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阿
弥
陀
堂
本
堂
【
県

け
ん

指
定

し

て

い

】 

江
戸

え

ど

時
代

じ

だ

い

中
期

ち
ゅ
う
き

の
享
保

き
ょ
う
ほ
う

３
年
（
１
７
１
８
）

に
建 た

て
ら
れ
た
、
か
や
ぶ
き
屋
根

や

ね

の
お
堂
で

す
。
１
面

め
ん

が
３
間

け
ん

（
５
・
４
６
㍍
）
幅

は
ば

の
、
上

う
え

か
ら
見 み

る
と
正

せ
い

方
ほ
う

形
け
い

の
造

つ
く

り
に
な
っ
て
い
ま

す
。
お
堂
の
中
央

ち
ゅ
う
お
う

に
本
尊
で
あ
る
阿
弥
陀
如

来
像
が
置 お

か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
阿
弥
陀

堂
」
と
呼 よ

ば
れ
ま
す
。
茨
城

い
ば
ら
き

県
内

け
ん
な
い

に
あ
る
近

き
ん

世
せ
い

の
阿
弥
陀
堂
建
築

け
ん
ち
く

を
知 し

る
う
え
で
貴
重
な
例

れ
い

と
い
う
こ
と
で
、
昭
和

し
ょ
う
わ

44

年
（
１
９
６
９
）

３
月
20

日
に
茨
城
県
の
指
定
文
化
財
に
な

り
ま
し
た
。 

来
迎
院
は
常
陸
太
田
市

ひ

た

ち

お

お

た

し

大
里
町

お
お
さ
と
ち
ょ
う

に
あ
る
天

て
ん

台
だ
い

宗
し
ゅ
う

の
お
寺

て
ら

で
、
正
式

せ
い
し
き

に

は
「
光
明
山

こ
う
み
ょ
う
さ
ん

安
養
寺

あ

ん

よ
う

じ

来
迎
院

ら
い
こ
う
い
ん

」
と
い
い
ま
す
。 

こ
の
場
所

ば

し

ょ

に
は
、
も
と
も
と
真
言
宗

し
ん
ご
ん
し
ゅ
う

の
お
寺
「
貴 き

富
山

ふ

さ

ん

阿
弥
陀
院

あ

み

だ

い

ん

安
楽

あ
ん
ら
く

寺 じ

」
が
あ
り
ま
し
た
が
、
当
時

と

う

じ

の
住

職

じ
ゅ
う
し
ょ
く

が
仏
教

ぶ
っ
き
ょ
う

の
決 き

ま
り
を
や
ぶ
っ
て

追 お

い
払

は
ら

わ
れ
て
し
ま
い
、
安
楽
寺
は
廃

す
た

れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
天
和

て

ん

な

３
年

（
１
６
８
３
）
、
安
楽
寺
の
跡
地

あ

と

ち

に
磯

い
そ

浜
村

は
ま
む
ら

（
現
在

げ
ん
ざ
い

の
大
洗
町

お
お
あ
ら
い
ま
ち

磯
浜
町

い
そ
は
ま
ち
ょ
う

）

に
あ
っ
た
天
台
宗
の
お
寺
「
普 ふ

賢
院

げ
ん
い
ん

」
を
移

う
つ

し
て
、
そ
の
後 ご

元
禄

げ
ん
ろ
く

５
年
（
１

６
９
２
）
に
現
在

げ
ん
ざ
い

の
名
前

な

ま

え

に
な
り
ま
し
た
。
本
尊

ほ
ん
ぞ
ん

※
１

は
木
造

も
く
ぞ
う

阿
弥
陀

あ

み

だ

如
来

に
ょ
ら
い

坐
像

ざ

ぞ

う

で
、
本
堂

ほ
ん
ど
う

の
中

な
か

に
納

お
さ

め
ら
れ
て
い
ま
す
。 

今
い
ま

は
住
職
が
住 す

ん
で
い
な
い
お
寺
で
す
が
、
多

お
お

く
の
貴 き

重
ち
ょ
う

な
文

ぶ
ん

化 か

財
ざ
い

が

残
の
こ

さ
れ
て
い
ま
す
。 

※
１ 

本
尊
…
お
寺
な
ど
で
、
信
