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東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク

が
開
か
れ
、
太
平
洋
の
向
こ
う
で
は
ア
メ

リ
カ
大
統
領
選
挙
、
夏
に
は
本
市
の
市
長

選
挙
も
実
施
さ
れ
る
2
0
2
0
年
は
、
お

よ
そ
４
年
に
一
度
の
「
う
る
う
年
」
で
も
あ

り
ま
す
。

　

こ
の
う
る
う
年
が
設
け
ら
れ
る
の
は
、

地
球
が
太
陽
の
周
り
を
一
周
す
る
「
公
転

周
期
」
が
切
り
の
良
い
日
数
と
な
っ
て
い

な
い
た
め
で
す
。
公
転
周
期
は
別
の
言
葉

で
言
え
ば
「
一
年
」
で
あ
り
、
春
夏
秋
冬
が

一
巡
し
、
樹
木
の
幹
の
中
で
年
輪
が
一
つ

刻
ま
れ
る
周
期
で
す
。
一
方
、「
一
日
」
は
、

地
球
の
自
転
に
由
来
す
る
も
の
で
、
日
が

昇
っ
て
起
床
し
、
働
い
て
食
事
を
し
、
日
が

沈
ん
で
か
ら
眠
る
と
い
う
最
も
基
本
的
な

生
活
周
期
で
す
。
前
者
を
後
者
で
割
る
と
、

1
年
は
約
3
6
5
・
2
4
2
1
9
日
と
な

り
ま
す
。

　

仮
に
す
べ
て
の
年
を
3
6
5
日
と
す
る

と
、
４
年
で
ほ
ぼ
１
日
の
ズ
レ
が
生
じ
ま

す
。
こ
れ
を
解
決
す
る
た
め
、
ロ
ー
マ
の
ユ

リ
ウ
ス
・
カ
エ
サ
ル
は
、
４
年
お
き
に
2
月

に
１
日
付
け
足
し
、
そ
の
年
を
3
6
6
日

と
す
る
ユ
リ
ウ
ス
暦
を
紀
元
前
45
年
か
ら

実
施
し
ま
し
た
。
当
時
と
し
て
は
最
先
端

の
天
文
学
研
究
の
成
果
を
反
映
さ
せ
た
画

期
的
な
暦
法
で
し
た
。

　

し
か
し
こ
の
ユ
リ
ウ
ス
暦
で
も
1
2
8

年
で
１
日
の
誤
差
が
生
じ
て
し
ま
い
ま
す
。

そ
の
た
め
す
で
に
10
日
以
上
の
ズ
レ
が
顕

在
化
し
て
い
た
1
5
8
2
年
、
さ
ら
に
改

良
を
加
え
た
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
が
教
皇
グ
レ

ゴ
リ
ウ
ス
13
世
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ
ま
し

た
。

　

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
４
の
倍
数
の
年
は
原

則
う
る
う
年
と
し
ま
す
が
、
例
外
と
し
て

1
0
0
の
倍
数
の
年
は
う
る
う
年
と
は

し
ま
せ
ん
（
こ
の
た
め
1
8
0
0
年
も

1
9
0
0
年
も
平
年
と
な
っ
た
）。
た
だ

し
、
さ
ら
に
例
外
が
あ
り
4
0
0
の
倍
数

の
年
は
う
る
う
年
と
す
る
の
で
す
（
こ
の

た
め
2
0
0
0
年
は
う
る
う
年
と
な
っ

た
）。
こ
の
よ
う
に
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
は
う

る
う
年
を
4
百
年
に
97
回
と
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
3
千
年
経
過
後
も
誤
差
１
日
未
満

と
い
う
極
め
て
高
い
精
度
を
実
現
し
、
現

在
我
が
国
を
含
む
多
く
の
国
で
採
用
さ
れ

て
い
ま
す
。

　

地
球
の
回
転
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
我
々

の
生
活
の
サ
イ
ク
ル
を
永
続
的
に
整
っ
た

も
の
に
す
る
工
夫
の
一
つ
が
こ
の
う
る
う

年
で
す
。
人
類
長
年
の
苦
心
の
産
物
で
あ

る
2
月
29
日
は
実
に
貴
重
な
一
日
と
い
え

ま
す
。

　

