
Nishiaizu　2019・９　│　23　│　Nishiaizu　2019・９

　

平
成

　

平
成
3131
年
２
月

年
２
月
2828
日
、
町
の
指
定
重
要
文
化
財
に
新
た
に

日
、
町
の
指
定
重
要
文
化
財
に
新
た
に

「
如
法
寺
木
造
三
十
三
観
音
応
現
身
像
」
が
加
わ
り
ま
し
た
。

「
如
法
寺
木
造
三
十
三
観
音
応
現
身
像
」
が
加
わ
り
ま
し
た
。

　

人
々
を
救
う
た
め
に
姿
を
変
え
た
観
音
菩
薩
を
表
し
た
と

　

人
々
を
救
う
た
め
に
姿
を
変
え
た
観
音
菩
薩
を
表
し
た
と

さ
れ
る
こ
の
像
。
県
内
で
は
２
例
目
の
発
見
と
な
り
、
全
国

さ
れ
る
こ
の
像
。
県
内
で
は
２
例
目
の
発
見
と
な
り
、
全
国

的
に
見
て
も
非
常
に
珍
し
く
、
貴
重
な
仏
像
で
す
。

的
に
見
て
も
非
常
に
珍
し
く
、
貴
重
な
仏
像
で
す
。

　

今
月
号
で
は
、
過
去
か
ら
受
け
継
が
れ
て
き
た
貴
重
な
文

　

今
月
号
で
は
、
過
去
か
ら
受
け
継
が
れ
て
き
た
貴
重
な
文

化
財
、
三
十
三
観
音
応
現
身
像
を
テ
ー
マ
に
取
り
上
げ
ま
す
。

化
財
、
三
十
三
観
音
応
現
身
像
を
テ
ー
マ
に
取
り
上
げ
ま
す
。

三
十
三
観
音
応
現
身
像

と
は

　

観か
ん
の
ん
ぼ
さ
つ

音
菩
薩
に
は
、
一
切
の
生
き

物
を
救
済
す
る
際
、
救
う
べ
き
も

の
の
境
遇
や
能
力
に
応
じ
、
対
象

に
ふ
さ
わ
し
い
三
十
三
の
姿
に
形

を
変
え
現
れ
る
と
い
う
信
仰
が
あ

り
ま
す
。

　

そ
の
姿
を
彫
刻
で
表
し
た
も
の

が「
三さ
ん
じ
ゅ
う
さ
ん
か
ん
の
ん

十
三
観
音
応お

う
げ
ん
し
ん
ぞ
う

現
身
像
」
で

す
。
お
じ
い
さ
ん
や
お
ば
あ
さ

ん
、
少
年
、
兵
士
や
鬼
、
さ
ら
に

は
美
し
い
天
女
な
ど
、
観
音
菩
薩

が
あ
ら
ゆ
る
人
を
救
う
た
め
に
姿

を
変
え
た
様
子
を
表
現
し
て
い
る

と
さ
れ
ま
す
。

　

会
津
三
十
三
観
音
や
三
十
三
間

堂
な
ど
の「
三
十
三
」
の
数
字
も

こ
の
信
仰
に
由
来
し
て
い
ま
す
。

如
法
寺
の
観
音
応
現
身

像
に
つ
い
て

　

今
回
、
町
重
要
文
化
財
に
指
定

さ
れ
た
応
現
身
像
は
、
も
と
も
と

鳥と
り
お
い
か
ん
の
ん
に
ょ
ほ
う
じ

追
観
音
如
法
寺
に
代
々
伝
わ
る

仏
像
で
し
た
が
、
平
成
29
年
に
寺

が
専
門
家
へ
調
査
を
依
頼
し
た
と

こ
ろ
、「
三
十
三
観
音
応
現
身
像
」

で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
ま
し
た
。

　

調
査
結
果
を
受
け
、
如
法
寺
で

は
、
こ
の
応
現
身
像
を
よ
り
多
く

の
人
に
知
っ
て
も
ら
い
た
い
と
の

思
い
か
ら
、
町
重
要
文
化
財
へ
の

指
定
申
請
を
行
い
、
平
成
31
年
２

月
28
日
、
町
の
新
た
な
重
要
文
化

財
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。

　

