
八
幡
神
社
神
像
類
調
査
』

（
鳥
取
県
米
子
市
東
八
幡
）

概
要

平
成
二
十
四
年
四
月



米子市・八幡神社神像群の鯛査・公開について

調査の経緯

4月15日（日）開催の八幡神社所蔵の神像群の氏子向け一般公開に先立って、神像

群の製作年代や文化財的価値を知っておきたいという依頼が､宮司内藤和比古氏から

関西大学文学部教授長谷洋一（はせよういち・専門日本彫刻史）にあり、平成24

年3月29日に現地調査をおこなった。

調査の概要

神像・仏像を含む24点の木彫資料（獅子狛犬を除く）の調査をおこなった結果、次

の事項が判明した。

（1）11点が11世紀から12世紀（平安時代中期～平安末期・鎌倉時代初剰

に製作された神像・仏像であること。

（2）平安時代の神像がまとまって確認されたことは、全国でもめずらしい事例と

いえる。

(3）片膝立ての女神（じょしん）像（①）は、広葉樹系（クスと思われる）の一

木造（いちぽくづくり）で造られ、片膝を立てる座り方や球状の面部や厚い着衣

の表現などから11世紀の作品とみられ、山陰地方（鳥取・島根）で最古級の作品

とみられる。（ただし今後、神像調査がすすめば訂正の可能性も）

(4）そのほかの女神像・男神（だんしん）像も12世紀（平安時代後期）の神像

の特徴（豊かな表情や奥行きが少なく肩幅が広い）をよく表しており、現状では

神像彫刻（の指定）がない鳥取県や米子市では貴重な作品群といえる。

（5）八幡神社周辺には白鳳時代から続く大寺院跡(大寺廃寺･坂中廃寺)があり、

次の平安時代の信仰のありかた（神仏習合：神官寺・鎮守）などを想定できるか

も知れない。
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髪
を
束
ね
て
結
い
上
げ
さ
ら
に
左
右
に
分
け
Ｆ
内
衣
二
が
い
と
う
衣
」

（
外
套
衣
（
が
い
と
う
え
）
）
、
領
巾
（
ひ
れ
）
を
着
し
右
膝
を
立
て
て
坐

す
女
神
像
で
あ
る
。
広
葉
樹
（
ク
ス
か
？
）
の
一
木
か
ら
彫
り
出
し
て
お

り
、
木
芯
を
像
内
部
中
央
に
こ
め
て
い
る
た
め
に
、
大
き
な
干
割
れ
が
走

る
。
髪
は
墨
、
衣
に
は
赤
（
ベ
ン
ガ
ラ
）
、
緑
青
の
彩
色
が
残
る
。

量
感
が
十
分
感
じ
ら
れ
る
造
形
で
、
袖
口
の
造
形
も
大
ぶ
り
で
あ
る
。

一
般
に
片
膝
を
立
て
る
坐
法
は
古
い
像
に
多
く
、
丸
い
豊
か
な
面
相
は
平

安
時
代
の
特
徴
を
よ
く
み
せ
て
い
る
。
同
じ
よ
う
に
片
膝
を
立
て
る
女
神

像
と
し
て
は
、
広
島
・
御
調
八
幡
宮
の
女
神
像
（
九
世
紀
。
重
要
文
化
財
）

や
奈
良
・
大
和
文
華
館
女
神
像
（
一
○
～
十
一
世
紀
・
重
要
美
術
品
）
が

あ
げ
ら
れ
る
。
本
像
は
、
体
の
各
部
分
の
分
節
が
明
瞭
で
は
な
く
、
大
和

文
華
館
像
と
比
べ
る
と
若
干
古
い
よ
う
に
思
え
る
が
、
立
て
た
右
膝
の
衣

文
を
刻
線
で
あ
ら
わ
す
な
ど
新
し
い
要
素
も
み
ら
れ
る
の
で
、
十
一
世
紀

の
制
作
と
考
え
ら
れ
る
が
、
も
う
少
し
古
く
さ
か
の
ぼ
る
可
能
性
も
あ

る
。
鳥
取
県
下
の
神
像
は
あ
ま
り
知
ら
れ
な
い
が
、
県
下
最
古
級
の
神
像

と
し
て
位
置
す
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
．

１
女
神
坐
像
一
躯

像
高
五
二
・
二
セ
ン
チ
平
安
時
代
（
十
一
世
紀
）

－1－
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Ⅲ
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一

