仏
像
に
､
新
た
に
仏
像
一
体
を
加
え
て
四
尊

じ
ゅ
み
ふ
う
じ
ん

と
し
､
こ
れ
を
も
っ
て
槍
ヶ
岳
寿
命
神
と
し
ま
し

あ

･

p

な

あ

ぜ

ん

た
｡
さ
ら
に
､
槍
の
穂
先
に
藁
縄
で
作
っ
た
｢
善
の

つ
1
_綱

(
善
所
へ
導
-
綱
と
い
う
意
味
)
｣
を
か
け
ま
し
た
｡

こ
こ
で
は
､
播
隆
が
槍
ヶ
岳
開
山
を
果
た
す
ま
で

の
過
程
を
ご
紹
介
し
ま
す
｡

■
高
三

播
陸
と
そ
の
時
代

い

っ

き

播
隆
が
生
き
た
時
代
､
一
揆
や
世
間
の
騒
乱
を
抱

え
な
が
ら
も
､
徳
川
幕
府
に
よ
る
平
和
が
続
い
て
い

ま
し
た
｡
し
か
し
､
一
方
で
幕
藩
体
制
は
大
き
く
揺

ら
ぎ
は
じ
め
て
い
ま
し
た
｡

塑
戸
が
経
済
･
文
化
面
で
大
変
貌
を
と
げ
た
文
化
･

憲
期
(
l
肌
桧
-
三
〇
)
､
監
]
･
龍
･

白
山
は
三
大
霊
場
と
し
て
庶
民
の
間
に
広
-
知
ち

こ
う

れ
､
各
地
に
は
信
徒
に
よ
る
講
(
信
仰
の
会
)
が
数

多
く
組
織
さ
れ
ま
し
た
｡

こ
の
時
期
に
盛
ん
と
な
っ
た
こ
う
し
た
霊
山
登
拝

も

の

み

ゆ

さ

ん

ゆ

う

き

ょ

う

は
､
物
見
遊
山
･
遊
興
と
い
う
一
面
も
あ
り
ま
し
た
｡

星
苗
旦

伊
吹
山
修
行

し
ん
ざ
ん
ゆ
う
こ
く

山
野
､
深
山
幽
谷
に
修
行
の
場
を
求
め
た
播
隆
は
､
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総数108幅 儻亥(ﾊr� 
滋賀県 �)Yﾒ� 

6ヶ所 �� 

愛知県 �� 

22幅 �� 

岐阜県 
47幅 

長野県 �� 

31幅 �� 

播隆上人六字名号軸の県別分布数
ネットワーク播隆編,発行『播隆研究　第3
号』 (2002)の｢播隆名号軸分布表｣より作成

総数25ヶ所長野県 ��
2ヶ所 弍)Xﾈﾊr�

愛知県 ���9h��

12ヶ所 ��

播陸上入念仏語･念仏行事の県別分布数
ネットワーク播隆編,発行『緒隆研究　第2
号』(2001)の｢本書で取りあげた播隆念仏
講･念仏行事一覧表｣(平成13年4月　黒野こ
うき作成)より作成

デ▲敵zB▲大天井岳 ��
● ��

播撞窟▲常会岳 ��

繋.,ii;:r.,: ��ﾂ��9>sｲ�
川怨沢 ��

上高地 ��

館物博ど山

か
に
ふ
ら
い
ぞ
う

迦
如
来
像
を
頂
上
に
安
置
し
ま
し
た
｡
そ
し
て
､
そ

じ
ゅ
ふ
ふ
う
じ
ん

れ
､
宣
尊
を
も
っ
て
槍
ヶ
岳
寿
命
神
註
註
た
｡

あ
ち
な
め

さ
ら
に
､
槍
の
穂
先
に
藁
縄
で
作
っ
た
｢
善
の
綱
(
善

所
に
導
-
綱
と
い
う
意
味
)
｣
を
か
け
ま
し
た
｡

文
政
七
(
一
八
二
四
)
､
八
､
九
年
こ
ろ
に
か
け
て
伊

ぶ

き

や

ま

さ

ん

ろ

う

吹
山
で
の
山
繭
修
行
を
行
な
い
ま
し
た
｡

園

国
華
轄
拝
誤
り
は
ん
ご
う
む
"
ち

飛
騨
国
吉
城
郡
本
郷
村
(
現
岐
阜
県
高
山
市
上

宝
町
本
郷
)
に
や
っ
て
き
た
播
隆
は
､
文
政
六
年

[
園
同
国

槍

登

頂

　

