
良
弁
と
金
勝
寺

　良
弁
は
、持
統
天
皇
3
年（
6
8
9
）に
相
模

国（
神
奈
川
県
）に
生
ま
れ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま

す
。一
方
で
、近
江
国（
滋
賀
県
）の
生
ま
れ
と

い
う
説
も
あ
り
、そ
の
出
身
に
つ
い
て
は
よ
く
分

か
っ
て
い
ま
せ
ん
。法ほ

っ

相そ
う

学が
く

を
学
ん
だ
良
弁
は
、

行
基
と
と
も
に
東
大
寺（
奈
良
市
）の
大
仏
造
立

の
際
に
中
心
的
な
役
割
を
担
い
、大
仏
開
眼
供

養
の
後
、東
大
寺
初
代
別べ

っ

当と
う

に
就
い
て
い
ま
す
。

最
晩
年
の
宝
亀
4
年（
7
7
3
）に
僧
正
に
任
命

さ
れ
た
こ
と
か
ら
、良
弁
僧
正
と
呼
ば
れ
る
の
が

一
般
的
で
す
。

　良
弁
が
金
勝
寺
を
開
い
た
の
は
、天
平
5
年

（
7
3
3
）の
こ
と
で
す
。聖
武
天
皇
の
勅

ち
ょ
く

願が
ん

に
よ
り
、平
城
京（
奈
良
市
）の
鬼
門（
東
北
）を

守
る
国
家
鎮
護
の
祈
願
寺
と
し
て
開
か
れ
ま
し

た
。そ
の
後
、弘
仁
年
間（
8
1
0
〜
8
2
4
）

に
、興こ

う
ふ
く
じ

福
寺
の
僧
・
願が

ん

安あ
ん

に
よ
っ
て
伽が

藍ら
ん

が
整
備

さ
れ
、仏
像
が
安
置
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま

す
。金
勝
寺
は
、平
城
京
を
中
心
に
栄
え
た
南
都

仏
教
の
影
響
下
で
開
か
れ
、整
備
さ
れ
て
いっ
た
の

で
す
。

　金
勝
寺
の
建
つ
金
勝
山
と
は
、

本
市
南
部
に
連
な
る
山
々
の
総
称

で
、金
勝
山
も
含
め
た
滋
賀
県
の
南
部

に
広
が
る
山
並
一
帯
は
、湖
南
ア
ル
プ
ス
と
呼
ば

れ
て
い
ま
す
。花
崗
岩
の
岩が

ん

塊か
い

が
作
り
出
す
独
特

の
景
観
が
広
が
る
湖
南
ア
ル
プ
ス
は
、琵
琶
湖
ま

で
見
渡
せ
る
眺
望
も
相
ま
って
、人
気
の
ハ
イ
キ
ン

グ
コ
ー
ス
と
な
って
い
ま
す
。

　歴
史
を
紐
解
く
と
、奈
良
時
代
の
歌
集『
万

葉
集
』に
行
き
当
た
り
ま
す
。「
藤
原
宮
の
役

民
の
作
る
歌
」と
し
て「
石
走
る 

淡
海
の
国

の 

衣こ
ろ
も

手で

の 

田
上
山
の 

真
木
さ
く 

桧
の
嬬つ

ま

手で

を
」と
、湖
南
ア
ル
プ
ス
の
一
角
を
占
め
る

田
上
山（
大
津
市
）か
ら
、藤
原
宮（
奈
良
県
橿

原
市
）の
桧
材
を
切
り
出
し
た
こ
と
が
歌
わ
れ

て
い
る
の
で
す
。田
上
山
は
、持
統
天
皇
8
年

（
6
9
4
）か
ら
和
銅
3
年（
7
1
0
）ま
で
置

か
れ
た
藤
原
宮
の
造
営
や
平
城
京
の
整
備
、多

く
の
寺
院
の
建
立
に
も
材
木
を
提
供
し
た
と
言

わ
れ
て
い
ま
す
。こ
の
よ
う
な
経
緯
も
、後
に
金

金
勝
山
と
湖
南
ア
ル
プ
ス

〜
狛こ

ま
さ
か坂

磨ま

崖が
い
ぶ
つ仏

を
め
ぐ
っ
て
〜
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　滋
賀
県
の
南
部
に
位
置
し
た
旧
栗
太
郡
は
、栗
東
と
い
う
地
名
が「
栗
太
郡
の
東
」に
由
来
す
る
よ
う

