
 
 「

長
浜
の
観
音
展
」

　
　
　
　
東
京
で
再
び
開
催

　
長
浜
市
、
と
り
わ
け
北
部
地
域
を
中

心
に
守
り
継
が
れ
る
観
音
像
と
、
そ
こ

に
息
づ
く
観
音
文
化
を
紹
介
す
る
「
観

音
の
里
の
祈
り
と
く
ら
し
展
Ⅱ
」
を
東

京
藝
術
大
学
と
の
共
催
に
よ
り
、
東
京
・

上
野
の
東
京
藝
術
大
学
大
学
美
術
館
で

開
催
し
て
い
ま
す
。
２
０
１
４
年
の
春

に
続
き
２
回
目
で
す
。

　
市
内
に
は
約
１
３
０
体
を
超
え
る
観

音
像
を
始
め
と
す
る
仏
像
が
伝
わ
り
、

古
く
は
奈
良
・
平
安
時
代
に
遡
り
ま
す
。

京
都
や
奈
良
と
異
な
り
、
大
寺
社
で
は

な
く
集
落
ご
と
に
大
切
に
密
や
か
に
守

り
継
が
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
大
き
な
特

徴
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
地
域
に
宿
る

観
音
文
化
は
毎
日
の
暮
ら
し
に
根
付
き

住
民
の
信
仰
や
風
土
と
深
く
結
び
つ
い

て
い
ま
す
。

　
今
回
は
前
回
の
２
倍
以
上
と
な
る
42

体
を
展
示
、
期
間
も
９
日
間
延
長
し
て

い
ま
す
。
観
音
寺（
木
之
本
町
黒
田
）の

重
要
文
化
財
「
伝
千
手
観
音
立
像
」
や

医
王
寺（
木
之
本
町
大
見
）の
重
要
文
化

財
「
十
一
面
観
音
立
像
」
な
ど
15
体
が

初
め
て
堂
外
で
公
開
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、

来
現
寺（
弓
削
町
）の
「
聖
観
音
立
像
」、

知
善
院（
元
浜
町
）の
「
十
一
面
観
音
坐

像
」、
舎
那
院（
宮
前
町
）
の
「
愛
染
明

王
坐
像
」
な
ど
の
仏
像
と
古
文
書
、
絵

画
の
計
49
件
が
出
展
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
展
覧
会
で
は
、
村
で
守
ら
れ
て

き
た
観
音
様
を
通
じ
て
長
浜
の
信
仰
文

化
や
人
々
の
生
活
を
知
っ
て
頂
き
た
い

と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
現
代
日
本
に

と
っ
て
一
番
大
切
な
「
慈
悲
」
の
精
神

に
接
す
る
安
ら
ぎ
の
空
間
と
な
る
こ
と

を
望
ん
で
い
ま
す
。
湖
北
の
温
か
い
人

た
ち
が
観
音
様
を
守
り
、
観
音
様
も
村

の
人
々
を
守
っ
て
い
ま
す
。
地
域
の
人

た
ち
が
千
年
を
超
え
て
継
承
し
て
き
た

祈
り
の
文
化
が
長
浜
市
の
大
き
な
誇
り

で
す
。
開
幕
以
来
、
首
都
圏
の
大
勢
の

皆
さ
ん
に
は
、
観
音
様
と
対
面
し
祈
り

の
文
化
に
接
し
て
頂
き
心
か
ら
感
謝
し

て
い
ま
す
。
ま
た
、
ご
協
力
頂
い
た
全

て
の
皆
さ
ん
に
改
め
て
お
礼
申
し
あ
げ

ま
す
。
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※至誠通天
　誠を尽くせば天が
　味方してくれること

