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で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
に
対
し
て
重
要
文
化
財
の
多
宝
小
塔
は
、

室
町
時
代
の
初
め
に
造
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
荘

園
の
支
配
権
を
手
に
し
た
高
野
山
が
、
そ
の
権
力

の
象
徴
と
し
て
造
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
仮
説

が
提
示
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
護も

り

良な
が

親し
ん

王の
う
（
も
り

よ
し
し
ん
の
う
と
も
呼
ば
れ
る
）
真
筆
と
の
伝
承

が
あ
る
扁へ

ん

額が
く

の
年
輪
を
調
査
し
た
結
果
、
多
宝
小

塔
と
同
時
代
・
同
種
の
木
材
が
使
用
さ
れ
て
い
る

こ
と
が
明
ら
か
と
な
り
、
か
つ
て
の
安
楽
寺
に
存

在
し
た
門
に
掲
げ
ら
れ
て
い
た

可
能
性
が
指
摘
さ
れ
ま
し
た
。

講
演
会
終
了
後
は
、
安
楽
寺

多
宝
小
塔
の
修
理
作
業
場
を
公

開
し
ま
し
た
。
参
加
者
の
方
々

は
、
実
物
の
多
宝
小
塔
や
修
理

の
様
子
を
間
近
で
見
学
し
、
そ

の
構
造
や
先
人
の
技
に
感
嘆
し

て
い
ま
し
た
。

去
る
10
月
1
日
（
土
）
鳥
屋
城
公
民
館
で
、
安
楽
寺
の
文
化
財

や
重
要
文
化
財
多
宝
小
塔
の
歴
史
を
考
え
る
講
演
会
を
開
催
し
ま

し
た
。
今
回
の
講
演
会
で
は
、
調
査
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
た

新
た
な
知
見
が
数
多
く
紹
介
さ
れ
、
参
加
者
は
仏
像
や
建
物
の
専

門
家
に
よ
る
講
演
に
耳
を
傾
け
て
い
ま
し
た
。

安
楽
寺
の
位
置
す
る
清
水
地
区
（
粟あ

生お

を
除
く
）
は
、
平
安
時

代
の
終
わ
り
頃
に
は
阿あ

て

弖が
わ

河の

荘し
ょ
うと
呼
ば
れ
る
荘
園
と
な
り
、
京
都

の
寂じ

ゃ

楽ら
く

寺じ

・
円え
ん

満ま
ん

院い
ん

が
領
有
し
て
い
ま
し
た
が
、
高
野
山
が
こ
れ

に
異
を
唱
え
、
そ
の
支
配
を
巡
っ
て
約
3
0
0
年
間
に
わ
た
り

対
立
し
ま
し
た
。
最
終
的
に
は
嘉か

元げ
ん

2
年
（
1
3
0
4
年
）
に

寂
楽
寺
・
円
満
院
が
支
配
を
放
棄
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
高
野
山
領

と
な
り
、
以
後
そ
の
支
配
が
進
み
ま
し
た
。

安
楽
寺
に
伝
来
す
る
仏
像
は
、
い
ず
れ
も
平
安
時
代
後
期
の
作
と

考
え
ら
れ
、
古
い
仏
像
が
集
中
し
て
い
る
場
所
で
す
。
そ
の
中
で
も
、

阿あ

弥み

陀だ

堂
に
安
置
さ
れ
て
き
た
観
音
菩ぼ

薩さ
つ

と
阿
弥
陀
如
来
は
、
そ
の

特
徴
か
ら
都
で
造
ら
れ
、
寂
楽
寺
・
円
満
院
に
よ
っ
て
安
置
さ
れ
た

可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
観
音
菩
薩
は
仏
像
だ
け
で
は
な
く
、

台
座
も
平
安
時
代
の
も
の
が
残
さ
れ
て
お
り
、
非
常
に
貴
重
な
事
例

安
楽
寺
歴
史
講
演
会
を
開
催
し
ま
し
た

そ
の
52

興味深く見学
する講演会参
加者の皆さま。

阿弥陀堂に安置されてきた
観音菩薩とその台座。平安
時代のもの。像高 95㎝。


