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「
歴
史
は
勝
者
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
」
と

言
わ
れ
ま
す
。
幕
末
に
開
国
を
断
行
し
、

こ
れ
に
抵
抗
す
る
強
硬
派
を
厳
罰
に
処
し

た
大
老
井い

い伊
直な
お
す
け弼

が
、
そ
の
た
め
に
恨
み

を
買
っ
て
殺
害
さ
れ
た
ば
か
り
か
、
そ
の

後
の
戊
辰
戦
争
の
結
果
、
官
軍
と
な
っ
た

明
治
政
府
主
流
派
に
よ
り
極
悪
人
の
烙
印

を
押
さ
れ
た
の
は
そ
の
一
例
で
す
。

　

直
弼
の
出
身
母
体
で
あ
る
彦
根
藩
35
万

石
は
、
徳
川
家
康
の
天
下
取
り
の
大
功
労

者
で
あ
る
井
伊
直
政
を
藩
祖
と
し
ま
す
。

井
伊
家
は
江
戸
時
代
最
多
の
大
老
を
輩
出

し
、
譜
代
筆
頭
の
家
柄
で
し
た
。

　

そ
の
直
系
と
は
い
え
、
十
四
男
と
い
う

藩
主
の
座
に
程
遠
い
生
ま
れ
だ
っ
た
直
弼

は
、
18
歳
か
ら
32
歳
ま
で
の
青
春
時
代
を

自
ら
「
埋う
も
れ
ぎ
の
や

木
舎
」
と
名
付
け
た
城
下
の
質

素
な
屋
敷
で
過
ご
し
、
居
合
、
禅
、
茶
道

な
ど
に
打
ち
込
み
ま
す
。
著
書
で
あ
る

『
茶ち
ゃ
の
ゆ
い
ち
え
し
ゅ
う

湯
一
会
集
』
の
冒
頭
に
「
一
期
一
会
」

の
意
義
を
述
べ
た
く
だ
り
は
、
茶
道
の
心

得
を
端
的
に
表
現
し
た
こ
の
四
字
熟
語
の

初
出
例
と
さ
れ
ま
す
。

　

数
奇
な
運
命
が
訪
れ
た
の
は
そ
れ
か
ら

の
こ
と
で
す
。
藩
主
の
世
継
ぎ
が
早
逝
し
、

他
の
兄
が
み
な
他
家
に
養
子
に
出
て
い
た

た
め
、
直
弼
は
期
せ
ず
し
て
第
13
代
当
主

と
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
だ
け
で
も
異
例
の

栄
達
で
し
た
が
、
幕
末
の
動
乱
の
中
、
瞬

く
間
に
臨
時
の
最
高
職
で
あ
る
大
老
に
ま

で
登
り
詰
め
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　

黒
船
来
航
以
降
、
強
大
な
軍
備
を
伴
っ

て
開
国
を
要
求
す
る
外
国
の
圧
力
と
、
そ

の
外
国
人
を
毛
嫌
い
す
る
攘
夷
の
狂
気
が

渦
巻
く
中
、
国
の
独
立
と
幕
府
の
正
統
性

を
と
も
に
保
つ
に
は
非
常
の
決
断
が
必
要

で
し
た
。
そ
し
て
、
直
弼
以
外
に
そ
の
覚

悟
と
責
任
感
を
持
つ
重
臣
は
幕
府
に
は
い

な
か
っ
た
の
で
す
。

　

必
然
と
し
て
積
も
っ
た
遺
恨
は
、
安
政

7（
1
8
6
0
）年
旧
暦
3
月
3
日
雪
の

朝
、「
桜
田
門
外
の
変
」
と
し
て
暴
発
し
ま

す
。
水
戸
浪
士
ら
に
よ
る
前
代
未
聞
の
大

老
襲
撃
は
、
幕
末
維
新
を
血
で
染
め
る
無

軌
道
な
テ
ロ
リ
ズ
ム
の
走
り
と
な
り
ま
し

た
。

　