▲ 「観音の里の祈りとくらし展Ⅱ」
の会場で

が
ん
に
関
す
る

　
正
し
い
情
報
を

　
市
立
長
浜
病
院
は
、
平
成
17
年
に

湖
北
圏
域
に
お
け
る
地
域
が
ん
診
療

連
携
拠
点
病
院
に
指
定
さ
れ
、
平

成
19
年
に
「
が
ん
相
談
支
援
セ
ン

タ
ー
」
を
設
置
し
ま
し
た
。

　
が
ん
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
と
は
、

患
者
さ
ん
や
ご
家
族
あ
る
い
は
地
域

の
人
か
ら
の
、
が
ん
に
関
す
る
様
々

な
相
談
を
受
け
る
と
こ
ろ
で
す
。
国

立
が
ん
研
究
セ
ン
タ
ー
の
相
談
員
研

修
を
受
け
た
ス
タ
ッ
フ
が
、
お
話
を

伺
い
、
問
題
を
解
決
す
る
お
手
伝
い

を
し
て
い
ま
す
。
が
ん
患
者
さ
ん
や

そ
の
ご
家
族
は
病
気
の
診
断
や
治
療

の
こ
と
に
加
え
、
社
会
的
な
こ
と
、

金
銭
的
な
こ
と
、
あ
る
い
は
ご
自
宅

で
の
生
活
に
関
す
る
こ
と
な
ど
様
々

な
心
配
や
悩
み
を
抱
え
て
い
ま
す
。

必
要
に
応
じ
て
院
内
外
の
様
々
な
専

門
職
と
連
携
を
図
り
な
が
ら
、
対
応

し
て
い
ま
す
。
当
院
に
通
院
し
て
い

な
い
人
で
も
、
ど
な
た
で
も
無
料
で

ご
利
用
い
た
だ
け
ま
す
。
個
人
情
報

は
厳
守
し
ま
す
の
で
安
心
し
て
ご
利

用
く
だ
さ
い
。
患
者
さ
ん
ご
家
族
に

対
し
て
は
、
自
ら
が
望
ま
れ
る
治
療

を
納
得
し
て
選
択
す
る
た
め
、
が
ん

に
関
す
る
正
し
い
情
報
を
お
伝
え
で

き
る
よ
う
努
め
て
い
ま
す
。

　
さ
ら
に
、
公
開
教
室
・
出
前
講
座

な
ど
を
開
催
し
、
患
者
さ
ん
や
ご
家

族
、
一
般
市
民
、
教
育
関
係
職
員
の

人
な
ど
に
対
し
て
、
広
く
情
報
提
供

を
行
っ
て
い
ま
す
。
特
に
働
く
世
代

の
が
ん
患
者
さ
ん
は
増
加
傾
向
に
あ

り
、
が
ん
に
な
っ
て
も
仕
事
が
継
続

で
き
る
た
め
の
支
援
と
し
て
、
昨
年

度
か
ら
社
会
保
険
労
務
士
に
よ
る
就

労
に
関
す
る
個
別
相
談
会
を
開
催
し

て
い
ま
す
。

　
あ
な
た
の
周
り
に
、
誰
に
も
相
談

出
来
ず
に
悩
み
を
抱
え
て
い
る
が
ん

患
者
さ
ん
や
ご
家
族
は
い
ま
せ
ん

か
。
そ
の
人
ら
し
く
、
安
心
し
て
暮

ら
せ
る
よ
う
に
お
手
伝
い
が
出
来
れ

ば
と
思
い
ま
す
。
当
セ
ン
タ
ー
に
関

す
る
詳
細
は
病
院
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

院
内
掲
示
板
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

このコーナーでは病院事業のスタッフの紹介を兼ねて、病院施設や
体制のほか、生活に役立つ“健康豆知識”などを紹介します。
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指定日　昭和49年３月11日指定
正
しょうげんじ