益
田
市
指
定
文
化
財
・
有
形
文
化
財

（
彫
刻
）
の
木も
く
ぞ
う造

阿あ
み
だ

弥
陀
如に
ょ
ら
い
り
ゅ
う
ぞ
う

来
立
像
は
、

高
津
一
丁
目
の
教き
ょ
う
さ
い
じ

西
寺
に
安
置
さ
れ
て

い
る
仏
像
で
す
。
教
西
寺
は
浄じ
ょ
う
ど土

真し
ん
し
ゅ
う宗

本
願
寺
派
の
寺
院
で
す
。

　

本
像
は
寄よ
せ
ぎ
づ
く

木
造
り

（※1）
で
、
内う
ち
ぐ刳

り
（※2）
が

施
さ
れ
て
い
ま
す
。像
高
１
ｍ
弱
の
阿
弥

陀
如
来
で
あ
る
こ
と
か
ら
「
三さ
ん
じ
ゃ
く尺
阿
弥

陀
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、理
知
的
な
面

相
と
と
も
に
、
仏
師
快か
い
け
い慶

の
様
式
（
安あ
ん

阿な

弥み

様よ
う

）の
特
徴
が
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
お

り
、そ
の
系
譜
に
連
な
る
仏
師
の
制
作
と

考
え
ら
れ
ま
す
。
着
衣
や
衣え
も
ん紋

（※3）
が
体
軀

に
沿
っ
て
自
然
に
流
れ
る
表
現
が
さ
れ

て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
鎌
倉
時
代
、
13

世
紀
中
頃
か
ら
後
半
の
制
作
と
考
え
ら

れ
て
い
ま
す
。

　

本
像
は
、か
つ
て
教
西
寺
の
近
隣
に
存

在
し
た
、
柿
本
神
社
の
神じ
ん
ぐ
う
じ

宮
寺

（※4）
真し
ん
ぷ
く
じ

福
寺

の
本
尊
で
あ
り
、真
福
寺
が
明
治
初
年
の

神し
ん
ぶ
つ仏
分ぶ
ん
り離

（※5）
に
よ
り
廃
絶
し
た
た
め
、
教

西
寺
に
移
さ
れ
た
と
伝
わ
り
ま
す
。廃
絶

し
た
真
福
寺
、
ひ
い
て
は
、
柿
本
神
社
や

高
津
の
歴
史
を
物
語
る
貴
重
な
遺
品
と

言
え
ま
す
。

【 

参
考
文
献
】『
祈
り
の
仏
像
』
島
根
県
立
石
見

美
術
館
、
2
0
1
5
年
。

【
註
】

※
1	 
い
く
つ
か
の
木
材
を
は
ぎ
合
わ
せ
て
仏

像
を
制
作
す
る
方
法
。

※
2	 

内
部
を
刳
り
抜
き
、空
洞
に
す
る
こ
と
。

木
材
が
乾
燥
し
て
割
れ
る
の
を
防
ぐ
。

※
3	 

衣
装
類
の
皺しわ
や
ひ
だ
。

※
4	 

平
安
時
代
に
日
本
古
来
の
神
へ
の
信
仰

と
仏
教
信
仰
が
融
合
し
た
信
仰
形
態
で

あ
る
神しん
ぶ
つ仏

習しゅ
う
ご
う

合
の
も
と
、
神
社
に
付
属

し
て
建
て
ら
れ
た
仏
教
寺
院
の
こ
と
。

※
5	 

神
仏
習
合
を
禁
止
し
、神
と
仏
、神
社
と

寺
院
を
は
っ
き
り
と
区
別
す
る
こ
と
。

明
治
初
年
の
神
仏
分
離
に
よ
り
廃
絶
し

た
寺
院
は
少
な
く
な
い
。

益田市の文化財の紹介

　  　第5回　木
もくぞう

造阿
あ み だ

弥陀如
にょらいりゅうぞう

来立像（教
きょうさいじ

西寺） 【問い合わせ先】  市文化財課　☎ 31-0623

名　称 木造阿弥陀如来立像
読　み もくぞうあみだにょらいりゅうぞう

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 益田市高津一丁目 40-18
所有者 宗教法人　教西寺
年　代 鎌倉時代（13 世紀中頃～後半）
像　高 98.9cm

指定年月日 平成 31 年 4 月 1 日

（島根県立石見美術館提供）