藩
主
在
任
期
間
は
短
か
っ
た
も
の
の
、

そ
の
遺
徳
を
偲し
の

ぶ
彦
根
の
人
々
は
明
治
以

降
も
し
ば
ら
く
は
桃
の
節
句
を
祝
わ
な

か
っ
た
と
い
い
ま
す
。
近
代
日
本
最
初
の

国
難
を
一
身
に
背
負
い
、
果
断
に
対
処
し

た
開
国
の
恩
人
と
の
評
価
が
近
年
よ
う
や

く
定
着
し
つ
つ
あ
る
井
伊
直
弼
。
そ
の
横

死
か
ら
1
6
0
年
後
の
春
と
な
り
ま
す
。

益田市の文化財の紹介

　  第6回　木
も く ぞ う あ み だ に ょ ら い ざ ぞ う

造阿弥陀如来坐像（萬福寺） 【問い合わせ先】  市文化財課　☎ 31-0623

（島根県立石見美術館提供）

名　称 木造阿弥陀如来坐像
読　み もくぞうあみだにょらいざぞう
指　定 益田市指定文化財
種　別 有形文化財（彫刻）
員　数 1 軀
所在地 益田市東町 25-33
所有者 宗教法人　萬福寺
年　代 平安時代（12 世紀）
像　高 44.8cm
指　定
年月日 平成 31 年 4 月 1 日

　

益
田
市
指
定
文
化
財
・
有
形
文
化
財

（
彫
刻
）
の
木も
く
ぞ
う
あ
み
だ
に
ょ
ら
い
ざ
ぞ
う

造
阿
弥
陀
如
来
坐
像
は
、東

町
の
時じ
し
ゅ
う宗

萬
福
寺
に
安
置
さ
れ
て
い
る

仏
像
で
す
。

　

本
像
は
割わ
り

矧は
ぎ

造づ
く

り
（※1）
で
制
作
さ
れ
て

い
ま
す
。
像
全
体
が
穏
や
か
な
造
形
で
あ

り
、
温
雅
で
気
品
の
あ
る
作
風
と
な
っ
て

い
ま
す
。
12
世
紀
に
流
行
し
た
定
じ
ょ
う

朝ち
ょ
う様

と

さ
れ
る
様
式
の
特
徴
を
よ
く
踏
襲
し
た

作
品
で
す
。
面
長
の
顔
つ
き
と
目
が
や
や

つ
り
上
が
る
点
か
ら
、
や
や
鎌
倉
時
代
に

近
い
時
期
の
制
作
の
可
能
性
が
あ
り
ま

す
。

　

本
像
は
、
萬
福
寺
の
末
寺
の
荘し
ょ
う
ご
ん
じ

厳
寺

（
庄
厳
寺
）
に
安
置
さ
れ
て
い
た
と
伝

わ
り
ま
す
。
荘
厳
寺
は
美
都
町
仙
道
に

あ
っ
た
寺
院
で
、
近
代
に
衰
え
、
明
治
42

（
1
9
0
9
）
年
7
月
に
萬
福
寺
に
合
併

さ
れ
ま
し
た（『
美
都
町
史
』）。
そ
の
古
文

書
や
本
尊
が
萬
福
寺
に
移
管
さ
れ
、
堂ど
う
う宇

（※2）
は
光こ
う
み
ょ
う
じ

明
寺（
美
都
町
朝
倉
）に
移
築
さ

れ
た
と
い
い
ま
す
（『
島
根
県
の
地
名
』）。

　

萬
福
寺
に
は
4
点
の
中
世
の
荘
厳
寺

文
書
が
伝
わ
り
、
天て
ん
ぶ
ん文

15
（
1
5
4
6
）

年
の
荘
厳
寺
相し
ょ
う

阿あ
み
だ
ぶ
つ

弥
陀
仏
宛
て
の
益
田

尹た
だ
か
ね兼

書
状
が
最
も
古
い
も
の
で
す
。
年
未

詳
の
益
田
藤ふ
じ
か
ね兼

書
状
か
ら
は
萬
福
寺
と

の
関
係
が
う
か
が
わ
れ
、
当
時
か
ら
萬
福

寺
の
末
寺
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

本
像
は
、
荘
厳
寺
の
遺
宝
と
し
て
も
貴

重
と
い
え
ま
す
。

【 

参
考
文
献
】『
千
年
の
祈
り
』
島
根
県
立

石
見
美
術
館
、
2
0
0
9
年
。

【
註
】

※
1　

頭
と
体
の
主
要
部
を
一
木
か
ら
彫
り

出
し
た
あ
と
、耳
中
央
を
通
る
線
で
前

後
に
割
り
は
な
し
、内うち
ぐ刳

り
（
内
部
を

刳
り
抜
き
、空
洞
に
す
る
こ
と
）
を
施

し
た
あ
と
、再
び
接
合
す
る
仏
像
制
作

の
方
法
。

※
2　

四
方
に
張
り
出
し
た
屋
根
を
も
つ
建

物
。