ほ
ど
よ
い
肉
付
け
零
さ
ら
に
二
等
辺
三
角
形
に
収
ま
る
よ
う
な
整
っ
た
プ

ロ
ポ
ー
シ
ョ
ン
を
示
す
造
形
は
、
平
安
時
代
後
期
の
神
像
の
典
型
作
品
と

も
い
え
、
制
作
時
期
も
十
二
世
紀
後
半
頃
と
み
ら
れ
る
。
閥
手
先
は
失
わ

れ
て
い
る
が
、
左
手
に
は
持
物
（
団
扇
）
を
持
っ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。

膝
前
に
一
部
、
虫
食
い
な
ど
認
め
ら
れ
る
が
全
体
に
保
存
状
態
も
良
好
で

あ
る
。知

る
限
り
で
は
、
県
下
の
神
像
と
し
て
三
儲
寺
宝
物
館
女
神
像
（
鎌
倉

時
代
。
三
朝
町
指
定
文
化
財
）
が
あ
げ
ら
れ
る
が
、
本
像
そ
れ
よ
り
も
古

く
、
先
の
女
神
像
と
共
に
県
の
神
像
を
代
表
す
る
作
品
と
い
え
る
。

髪
を
束
ね
て
結
い
上
げ
さ
ら
に
左
右
に
分
け
内
衣
を
右
椛
（
う
じ

ん
・
最
初
に
右
か
ら
着
用
す
る
）
に
善
し
、
そ
の
上
か
ら
「
が
い
と
う
衣
」

（
外
套
衣
（
が
い
と
う
え
）
）
を
着
す
。
首
元
の
Ｕ
字
は
そ
の
襟
に
あ
た

る
。
襟
元
に
は
墨
線
で
模
橡
を
描
く
ほ
か
、
右
腹
前
に
は
花
文
、
右
手
首

に
は
フ
リ
ル
状
の
装
飾
を
描
く
。
木
芯
を
像
内
部
中
央
に
こ
め
た
一
木
か

ら
像
す
べ
て
を
彫
り
出
し
て
い
る
。

２
女
神
坐
像
一
躯

像
高
三
三
・
二
セ
ン
チ
平
安
時
代
（
十
二
世
紀
）

ふ
く
よ
か
な
丸
い
面
相
に
や
さ
し
い
表
情
を
み
せ
、
な
で
肩
の
体
躯
に
２－
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髪
を
剃
っ
た
円
頂
で
、
内
衣
・
外
衣
を
着
け
、
両
手
は
胸
前
で
撲
手
（
き

ょ
う
し
ゅ
）
す
る
僧
形
神
像
で
あ
る
。
外
衣
の
表
面
に
は
、
衣
文
や
袖
の

重
な
り
を
墨
線
で
描
い
て
い
る
。
地
蔵
で
は
な
い
た
め
に
耳
た
ぶ
に
は
穴

が
開
い
て
い
な
い
。
一
木
造
の
像
で
、
木
芯
は
背
面
中
央
を
わ
ず
か
に
外

し
て
い
る
。
背
面
に
は
袈
裟
を
着
け
た
よ
う
な
刻
綴
が
刻
ま
れ
て
い
る
。

丸
い
面
相
に
見
ら
れ
る
表
情
は
若
々
し
く
、
な
で
肩
の
体
躯
、
わ
ず
か

に
両
肘
が
張
り
出
す
造
形
は
あ
く
ま
で
ほ
ど
よ
い
肉
付
け
を
も
つ
も
の

で
、
墨
線
で
描
か
れ
る
衣
文
と
も
ど
も
、
先
の
女
神
像
（
像
高
三
三
・
二

セ
ン
チ
）
と
同
じ
十
二
世
紀
後
半
頃
に
、
同
じ
作
者
に
よ
っ
て
制
作
さ
れ

た
と
み
て
よ
い
。

僧
形
神
像
は
、
専
ら
若
宮
あ
る
い
は
僧
形
八
幡
神
像
と
み
な
さ
れ
る
こ

と
が
多
い
。
本
神
社
と
深
い
か
か
わ
り
を
も
つ
神
像
と
い
え
、
ま
た
女
神

像
と
セ
ッ
ト
で
制
作
さ
れ
た
こ
と
が
明
確
に
わ
か
る
貴
重
な
作
品
で
あ

３
僧
形
神
坐
像
一
躯

像
高
三
四
。
八
セ
ン
チ
平
安
時
代
（
十
二
世
紀
）

る
。

－3－
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髪
を
束
ね
て
頭
扇
一
締
琴
結
昨
言
上
げ
、
さ
ら
一
に
正
面
中
二
失
か
ら
左

