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シリーズ○

市内には、国や県、市が指定した文化財が
キラ星のごとく光り輝いています。このコー
ナーでは、数ある文化財の中から代表的な
ものをシリーズで紹介します。
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市指定文化財　木
も く

造
ぞ う

阿
あ

弥
み

陀
だ

如
に ょ

来
ら い

立
りゅう

像
ぞ う

登録日：平成 21 年３月 30 日

所在地：小
お

野
の

寺
で ら

町

　
賢げ

ん

明み
ょ
う

院い
ん

は
小
野
寺
町
に
あ
る
真
言
宗
豊ぶ

山ざ
ん

派は

寺
院
で
、か
つ
て
は
小
野
寺
、浄

じ
ょ
う

水す
い

寺じ

と
も

称
し
ま
し
た
。
創
建
は
不
詳
で
、
本
尊
は
江

戸
時
代
作
の
薬
師
如
来
像
で
す
。
境
内
に

石
造
宝ほ

う

篋き
ょ
う

印い
ん

塔と
う(

元げ
ん

亨こ
う

２
年
・
１
３
２
２)

が

あ
り
、
隣
接
す
る
神し

ん

明め
い

神
社
は
も
と
十

じ
ゅ
う

八は
っ

所し
ょ

権ご
ん

現げ
ん

と
も
称
し
、
仁に

ん

寿じ
ゅ

元
年(

８
５
１)

に
小

野
寺
を
開
い
た
小お

の
の
た
か
む
ら

野
篁
が
、
守
護
神
と
し
て

祀
っ
た
と
も
伝
え
ら
れ
ま
す
。
江
戸
時
代

の
地
誌『
淡お

う

み

こ

ま

ざ

ら

え

海
木
間
攫
』の
小
野
寺
村
の
項
に

は
、真
言
宗
浄
水
寺
の
名
が
見
え
、京
都
嵯
峨

大だ
い

覚か
く

寺じ

の
末
寺
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。『
東

浅
井
郡
志
』に
よ
れ
ば
小
野
寺
は
、
近
隣
の
醍だ

い

醐ご

寺じ

、
飯は

ん

山ざ
ん

寺じ

、
大だ

い

聖し
ょ
う

寺じ

、
保ほ

う

楽ら
く

寺じ

と
と
も
に

下
草
野
五
山
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
、
飛
鳥
時

代
の
呪
術
者
で
あ
る
役え

ん
の
お
づ
ぬ

小
角
の
創
建
で
、
一

山
に
49
院
を
有
し
た
と
伝
え

ま
す
。

　
浄
水
寺
は
明
治
６
年
に
火

災
に
よ
り
焼
失
し
た
た
め
、

明
治
23
年
に
復
興
の
一
環

で
、
神じ

ん

照し
ょ
う

寺
の
下
寺
で
あ
っ

た
賢
明
院
と
合
併
し
ま
し

た
。
本
像
は
そ
の
と
き
、
神

照
寺
か
ら
移
さ
れ
た
も
の
と

伝
え
ま
す
。
賢
明
院
は
現
在
、

自
治
会
長
が
中
心
と
な
っ
て

小
野
寺
町
が
管
理
し
、
本
像

は
長
浜
城
歴
史
博
物
館
に
寄

託
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
本
像
は
木
造
で
像
高
48
．

０
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
。
頭
頂

に
肉に

っ

髻け
い(

頭
部
の
隆
起)

を
表
し
、
衲の

う

衣え

と
い

う
衣
を
左
肩
か
ら
懸
け
、
右
肩
を
覆ふ

肩げ
ん

衣ね

と

い
う
衣
で
覆
い
、
下
に
裳も

を
着
け
る
通
例
の

如に
ょ

来ら
い

形ぎ
ょ
う

で
、右
手
を
曲
げ
、左
手
を
下
げ
て
来ら

い

迎ご
う

印い
ん

を
結
ぶ
阿
弥
陀
如
来
像
で
す
。

　
低
め
で
小
さ
い
肉
髻
は
地じ

髪は
つ

と
の
境
界
が

あ
い
ま
い
で
、
大
粒
の
螺ら

髪ほ
つ(

丸
ま
っ
た
髪)