に
、大
津
市
の
瀬
田
川
よ
り
東
側
、草
津
市
と
栗
東
市
の
全
域
、そ
し
て
守
山
市
の一部（
物
部
地
区
）に

ま
た
が
る
広
い
地
域
で
し
た
。旧
栗
太
郡
一
帯
は
、豊
か
な
宗
教
文
化
が
花
開
い
た
地
域
と
し
て
知
ら

れ
、そ
の
中
心
の
一
つ
に
本
市
南
部
の
金こ

ん
勝ぜ

山や
ま

に
建
つ
金
勝
寺（
荒
張
）が
あ
り
ま
す
。

　令
和
5
年（
2
0
2
3
）は
、金
勝
寺
を
開
い
た
僧・良
弁（
6
8
9
〜
7
7
3
）の
没
後
1
2
5
0
年

の
記
念
の
年（
1
2
5
0
年
御
遠
忌
）に
あ
た
り
ま
す
。

　今
回
の
特
集
記
事
で
は
、良
弁
僧
正
1
2
5
0
年
御
遠
忌
に
よ
せ
て
、栗
東
の
仏
教
文
化
に
つ
い
て
紹

介
し
ま
す
。

金こ

ん

勝
し

ょ

う

寺じ

を
開
い
た
僧
・
良

ろ

う

弁
べ

ん

僧
そ

う

正
じ

ょ

う

１
２
５
０
年
御
遠
忌
に
よ
せ
て

ご
　
お
ん
　
き

金勝山の風景

良弁僧正坐像（金勝寺所蔵）
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勝
寺
が
南
都
仏
教
の
影
響
下
で
開
か
れ
、整
備
さ