右
に
髪
を
ふ
り
分
け
て
肩
に
垂
ら
す
女
神
像
で
あ
る
。
内
衣
。

外
衣
を
着
し
、
両
手
は
胸
前
で
撰
手
（
き
ょ
う
し
ゅ
）
す
る
。

膝
下
の
部
分
は
朽
損
し
て
い
る
が
、
僧
形
神
像
と
同
じ
よ
う
に

ゆ
る
や
か
な
膨
ら
み
を
も
つ
造
形
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
髪

を
墨
彩
と
し
、
換
手
し
た
袖
口
に
は
墨
に
よ
る
衣
文
が
描
か
れ

て
い
る
。
ま
た
左
肘
の
袖
口
に
は
フ
リ
ル
状
の
装
飾
を
描
い
て

い
る
。
木
芯
を
左
斜
め
前
に
は
ず
し
た
一
木
か
ら
す
べ
て
を
彫

り
出
し
内
割
り
は
施
さ
な
い
。

丸
い
面
相
や
襟
元
の
造
形
や
墨
描
き
な
ど
は
先
の
僧
形
神
像

と
共
通
し
て
お
り
、
本
像
も
十
二
世
紀
後
半
頃
に
制
作
さ
れ
た

と
み
ら
れ
る
。
わ
ず
か
に
首
を
か
し
げ
る
ポ
ー
ズ
は
そ
の
表
情

と
あ
い
ま
っ
て
、
魅
力
的
で
も
あ
る
。
先
の
女
神
像
と
は
頬
に

か
か
る
髪
の
表
現
や
肩
幅
の
あ
る
体
躯
な
ど
異
な
る
も
の
の
、

僧
形
神
像
と
共
通
す
る
部
分
が
多
く
、
女
神
像
と
は
表
さ
れ
た

神
名
が
異
な
る
こ
と
に
拠
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
た
い
。

４
女
神
坐
像
一
躯

像
高
三
○
・
三
セ
ン
チ
平
安
時
代
（
十
二
世
紀
）

－4－



巾
子
冠
（
こ
じ
か
ん
）
を
か
ぶ
り
抱
（
ほ
う
）
を
着
し
て
坐
す
男
神

像
で
あ
る
。
両
手
は
胸
前
で
撰
手
（
き
ょ
う
し
ゅ
）
し
て
筋
を
と
る
。
撰

手
し
た
手
の
下
に
は
平
緒
の
垂
れ
を
表
す
。
奥
行
き
の
あ
る
面
部
に
小
さ

く
目
鼻
立
ち
を
あ
ら
わ
し
な
が
ら
目
尻
を
吊
り
上
げ
、
口
を
か
た
く
結
ん

で
厳
し
い
表
情
を
み
せ
る
像
で
あ
る
。

坊
を
含
ん
で
一
木
造
で
内
割
り
は
な
い
。
像
底
に
は
小
さ
な
方
形
の
割

り
が
認
め
ら
れ
る
。

二
等
辺
三
角
形
に
像
全
体
を
ま
と
め
た
造
形
で
、
彫
り
は
総
じ
て
浅
く

刻
ま
れ
、
先
の
神
像
群
と
は
趣
の
異
な
る
造
形
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
な

で
肩
の
体
躯
や
両
膝
の
丸
み
を
帯
び
た
造
形
は
共
通
し
て
お
り
、
制
作
時

期
は
同
じ
平
安
時
代
後
期
と
み
ら
れ
る
。

一
部
に
虫
損
も
あ
る
が
保
存
状
態
も
お
お
む
ね
良
好
で
、
男
神
像
に
ふ

さ
わ
し
い
威
厳
の
あ
る
姿
で
あ
る
。

５
男
神
坐
像
一
躯

像
高
二
九
・
○
セ
ン
チ
平
安
時
代
（
十
二
世
紀
）

－5－



筋
を
含
ん
で
一
木
造
で
作
ら
れ
内
割
り
は
施
さ
な
い
画
木
芯
は
左
斜
め

後
方
に
外
し
て
い
る
。

肩
幅
が
広
く
奥
行
き
の
浅
い
体
躯
は
僧
形
神
像
と
同
じ
で
あ
る
が
、
木

像
は
膝
が
左
右
に
張
り
出
し
て
お
り
（
左
側
は
朽
損
）
、
丸
み
を
も
ち
な

が
ら
ブ
ロ
ッ
ク
を
穂
み
上
げ
た
よ
う
な
造
形
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
制