如
法
寺
に
現
存
す
る
応
現
身
像

は
全
部
で
21
躯
で
、
残
り
の
12
躯

の
行
方
に
つ
い
て
は
記
録
が
な
い

た
め
、
詳
細
は
分
か
っ
て
い
ま
せ

ん
。
制
作
さ
れ
た
年
代
は
南
北
朝

時
代
末
か
ら
室
町
時
代
初
頭
と
考

え
ら
れ
ま
す
が
、
作
者
は
不
明
で

す
。県

内
で
２
例
目
の
発
見

　

三
十
三
観
音
応
現
身
像
は
全
国

的
に
見
て
も
非
常
に
珍
し
い
像
で

あ
り
、
県
内
で
は
会
津
美
里
町
の

法ほ
う
よ
う
じ

用
寺
に
次
い
で
２
例
目
の
発
見

と
な
り
ま
す
。
法
用
寺
の
応
現
身

像
は
技
法
や
作
風
が
異
な
る
た
め

別
の
仏
師
の
作
品
と
考
え
ら
れ

ま
す
が
、
制
作
年
は
明め
い
と
く徳

５
年

（
１
３
９
４
）
と
さ
れ
て
お
り
、

如
法
寺
の
も
の
と
近
い
こ
と
か

ら
、
こ
の
頃
、
会
津
地
方
で
は
観

音
菩
薩
へ
の
信
仰
が
高
ま
っ
て
い

た
こ
と
が
推
測
さ
れ
ま
す
。

〜
受
け

〜
受
け
継継
が
れ
る
地
域
の

が
れ
る
地
域
の
宝宝
〜〜    

新
た
な
町
指
定
重
要
文
化
財　

新
た
な
町
指
定
重
要
文
化
財　

  

如
法
寺
木
造
三
十
三
観
音
応
現
身
像

如
法
寺
木
造
三
十
三
観
音
応
現
身
像

聖
しょうかんのんぼさつざぞう

観音菩薩坐像（中央）と毘
びしゃもんてんぞう

沙門天像（左隣）・不
ふどうみょうおうぞう

動明王像（右隣）の両端に安置されているのが、如法寺木造三十三観音応現
身像。約６３０年前頃に制作されたと考えられ、現存するものは全国的にも珍しく、観音菩薩信仰を今に伝える貴重な仏像群。