-

初

回

登

山

I

L
続
詑
拒
誇
詩
誌
隆
は
､
飛
州
新
道
で
働
く

信
濃
国
安
曇
郡
小
倉
村
(
現
長
野
県
南
安
曇
郡
三
郷

ま
た
じ
ゅ
う

村
小
倉
)
の
中
田
又
重
と
出
会
い
ま
し
た
｡

文
政
九
年
(
一
八
二
六
)
､
播
隆
は
又
重
の
案
内
で

初
め
て
槍
ヶ
岳
へ
登
り
､
そ
の
頂
上
に
立
ち
ま
し
た
｡

二
八
二
三
)
に
は
じ
め
て
笠
ケ
岳
へ
登
る
と
､
山
頂

へ
の
登
山
道
を
整
備
?
,
.
 
+
.
)
の
山
壱
再
興
し
ま
し
た
｡
固

あ

み

だ

に

上

ち

い

ぞ

う

翌
年
に
は
山
頂
に
阿
弥
陀
如
来
像
を
安
置
し
ま
し

た
｡同

胤
回

飛
州
新
道
　
-
槍
へ
の
通
い
道
-

し

ん

し

ゅ

う

し

む

の

の

く

に

ひ

し

ゅ

う

ひ

た

の

く

に

信
州
(
信
濃
国
)
と
飛
州
(
飛
騨
国
)
を
結
ぶ

古
道
を
改
善
し
､
交
易
の
道
と
し
て
開
削
が
進
め
ら

ひ
し
ゅ
う
し
ん
ど
う

れ
た
飛
州
新
道
｡

文
政
九
年
(
一
八
二
六
)
以
来
､
播
隆
は
五
回
に

わ
た
る
槍
ヶ
岳
登
山
に
お
い
て
､
槍
へ
の
通
い
道
と

し
て
､
こ
の
新
道
の
一
部
を
登
り
ま
し
た
｡

槍
開
山
　
-
〓
回
目
の
登
山
-

文
政
十
一
年
(
一
八
二
八
)
､
再
び
槍
ヶ
岳
へ
登
っ

あ

み

だ

に

ょ

ら

い

た
播
隆
は
､
頂
上
に
阿
弥
陀
如
来
な
ど
三
体
の
仏
像

を
安
置
し
､
槍
ヶ
岳
開
山
を
果
た
し
ま
し
た
｡
こ
の

ろ

く

じ

み

ょ

う

ご

う

ひ

と
き
､
穂
高
岳
に
も
登
り
､
六
字
名
号
碑
を
安
置

し
ま
し
た
｡

[
囚
周
回

槍
整
備
　
-
四
回
目
の
登
山
-

天
保
五
年
二
八
三
四
)
､
播
隆
は
四
回
目
と
な

る
槍
ヶ
岳
登
山
で
山
頂
を
平
ち
に
広
げ
､
先
に
安
置しや

し
た
三
体
の
仏
像
に
､
新
た
に
持
参
し
た
鋼
製
の
釈

[
圃
周
回

最
後
の
槍
へ

ー
五
回
目
の
登
山
-

天
保
六
年
二
八
三
五
)
､
播
隆

は
五
回
目
の
槍
ヶ
岳
登
山
を
行
い
､

ひ
た
の
く
に

帰
路
は
飛
騨
国
へ
向
か
う
た
め
に

飛
騨
沢
を
下
り
ま
し
た
｡
こ
れ
が
播

隆
に
と
っ
て
最
後
の
槍
ヶ
岳
登
山
と

な
り
ま
し
た
｡

国
同
書

善
の
綱
を
た
ど
れ
ば

天
喉
十
一
拝
J
Q
(
)
八
四
〇
)
､
播

隆
の
弟
子
や
話
中
の
人
び
と
の
協

め
,
ち
な
わ

力
で
､
藁
縄
に
か
わ
っ
て
槍
の
穂
先

て
つ
く
き
り

に
鉄
鎖
が
か
け
ら
れ
ま
し
た
｡
播

げ
ん
こ
う
じ

隆
は
玄
同
寺
(
長
野
県
松
本
市
大
村
)

