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銅
造
毘び

し
ゃ
も
ん
て
ん
り
ゅ
う
ぞ
う

沙
門
天
立
像
（
仏
像
）が
昭

和
33
（
１
９
５
８
）年
、
県
指
定
有
形

文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
。

　

こ
の
像
の
背
面
に
記
さ
れ
て
い
る
文

（
銘
文
）に
よ
れ
ば
、
須す

ど
う
す
る
が
の
か
み
ゆ
き
し
げ

藤
駿
河
守
行
重

を
願が

ん
し
ゅ主

と
し
て
、
延
徳
３
（
１
４
９
１
）

年
に
、
大
江
貞
盛
ら
に
よ
っ
て
、
築
造

さ
れ
た
。

　

願
主
の
須
藤
駿
河
守
行
重
は
、
今
の

町
内
の
手
野
に
居
住
し
て
い
た
有
力
者

だ
っ
た
と
い
う
。

　

大
江
貞
盛
は
、
筑
前
芦
屋
（
現
芦
屋

町
）の
鋳い

も

じ

物
師
だ
っ
た
。
当
時
、
芦
屋

釜
（
茶
釜
）は
、
全
国
的
に
名
を
知
ら

れ
て
い
た
。

　

像
の
総
高
は
約
３
ｍ
で
、
邪じ

ゃ
き鬼
（
仏

教
の
外
敵
と
い
う
）の
上
に
立
っ
て
い

る
。
身
に
甲か

っ
ち
ゅ
う冑

を
ま
と
い
、
武
将
の
様

な
姿
で
、
顔
は
憤ふ

ん
ど怒

の
表
情
を
し
て
い

る
。
右
手
に
武
器
の
三
叉（
鉾ほ

こ

）を
持
ち
、

左
手
に
宝
塔
を
持
っ
て
い
る
。

　

本
来
の
仏
像
は
、
イ
ン
ド
で
の
釈し

ゃ
か迦

（
仏
教
の
開
祖
）の
姿
を
像
に
し
た
「
釈

迦
如
来
」像
だ
っ
た
ら
し
い
。

　

仏
教
が
広
ま
る
に
つ
れ
、
そ
れ
ま
で

信
仰
さ
れ
て
い
た
神
々
が
仏
教
に
取
り

込
ま
れ
て
い
っ
た
と
い
う
。

　

そ
れ
に
つ
れ
て
、
仏
像
の
種
類
が
増

え
、
現
在
で
は
、
大
き
く
は
「
如に

ょ
ら
い来
」

「
菩ぼ

薩さ
つ

」「
明み

ょ
う
お
う王

」「
天て

ん

」の
４
つ
に
分
け
ら

れ
て
い
る
。

　

そ
の
う
ち
の
「
天
」は
、
イ
ン
ド
で

神
と
さ
れ
て
い
た
も
の
が
仏
教
の
守
護

神
に
変
身
し
た
も
の
ら
し
く
、
仏
教

で
「
天
」と
言
え
ば
神
さ
ま
の
こ
と
で
、

四し
て
ん
の
う

天
王
や
帝た

い
し
ゃ
く
て
ん

釈
天
、
弁べ

ん
ざ
い
て
ん

財
天
、
吉き

っ
し
ょ
う
て
ん

祥
天

な
ど
が
仏
教
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
仏
像

に
な
っ
た
と
い
う
。

　

そ
の
１
つ
の
四
天
王
は
４
つ
の
仏

像
（
多た

も
ん
て
ん

門
天
や
増ぞ

う
ち
ょ
う
て
ん

長
天
、
持じ

こ
く
て
ん

国
天
、

広こ
う
も
く
て
ん

目
天
）に
分
か
れ
、
甲
冑
で
身
を
固

め
、
外
敵
か
ら
仏
教
を
守
る
た
め
に
、

東
西
南
北
の
方
位
を
守
る
役
を
す
る
と

い
う
。
こ
れ
ら
の
像
に
よ
る
守
り
方
が

３
通
り
あ
っ
て
、
多
門
天
だ
け
で
祀ま

つ

ら

れ
る
場
合
は
、「
毘
沙
門
天
」と
い
う
別

名
で
あ
る
。
高
倉
神
社
の
仏
像
が
そ
れ

で
あ
る
。

　

高
倉
神
社
に
仏
像
が
あ
っ
た
の
は
、

江
戸
期
ま
で
「
神
仏
混
合
」だ
っ
た
の

で
、
神
社
に
も
仏
像
が
祀
ら
れ
て
い
た

か
ら
で
あ
る
。

　

明
治
の
新
政
府
は
「
神
仏
分
離
」の

方
針
を
取
り
、
神
社
の
中
か
ら
、
仏
像

等
を
排
除
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

高
倉
神
社
で
も
そ
の
動
き
が
あ
っ

て
、
毘
沙
門
天
立
像
を
売
却
す
る
動
き

が
出
た
ら
し
い
。
手
野
や
高
倉
の
住
民

ら
の
反
対
で
、
売
却
を
免
れ
た
と
い
う
。

　

そ
れ
に
、
前
記
の
よ
う
に
願
主
が
手

野
だ
っ
た
の
で
、
手
野
が
引
き
取
る
話

も
あ
っ
た
が
、
実
現
し
な
か
っ
た
。

　

と
に
か
く
、
神
社
に
置
く
わ
け
に
は

い
か
な
か
っ
た
。

　

明
治
31
（
１
８
９
８
）年
に
刊
行
さ

れ
た
「
大
日
本
名

所
図
録
（
福
岡
県

之
部
）」の
中
で
、

高
倉
の
龍
昌
寺

の
境
内
に
毘
沙

門
天
立
像
の
様

子
が
描
か
れ
て

い
る
。
神
社
か

ら
そ
こ
ま
で
近

か
っ
た
の
で
、
一

時
期
移
動
さ
せ

た
よ
う
だ
。

　

そ
の
後
、
高
倉
神
社
に
戻
さ
れ
、
神

社
の
東
側
の
高
台
に
設
置
さ
れ
た
。

　

平
成
26
（
２
０
１
４
）年
の
台
風
の

影
響
で
、
像
の
頭
部
が
落
下
す
る
な
ど

し
た
の
で
修
理
さ
れ
た
。

　

現
在
は
社
務
所
の
そ
ば
に
覆ふ

く
や屋
を
建

て
、
そ
こ
に
設
置
さ
れ
て
い
る
。

　

高
倉
神
社
境
内
の
樟く

す

５
本
と
綾あ

や
す
ぎ杉
１

本
が
、県
の
天
然
記
念
物
に
指
定
さ
れ
た
。

　

樟
の
樹
齢
は
約
４00
年
と
推
定
さ
れ
て

い
る
。
昭
和
29
（
１
９
５
４
）年
に
指

定
さ
れ
た
。

　

綾
杉
の
樹
齢
は
700
年
以
上
だ
と
推
定

さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
２
度
の
火
災

に
遭
っ
た
そ
う
だ
が
、
生
き
続
け
て
い

る
。
昭
和
38
（
１
９
６
３
）年
に
指
定

さ
れ
た
。
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