
分
か
に
断
ち
割
り
、
そ
の
跡
を
活
か
し
な
が
ら
大
小
複
数

の
ノ
ミ
を
用
い
て
像
の
頭
か
ら
台
座
ま
で
を
造
り
出
し
ま
し

た
。
円
空
は
従
来
の
様
式
に
捉
わ
れ
る
こ
と
の
無
い
独
創
性

を
持
ち
、
名
も
無
き
庶
民
の
為
の
造

ぞ
う
ぶ
つ
ひ
じ
り

仏
聖
と
し
て
、
今
も

昔
も
全
国
で
多
く
の
人
を
ひ
き
つ
け
て
い
ま
す
。

　
つ
な
が
れ
た
祈
り
の
形

円
空
が
四
国
を
巡
っ
た
か
ど
う
か
は
定
か
で
は
あ
り
ま

せ
ん
が
、
本
像
は
元
々
、
山や

ま
だ
か
ん
の
ん
ど
う

田
観
音
堂

｟
市
内
土
居
町

小
林
、
現
在
は
廃
寺
｠
で
他
の
仏
像
と
共
に
半
ば
放
置

さ
れ
て
い
ま
し
た
。
本
像
の
背は

い
め
い銘

を
見
る
と
、
胎た

い
ぞ
う
か
い

蔵
界

大だ
い
に
ち
に
ょ
ら
い

日
如
来
三さ

ん
し
ゅ
し
ん
ご
ん

種
真
言
が
書
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
貞

じ
ょ
う
き
ょ
う享

年
間

｟
１
６
８
４
～
｠
以
降
の
作
品
と
判
断
さ
れ
て
い
ま
す

が
、
そ
の
由
来
を
含
め
多
く
が
判
然
と
し
て
い
ま
せ
ん
。

観
音
堂
は
本ほ

ん
ぞ
ん尊

の
十じ

ゅ
う
い
ち
め
ん
か
ん
の
ん

一
面
観
音
の
鏡
か
ら
堂
の
柱
に
至

る
ま
で
散
逸
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
が
、
明
治
六
年

｟
１
８
７
３
｠
頃
、
安あ

ん
ど
う
せ
い
が
く

藤
正
楽

«
慶
応
二
年

｟
１
８
６
６
｠
～

昭
和
二
十
八
年

｟
１
９
５
３
｠
政
治
家

・
思
想
家
»
が
観
音

堂
の
僧
に
頼
み
込
み
、
貰
い
受
け
た
こ
と
が
、
継
承
の
き
っ
か

け
と
な
り
ま
す
。
た
だ
し
、
正
式
に
円
空
仏
と
し
て
認
知
さ

れ
る
の
は
昭
和
四
十
年
代
を
待
た
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

本
像
が
現
地
造
作
で
な
け
れ
ば
、

山
田
観
音
堂
へ
は
ど
の
よ
う
に
し

て
持
ち
込
ま
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

彫
り
跡
に
妙
味
を
感
じ
さ
せ
る
円

空
仏
の
中
で
は
、
全
体
的
に
角
が

幾
分
丸
み
を
帯
び
た
よ
う
に
も
見

え
ま
す
。
全
高
16

・
３
糎
の
小
像

で
あ
り
、
携
行
さ
れ
て
移
動
す
る

可
能
性
は
十
分
あ
り
ま
す
し
、
長

円
空
仏
の
魅
力

作
者
で
あ
る
円
空

«
寛
永
九
年

｟
１
６
３
２
｠
～
元
禄
八

年

｟
１
６
９
５
｠
»
は
、
天

て
ん
だ
い
し
ゅ
う

台
宗
の
僧
侶
で
あ
っ
た
と
さ
れ
、

修し
ゅ
げ
ん
じ
ゃ

験
者
・
遊ゆ

ぎ
ょ
う
そ
う

行
僧
と
し
て
全
国
各
地
を
行あ

ん
ぎ
ゃ脚

し
な
が
ら
造

像
活
動
を
行
っ
た
人
物
で
す
。
出
身
の
岐
阜
県

｟
１
０
０
０

体
以
上
｠
・
愛
知
県

｟
３
０
０
０
体
｠
を
中
心
に
、
北
は
北

海
道
か
ら
南
は
奈
良
県
に
至
る
ま
で
作
品
を
残
し
ま
し
た
。

　

そ
の
数
は
生
涯
で
12
万
体
と
も
言
わ
れ
、
約
５
０
０
０
体

以
上
の
現
存
が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。
人
の
背
丈
を
越
え
る

物
か
ら
手
の
ひ
ら
サ
イ
ズ
の
も
の
ま
で
、
木
材
を
鉈な

た

で
何
等

円
空
仏
「
観か

ん
ぜ

お
ん
ぼ
さ
つ
ぞ

う

世
音
菩
薩
像
」

　
　

四
国
の
中
央
「
宇
摩
」
へ
辿
り
着
い
た

　
　
　
　
　

中
四
国
で
唯
一
確
認
さ
れ
て
い
る
円
空
仏

い
年
月
を
か
け
て
信
仰
心
か
ら
撫
で
ら
れ
続
け
た
結
果
と
見

る
事
も
で
き
ま
す
。
円
空
が
意
図
し
た
像
の
移
動
｟例
え
ば
、

石
鎚
や
四
国
へ
向
か
う
修
験
者
に
託
さ
れ
た
な
ど
｠
で
あ
っ

た
か
ど
う
か
知
る
術す

べ

は
な
い
も
の
の
、
多
く
の
機
会
と
縁
に

よ
り
、
時
代
を
越
え
て
つ
な
が
れ
た
祈
り
の
形
を
こ
こ
に
見

る
事
が
で
き
る
の
で
す
。

　

市
内
に
は
、
円
空
と
並
ん
で
有
名
な
造
仏
聖
で
あ
っ
た

木も
く
じ
き喰

の
作
品
も
２
体
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
両
方
が
伝
わ
る
市

町
は
西
日
本
で
は
お
そ
ら
く
唯
一
。
多
く
の
人

・
物
が
往

来
し
た
で
あ
ろ
う
四
国
の
中
央

「
宇
摩
」
が
つ
な
い
だ
祈
り

の
形
を
後
世
に
も
伝
え
て
い
き
た
い
も
の
で
す
。

特別展のお知らせ

「宇摩の祈り -あんなかたち・こんなカタチ -」展

今回ご紹介した円空仏のほか、県内では本市にのみ残る

木喰仏、石造の女
じょしんざぞう

神坐像、紀
きしゅうはんしゅ

州藩主御
ご せ い ぼ

生母となった永
えいりゅういん

隆院の

持
じねんぶつるい

念仏類など、時代を越えてつながれた庶民信仰のさまざま

な形を貴重な資料で紹介しています。

「実物に勝るものなし！」

　ぜひご来館ください。

入館無料

開館時間…9 ： 00 ～ 17 ： 00 （最終入館 16 ： 30）

休館日…毎週月曜 ・祝日の翌日 ・年末年始

28-6260 （ファクス兼）

開催期間…５月１６日 （日） まで

廃寺となった山田観音堂の跡地