作
時
期
は
先
の
作
品
に
比
べ
て
や
や
遅
い
頃
と
み
ら
れ
、
鎌
倉
時
代
に
入

る
か
も
し
れ
な
い
。

巾
子
冠
（
こ
じ
か
ん
）
を
か
ぶ
り
言
、
抱
（
ほ
う
）
を
着
し
て
鋳
を
と
る

男
神
像
で
あ
る
。
両
手
は
胸
前
で
撰
手
（
き
ょ
う
し
ゅ
）
す
る
。
務
は
撰

手
し
た
手
か
ら
彫
り
出
す
。
巾
子
冠
を
墨
塗
り
に
す
る
ほ
か
、
面
部
を
白

塗
り
と
し
顎
下
や
頬
下
に
髭
を
墨
で
描
く
。
や
や
面
長
の
面
相
に
眉
や
険

の
線
を
明
確
に
彫
り
出
し
て
意
思
の
あ
る
表
情
を
み
せ
る
。
首
元
に
詰
襟

の
よ
う
に
み
え
、
着
用
し
て
い
る
抱
が
縫
賊
砲
（
ほ
う
て
き
の
ほ
う
）
で

あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

６
男
神
坐
像

筋
を
含
ん
で
一

一
躯

像
高
二
七
・
七
セ
ン
チ
平
安
時
代
（
十
二
世
紀
）

－6－
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両
手
一
両
足
先
を
一
失
三
皇
）
い
る
が
不
動
明
王
像
で
あ
る
』
条
吊
（
じ

よ
う
は
く
）
を
斜
め
に
懸
け
、
裳
を
着
し
て
い
る
。
頭
。
体
と
も
一
木
で

制
作
さ
れ
背
面
か
ら
内
剥
り
（
う
ち
ぐ
り
）
を
施
し
て
い
る
。
深
い
割
り

な
が
ら
用
材
に
は
厚
み
が
あ
り
、
平
安
時
代
後
期
以
降
に
み
ら
れ
る
薄
い

材
幅
の
像
よ
り
も
古
操
が
感
じ
ら
れ
る
。
裳
の
折
り
返
し
や
衣
文
は
大
ぶ

り
な
が
ら
も
浅
く
あ
ら
わ
さ
れ
、
条
吊
は
刻
線
で
あ
ら
わ
す
な
ど
、
平
安

時
代
に
あ
っ
て
も
新
・
旧
両
方
の
要
素
が
混
在
し
て
い
る
。

頭
部
は
耳
の
後
ろ
か
ら
喉
元
に
か
け
て
別
の
材
で
作
ら
れ
て
お
り
、
現

在
は
小
さ
い
穴
に
ほ
ぞ
を
差
し
込
ん
で
接
合
し
て
い
る
。
頭
部
前
面
材
は

後
頭
部
材
（
体
躯
に
つ
な
が
る
）
と
別
材
で
あ
り
、
接
合
面
は
平
滑
で
あ

る
。
い
つ
、
ど
の
よ
う
な
事
情
で
頭
部
を
前
後
材
に
し
た
の
か
、
不
明
で

あ
る
。不

動
明
王
像
の
伝
来
は
不
明
だ
が
、
不
動
明
王
像
は
利
剣
を
持
つ
た
め

に
全
国
各
地
の
神
社
で
も
認
ら
れ
て
い
る
。
当
地
で
の
神
仏
習
合
の
あ
り

さ
ま
を
よ
く
伝
え
る
作
品
と
い
え
よ
う
。

７
不
動
明
王
立
像
一
躯

像
高
三
七
。
二
セ
ン
チ
平
安
時
代
（
十
二
世
紀
）

－7－
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髪
を
左
右
に
振
り
分
け
、
正
面
を
向
い
て
正
座
す
る
女
神
像
で
あ
る
。

口
を
か
た
く
結
び
、
両
手
は
膝
前
に
揃
え
て
置
く
。
髪
の
み
を
墨
塗
り
と

し
、
ほ
か
は
素
地
の
ま
ま
で
あ
る
。

神
像
本
体
と
台
座
は
一
本
の
木
か
ら
彫
り
出
す
。
素
朴
な
造
形
だ
が
、

目
鼻
立
ち
も
は
っ
き
り
と
し
て
お
り
、
頭
部
の
曲
げ
や
目
鼻
立
ち
の
表

現
、
体
各
部
の
分
節
や
台
座
な
ど
が
明
瞭
に
わ
か
り
、
破
た
ん
の
な
い
造

形
と
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
作
者
は
彫
刻
刀
の
扱
い
や
造
像

