
1�広報　常陸大宮 平成23年２月号

目
黒
の
五
百
羅
漢
寺
な
ど
が
有
名
で
す
。

　

市
内
で
は
高
長
寺
が
唯
一
の
十
六
羅
漢

の
寺
で
す
。
現
在
は
十
六
羅
漢
の
う
ち
半

数
近
く
が
破
損
し
て
い
ま
す
が
、
背
面
に

は
そ
れ
ぞ
れ
の
尊
名
が
刻
ま
れ
、
台
座
や

持
ち
物
な
ど
も
十
六
体
が
す
べ
て
異
な
っ

た
像
容
を
し
て
い
ま
す
。

　

十
六
羅
漢
に
は
年
に
四
回（
春
秋
彼
岸
、

七
月
及
び
十
二
月
第
二
日
曜
日
）、「
お
洗

い
」
と
呼
ば
れ
る
行
事
が
あ
り
ま
す
。
高

長
寺
婦
人
会
二
十
名
ほ
ど
が
集
ま
っ
て
お

参
り
し
た
あ
と
、
十
六
羅
漢
を
洗
い
浄
め

る
も
の
で
、
そ
の
あ
と
、
寺
で
飲
食
を
し

て
和
や
か
に
過
ご
し
ま
す
。

◇
一
字
一
石
経
の
掘
り
出
し

　

こ
の
十
六
羅
漢
の
中ち

ゅ
う

尊そ
ん

（
中
心
と
な
る

像
）
で
あ
る
釈
迦
如
来
坐
像
の
台
座
に

は
銘
文
が
あ
り
、
高
長
寺
十
五
世
の
月が

っ

山さ
ん

梅ば
い

照し
ょ
う

が
羅
漢
像
の
造
立
を
思
い
立
っ
た

こ
と
や
、
そ
の
完
成
ま
で
の
経
過
を
詳
し

く
記
す
と
同
時
に
、
地
下
に
一
字
一
石
経

（
小
石
に
一
字
ず
つ
経
文
を
書
い
た
も
の
）

六
万
九
千
個
が
納
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
や

人
々
が
そ
れ
に
使
う
小
石
を
集
め
た
様
子

な
ど
が
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。

　

昨
年
十
月
、
貴
重
な
文
化
財
で
あ
り
、

寺
宝
で
も
あ
る
一
字
一
石
経
を
守
り
伝
え

て
い
く
た
め
、
高
長
寺
と
檀
家
の
人
々
に

よ
っ
て
一
字
一
石
経
の
掘
り
出
し
が
行
わ

れ
ま
し
た
。
掘
り
出
さ
れ
た
一
字
一
石
経

は
お
よ
そ
二
万
個
。
重
さ
は
二
・
五
ト
ン

に
及
び
ま
し
た
。も
と
も
と
十
六
羅
漢
は
、

現
在
地
よ
り
１
０
０
ｍ
ほ
ど
南
に
安
置
さ

れ
て
い
ま
し
た
が
、
大
正
期
頃
、
河
川
改

修
に
伴
っ
て
高
長
寺
境
内
に
移
さ
れ
た
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
時
既
に
、
十
六

羅
漢
の
下
に
一
字
一
石
経
が
埋
ま
っ
て
い

る
こ
と
が
判
明
し
、
十
六
羅
漢
の
移
動
先

の
地
下
に
、
桶
に
入
れ
て
再
び
埋
め
ら
れ

た
こ
と
も
伝
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
う

し
て
、
移
転
の
際
に
も
一
字
一
石
経
は
羅

漢
と
離
れ
る
こ
と
な
く
地
下
に
納
め
ら
れ

た
の
で
す
。

　

経
石
に
は
久
慈
川
の
河
原
か
ら
拾
い
集

め
ら
れ
た
５
㎝
か
ら
10
㎝
径
の
平
た
い
石

が
選
ば
れ
ま
し
た
。
こ
の
石
一
つ
一
つ
に

高
こ
う

長
ち
ょ
う

寺じ

の

一
い
ち

字じ

一
い
っ

石
せ
き

経
き
ょ
う

◇
市
内
唯
一
の

　

