
山形県指定有形文化財

富山馬頭観音堂保存修理工事着手へ

　
町
内
新
田
の
東
善
院
が
別
当
を

務
め
る
「
富
山
馬
頭
観
音
」
は
、

最
上
三
十
三
観
音
三
十
一
番
札
所

と
し
て
知
ら
れ
て
お
り
、
縁
起
に

よ
れ
ば
貞
観
５
年
（
８
６
３
年
）

に
慈
覚
大
師
が
来
訪
し
た
際
、
名

馬
の
産
地
と
し
て
馬
頭
観
音
を
安

置
し
た
こ
と
に
よ
り
開
か
れ
た
と

伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
馬
の
守
護

仏
と
し
て
地
域
内
外
の
一
般
の

人
々
に
広
く
信
仰
さ
れ
た
他
、
新

庄
藩
戸
沢
氏
に
と
っ
て
は
「
武
運

長
久
、
御
馬
繁
昌
」
の
祈
願
所
に

も
な
っ
て
い
ま
し
た
。

　
現
在
の
観
音
堂
は
寛
政
９
年
（
１

７
９
７
年
）
に
建
替
え
ら
れ
た
も

の
で
、
向
拝
の
柱
に
は
象
、
獅
子
、

鳳
凰
の
３
種
の
木
鼻
が
取
り
付
け

ら
れ
て
お
り
、
中
で
も
鳳
凰
の
木

鼻
は
県
内
で
は
６
か
所
、
全
国
で

も
20
か
所
程
度
で
し
か
確
認
さ
れ

て
い
な
い
貴
重
な
も
の
に
な
り
ま

す
。

富
山
馬
頭
観
音
と
県
指
定

建
物
全
体
に
歪
み
や
損
傷

を
確
認
。
工
事
着
手
へ

　
山
形
県
の
有
形
文
化
財
に
指
定

さ
れ
た
後
、
県
教
育
委
員
会
を
中

心
と
し
て
実
施
さ
れ
た
専
門
家
に

よ
る
建
物
現
状
調
査
に
よ
り
、
観

音
堂
の
西
側
基
礎
が
約
12
㎝
沈
下

し
て
い
る
状
況
が
確
認
さ
れ
ま
し

た
。
さ
ら
に
こ
れ
を
起
因
と
し
て

建
物
全
体
に
大
き
な
歪
み
が
発
生

し
て
お
り
、
各
部
に
お
い
て
も
根

太
の
腐
朽
や
柱
の
傾
斜
、
虫
害
や

部
材
欠
損
等
の
様
々
な
状
況
が
確

認
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
再
建
か
ら
は
既
に
２
２
８
年
経

過
し
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
経
年

劣
化
で
際
立
っ
た
破
損
部
位
の
改

修
が
、
大
部
分
に
お
い
て
必
要
な

状
況
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
事
業

主
体
で
あ
る
東
善
院
で
は
、
山
形

県
・
最
上
町
に
よ
る
補
助
事
業
の

一
環
と
し
て
当
該
保
存
修
理
工
事

を
計
画
す
る
に
至
り
ま
し
た
。

　
長
い
調
整
と
慎
重
な
協
議
を
重

ね
た
末
、
昨
年
度
に
は
耐
震
診
断

を
含
め
た
実
施
設
計
業
務
を
無
事

完
了
し
、
い
よ
い
よ
今
年
度
か
ら

本
体
工
事
に
着
手
す
る
こ
と
と
な

り
ま
す
。

修
理
工
事
の
概
要

　
こ
の
工
事
で
は
、
床
組
や
縁
廻

り
、
板
壁
、
天
井
等
は
一
旦
解
体

向拝柱の不陸調整 屋根工事

建具工事・漆塗工事 西側防風壁工事

　建物の歪みにより傾いた柱をジャッキアップ
し、礎盤石（柱を支える石）の下に新規石を挟
むことで高さを調整します。

　大正時代に設置の銅板葺屋根は、昭和後半に
葺き替えましたが、経年劣化と形状変化があっ
たため、箱棟包みまわりの銅板のみ葺き替えま
す。

　観音堂内の外陣内陣の境となる格子戸を補修
し、朱漆・黒漆塗装をします。さらに中央部分
は本来の引違式に復元していく予定です。