特
集
特
集
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如法寺木造三十三観音応現身像

⑪
執し
ゅ
こ
ん
ご
う
し
ん

金
剛
身

⑩⑩
比比び
く
に
し
ん

び
く
に
し
ん

丘
尼
身

丘
尼
身

⑫
優う
ば
そ
く
し
ん

婆
塞
身

⑬
居こ
じ
じ
ょ
し
ん

士
女
身

⑭⑭
婆婆ば
ら
も
ん
じ
ょ
し
ん

ば
ら
も
ん
じ
ょ
し
ん

羅
門
女
身

羅
門
女
身

⑮
童ど
う
な
ん
し
ん

男
身

⑯
龍り
ゅ
う
し
ん身

⑰
夜や
し
ゃ
し
ん

叉
身

⑱⑱
乾乾け
ん
だ
つ
ば
し
ん

け
ん
だ
つ
ば
し
ん

闥
婆
身

闥
婆
身

⑲⑲
阿阿あ
し
ゅ
ら
し
ん

あ
し
ゅ
ら
し
ん

修
羅
身

修
羅
身

⑳⑳
迦迦か
る
ら
し
ん

か
る
ら
し
ん

楼
羅
身

楼
羅
身

㉑㉑
緊緊き
ん
な
ら
し
ん

き
ん
な
ら
し
ん

那
羅
身

那
羅
身

①①
仏仏ぶ

っ
し
ん

ぶ
っ
し
ん身身

②②
辟辟び

ゃ
く
し
ぶ
っ
し
ん

び
ゃ
く
し
ぶ
っ
し
ん

支
仏
身

支
仏
身

③③
梵梵ぼ

ん
の
う
し
ん

ぼ
ん
の
う
し
ん

王
身
王
身

④
大だ

い
じ
ざ
い
て
ん
し
ん

自
在
天
身

⑤⑤
天天て
ん
だ
い
し
ょ
う
ぐ
ん
し
ん

て
ん
だ
い
し
ょ
う
ぐ
ん
し
ん

大
将
軍
身

大
将
軍
身

⑥⑥
小小し
ょ
う
お
う
し
ん

し
ょ
う
お
う
し
ん

王
身
王
身

⑦⑦
居居こ
じ
し
ん

こ
じ
し
ん

士
身
士
身

⑧⑧
宰宰さ
い
か
ん
し
ん

さ
い
か
ん
し
ん

官
身
官
身

⑨⑨
婆婆ば
ら
も
ん
し
ん

ば
ら
も
ん
し
ん

羅
門
身

羅
門
身

員 数：21躯
種 別：西会津町指定重要文化財（彫刻）
所 有 者：金剛山如法寺
制作年代：南北朝時代末から室町時代初頭と考えられる
作 者：不明

町
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
観
音
応
現
身
像

町
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
観
音
応
現
身
像 

全全
2121
躯躯
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如
法
寺
の
観
音
応
現
身

像
の
構
造
に
つ
い
て

　

各
像
と
も
ほ
ぼ
同
じ
構
造
で
、

材
質
は
カ
ツ
ラ
材
、
像
の
大
部
分

を
１
本
の
木
か
ら
彫
り
出
す
一い
ち

木ぼ
く

造づ
く

り
で
作
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

像
の
高
さ
は
約
35
㌢
前
後
で
、

目
に
は
水
晶
で
で
き
た
玉
眼
が
は

め
込
ま
れ
て
い
ま
す
。
表
面
に
は

白
土
材
の
下
地
の
う
え
に
彩
色
が

施
さ
れ
て
お
り
、
表
面
の
彩
色
は

造
像
当
初
の
も
の
と
考
え
ら
れ
、

保
存
状
態
は
良
好
で
す
。

　

現
存
す
る
21
躯
の
像
は
技
法
や

造
形
が
ほ
ぼ
同
じ
た
め
、
す
べ
て

同
時
期
、
同
一
仏
師
に
よ
っ
て
作

ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

制
作
年
代
と
思
わ
れ
る

墨
書
き
が
見
つ
か
る

　

像
の
調
査
の
過
程
で
小

し
ょ
う
お
う
し
ん
ぞ
う

王
身
像

（
４
㌻
⑥
）
の
頭
部
内
か
ら
墨
で

書
か
れ
た
文
字
が
発
見
さ
れ
ま
し

た
。
湾
曲
し
荒
く
削
ら
れ
た
面
に

記
さ
れ
て
い
る
た
め
、
字
体
が
明

確
で
は
な
く
大
半
は
判
読
で
き

ま
せ
ん
で
し
た
が
、
そ
の
中
に

「
至し
と
く徳

元
年
」
と
考
え
ら
れ
る
文

字
が
確
認
で
き
ま
し
た
。

　

至
徳
元
年
に
像
が
制
作
さ
れ

た
か
ど
う
か
は
断
定
で
き
て
い

ま
せ
ん
が
、
至
徳
元
年
は
西
暦

１
３
８
４
年
で
あ
り
、
制
作
技
法

な
ど
か
ら
想
定
さ
れ
る
造
立
年
代

の
範
囲
内
に
入
る
こ
と
か
ら
、
至

徳
元
年
頃
に
こ
れ
ら
の
像
が
作
ら

れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
ま
す
。

　

応
現
身
像
が
町
の
重
要
文

化
財
に
指
定
さ
れ
、
う
れ
し

い
限
り
で
す
。
指
定
を
き
っ

か
け
に
、
よ
り
多
く
の
人
に

応
現
身
像
に
つ
い
て
知
っ
て

も
ら
い
た
い
で
す
。

　