に
慣
れ
た
者
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
鳥
取
県
下
で
は
、
木
喰
明
満
の
作
品

が
知
ら
れ
る
が
、
こ
の
像
の
台
座
正
砺
も
六
角
形
状
に
面
取
り
し
、
そ
こ

に
像
を
彫
り
あ
ら
わ
す
な
ど
、
木
喰
の
作
品
を
さ
ら
に
単
純
化
し
た
よ
う

な
表
現
が
認
め
ら
れ
る
。
幕
末
・
明
治
初
期
ご
ろ
の
作
品
と
み
ら
れ
、
職

業
仏
師
以
外
の
作
品
と
し
て
も
上
質
で
興
味
深
い
。
な
お
、
背
面
に
『
い

ろ
は
に
ほ
：
。
」
の
墨
書
銘
が
確
認
で
き
る
が
、
神
像
と
の
関
係
は
わ

か
ら
な
い
。 ８

女
神
像
一
躯

像
高
三
四
・
八
セ
ン
チ
江
戸
ｊ
明
治
時
代
二
九
世
紀
）

－8－



一
』

一
口

】
望

守
’
▲
三

、

ノ
■
■
■
■
■
Ｌ
Ｐ
■
■
ユ
旧
■
■
■
旧
旧
■
一
■
■
■
■
■
■
■
■
■
叩
■
■
■
■
回
■
■
旧
■
■
■
咽
旧
一

Ｎ
旧
■
■

△
民
蝿
凸
■
二
画
串
二
写
４
ｈ
ｈ
‐
ご
皿
寺
一
口

ノ
函

"
れ
な
い
《
』
単
純
、
省
略
化
さ
れ
た
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
古
く
に
は

神
像
等
を
裸
形
で
表
し
、
そ
こ
に
実
際
の
衣
服
を
着
せ
る
事
例
が
あ
る

（
京
都
。
東
寺
鎮
守
八
幡
宮
伝
武
内
宿
禰
像
や
贋
隆
寺
上
宮
王
院
聖
徳

太
子
像
な
ど
）
。
と
も
に
小
像
な
が
ら
素
地
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
こ
う

し
た
流
れ
を
受
け
た
作
品
、
あ
る
い
は
人
形
（
ひ
と
が
た
）
と
し
て
制
作

さ
れ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
な
く
は
な
い
。
幕
末
。
明
治
初
期
ご
ろ
の
造

像
傾
向
を
知
る
上
で
も
興
味
深
い
作
品
群
で
あ
る
。

烏
帽
子
を
か
ぶ
っ
て
正
面
を
向
く
男
神
像
で
あ
る
。
口
を
か
た
く
結

び
、
両
手
は
胸
前
に
揃
え
て
掌
を
内
に
向
け
る
。
一
本
の
木
か
ら
彫
り
出

し
た
素
朴
な
造
形
で
、
先
の
女
神
像
と
対
に
な
る
男
神
像
で
あ
る
。

長
い
体
躯
か
ら
立
像
と
み
ら
れ
る
。
正
面
下
部
に
は
四
角
い
彫
り
が
な
さ

れ
て
お
り
、
こ
れ
は
沓
あ
る
い
は
足
先
を
表
し
た
も
の
で
あ
る
。
。

９
男
神
立
像
一
躯

像
高
五
四
・
六
セ
ン
チ
江
戸
～
明
治
時
代
（
一
九
世
紀
）

て
お
り
、
こ
れ
は
沓
あ
る
い
は
足
先
を
表
し
た
も
の
で
あ
る
。
。

女
神
像
に
も
共
通
し
て
い
る
が
、
男
神
像
に
は
着
衣
の
表
現
が
認
め
ら

～9－



『
１
噸
ｉ
ｊ
１
ｙ
’
１
１
１
‐
１
１
，
１
１
１
‐
１
１
ｉ
１
・
；
’
，
’
，
１
１
‐
’
，
１
割
ｉ
‐
’
１
１
‐
‐
ｌ
川
‐
‐
‐
‐
‐
１
１
’
１
１
‐
１
‐
’
１
１
‐
‐