で
病
に
伏
せ
て
い
る
中
､
そ
の
報
せ

を
聞
き
､
長
年
の
念
願
を
果
た
し
た

な
か
せ
ん
ど
う

の
で
し
た
｡
同
年
､
播
隆
は
中
山
道

お
お
た
じ
ゅ
く

太
田
福
　
(
岐
阜
県
美
濃
加
茂
市
大

わ

き

は

ん

じ

ん

だ

い

お

う

田
本
町
)
　
の
脇
本
陣
･
林
家
で
大
往

じ
ょ
う
　
　
ま
ふ
う
先
ん

生
､
行
年
五
十
五
歳
で
し
た
｡

圏
蛙
超
豊
国

第
≡
部

播
緯
研
究
ア
ラ
カ
ル
ト

播
隆
に
関
す
る
調
査
･
研
究
は
､

こ
れ
ま
で
各
方
面
で
行
な
わ
れ
て
き

ま
し
た
｡
そ
の
成
果
は
出
版
物
な
ど
に
ま
と
め
ら
れ
､

私
た
ち
が
播
隆
の
活
動
を
う
か
が
い
知
る
た
め
の
貴

重
な
情
報
と
な
っ
て
い
ま
す
｡

け
い
ふ

こ
こ
で
は
播
隆
研
究
の
系
譜
と
､
そ
の
一
端
を
ご

紹
介
し
ま
す
｡

(
以
上
､
展
示
説
明
文
よ
り
)
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陸
路
年
譜

企
画
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の
ご
案
内
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企
画
展

は
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.
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や
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み

ち

の

り

　

　

　

せ

ん

　

つ

な

播
隆
･
槍
へ
の
道
程
-
善
の
綱
を
た
ど
れ
ば
-

臆
主
　
　
催
　
市
立
大
町
山
岳
博
物
館

8
監
修
,
協
力ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
播
隆
代
表
･
黒
野
こ
う
き
氏

S
後
　
　
援
　
信
濃
毎
日
新
聞
社
　
朝
日
新
聞
松
本

支
局
　
中
ロ
新
聞
社
　
謹
賀
新
聞
松
本
支
局
　
毎
日

新
聞
松
本
支
局
　
産
経
新
聞
社
長
野
支
局
　
大
糸
タ

イ
ム
ス
株
式
会
社
　
民
友
信
州
　
市
民
タ
イ
ム
ス

F
M
長
野
　
s
B
C
信
越
放
送
　
N
B
S
長
野
放
送

(
株
)
テ
レ
ビ
信
州
　
長
野
朝
日
放
送
(
秩
)
　
ア
ル

プ
ス
ケ
ー
ブ
ル
ビ
ジ
ョ
ン
(
蘇
)
　
大
町
市
有
線
放
送

竃
話
農
協
　
　
　
　
　
　
　
　
(
順
不
同
､
敬
称
略
)

臆
会
　
　
期
　
六
月
四
日
壬
)
～
八
月
二
一
日
(
日
)

(
六
月
六
･
一
三
･
二
〇
･
二
七
日
の
月
曜
日
は
休
館
)

臆
開
館
時
問
　
午
前
九
時
～
午
後
五
時

一
入
館
は
午
後
四
時
三
〇
分
ま
で
)

S
会
　
　
場
　
市
立
大
町
山
岳
博
物
館

特
別
展
示
室
･
ホ
ー
ル

喜
観
　
覧
　
料
　
大
人
四
〇
〇
円
　
高
校
生
三
〇
〇
円

小
･
中
学
生
二
〇
〇
円

※
常
設
展
と
共
通
｡
三
〇
名
標
以
上
の
団
体
は
各
五
〇
円
割

引
(
そ
の
は
か
の
各
種
割
引
に
つ
い
て
は
窓
口
で
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
)
｡

お
知
ら
せ

本
展
に
あ
わ
せ
､
展
示
内
容
を
詳
し
く
紹
介
し
た
展

示
解
説
書
(
A
四
判
･
三
十
六
頁
)
を
発
行
し
ま
す
｡
詳

し
く
は
当
博
物
館
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
-
だ
さ
い
｡

(
黒
野
こ
う
き
氏
監
修
･
市
立
大
町
山
岳
博
物
館
作
成
)

*
注
　
年
齢
は
数
え
年
｡
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年
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一
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五
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送
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含
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