れ
て
い
く
背
景
と
し
て
見
逃
す
こ
と
は
で
き
な
い

で
し
ょ
う
。

　湖
南
ア
ル
プ
ス
に
は
、多
く
の
石
仏
も
点
在
し

て
い
ま
す
。そ
の
中
で
最
も
有
名
な
も
の
が
狛
坂

磨
崖
仏（
国
史
跡
）で
す
。高
さ
6.3
m
・
幅
4.5
m

の
花
崗
岩
に
、足
を
崩
し
て
座
る
像
高
2.2
m
の
如

来
像
を
中
心
に
、像
高
2.4
m
の
両
脇
侍（
菩
薩
立

像
）が
表
さ
れ
、ひ
と
際
大
き
な
3
体
を
取
り
巻

く
よ
う
に
、小
ぶ
り
の
仏
像
9
体
が
浅
く
彫
ら
れ

て
い
ま
す
。狛
坂
磨
崖
仏
は
、願
安
に
よ
って
弘
仁

7
年（
8
1
6
）に
創
建
さ
れ
た
と
い
う
狛
坂
寺

の
跡
地
に
あ
り
ま
す
が
、そ
れ
以
前
に
彫
ら
れ
た

と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。奈
良
時
代
後
期
に
、新

羅
系
渡
来
人
が
彫
っ
た
と
の
説
が
有
力
で
、さ
ら

に
古
い
白
鳳
時
代
に
彫
ら
れ
た
と
の
見
方
も
あ
り

ま
す
が
、江
戸
時
代
後
期
に
至
る
ま
で
史
料
に
登

場
す
る
こ
と
は
な
く
、多
く
の
謎
と
魅
力
に
満
ち

た
存
在
で
す
。平
成
2
年（
1
9
9
0
）に
開
館

し
た
栗
東
歴
史
民
俗
博
物
館
で
は
、栗
東
の
歴

史
と
文
化
を
象
徴
す
る
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
、狛
坂

磨
崖
仏
の
レ
プ
リ
カ（
等
身
大
）を
展
示
し
て
い
ま

す
。

旧
山
口
寺
と
大
通
寺

　南
都
仏
教
の
影
響
下
で
開
か
れ
た
金
勝
寺
で

す
が
、金
勝
山
の
北
麓
が
開
発
さ
れ
る
に
つ
れ
、北

麓
の
集
落
と
の
関
わ
り
を
強
め
て
い
く
よ
う
に
な

り
、金
勝
寺
を
中
心
と
し
た
仏
教
文
化
が
花
開
い

て
い
き
ま
し
た
。そ
の
中
か
ら
、旧

き
ゅ
う

山さ
ん

口こ
う

寺じ

と
大だ

い

通つ
う

寺じ

を
紹
介
し
ま
す
。

　山
口
寺
は
、金
勝
寺
に
登
っ
て
い
く
山
道
の
出

発
点
、荒
張
の
目め

相そ
う

と
呼
ば
れ
る
地
区
に
あ
り

ま
し
た
。平
成
4
年（
1
9
9
2
）、山
口
寺
の

廃
寺
に
と
も
な
う
調
査
で
、須し

ゅ

弥み

壇だ
ん

の
下
か
ら

天て
ん
ぶ
ぎ
ょ
う
り
ゅ
う
ぞ
う

部
形
立
像
の
部
材
が
多
数
発
見
さ
れ
ま
し
た
。

そ
れ
ら
を
組
み
合
わ
せ
た
と
こ
ろ
、多
く
の
部
材

が
損
な
わ
れ
て

い
た
四
天
王
立

像（
2
躯
）の
復

元
が
可
能
と
な
っ

た
ほ
か
、そ
れ
ま

で
知
ら
れ
て
い
な

か
っ
た
天
部
形
立

像
1
躯
分
と
し
て

組
み
上
げ
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。

こ
れ
ら
の
像
は
、平
成
10
年（
1
9
9
8
）に
は
滋

賀
県
指
定
有
形
文
化
財
と
し
て
指
定
さ
れ
て
い

ま
す
。

　金
勝
寺
に
登
っ
て
い
く
山
道
の
登
り
口
付
近

に
位
置
す
る
荒
張
の
走は

し
り井

と
い
う
集
落
に
は
、

数
軒
の
家
が
大
通
寺
保
存
会
と
し
て
守
る
仏
像

（
広こ

う
も
く
て
ん
り
ゅ
う
ぞ
う

目
天
立
像
）が
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。こ
の
広
目

天
立
像
も
滋
賀
県
指
定
有
形
文
化
財
に
指
定
さ

れ
て
い
ま
す
が
、も
と
も
と
は
四
天
王（
ま
た
は
二

天
）の
う
ち
の
1
躯
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　大
通
寺
の
広
目
天
立
像
は
、栗
東
歴
史
民
俗

博
物
館
の
開
館
以
来
、寄
託
資
料
と
し
て
収
蔵

さ
れ
、大
通
寺
保
存
会
の
皆
さ
ん
は
、毎
年
、お
参

り
に
来
ら
れ
て
い
ま
す
。学
芸
員
を
は
じ
め
と
す

る
職
員
に
も
、普
段
収
蔵
資
料
と
し
て
い
る
仏
像

が
、信
仰
の
対
象
と
し
て
生
き
て
い
る
こ
と
を
実

感
で
き
る
貴
重
な
機
会
と
な
って
い
ま
す
。

安
土
の
金
勝
山
浄
厳
院

　時
代
が
下
が
り
室
町
時
代
、栗
太
郡
河
辺

（
川
辺
）出
身
の
僧
・
隆

り
ゅ
う
ぎ
ょ
う

堯（
1
3
6
9
〜

1
4
4
9
）は
、金
勝
寺
に
草
庵（
浄じ

ょ
う
ご
ん
ぼ
う

厳
坊
）を
構

え
た
後
、東
坂
に
も
草
庵
を
開
き
ま
し
た
。現
在

の
阿
弥
陀
寺
で
す
。東
坂
の
草
庵
を
開
く
際
、隆

堯
は
阿
弥
陀
立
像
を
本
尊
と
し
ま
し
た
。こ
の
像

は
、隆
堯
が
伊
勢
神
宮
で
修
行
し
た
際
に
、天
照

大
神
か
ら
授
か
っ
た
と
さ
れ
、近
江
へ
の
帰
途
に

光
明
を
放
つ
奇
瑞
を
見
せ
た
こ
と
も
相
ま
っ
て
、

「
天て

ん
し
ょ
う
ぶ
つ

照
仏
」と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。そ
の
後
の
阿

弥
陀
寺
は
、近
江
の
浄
土
教
団
の
中
心
的
な
役
割

を
担
って
い
く
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　戦
国
時
代
も
終
わ
り
に
近
付
い
た
あ
る
日
、