を
切
り
付
け
ま
す
。
額
は
狭
く
、
丸
顔
に
三

日
月
形
の
伏
し
目
を
小
さ
く
表
し
、
温
和
な

表
情
を
し
て
い
ま
す
。
襟え

り

も
と
を
一
段
折
り

返
し
て
左
右
対
称
に
整
え
、
大
腿
部
に
連
続

す
る
同
心
円
状
の
衣え

文も
ん

線せ
ん

、
股
間
に
Ｙ
字
形

衣
文
を
配
す
る
な
ど
、
平
安
時
代
中
期
の
如

来
像
に
み
ら
れ
る
古
様
な
作
風
が
み
ら
れ
ま

す
。
特
に
膝
下
に
は
、
こ
の
時
代
に
流
行
し

た
翻は

ん

波ぱ

式し
き

衣え

文も
ん

を
等
間
隔
・
左
右
対
称
に
刻

み
ま
す
。

　
木
材
の
材
種
は
不
明
な
が
ら
、
頭
体
幹
部

は
両
袖
ま
で
含
め
た
一
木
造
で
、
内う

ち

刳ぐ
り

は
あ

り
ま
せ
ん
。
現
状
、
す
ね
か
ら
下
を
根ね

継つ

ぎ

し
、
両
手
先
も
後
か
ら
補
わ
れ
た
も
の
に
変

わ
っ
て
い
ま
す
。

　
２
尺
に
も
満
た
な
い
小
像
で
す
が
、
プ
ロ

ポ
ー
シ
ョ
ン
に
優
れ
、
体
部
に
比
べ
て
頭
部

を
小
さ
く
つ
く
り
、
大
腿
部
を
大
き
く
表
し
、

腰
下
が
非
常
に
長
く
た
く
ま
し
い
姿
を
し
て

い
る
こ
と
か
ら
、
仏
と
し
て
の
ス
ケ
ー
ル
の

大
き
さ
を
感
じ
さ
せ
ま
す
。
平
安
時
代
中
期

(

11
世
紀
前
半)

の
作
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

問 

長
浜
城
歴
史
博
物
館

　
　 

（
☎
６
３
―
４
６
１
１
）

▲木造阿弥陀如来像の頭部

秀
吉
が
造
っ
た
長
浜
城
石
垣
を
発
見

　
実
り
の
秋
の
季
節
を
迎
え
ま
し
た
。
各
地

で
秋
を
彩
る
祭
り
や
イ
ベ
ン
ト
が
盛
ん
で

す
。

　
さ
て
、
湖
北
・
長
浜
の
文
化
の
薫
り
と
歴

史
の
重
み
は
日
本
一
で
す
。
そ
の
シ
ン
ボ
ル

と
な
る
長
浜
城
は
、
天
下
人
と
な
っ
た
戦
国

武
将 

羽
柴
秀
吉(

後
の
豊
臣
秀
吉)

が
、
当
時

「
今
浜
」と
呼
ば
れ
て
い
た
地
を「
長
浜
」と
改

め
、
初
め
て
そ
の
居
城
と
し
て
築
城
し
た
こ

と
か
ら
、「
出
世
城
」
と
し
て
親
し
ま
れ
て
い

ま
す
。

　
先
日
、
市
の
行
う
長
浜
城
跡
の
発
掘
調
査

で
、
秀
吉
が
城
主
だ
っ
た
時
代
に
築
か
れ
た

と
見
ら
れ
る
石
垣
が
見
つ
か
り
、
秀
吉
が
築

城
し
た
と
い
う
証
に
な
り
ま
し
た
。

　
こ
れ
ま
で
も
各
種
文
献
な
ど
か
ら
秀
吉
が

長
浜
城
を
築
城
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
し

た
が
、
大
坂
夏
の
陣
に
勝
利
し
た
徳
川
家
に

よ
り
１
６
１
５
年
に
廃
城
と
さ
れ
た
こ
と
か

ら
、遺
構
と
し
て
は
、ほ
と
ん
ど
残
っ
て
お
ら

ず
、
城
と
し
て
機
能
し
た
時
代
の
明
確
な
絵

図
面
等
も
な
い
こ
と
か
ら
、
城
の
全
容
は
明

ら
か
に
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
今
回
の
発
掘
調
査
で
、
石
垣
の
底
の
部
分

に
置
く
根ね

石い
し

８
個
と
、
大
量
の
裏う

ら

込ご
め

石(

栗ぐ
り

石い
し)

が
見
つ
か
り
ま
し
た
。
築
城
時
期
が
推

定
で
き
る
石
垣
の
発
見
は
、
今
回
が
初
め
て

と
の
事
で
す
。

　
こ
の
こ
と
は
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
全
国
ニ
ュ
ー
ス

で
も
取
り
上
げ
ら
れ
、
８
月
17
日
の
現
地
説

明
会
に
は
全
国
か
ら
、
秀
吉
フ
ァ
ン
や
、
お

城
フ
ァ
ン
な
ど
約
３
０
０
人
以
上
が
長
浜

城
跡
に
集
ま
り
、
歴
史
ロ
マ
ン
を
体
感
し
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
市
民
の
皆
さ
ん
も
、
こ
の
機
会
に
長
浜
城