仰

し
ん
こ
う

の
対
象

た
い
し
ょ
う

と
な
る
仏
像

ぶ
つ
ぞ
う

の
こ
と
。 

阿
弥
陀
堂
楼
門

ろ
う
も
ん

【
県
指
定
】 

「
楼
門
」
は
お
寺
の
入
口

い
り
ぐ
ち

に
あ
る
門

も
ん

の
こ

と
で
す
。
正
面

し
ょ
う
め
ん

３
間
（
５
・
４
６
㍍
）
横

よ
こ

２

間
（
３
・
６
４
㍍
）
出 で

入 い

り
口

ぐ
ち

は
１
カ
所

し
ょ

で
、

２
階

か
い

部
分

ぶ

ぶ

ん

が
あ
り
ま
す
。
本
堂
と
同

お
な

じ
く
か

や
ぶ
き
屋
根
で
す
。
門
の
両
側

り
ょ
う
が
わ

に
仁
王
像

に

お

う
ぞ

う

が

納
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
仁
王
門

に

お

う
も

ん

」
と 

も
呼

ば

れ

て
い
ま
す
。

宝
暦

ほ
う
れ
き

10

年

（
１

７

６

０
）
に
建
て

ら
れ

ま

し

た
。 

外出
がいしゅつ

自粛
じしゅく

で家
いえ

にこもっていることに疲
つか

れてしまったら、気
き

晴
ば

らしに外
そと

へ出
で

てみませんか？ 

来
迎
院

ら
い
こ
う
い
ん

の
文
化
財 

◀
来
迎
院
の
こ
れ
ま
で 

ご
め
ー
ん 

住職が決まりをやぶっ

たためお寺が廃れる 

磯浜村から「普賢院」

が移る 

名前を変える 

よ
ろ
し
く 

文
化
財
用
語
解
説 

阿
弥
陀
如
来 

阿
弥
陀
如
来
に
は
「
無
量

む
り
ょ
う

寿
じ
ゅ

如
来
」
と
「
無 む

量
り
ょ
う

光
こ
う

如
来
」
と
い
う
別
名

べ
つ
め
い

が
あ
り
、
限

か
ぎ

り
な

い
命

い
の
ち

（
無
量
寿
）
と
限
り
な
い
光

ひ
か
り

（
無
量
光
）

で
人

ひ
と

々
び
と

を
救

す
く

い
続

つ
づ

け
る
と
さ
れ
て
い
る
仏

ほ
と
け

様
さ
ま

で
す
。「
南
無

な

む

阿
弥
陀
仏

あ

み

だ

ぶ

つ

」
と
唱

と
な

え
た
人
を
極

ご
く

楽
ら
く

浄
じ
ょ
う

土 ど

へ
導

み
ち
び

い
て
く
れ
ま
す
。 

▲阿弥陀堂本堂 

▲阿弥陀堂楼門 
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木
造
阿
弥
陀
如
来
坐
像
【
県
指
定
】 

高
た
か

さ
約
１
５
５
．
６
㌢
㍍
の
一
木
造

い
ち
ぼ
く
づ
く

り
で
、

表
ひ
ょ
う

面
め
ん

に
少

す
こ

し
金

き
ん

箔
ぱ
く

が
残
っ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
造
ら
れ
た
当
時

と

う

じ

は
表
面
が
金
箔
で
仕
上

し

あ

げ
ら
れ
て
い
た
と
思

お
も

わ
れ
ま
す
。
細

こ
ま

か
く
表

ひ
ょ
う

現
げ
ん

さ
れ
た
螺 ら

髪
ほ
つ

（
仏

ほ
と
け

の
髪

か
み

の
毛 け

）
や
彫

ち
ょ
う

眼
が
ん

（
目 め

に
水

す
い

晶
し
ょ
う

な
ど
を
埋 う

め
込 こ

ま
ず
、
彫 ほ

り
だ
け
で

表
現
し
た
技
法

ぎ

ほ

う

）
か
ら
、
造
ら
れ
た
時
期

じ

き

は
平

へ
い 
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ユ
ウ
コ
さ
ん
と
の
お
や
く
そ
く 