　柱基礎や土台に腐朽箇所があり、壁面にはキ
ツツキ被害が多数確認されたため、全柱の損傷
部を新木材で継ぎ足し、約半数の板壁と土台は
新しく取替えます。

　
同
じ
く
本
堂
の
長
押
の
上
に
掲

げ
ら
れ
た
町
指
定
文
化
財
「
荒
れ

唐
獅
子
」
を
含
め
、
こ
れ
ら
木
彫

は
か
つ
て
江
戸
期
か
ら
明
治
に
か

け
て
こ
の
小
国
の
地
（
現
最
上
町
）

で
活
躍
し
た
と
し
て
伝
わ
る
大
工

集
団
「
小
国
大
工
」
の
名
工
「
出

羽
勘
七
（
官
龍
）」
に
よ
る
作
と
み

ら
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
う
し
た
職
人
の
流
派
や
繋
が

り
、
そ
し
て
人
々
の
信
仰
面
か
ら

も
地
方
的
特
徴
が
伺
え
る
他
、
当

時
の
正
確
な
技
法
で
建
築
さ
れ
た

観
音
堂
が
、
大
幅
な
改
変
を
受
け

る
こ
と
な
く
現
在
ま
で
残
し
伝
え

ら
れ
て
い
る
こ
と
が
、
江
戸
時
代

後
期
の
寺
院
建
築
と
し
て
価
値
あ

る
も
の
と
評
価
さ
れ
、
宮
殿
・
棟

札
８
枚
と
併
せ
て
平
成
30
年
１
月

12
日
に
山
形
県
有
形
文
化
財
に
指

定
さ
れ
た
の
で
す
。

と
な
り
、
建
具
や
畳
も
全
て
取
り

外
さ
れ
ま
す
。
そ
の
後
、
観
音
堂

全
体
を
ジ
ャ
ッ
キ
で
上
げ
て
水
平

を
維
持
し
、
沈
下
部
分
に
対
す
る

柱
の
継
ぎ
足
し
や
締
め
直
し
に

よ
っ
て
建
物
全
体
の
歪
み
を
是
正

し
な
が
ら
、
損
傷
の
激
し
い
部
材

の
補
修
や
取
り
替
え
を
順
次
行
う

こ
と
で
、
全
体
を
本
来
の
形
に
復

元
し
て
い
き
ま
す
。

　
ま
た
、
耐
震
診
断
に
よ
り
、
特

に
南
北
方
向
の
強
い
揺
れ
に
対
し

て
は
倒
壊
の
危
険
性
が
高
い
こ
と

が
確
認
さ
れ
て
い
る
た
め
、
こ
れ

に
耐
え
る
た
め
の
水
平
鋼
製
ブ

レ
ー
ス
（
直
径
１
・
６
㎝
）
を
天

井
裏
・
床
下
と
い
っ
た
目
立
た
な

い
空
間
に
設
置
し
、
四
方
の
薄
い

板
壁
も
耐
力
壁
仕
様
の
強
い
材
質

に
置
き
換
え
る
こ
と
で
、
全
体
の

耐
震
性
向
上
を
図
っ
て
い
き
ま
す
。

　
冬
を
越
し
、
来
年
度
に
入
っ
て

か
ら
も
屋
内
の
建
具
や
天
井
廻
り

の
修
理
等
が
引
き
続
き
予
定
さ
れ

る
た
め
、
工
事
完
成
の
目
途
は
概

ね
令
和
８
年
12
月
末
と
な
り
ま
す
。

こ
の
間
、
当
町
と
し
て
も
本
工
事

と
並
行
し
な
が
ら
観
音
堂
本
来
の

形
式
や
、
後
世
に
お
け
る
改
変
内

容
等
の
究
明
に
努
め
る
と
共
に
、

私
た
ち
の
共
通
財
産
で
も
あ
る
文

化
財
の
恒
久
的
保
存
に
繋
が
る
意

義
あ
る
工
事
と
な
る
よ
う
、
関
係

機
関
と
の
連
携
を
密
に
し
て
い
き

ま
す
。

観音堂向拝「鳳凰の木鼻」。

官龍の力強い作風が現れた「荒れ唐獅子」。

あ

で

お
ぐ
に
　
だ
い
く

な
げ
し

か
ら
じ
し

わ
の
か
ん
し
ち

そ
の
他
、
関
連
す
る
修
理
箇
所

つ
な

ぶ
う
ん

ち
ょ
う
き
ゅ
う
　
お
う
ま
は
ん
じ
ょ
う

べ
っ
と
う

え
ん
ぎ

はこむねつつ

しゅうるし

そばんせき

くろうるし
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