源寺蔵（余呉町川並）
琵琶湖文化館寄託

　
正
源
寺
の
日
吉
山
王
曼
荼
羅
は
、
大

津
坂
本
比
叡
山
の
麓
に
位
置
す
る
日ひ

え吉

神
社
（
現
日ひ

よ

し吉
大
社
）
の
神
々
を
神
像

形
式
で
描
い
た
も
の
で
す
。
自
然
で
的

確
な
尊
像
表
現
、
金
箔
を
用
い
た
細
か

な
文
様
や
彩
色
表
現
な
ど
鎌
倉
時
代
か

ら
南
北
朝
時
代
の
作
と
考
え
ら
れ
ま

す
。

　
日
本
で
は
、
平
安
時
代
か
ら
鎌
倉
時

代
に
か
け
て
、
外
来
宗
教
で
あ
る
仏
教

の
諸
尊
と
日
本
で
古
来
よ
り
信
仰
さ
れ

て
き
た
神
々
は
、
同
じ
も
の
と
す
る

「
神し

ん
ぶ
つ仏

習し
ゅ
う
ご
う

合
」
の
考
え
が
浸
透
し
、
こ

う
し
た
流
れ
の
中
で
制
作
さ
れ
た
も
の

の
一
つ
が
「
山
王
曼
荼
羅
」
で
す
。

　
山
王
権ご

ん
げ
ん現

な
ど
と
も
呼
ば
れ
る
日
吉

神
社
は
、
最

さ
い
ち
ょ
う澄

（
７
６
７
―
８
２
２
）

に
よ
っ
て
天
台
宗
の
総
本
山
で
あ
る
延

暦
寺
の
守
り
神
と
さ
れ
ま
し
た
。
画
面

上
部
に
は
、
日
吉
神
社
の
７
基
の
神
輿

が
描
か
れ
て
お
り
（
一
部
欠
失
）、
神

輿
の
下
、
画
面
中
央
に
日
吉
の
神
々
が
、

僧
侶
や
貴
族
、
女じ

ょ
し
ん神
の
姿
で
描
か
れ
ま

す
。
注
目
す
べ
き
は
、
神
々
の
数
の
多

さ
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
日
吉
神
社

に
は
元
々
、
そ
の
土
地
の
神
で
あ
る

大お
お
や
ま
ぐ
い
の

山
咋
神か

み

が
祀
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、

そ
の
後
、
日
本
各
地
で
信
仰
を
集
め
る

多
く
の
神
々
が
勧

か
ん
じ
ょ
う

請
さ
れ
ま
す
。
そ
の

中
で
も
有
力
な
社
殿
を
上

か
み
の

七し
ち
し
ゃ社

、
中

な
か
の

七

社
、
下

し
も
の

七
社
と
定
め
、
合
わ
せ
て
山
王

二
十
一
社
と
呼
び
ま
し
た
。
画
面
中
央

の
上
方
に
、
や
や
大
き
め
に
描
か
れ
る

７
尊
が
最
も
有
力
な
上
七
社
で
、
そ
の

下
に
中
、
下
の
14
社
の
神
々
が
、
様
々

な
姿
で
表
情
豊
か
に
描
か
れ
て
い
ま

す
。
さ
ら
に
そ
の
下
に
、
天
台
宗
と
ゆ

か
り
の
あ
る
５
つ
の
尊
像
が
描
か
れ
て

い
ま
す
。
中
央
に
描
か
れ
る
の
は
弁
才

天
で
す
。
中
世
の
竹
生
島
は
天
台
宗
の

下
、
弁
才
天
信
仰
の
聖
地
と
し
て
信
仰

を
集
め
て
い
た
こ
と
か
ら
、
こ
れ
は
竹

生
島
の
弁
才
天
を
描
い
た
も
の
だ
と
考

え
ら
れ
ま
す
。

　
山
王
曼
荼
羅
に
は
、
描
か
れ
る
形
式

や
図
像
が
多
岐
に
わ
た
り
、
様
々
な
バ

リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ

て
い
ま
す
が
、
山
王
の
神
輿
と
竹
生
島

の
８
本
の
腕
を
持
つ
弁
才
天
を
描
く
作

例
は
、
正
源
寺
本
に
し
か
み
ら
れ
ま
せ

ん
。
山
王
曼
荼
羅
の
中
で
も
希
少
な
作

例
で
あ
る
と
と
も
に
、
絵
画
に
描
か
れ

て
い
る
図
像
を
読
み
解
く
こ
と
で
、
当

時
の
歴
史
や
信
仰
状
況
な
ど
多
く
の
情

報
を
伝
え
て
く
れ
る
貴
重
な
文
化
財
で

す
。

シリーズ○ 

※平成28年４月１日現在

64

日
ひ

吉
え

山
さ ん

王
の う

曼
ま ん

荼
だ

羅
ら

　一幅

問

高
月
観
音
の
里
歴
史
民
俗
資
料
館
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