損
傷
著
し
く
木
の
塊
の
よ
う
に
も
み
え
る
が
、
よ
く
み
る
と
頭
部
、
襟

元
、
肩
の
ラ
イ
ン
が
う
か
が
え
る
。
襟
元
の
形
は
、
仏
像
に
は
み
ら
れ
ず
、

神
像
と
わ
か
る
。
な
で
肩
の
表
現
か
ら
平
安
時
代
後
期
ま
で
さ
か
の
ぼ
る

作
品
と
思
わ
れ
る
。

両
腕
を
胸
前
に
合
わ
せ
て
撰
手
す
る
よ
う
な
形
を
し
て
お
り
、
神
像
と

わ
か
る
。
損
傷
が
著
し
い
が
丸
い
頭
部
や
な
で
肩
の
造
形
か
ら
、
お
そ
ら

く
平
安
時
代
後
期
の
製
作
と
み
ら
れ
る
。

ｕ
神
像
残
片

10

神
像
残
片

一
躯

像
高
二
○
・
○
セ
ン
チ
時
代
不
詳

一
躯

像
高
一
九
。
三
セ
ン
チ
時
代
不
詳
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古一

轡･恥
bF

ｰ

髪
を
左
右
に
振
り
分
け
、
腰
を
曲
げ
て
や
や
前
傾
姿
勢
を
と
る
立
像
で

あ
る
。
摩
耗
の
た
め
表
情
や
細
か
な
姿
勢
な
ど
は
わ
か
ら
な
い
が
、
神
像

に
付
属
す
る
童
子
像
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
小
さ
い
像
で
あ
る
た
め

台
座
の
一
部
を
含
め
て
ひ
と
つ
の
木
か
ら
彫
り
だ
し
て
い
る
。
神
像
関
係

の
彫
刻
と
す
れ
ば
、
平
安
時
代
後
期
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
か
も
し
れ
な

頭
に
肉
轡
（
に
っ
け
い
。
頭
の
上
に
あ
る
お
わ
ん
状
の
知
恵
の
こ
ぶ
）

が
あ
り
、
螺
髪
を
刻
む
こ
と
か
ら
如
来
像
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
両
手

の
先
は
失
わ
れ
て
お
り
像
名
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
卵
形
の
大
き
な
頭
部

に
肩
幅
の
あ
る
体
躯
、
衣
は
両
肩
を
被
い
ゆ
っ
た
り
と
着
し
て
い
る
。
結

踊
朕
坐
（
け
っ
か
ふ
ざ
）
す
る
が
、
両
足
裏
を
表
し
て
い
る
。
頭
部
は
鉢

部
と
は
別
材
製
で
、
首
元
に
差
し
込
ん
で
い
る
。

い
◎ 狸

童
子
形
立
像

腿
如
来
坐
像

一
躯

像
高
二
四
・
八
セ
ン
チ
時
代
不
詳

一
躯

像
高
一
八
。
○
セ
ン
チ
時
代
不
詳
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■－ー