金
勝
山
が
歴
史
の
転
換
点
に
大
き
く
関
わ
る
出

来
事
が
起
こ
り
ま
す
。織
田
信
長（
1
5
3
4
〜

1
5
8
2
）が
、金
勝
山
で
鷹
狩
り
を
楽
し
ん
だ

際
に
、阿
弥
陀
寺
第
8
世
・
応お

う
よ
み
ょ
う
か
ん

誉
明
感（
?
〜

1
5
8
2
）と
出
会
っ
た
の
で
す
。そ
の
人
柄
を
高

く
評
価
し
た
織
田
信
長
の
命
令
に
よ
り
、天
正
6

年（
1
5
7
8
）、応
誉
明
感
は
安
土
へ
と
移
り
、

近
江
の
浄
土
教
団
の
中
心
と
し
て
の
阿
弥
陀
寺

の
役
割
も
、安
土
の
浄
厳
院
へ
と
移
って
い
く
こ
と

と
な
り
ま
す
。浄
厳
院
の
名
が
、隆
堯
が
金
勝
寺

に
構
え
た
草
庵
・
浄
厳
坊
に
由
来
す
る
こ
と
は

言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。さ
ら
に
、そ
の
山
号
は

「
金き

ん
し
ょ
う
ざ
ん

勝
山
」と
言
い
、金
勝
山
・
金
勝
寺
と
の
ゆ

か
り
を
今
に
伝
え
て
い
ま
す
。
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狛坂磨崖仏（国史跡）

修復中の木造四天王立像
（金勝寺所蔵、【旧山口寺伝来資料】）

㊧木造天部形立像（金勝寺所蔵、【旧山口寺伝来資料】）
㊨木造広目天立像（大通寺保存会）

㊧阿弥陀如来立像（天照仏）（阿弥陀寺所蔵）
㊨金勝山浄厳院（近江八幡市安土町慈恩寺）
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勝
寺
が
南
都
仏
教
の
影
響
下
で
開
か
れ
、整
備
さ