こ
の
地
で
応
現
身
像
が
作

ら
れ
、
現
存
し
て
い
る
こ
と

は
、
観
音
様
へ
の
信
仰
の
厚

さ
の
表
れ
で
あ
る
と
思
い
ま

す
。
そ
う
し
た
像
が
如
法
寺

に
残
っ
て
い
る
こ
と
は
と
て

も
あ
り
が
た
い
で
す
。

　

町
民
の
皆
さ
ん
に
は
、
全

国
的
に
も
珍
し
く
貴
重
な
像

応現身像について多くの人に知ってもらいたい

特集  ～受け継がれる地域の宝～  新たな町指定重要文化財 如法寺木造三十三観音応現身像を紹介

IN
TERVIEW

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

鳥追観音如法寺   住職

三
みとめ

留  晃
こ う え

衛さん

が
西
会
津
町
で
作
ら
れ
、
現

在
ま
で
継
承
さ
れ
て
き
た
こ

と
を
誇
り
に
思
っ
て
も
ら
い

た
い
で
す
。

　

今
後
は
町
民
の
皆
さ
ん
に

応
現
身
像
を
間
近
で
見
て
も

ら
え
る
よ
う
な
拝
観
ツ
ア
ー

な
ど
の
企
画
を
考
え
て
い
ま

す
。
ま
た
、
像
の
よ
り
詳
細

な
調
査
や
各
像
の
修
復
も

行
っ
て
い
き
た
い
で
す
。

　

仏
像
を
貴
重
な
文
化
財
と

し
て
守
り
、
後
世
に
伝
え
て

い
く
こ
と
が
私
の
使
命
で
あ

る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

「
如
法
寺
木
造
三
十
三
観
音
応
現
身
像
」
が
町
の
重
要
文
化
財

に
指
定
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
の
思
い
を
伺
い
ま
し
た
。

 鳥追観音如法寺 
 西会津町野沢字如法寺乙 3533
 拝観時間：午前８時30分～午後４時
 ☎ 0241―45―2061

文
化
財
の
保
存
と
活
用

　

文
化
財
は
私
た
ち
の
地
域
の
長

い
歴
史
の
中
で
生
ま
れ
、
育
ま

れ
、
今
日
ま
で
守
り
伝
え
ら
れ
て

き
た
貴
重
な
財
産
で
す
。

　

文
化
財
は
、
国
で
は
文
化
財
保

護
法
、
地
方
自
治
体
に
お
い
て
は

文
化
財
保
護
条
例
な
ど
に
よ
り
保

護
さ
れ
て
お
り
、
国
や
地
方
自
治

体
・
所
有
者
・
住
民
が
一
体
と
な
っ

て
文
化
財
を
保
護
し
、
活
用
に
努

め
て
い
ま
す
。

　

町
教
育
委
員
会
で
も
町
文
化
財

保
護
条
例
に
基
づ
き
、
重
要
で
保

存
の
必
要
が
あ
る
も
の
を
町
重
要

文
化
財
と
し
て
指
定
し
、
そ
の
保

護
や
活
用
の
た
め
に
必
要
な
補
助

や
助
言
を
行
う
な
ど
、
文
化
財
の

保
護
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

町
重
要
文
化
財
指
定
の
流
れ

　

町
教
育
委
員
会
は
、
文
化
財
所

有
者
か
ら
町
重
要
文
化
財
へ
の
指

定
申
請
が
あ
っ
た
場
合
、
学
識
経

験
者
や
関
係
行
政
機
関
の
職
員
な

ど
で
構
成
さ
れ
る
町
文
化
財
保
護

審
議
会
に
意
見
を
求
め
ま
す
。
審

議
会
で
は
対
象
の
文
化
財
に
関
す

る
報
告
書
や
調
査
を
も
と
に
重
要

文
化
財
と
し
て
の
指
定
の
適
否
を

審
議
し
、
意
見
を
述
べ
ま
す
。
町

教
育
委
員
会
で
は
そ
の
意
見
を
受

け
、
指
定
の
決
定
を
行
い
ま
す
。

重
要
文
化
財
の
指
定
を
受
け
る
と

　