F可

2J
口』

Ｆ
摩

『
７
０
１
８
１
咽
Ⅱ
Ｊ
０
１
ｄ
Ｉ
ｊ

非
常
に
細
長
い
像
で
あ
る
逗
台
座
の
一
部
を
含
め
て
ひ
と
つ
の
木
か
ら

彫
り
だ
し
て
い
る
。
両
腕
を
失
う
が
、
頭
の
頂
が
と
ん
が
っ
て
お
り
、
菩

薩
像
と
み
ら
れ
る
。
摩
損
が
著
し
い
が
、
わ
ず
か
に
み
え
る
衣
文
（
え
も

ん
。
衣
の
敏
）
の
彫
り
込
み
は
非
常
に
浅
く
、
平
安
時
代
後
期
の
製
作
と

み
ら
れ
る
。

頭
に
肉
筈
（
に
つ
け
１
．
頭
の
上
に
あ
る
お
わ
ん
状
の
知
恵
の
こ
ぶ
）

が
あ
る
こ
と
か
ら
如
来
像
と
わ
か
る
が
、
両
手
先
を
失
っ
て
い
る
た
め
、

像
名
は
不
明
で
あ
る
。
衣
。
裳
（
ス
カ
ー
ト
）
を
着
す
。
胸
や
腹
に
適
度

な
ふ
く
ら
み
を
み
せ
、
摩
損
や
破
損
が
目
立
つ
も
の
の
端
正
な
プ
ロ
ポ
ー

シ
ョ
ン
を
み
せ
る
。
体
の
奥
行
き
は
浅
く
、
腹
あ
た
り
の
断
面
は
紡
錘
形

を
示
し
て
お
り
、
平
安
時
代
後
期
、
十
二
世
紀
こ
ろ
の
製
作
と
み
ら
れ
る
。

賂
観
音
菩
蔭
立
像
一
躯

高
さ
五
九
・
六
セ
ン
チ
平
安
時
代

膳
如
来
立
像

一
躯

高
さ
五
六
・
八
セ
ン
チ
平
安
時
代

－12－



一

階 一一一一 ‐竺一

甲
青
に
身
を
か
た
め
、
腰
を
ひ
ね
っ
て
や
や
左
上
を
見
上
げ
る
姿
の
天

部
像
で
あ
る
。
頭
の
先
か
ら
台
座
ま
で
を
ひ
と
つ
の
木
か
ら
彫
り
だ
し
て

内
割
り
は
施
さ
れ
て
い
な
い
。
胸
や
腰
の
張
り
、
ウ
ェ
ス
ト
を
絞
っ
た
造

形
が
よ
く
み
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

胸
か
ら
腹
に
か
け
て
条
鳥
（
じ
よ
う
は
く
。
胸
前
に
斜
め
に
か
か
る
タ

ス
キ
状
の
衣
）
が
み
ら
れ
、
ま
た
腰
中
央
下
に
は
裳
の
折
り
返
し
が
確
認

で
き
る
こ
と
か
ら
菩
薩
像
と
み
ら
れ
る
。
わ
ず
か
に
膝
を
曲
げ
る
。
頭
の

頂
が
と
ん
が
っ
て
お
り
、
化
仏
を
差
し
込
む
穴
が
み
え
な
い
こ
と
か
ら
聖

観
音
像
と
思
わ
れ
る
。
一
木
造
で
内
翻
り
は
施
さ
れ
て
い
な
い
。
細
い
上

半
身
と
張
り
の
あ
る
腹
や
腰
の
表
現
か
ら
平
安
時
代
後
期
の
製
作
と
み

ら
れ
る
。

mⅣ
菩
薩
立
像

天
部
立
像

一
躯

像
高
三
八
・
四
セ
ン
チ
平
安
時
代

一
躯

高
さ
三
三
・
二
セ
ン
チ
平
安
時
代

-13-



母．
凸

垣守

r

卓

●

●

虫
く
い
が
著
し
い
が
、
頭
部
、
胴
体
、
足
の
付
け
根
が
確
認
で
き
る
。

ひ
と
つ
の
木
か
ら
彫
り
だ
さ
れ
、
内
甥
り
（
う
ち
ぐ
り
。
内
部
を
く
り
ぬ

く
）
は
施
さ
れ
て
い
な
い
。
胸
周
辺
に
は
衣
文
（
え
も
ん
・
衣
の
数
）
が

確
認
で
き
る
。
製
作
時
期
は
不
詳
だ
が
、
体
の
奥
行
き
は
深
く
、
平
安
時

代
後
期
に
さ
か
の
ぼ
る
か
も
し
れ
な
い
。

摩
損
著
し
い
が
、
衣
を
着
け
た
立
像
で
あ
る
。
台
座
を
含
め
ひ
と
つ
の

木
か
ら
彫
り
だ
さ
れ
て
い
る
。
形
か
ら
み
て
地
蔵
菩
薩
像
か
も
知
れ
な

ず
、
千
体
仏
の
可
能
性
も
あ
る
。
。

肥
破
損
仏
像

岨
如
来
立
像

一
躯

高
さ
三
八
・
二
セ
ン
チ
時
期
不
詳

一
躯

高
さ
一
七
・
○
セ
ン
チ
時
期
不
詳

－14－



１

４
２
’
皇
”
・
毎
Ｆ
健
一
唖
産
畔
．
〃
Ｌ
ザ
，
凸
顔
佃
酔
ｑ
毎
Ｆ
、
ｐ
Ｉ
。
●
咽
。
￥
０
句

麹
４
重
唖

衣
。
裳
（
ス
カ
ー
ト
）
を
着
す
像
で
あ
る
。
両
腕
は
肘
を
ま
げ
て
立
つ
。

両
手
先
が
失
わ
れ
、
頭
部
も
摩
損
し
て
い
る
た
め
、
像
名
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
地
歳
菩
薩
像
か
も
し
れ
な
い
。
ひ
と
つ
の
木
か