歴
史
博
物
館
に
お
越
し
い
た
だ
き
、
戦
国
の

歴
史
に
触
れ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま

す
。

　
長
浜
の
ま
ち
づ
く
り
の
核
は
、
や
は
り
歴

史
・
文
化
で
あ
り
、
全
国
に
「
歴
史
・
文
化

の
ま
ち
長
浜
」
の
魅
力
を
Ｐ
Ｒ
し
て
ま
い
り

ま
す
。
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大
腸
が
ん
検
診
を
受
け
ま
し
ょ
う

　
日
本
人
が
生
涯
で
が
ん
に
か
か
る

確
率(

罹り

患か
ん

率)

は
、
約
２
人
に
１
人

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
中
で
も
大
腸

が
ん
は
、
食
事
の
欧
米
化
な
ど
の
影

響
で
近
年
増
加
傾
向
に
あ
り
ま
す
。

全
て
の
が
ん
の
中
で
罹
患
率
は
１

位
、
死
亡
数
は
２
位
と
な
っ
て
い
ま

す
。大
腸
が
ん
の
進
行
度
は
、ス
テ
ー

ジ
０ゼ

ロ

～
Ⅳ

フ
ォ
ー

で
表
さ
れ
、
早
期
の
段
階

で
あ
る
ス
テ
ー
ジ
０
や
Ⅰワ

ン

の
５
年
生

存
率
は
90
％
以
上
。
つ
ま
り
、
大
腸

が
ん
は
早
期
に
発
見
さ
れ
れ
ば
治
療

に
よ
っ
て
治
る
可
能
性
が
高
い
こ
と

を
意
味
し
て
い
ま
す
。

　
大
腸
が
ん
を
早
期
に
発
見
す
る
に

は
、40
歳
以
上
の
人
は
年
に
１
度
、大

腸
が
ん
の
検
診
を
受
け
る
こ
と
が
推

奨
さ
れ
て
い
ま
す
。
大
腸
が
ん
検
診

を
受
け
る
と
、
大
腸
が
ん
で
死
亡
す

る
確
率
が
60
～
80
％
下
が
る
と
い
わ

れ
て
い
ま
す
。

　
大
腸
が
ん
検
診
で
は
、
便べ

ん

潜せ
ん

血け
つ

検け
ん

査さ

と
い
う
便
の
中
に
血
液
が
混
ざ
っ

て
い
な
い
か
を
調
べ
る
検
査
が
行
わ

れ
ま
す
。
精
密
検
査
が
必
要
と
さ
れ

た
人
は
、医
療
機
関
を
受
診
し
、大
腸

内
視
鏡
検
査
を
受
け
て
い
た
だ
く
必

要
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
う
ち
、
５
％

程
度
で
大
腸
が
ん
、
20
～
30
％
で
前

が
ん
病

び
ょ
う

変へ
ん

と
い
わ
れ
る
大だ

い

腸ち
ょ
う

腺せ
ん

腫し
ゅ

(

ポ
リ
ー
プ)

が
発
見
さ
れ
ま
す
。

　
検
診
を
お
勧
め
す
る
と
、「
今
、

症
状
が
な
い
か
ら
」
と
、
検
査
に
消

極
的
な
人
も
多
い
の
で
す
が
、
早
期

の
大
腸
が
ん
に
は
症
状
が
あ
り
ま
せ

ん
。
市
で
は
、
総
合
健
診
、
医
療
機

関
健(

検)

診
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ

５
０
０
円
、
８
０
０
円
の
自
己
負
担

で
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
の
で
、

気
に
な
る
症
状
が
な
く
て
も
ぜ
ひ
検

査
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。
腹
痛
、
出

血
、便
秘
・
下
痢
な
ど
の
便
通
異
常
、

便
の
狭
小
化
、
残
便
感
な
ど
の
症
状

が
既
に
あ
る
人
は
、
医
療
機
関
で
診

察
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

　
も
う
ひ
と
つ
、
検
診
と
同
時
に
重

要
な
の
が
、
が
ん
に
な
ら
な
い
生
活

で
す
。
科
学
的
根
拠
に
基
づ
く
が
ん

予
防
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
は
、「
禁
煙
」、

「
節
酒
」、「
食
生
活
」、「
身
体
活
動
」、

「
適
正
体
重
の
維
持
」の
５
つ
の
健
康

習
慣
の
実
践
で
、
が
ん
リ
ス
ク
は
軽

減
す
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
よ
り
健

康
的
な
生
活
習
慣
を
取
り
入
れ
て
い

た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

市立病院通信-○-102
このコーナーでは、病院施設や事業のほか、生活に役立つ“健康豆知識”
などを紹介します。

消化器内科部長

野
の

田
だ

 恵
よ し

加
か

 先生

問 

市
立
長
浜
病
院

　（
☎
６
２
―
２
３
０
０〈
代
表
〉）

▲木造阿弥陀如来像

▲秀吉時代の石垣に歴史ロマンを感じて