十
じ
ゅ
う
 
ろ
く六

羅ら

 

か

ん漢

　

高
長
寺
は
、
横よ

こ

瀬せ

村む
ら

（
現
鷹た

か

巣す

地
区
）

に
寺
院
が
な
か
っ
た

の
を
憂
え
た
二
代
藩

主
光
圀
に
よ
り
、
天

和
三
年（
一
六
八
三
）

に
石い

し

神が
み

村む
ら

（
現
東
海

村
）
長ち

ょ
う

松し
ょ
う

院い
ん

よ
り
移

さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
高

長
寺
の
寺

宝
の
一
つ

に
文
政
九

年
（
一
八

二
六
）
年

に
造ぞ

う

立り
ゅ
う

さ

れ
た
石
造

の
十
六
羅

漢
と
釈し

ゃ

迦か

如に
ょ

来ら
い

坐ざ

像ぞ
う

が
あ
り
ま

す
。

　
「
羅
漢
」
と
は
仏
教
の
世
界
で
修
行
中
の

聖
者
を
指
し
、
そ
の
う
ち
十
六
羅
漢
は
「
お

び
ん
ず
る
さ
ま
」
と
し
て
知
ら
れ
る
賓び

ん
ず
る

頭
盧

尊そ
ん

者じ
ゃ

以
下
の
十
六
名
の
修
行
者
と
さ
れ
て

い
ま
す
。
ま
た
、
釈
迦
の
五
百
人
の
弟
子

は
「
五
百
羅
漢
」
と
し
て
知
ら
れ
、
東
京

墨
で
経
文
の
一
字
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。

書
か
れ
て
い
る
文
字
か
ら
、｢

大だ
い

乗じ
ょ
う

妙み
ょ
う

典で
ん

」

や
「
般は

ん

若に
ゃ

心し
ん

経ぎ
ょ
う

」、「
観か

ん

音の
ん

経き
ょ
う

」
と
い
っ
た

経
文
の
文
言
が
記
さ
れ
て
い
る
と
推
測
さ

れ
ま
す
。

　
釈
迦
如
来
坐
像
の
台
座
刻
銘
に
よ
れ
ば
、

同
時
に
作
ら
れ
た
十
六
羅
漢
も
村
人
の
寄

付
に
よ
る
も
の
で
し
た
。
十
六
羅
漢
、
一

字
一
石
経
の
作
ら
れ
た
文
政
九
年
頃
は
天

災
が
続
発
し
、
水
戸
藩
の
圧
制
に
村
人
た

ち
が
苦
し
め
ら
れ
て
い
た
と
さ
れ
ま
す
。

確
か
に
水
戸
藩
領
で
は
、
十
八
世
紀
後
半

以
降
、
度
重
な
る
飢
饉
に
よ
り
、
貧
富
の

差
が
拡
大
し
、
人
口
が
減
少
、
田
畑
の
放

棄
が
進
み
、
年
貢
負
担
も
増
大
す
る
と
い

う
状
況
に
追
い
込
ま
れ
て
い
ま
し
た
。

　

そ
の
よ
う
な
な
か
、
人
々
は
、
少
し
で

も
生
活
を
よ
く
し
た
い
と
い
う
願
い
を

十
六
羅
漢
と
一
字
一
石
経
に
託
し
ま
し

た
。
二
万
個
の
石
は
、
二
百
年
前
の
人
々

の
現
世
・
来
世
へ
の
願
い
を
私
達
に
見
せ

て
く
れ
ま
す
。

※
高
長
寺
住
職
石
𥔎
信
昭
さ
ん
に
聞
き
取

り
調
査
に
ご
協
力
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
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▲一字一石経。
　「道」「人」などの字が見える

▲高長寺本堂

▲十六羅漢

▲掘り上げられた一字一石経
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