ら
彫
り
出
し
て
い
る
。

衣
。
裳
（
ス
カ
ー
ト
）
を
着
す
像
で
、
頭
は
髪
を
剃
り
落
と
し
、
両
肘

を
曲
げ
て
前
に
突
き
出
す
。
左
手
に
は
宝
珠
、
右
手
は
錫
杖
（
し
ゃ
く
じ

よ
う
・
杖
）
を
持
っ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
簡
素
な
彫
り
口
か
ら
み

て
千
体
仏
の
ひ
と
つ
か
も
し
れ
な
い
。

瓢
如
来
立
像

20

地
蕨
菩
薩
立
像

一
躯

像
高
一
九
・
五
セ
ン
チ
時
期
不
詳

一
躯

像
高
二
○
・
六
セ
ン
チ
時
期
不
詳
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一

声

鼠
”＃

｡』

側
送
咽
が
‐
曲
Ｐ
．
］
４
．
‐

曲
マ
９
画
映
ｌ
Ｄ
Ｌ
Ｆ

ゞ
ｍ
Ｆ

Ｊ
．
“
■
幸
Ｉ
ｊ
ｐ

Ｉ
油
■
罰
離
玲
遵
。
＆

ー一

』サル
,‘畷

適量↑

一
つ
の
材
木
か
ら
頭
部
・
胴
部
。
台
座
と
刻
む
。
ブ
ロ
ッ
ク
を
積
み
重

ね
た
よ
う
な
造
形
で
あ
る
。
仏
像
あ
る
い
は
神
像
と
思
わ
れ
る
が
、
細
部

が
ま
っ
た
く
不
明
で
あ
り
、
像
名
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

十
六
セ
ン
チ
ほ
ど
の
立
像
。
摩
損
が
著
し
く
、
像
名
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
像
本
体
・
台
座
を
同
じ
木
か
ら
彫
り
出
す
。

羽
木
彫
残
片

蛇
木
彫
片

一
個

高
さ
一
九
・
八
セ
ン
チ
時
期
不
詳

一
個

高
さ
一
六
・
五
セ
ン
チ
時
期
不
詳

－16－



】

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

八幡神社神像類一覧

名剰

女神坐像(片膝立て

女神坐侭

僧形八幡神坐像

女神坐侭

男神坐侭

男神坐偽

不動明王立像

女神閏

男神立偶

神像残月

神像残月

童子形立傷

如来坐曽

如来立個

観音菩薩立像

天部立側

菩薩立個

破損仏側

如来立偵

地〕 :菩薩立像

如来立衡

木彫％

木彫残月

獅子狛メ

像高

52.2

33.2

34.8

30.3

29.C

27.7

37.2

34.8

54.6

19.3

20.C

24.8

18.C

56.8

総高

59.6

肥.4

33.2

38.2

17.C

20.6

19.5

19.2

16.5

髪際高

42.4

26.8

25.5

22.8

19.6

34.2

31．2

48.3

15.6

52.0

像高

53.8

頂一顎

17.8

13.6

10.8

11.6

(巾子冠･顎）

10.5

(巾子冠･顎）

11.8

8.7

8.7

15.8

7.2

11.3

髪瞭一剛 面輔

8.0 8.2

6.8 7.2

7.6

5.9 6.2

3.8 4.8

4.4 4.8

5.0

7.2

4.2

6.8 5.2

耳張

13.8

11.0

9.4

8.2
■

6.0

6.0

6.2

8.4

8.9

4.2

6.8

面奥

13.2

10.2

10.7

8.9

5.6

6.2

6.7

9.0

8.7

5.2

8.0

胸厚

11.4

9.（

8.（

8.（

肘張

17.7

5.6

7.8

腹厚

14.4

10.2

12.6

10.4

★6.2

7.2

9.2

7.2

10.4

膝調

33.8

23.7

19.4

14.（

15.8

13.6

坐壌

20.7

16°C

12.6

8.（

9.（

裳裾幅

18．8

10.6

裳裾幅

10．0

制作時期

平安時‘X(～11世紀）

平安時‘や(12世紀）

平安時代(12世紀）

平安時代(12世紀）

平安時代(12世紀）

平安時代(12世紀）

平安時代(12世紀）

江戸～明治(19世紀）

江戸～明治(19世紀）

時期不詳

時期不詳

時期不詳

時期不詳

平安時代

平安時代

平安時代

平安時代

時期不詳

時期不詳

時期不詳

時期不詳

時期不詳

時期不詳

室町～安土桃山

(単位:cm)
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