れ
て
い
く
背
景
と
し
て
見
逃
す
こ
と
は
で
き
な
い

で
し
ょ
う
。

　湖
南
ア
ル
プ
ス
に
は
、多
く
の
石
仏
も
点
在
し

て
い
ま
す
。そ
の
中
で
最
も
有
名
な
も
の
が
狛
坂

磨
崖
仏（
国
史
跡
）で
す
。高
さ
6.3
m
・
幅
4.5
m

の
花
崗
岩
に
、足
を
崩
し
て
座
る
像
高
2.2
m
の
如

来
像
を
中
心
に
、像
高
2.4
m
の
両
脇
侍（
菩
薩
立

像
）が
表
さ
れ
、ひ
と
際
大
き
な
3
体
を
取
り
巻

く
よ
う
に
、小
ぶ
り
の
仏
像
9
体
が
浅
く
彫
ら
れ

て
い
ま
す
。狛
坂
磨
崖
仏
は
、願
安
に
よ
って
弘
仁

7
年（
8
1
6
）に
創
建
さ
れ
た
と
い
う
狛
坂
寺

の
跡
地
に
あ
り
ま
す
が
、そ
れ
以
前
に
彫
ら
れ
た

と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。奈
良
時
代
後
期
に
、新

羅
系
渡
来
人
が
彫
っ
た
と
の
説
が
有
力
で
、さ
ら

に
古
い
白
鳳
時
代
に
彫
ら
れ
た
と
の
見
方
も
あ
り

ま
す
が
、江
戸
時
代
後
期
に
至
る
ま
で
史
料
に
登

場
す
る
こ
と
は
な
く
、多
く
の
謎
と
魅
力
に
満
ち

た
存
在
で
す
。平
成
2
年（
1
9
9
0
）に
開
館

し
た
栗
東
歴
史
民
俗
博
物
館
で
は
、栗
東
の
歴

史
と
文
化
を
象
徴
す
る
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
、狛
坂

磨
崖
仏
の
レ
プ
リ
カ（
等
身
大
）を
展
示
し
て
い
ま

す
。

旧
山
口
寺
と
大
通
寺

　南
都
仏
教
の
影
響
下
で
開
か
れ
た
金
勝
寺
で

す
が
、金
勝
山
の
北
麓
が
開
発
さ
れ
る
に
つ
れ
、北

麓
の
集
落
と
の
関
わ
り
を
強
め
て
い
く
よ
う
に
な

り
、金
勝
寺
を
中
心
と
し
た
仏
教
文
化
が
花
開
い

て
い
き
ま
し
た
。そ
の
中
か
ら
、旧

き
ゅ
う

山さ
ん

口こ
う

寺じ

と
大だ

い

通つ
う

寺じ

を
紹
介
し
ま
す
。

　山
口
寺
は
、金
勝
寺
に
登
っ
て
い
く
山
道
の
出

発
点
、荒
張
の
目め

相そ
う

と
呼
ば
れ
る
地
区
に
あ
り

ま
し
た
。平
成
4
年（
1
9
9
2
）、山
口
寺
の

廃
寺
に
と
も
な
う
調
査
で
、須し

ゅ

弥み

壇だ
ん

の
下
か
ら

天て
ん
ぶ
ぎ
ょ
う
り
ゅ
う
ぞ
う

部
形
立
像
の
部
材
が
多
数
発
見
さ
れ
ま
し
た
。

そ
れ
ら
を
組
み
合
わ
せ
た
と
こ
ろ
、多
く
の
部
材

が
損
な
わ
れ
て

い
た
四
天
王
立

像（
2
躯
）の
復

元
が
可
能
と
な
っ

た
ほ
か
、そ
れ
ま

で
知
ら
れ
て
い
な

か
っ
た
天
部
形
立

像
1
躯
分
と
し
て

組
み
上
げ
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。

こ
れ
ら
の
像
は
、平
成
10
年（
1
9
9
8
）に
は
滋

賀
県
指
定
有
形
文
化
財
と
し
て
指
定
さ
れ
て
い

ま
す
。

　金
勝
寺
に
登
っ
て
い
く
山
道
の
登
り
口
付
近

に
位
置
す
る
荒
張
の
走は

し
り井

と
い
う
集
落
に
は
、

数
軒
の
家
が
大
通
寺
保
存
会
と
し
て
守
る
仏
像

（
広こ

う
も
く
て
ん
り
ゅ
う
ぞ
う

目
天
立
像
）が
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。こ
の
広
目

天
立
像
も
滋
賀
県
指
定
有
形
文
化
財
に
指
定
さ

れ
て
い
ま
す
が
、も
と
も
と
は
四
天
王（
ま
た
は
二

天
）の
う
ち
の
1
躯
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　大
通
寺
の
広
目
天
立
像
は
、栗
東
歴
史
民
俗