文
化

ぶ

ん

か

財
ざ
い

見
学

け
ん
が
く

の
マ
ナ
ー 

文
化
財
は
地
域
の
貴
重
な
お
宝
で
す
。

マ
ナ
ー
を
守

ま
も

っ
て
見
学
し
ま
し
ょ
う
。 



文
化
財
を
よ
ご
し
た
り
、
こ
わ
し
た

り
し
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。 



所
有
者

し
ょ
ゆ
う
し
ゃ

や
管
理
者

か

ん

り
し

ゃ

、
近

き
ん

所
じ
ょ

の
方

か
た

々
が
た

の

迷
め
い

惑
わ
く

に
な
ら
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ

う
。 



写
し
ゃ

真
し
ん

や
動

ど
う

画 が

を
撮 と

る
前

ま
え

に
、
撮

さ
つ

影
え
い

し

て
も
よ
い
か
確

か
く

認
に
ん

し
ま
し
ょ
う
。 

新
型

し
ん
が
た

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

を
広
め
な
い
た
め
に 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

か
ん

染
せ
ん

拡
か
く

大
だ
い

を
防

ふ
せ

ぐ
た
め
、
次

つ
ぎ

の
こ
と
を
守
り
ま
し
ょ
う
。 



熱
ね
つ

が
出 で

て
い
る
、
倦

け
ん

怠
た
い

感
か
ん

が
あ
る
な

ど
、
少

す
こ

し
で
も
体

た
い

調
ち
ょ
う

が
悪

わ
る

い
と
き
は

無 む

理 り

に
出 で

か
け
な
い
。 



お
友

と
も

だ
ち
な
ど
を
誘

さ
そ

っ
て
、
大
人
数

お
お
に
ん
ず
う

で
出
か
け
な
い
。 



一
い
っ

緒
し
ょ

に
行 い

っ
た
人

ひ
と

と
あ
ま
り
お
し
ゃ

べ
り
し
な
い
。 



（
ほ
か
の
見

け
ん

学
が
く

者
し
ゃ

が
い
た
場 ば

合
あ
い

）
人

と
の
間
隔

か
ん
か
く

を
あ
け
て
見
学
す
る
。 

安
時
代

あ

ん

じ
だ

い

末
期

ま

っ

き

と
考

か
ん
が

え
ら
れ
て
い
ま
す
。 

木
造
如
来
形

に
ょ
ら
い
が
た

坐
像
【
市
指
定
】 

手 て

の
部
分
が
無 な

く
な
っ
て
い
ま
す
が
、
脚

あ
し

の
組 く

み
方

か
た

な
ど
か
ら
、
阿
弥
陀
如
来
で
あ
る

可
能
性

か

の

う
せ

い

が
高
い
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。 

高
さ
８
５
．
９
㌢
㍍
の
仏
像
で
、
低

ひ
く

い
肉

に
っ

髻
け
い

（
頭

あ
た
ま

の
上
の
一
段

い
ち
だ
ん

高
く
な
っ
て
い
る
部
分
）

や
細
か
い
螺
髪
の
表
現
な
ど
に

定

朝

じ
ょ
う
ち
ょ
う

様
よ
う

の

特
徴

と
く
ち
ょ
う

が
あ
り
ま
す
。
寄
木
造

よ

せ

ぎ
づ

く

り
の
矧 は

ぎ
目 め

が

外
は
ず

れ
て
バ
ラ
バ
ラ
に
な
っ
て
い
ま
し
た
が
、 

知
っ
て
お
き
た
い
文
化
財 

仏
様
の
お
顔

か
お 

仏
様
は
人

に
ん

間
げ
ん

を
超 こ

え
た
存

そ
ん

在
ざ
い

で
す
。
仏
像

の
お
顔
を
よ
く
見
て
み
る
と
、
私

わ
た
し

た
ち
と

違
ち
が

う
特
徴
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。 

肉
にっ

髻
けい

 

頭
あたま

の肉
にく

が盛
も

り上
あ

がっている 

白毫
びゃくごう

（おでこ） 

一本（4.5 ㍍!?）の 

長
なが

い毛
け

が丸
まる

まっている 

螺
ら

髪
ほつ

（髪
かみ

の毛
け

） 

一粒
ひとつぶ

一粒は一本
いっぽん

の毛
け

が巻
ま

かれたもの 

▲木造如来形坐像 

▲木造阿弥陀如来坐像 

令
和
２
年
度
に
修
復

し
ゅ
う
ふ
く

さ
れ
、
元

も
と

の
美

う
つ
く

し
い
姿

す
が
た

を
取 と

り
戻

も
ど

す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。 

ア
ク
セ
ス 

大
里
ふ
れ
あ
い
広
場

ひ

ろ

ば

（
大
里
町
４

４
０
１
）
の
近

ち
か

く
（ 

 
 

） 

本
堂
の
中
は
普
段

ふ

だ

ん

見 み

れ

な
い
か
ら
、
毎
年

ま
い
と
し

10

月
に
開
催

か
い
さ
い

さ
れ
る

集
し
ゅ
う

中
ち
ゅ
う

曝 ば
く

涼
り
ょ
う

に
行 い

こ
う
！ 


