
　

安
樂
寺
は
16
世
紀
の
後
半
、
新
宮
町
上
山
の

現
在
地
に
創
建
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
て
お
り
、

今
回
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
本
堂
は
、
建
築
様

式
や
葺
き
替
え
前
の
露ろ

ば
ん
ほ
う
じ
ゅ

盤
宝
珠
の
銘
か
ら
嘉か

え
い永

７
年
（
１
８
５
４
年
）
頃
の
再
建
と
考
え
ら
れ

て
い
ま
す
。

安
樂
寺
本
堂
の
魅
力
「
板い

た
の
き軒

彫
刻
」

　

唐か
ら
よ
う様
（
禅ぜ

ん
し
ゅ
う
よ
う

宗
様
）
が
多
用
さ
れ
た
方ほ

う
さ
ん
げ
ん

三
間
の

安
樂
寺
本
堂
の
最
大
の
魅
力
は
、
雲
龍
を
施
し

た
板
軒
を
は
じ
め
と
す
る
彫
刻
物
に
あ
る
と
言

え
る
で
し
ょ
う
。
板
軒
と
は
、
軒
下
に
通
常
用

い
ら
れ
る
化
粧
垂
木
で
は
な
く
、
厚
板
を
張
っ

た
軒
で
彩
色
や
彫
刻
が
施
さ
れ
た
も
の
を
指
し

ま
す
が
、
一
概
に
板
軒
と
は
言
う
も
の
の
、
他

で
は
板
面
を
そ
の
ま
ま
生
か
し
た
簡
素
な
も
の

や
、
雲う

ん
も
ん文

や
波は

も
ん文

を
用
い
た
も
の
が
確
認
さ
れ

て
い
ま
す
。

　

安
樂
寺
本
堂
は
そ

う
し
た
文
様
に
限
ら

ず
、
雲
龍
の
浮
き
彫

り
が
全
面
に
施
さ
れ

て
い
ま
す
。
特
に

市
指
定
文
化
財
に
指
定

　

新
宮
町
上
山
に
安
樂
寺
あ
り
！

龍り
ゅ
う
と
う頭
が
塊
の
材
か
ら

断
面
を
Ｕ
字
型
に
し

て
立
体
的
に
掘
り
出

さ
れ
た
箇
所
は
最
大

の
見
ど
こ
ろ
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
こ
の
技
法

は
丸
彫
り
と
呼
ば
れ
、
龍
頭
が
板
軒
か
ら
突
き

出
し
、
龍
の
目
や
ひ
げ
に
は
銅
板
が
用
い
ら
れ

て
い
ま
す
。
堂
内
の
折お

り
あ
げ
ご
う
て
ん
じ
ょ
う

上
格
天
井
の
中
央
に
も

雲
龍
の
浮
き
彫
り
が
張
ら
れ
て
い
ま
す
。

3月26日、後世に守り伝えるべき大切な文化財として、
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彌陀院　安樂寺本堂

（新宮町上山 6198）が、市指定文化財（建造物）に

指定されました。

この特集では安樂寺について紹介します。
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平
成
28
年
10
月
、
和
歌
山
県
の
高
野

山
か
ら
参
り
、
安
樂
寺
の
住
職
に
な
り

ま
し
た
。
安
樂
寺
は
当
初
、
住
職
不
在

の
無
住
寺
で
し
た
が
、
檀だ

ん
か家
や
地
域
の

皆
さ
ま
を
は
じ
め
、
参
拝
者
と
の
交
流

を
深
め
な
が
ら
、
寺
と
し
て
の
務
め
を

果
た
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
度
、
市
指
定
文
化
財
に
指
定
い

た
だ
い
た
こ
と
が
、
地
域
活
性
化
の
一

助
と
な
れ
ば
何
よ
り
う
れ
し
く
思
い
ま

す
。
い
ま
一
度
、
安
樂
寺
の
魅
力
を
見

つ
め
直
し
、
広
く
皆
さ
ま
に
伝
え
て
い

く
こ
と
で
、
地
域
に
根
差
し
た
安
樂
寺

に
し
て
い
き
ま
す
。
新
宮
町
上
山
に
安

樂
寺
あ
り
！
興
味
を
持
た
れ
た
方
は
、

ぜ
ひ
足
を
運
ん
で
み
て
く
だ
さ
い
。

訪れてくれた人たちとの交流を大切にし、安樂寺の魅力を伝えたい

▲安樂寺本堂の全景

▲雲龍の彫刻が施された板軒

　

そ
の
他
に
も
、
二に

て
さ
き
つ
め
ぐ
み

手
先
詰
組

と
し
た
組
物
や
、
唐
獅
子
牡

丹
や
岩
山
で
埋
め
尽
く
さ
れ

た
琵び

わ琶
板
、
鉈な

た
ぼ彫
り
を
思
わ

せ
る
大
型
の
木き

ば
な鼻
な
ど
、
建

物
の
各
部
位
ご
と
に
多
く
の

見
ど
こ
ろ
を
有
し
て
い
ま
す
。

彫
り
振
り
や
仕
上
げ
に
粗
さ

が
見
受
け
ら
れ
る
箇
所
も
あ

り
ま
す
が
、
建
物
全
体
が
彫

刻
の
塊
の
様
な
印
象
を
与
え

る
と
同
時
に
、
手
掛
け
た
者

の
熱
意
を
感
じ
さ
せ
ま
す
。

貴
重
な
文
化
財
と
し
て

　

縁
起
や
棟む

な
ふ
だ札
な
ど
の
詳
細
な
記
録
類
が
残
っ

て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
未
だ
不
明
な
点
も
多
く

残
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
板
軒
彫
刻
を
有
し
た
建

造
物
自
体
が
希
少
で
あ
り
、
ま
た
、
安
樂
寺
本

堂
が
有
す
る
様
な
板
軒
彫
刻
は
非
常
に
珍
し
く
、

他
に
は
確
認
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
装
飾
性
の
高

い
幕
末
期
の
建
造
物
と
し
て
価
値
の
高
い
も
の

で
あ
り
、
今
後
、
更
な
る
研
究
の
深
化
と
評
価

の
高
ま
り
が
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。

▲二手先詰組の組物▲大型の木鼻

安樂寺住職

横山弘
ぐみょう

明さん

▲山門の寺名は住職の筆による

木製の不動明王像は
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