博
物
館
の
開
館
以
来
、寄
託
資
料
と
し
て
収
蔵

さ
れ
、大
通
寺
保
存
会
の
皆
さ
ん
は
、毎
年
、お
参

り
に
来
ら
れ
て
い
ま
す
。学
芸
員
を
は
じ
め
と
す

る
職
員
に
も
、普
段
収
蔵
資
料
と
し
て
い
る
仏
像

が
、信
仰
の
対
象
と
し
て
生
き
て
い
る
こ
と
を
実

感
で
き
る
貴
重
な
機
会
と
な
って
い
ま
す
。

安
土
の
金
勝
山
浄
厳
院

　時
代
が
下
が
り
室
町
時
代
、栗
太
郡
河
辺

（
川
辺
）出
身
の
僧
・
隆

り
ゅ
う
ぎ
ょ
う

堯（
1
3
6
9
〜

1
4
4
9
）は
、金
勝
寺
に
草
庵（
浄じ

ょ
う
ご
ん
ぼ
う

厳
坊
）を
構

え
た
後
、東
坂
に
も
草
庵
を
開
き
ま
し
た
。現
在

の
阿
弥
陀
寺
で
す
。東
坂
の
草
庵
を
開
く
際
、隆

堯
は
阿
弥
陀
立
像
を
本
尊
と
し
ま
し
た
。こ
の
像

は
、隆
堯
が
伊
勢
神
宮
で
修
行
し
た
際
に
、天
照

大
神
か
ら
授
か
っ
た
と
さ
れ
、近
江
へ
の
帰
途
に

光
明
を
放
つ
奇
瑞
を
見
せ
た
こ
と
も
相
ま
っ
て
、

「
天て

ん
し
ょ
う
ぶ
つ

照
仏
」と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。そ
の
後
の
阿

弥
陀
寺
は
、近
江
の
浄
土
教
団
の
中
心
的
な
役
割

を
担
って
い
く
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　戦
国
時
代
も
終
わ
り
に
近
付
い
た
あ
る
日
、

金
勝
山
が
歴
史
の
転
換
点
に
大
き
く
関
わ
る
出

来
事
が
起
こ
り
ま
す
。織
田
信
長（
1
5
3
4
〜

1
5
8
2
）が
、金
勝
山
で
鷹
狩
り
を
楽
し
ん
だ

際
に
、阿
弥
陀
寺
第
8
世
・
応お

う
よ
み
ょ
う
か
ん

誉
明
感（
?
〜

1
5
8
2
）と
出
会
っ
た
の
で
す
。そ
の
人
柄
を
高

く
評
価
し
た
織
田
信
長
の
命
令
に
よ
り
、天
正
6

年（
1
5
7
8
）、応
誉
明
感
は
安
土
へ
と
移
り
、

近
江
の
浄
土
教
団
の
中
心
と
し
て
の
阿
弥
陀
寺

の
役
割
も
、安
土
の
浄
厳
院
へ
と
移
って
い
く
こ
と

と
な
り
ま
す
。浄
厳
院
の
名
が
、隆
堯
が
金
勝
寺

に
構
え
た
草
庵
・
浄
厳
坊
に
由
来
す
る
こ
と
は

言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。さ
ら
に
、そ
の
山
号
は

「
金き

ん
し
ょ
う
ざ
ん

勝
山
」と
言
い
、金
勝
山
・
金
勝
寺
と
の
ゆ

か
り
を
今
に
伝
え
て
い
ま
す
。

栗東歴史民俗博物館では、良弁僧正1250年御遠忌を記念して、収蔵品展「栗東の神・仏」  （9/16〜11/26）を開催します。詳細はお知らせ版８ページをご覧ください。

狛坂磨崖仏（国史跡）

修復中の木造四天王立像
（金勝寺所蔵、【旧山口寺伝来資料】）

㊧木造天部形立像（金勝寺所蔵、【旧山口寺伝来資料】）
㊨木造広目天立像（大通寺保存会）

㊧阿弥陀如来立像（天照仏）（阿弥陀寺所蔵）
㊨金勝山浄厳院（近江八幡市安土町慈恩寺）

問
栗
東
歴
史
民
俗
博
物
館

ＴＥＬ
5
5
4︲2
7
3
3

ＦＡＸ
5
5
4︲2
7
5
5
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九 品 の 滝

大 野 神 社

中　村

旧和中散本舗

田舎の元気や
※イベント開催日は
　停車しません

手原駅

JR草津線

　徳川家康が慶長16年に近
江永原で腹痛を訴えた時に
典医がすすめた薬が和中散
と言われています。製薬場に
は今年機械遺産に認定され
た直径４mの木製「人車製薬
機」があり、樫の木の動輪の
中に人が入り動かすと、歯車
で石臼が回転して薬草が粉
末となる仕掛けです。旧東海道の草津宿と石部宿の中間
にあったことから、公卿・大名たちが少憩する習わしとな