町
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
る

と
、
所
有
者
は
文
化
財
の
管
理
義

務
を
負
う
ほ
か
、
現
状
の
変
更
や

修
理
を
行
う
に
は
事
前
に
町
教
育

委
員
会
の
許
可
が
必
要
に
な
る
な

ど
の
規
制
を
受
け
ま
す
が
、
管
理

や
修
理
に
つ
い
て
、
場
合
に
よ
っ

て
は
一
定
の
財
政
的
な
補
助
を
町

か
ら
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
ほ

か
、
技
術
的
な
指
導
や
助
言
を
受

け
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
指
定
に
よ
り
、
町
内

外
に
広
く
情
報
が
発
信
さ
れ
、
文

化
財
を
よ
り
多
く
の
人
に
知
っ
て

も
ら
え
る
機
会
も
増
え
ま
す
。

重
要
文
化
財
の
指
定
状
況

　

現
在
、
町
に
は
国
指
定
の
重
要

文
化
財
が
３
件
、
県
指

定
の
重
要
文
化
財
が
11

件
、
町
指
定
の
重
要
文

化
財
が
今
回
指
定
さ
れ

た
応
現
身
像
を
含
め
38

件
あ
り
ま
す
。
こ
の
う

ち
、
国
指
定
の
重
要
文

化
財
は
、
室
町
期
に

建
立
さ
れ
た
お
堂
で

あ
る「
円え
ん

満ま
ん

寺じ

観か
ん

音の
ん

堂ど
う

」（
出
ヶ

原
地
区
）、
蒲
生
氏
郷
を
描
い
た

絵
画「
紙し

本ほ
ん

著
ち
ゃ
く
し
ょ
く色

蒲が
も
う生

氏う
じ
さ
と郷

像ぞ
う

」

（
西さ
い
こ
う
じ

光
寺
所
蔵
）、
そ
し
て
特
別
天

然
記
念
物
で
あ
る
ニ
ホ
ン
カ
モ
シ

カ
で
す
。

文
化
財
を
次
世
代
へ
引
き
継
ぐ

文
化
財
は
、
私
た
ち
の
地
域
の

歴
史
や
文
化
な
ど
を
正
し
く
理
解

す
る
う
え
で
欠
か
す
こ
と
の
で
き

な
い
も
の
で
あ
り
、
将
来
の
文
化

の
向
上
や
発
展
の
基
礎
と
な
る
も

の
で
す
。
町
で
は
こ
れ
か
ら
も
、

各
集
落
に
あ
る
さ
ま
ざ
ま
な
歴
史

文
化
遺
産
を
、
重
要
文
化
財
の
指

定
や
未
指
定
に
関
わ
ら
ず
、
長
い

間
守
ら
れ
て
き
た
地
域
の
宝
と
し

て
捉
え
、
適
切
に
保
存
し
、
次
世

代
へ
継
承
し
、
さ
ら
に
は
地
域
お

こ
し
や
観
光
な
ど
の
資
源
と
し
て

広
く
活
用
し
て
い
き
ま
す
。

⇒「
小
王
身
像
」
の
頭
部
内
か
ら

発
見
さ
れ
た
文
字
。
右
の
列
の
文

字
が「
至
徳
元
年
」
と
考
え
ら
れ

る
。
赤
外
線
写
真
で
撮
影
。

⇒
墨
で
書
か
れ
た
文
字
が
発
見
さ

れ
た「
小
王
身
像
」
の
頭
部
内
。

『
三
十
三
観
音
応
現
身
像
が
現
存
し
て
い
る
こ
と
は
、

『
三
十
三
観
音
応
現
身
像
が
現
存
し
て
い
る
こ
と
は
、

    

奇
跡
で
す

奇
跡
で
す 
―― 
』』   

如
法
寺

如
法
寺 

三
留
晃
衛

三
留
晃
衛 

住
職
住
職

写真中央の居士身 （４㌻⑦）の顔の一部と首には朱色の色彩が残る写真中央の居士身 （４㌻⑦）の顔の一部と首には朱色の色彩が残る