り、梅木小休み本陣と称し
ました。庭園は江戸時代初
期に造られ、およそ120坪
の池泉鑑賞式で国指定の
名勝です。

旧和中散本舗

九品浄土のせせらぎの音
　３段に分かれて流れ落ちる
さまが、仏教用語の九

く ぼ ん
品浄

じょうど
土

を思わせることからその名が
ついたといわれます。総高約
20m、渓流を含めた延長は
約100mに及ぶ湖南地域最
大の滝で、そのせせらぎの響
きはとても爽やかです。

九
く

品
ぼん

の滝

旅人の往来を見守る磨崖仏
泣き地蔵

　9
月
～
11
月
の
土・日
曜
日
と
祝
日
に
J
R
手
原
駅
か
ら
金
勝
地
区
の
観
光
ス
ポ
ッ
ト
を
巡
る

『
こ
ん
ぜ
め
ぐ
り
ち
ゃ
ん
バ
ス
』が
運
行
し
ま
す
。主
な
観
光
ス
ポ
ッ
ト
を
バ
ス
の
順
路
に
沿
っ
て
紹
介
し
ま
す
。

こ
ん
ぜ
め
ぐ
り
ち
ゃ
ん
バ
ス
で

巡
る
り
っ
と
う

上段の間から名勝の庭園を望む

こんぜめぐりちゃんバスルートマップ

9月21日㈭から24日㈰
まで特別公開します。
（入館料500円）

秋の特別公開のお知らせ

家康の腹痛を治した薬 和中散を販売

機械遺産の木製「人車製薬機」

　昔、旧信楽道のこの辺りに
は旅人を泣かすほどの坂が
あったといわれ、１５０年以上
前に２人の僧が旅人の安全祈
願のために、花崗岩に薬師、釈
迦、阿弥陀の三体の如来像を
刻んだと伝えられています。
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金

勝

寺

泣
き
地
蔵

道
の
駅

こ
ん
ぜ
の
里
り
っ
と
う

田舎の元気や

JR琵琶湖線
JR草津線

アクセス
約5分

横ヶ峯展望所
（馬頭観音堂）

耳岩白石峰

狛坂磨崖仏

逆さ観音

金勝山
ハイキングコース

上桐生

草津駅

帝産バス
上桐生線

天狗岩

龍王山
604.7m

非日常の静寂な空間を楽しむ
金勝寺の「良弁杉」と蹄鉄絵馬

眼下の眺望にうっとり
　標高約590mにあり、
野洲市の三上山より高い
所にあります。眺望は素
晴らしく、眼下にＪＲＡ栗東
トレーニング・センター
の全景、栗東から野洲に
かけての湖南地域の街
並 み 、琵 琶 湖や比 良 の
山々が眺められます。

横ヶ峯展望所（金勝寺馬頭観音堂前駐車場）

史跡巡りと雄大な景色を楽しむ
　本市南部にそびえる龍王山・鶏冠山などからなる
雄大な「湖南アルプス」には、ハイキングコースがあり
ます。奈良時代から仏教文化の一翼を担った金勝寺
や狛坂寺廃寺跡に立つ狛坂磨崖仏があり、山並みを
縦走しながら史跡を
たどることができま
す。コースには自然
に出来た巨岩や奇岩
があり、天狗岩の上
に立つと遮るものが
なく、大パノラマが
開けます。

金
こ ん ぜ

勝山
やま

ハイキングコース

800年の「良弁杉」に
抱かれて

湖南地域を一望の展望所

龍王山から眼下にトレセン・琵琶湖

こんぜめぐりちゃんバスルートマップ

蹄鉄を彫り込んだ絵馬も販売中

ハイキングの前に
こちらをCHECK!

バスの時刻表など詳細
は、チラシ、栗東市観光協
会のホームページをご覧
ください。

栗東市観光協会

　千三百年の静寂なたたず
まいの金勝寺は、栗東八景の

「夏
か せ い

清の幽
ゆうげん

玄」として春の新
緑、夏の涼、秋の紅葉、冬の
暮雪と心和むスポットです。
境内には良弁僧正ゆかりの
樹齢800年の大杉があり、
10月に瞑想・森林浴ヨガの
イベントも開催されます。

問商工観光労政課 観光係 TEL５５1-０236 FAX５51-0148
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