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北
近
江
の
寺
院
や
仏
堂
に
は
多
く

の
観
音
像
が
祀
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ

の
数
は
、
国
県
市
の
指
定
文
化
財
と

な
っ
て
い
る
像
だ
け
で
も
、
五
十
近

く
に
及
ん
で
お
り
、
今
も
な
お
、
地

域
の
人
た
ち
に
よ
っ
て
守
ら
れ
て
い

ま
す
。
数
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
、

全
国
的
に
見
て
も
そ
の
作
例
が
少
な

い
奈
良
時
代
後
期
か
ら
平
安
時
代
初

頭
と
い
う
、
非
常
に
古
い
時
期
に
造

ら
れ
た
像
が
多
数
残
っ
て
い
る
こ
と

も
特
徴
的
で
す
。

信
仰
の
対
象
と
し
て
重
要
な
だ
け

で
な
く
、
そ
の
美
し
い
姿
か
ら
美
術

的
に
も
評
価
の
高
い
観
音
像
が
ど
う

し
て
北
近
江
に
集
中
し
て
残
っ
て
い

る
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
己
高
山

こ
だ
か
み
や
ま

（
木
之
本
町
古
橋
）
の
古
代
か
ら
の
山

岳
信
仰
が
大
き
く
影
響
し
て
い
る
と

考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
己
高
山
の
中

心
寺
院
は
観
音
寺
と
言
い
、
そ
の
本

尊
は
現
在
、
古
橋
己こ

高
閣

こ
う
か
く

の
中
央
に

安
置
さ
れ
て
い
る
鶏
足
寺
十
一
面
観

音
立
像
で
す
。
※
『
己
高
山
縁
起
』
な

ど
に
よ
れ
ば
、
平
野
部
に
は
己
高
山

傘
下
の
寺
院
が
数
多
く
あ
っ
た
こ
と

が
知
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
寺
院
の
本

尊
と
し
て
、
観
音
像
が
造
ら
れ
た
と

読
み
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

観
音
像
が
祀
ら
れ
た
古
代
寺
院
は
、

中
世
（
鎌
倉
・
室
町
時
代
）
に
は
廃

絶
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ

の
後
、
残
さ
れ
た
観
音
像
は
、
村
人

た
ち
に
よ
っ
て
守
ら
れ
ま
す
。

戦
国
時
代
、「
近
江
を
制
す
る
者
は

天
下
を
制
す
」
と
言
わ
れ
る
ほ
ど
の

要
所
で
あ
っ
た
こ
の
地
域
は
、
幾
度

も
戦
乱
の
舞
台
と
な
り
、
多
く
の
寺

社
が
焼
か
れ
ま
し
た
。
そ
の
た
び
に
、

焼
失
の
危
機
に
さ
ら
さ
れ
た
観
音
像

は
、
村
人
の
手
に
よ
っ
て
堂
か
ら
運

び
出
さ
れ
、
池
に
沈
め
ら
れ
た
り
、

土
に
埋
め
ら
れ
た
り
し
な
が
ら
守
ら

れ
て
き
た
の
で
す
。

な
ぜ
、
村
人
た
ち
は
自
ら
の
危
険

を
顧
み
ず
、
そ
ん
な
こ
と
が
で
き
た

の
で
し
ょ
う
か
？
そ
れ
は
、
中
世
の

村
に
生
き
る
人
た
ち
に
と
っ
て
、
神

仏
が
精
神
的
よ
り
ど
こ
ろ
だ
っ
た
か

ら
で
し
ょ
う
。
現
在
、
村
全
体
の
信

仰
の
対
象
と
な
る
の
は
神
社
が
多
い

の
で
す
が
、
前
近
代
に
お
い
て
は
神

と
仏
は
一
体
で
、
氏
神
な
ら
ぬ
氏
仏

う
じ
ぼ
と
け

と
い
う
考
え
が
あ
り
ま
し
た
。
観
音

像
は
氏
仏
と
し
て
、
江
戸
時
代
を
経

て
今
の
住
民
に
引
き
継
が
れ
た
も
の

な
の
で
す
。

作
家
の
井
上
靖
は
、
湖
北
の
仏
に

つ
い
て
こ
う
書
い
て
い
ま
す
。「
長
年

に
亘
っ
て
、
そ
の
集
落
の
守
り
本
尊

で
あ
る
仏
さ
ま
た
ち
を
、
村
々
、
村

人
た
ち
が
守
っ
て
来
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
寺
が
住
職
の
居
な
い

無
住
の
寺
に
な
る
と
、
新
し
く
お
堂

を
造
っ
て
、
そ
こ
に
納
め
た
り
、
公

民
館
内
に
お
迎
え
し
た
り
し
て
、
い

ろ
い
ろ
な
形
で
、
集
落
の
人
た
ち
が

護
り
、
そ
う
し
た
こ
と
は
今
も
続
い

て
い
る
の
で
あ
る
。
」
（
駒
澤

道

『
佛
姿
写
伝
・
近
江
』
序
）

北
近
江
の
観
音
像
は
、
仏
像
そ
の

も
の
に
魅
力
が
あ
る
だ
け
で
な
く
、

村
人
に
よ
り
守
ら
れ
て
き
た
こ
と
に

最
大
の
特
徴
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
観

音
像
を
守
り
伝
え
て
き
た
人
た
ち
の

心
も
ま
た
、
地
域
の
宝
な
の
で
す
。

観
音
さ
ま
は
「
観
世
音
」
と
も
呼

ば
れ
、
世
（
人
間
界
）
の
音
（
災
害
）

を
観
（
見
）
て
、
人
々
の
苦
し
み
を

除
去
す
る
仏
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い

ま
す
。

今
、
観
音
像
と
の
出
会
い
を
求
め

多
く
の
人
が
長
浜
に
訪
れ
て
い
ま
す
。

時
を
超
え
姿
や
形
が
変
わ
っ
て
も
、

守
る
心
は
変
わ
る
こ
と
な
く
、
今
も

な
お
脈
々
と
受
け
継
が
れ
る
北
近
江

の
観
音
像
。
長
浜
が
誇
る
す
ば
ら
し

い
宝
物
で
す
。
皆
さ
ん
も
、
そ
の
心

を
感
じ
て
み
て
く
だ
さ
い
。

観
音
の
里
と
呼
ば
れ
る
ゆ
え
ん

多
く
造
ら
れ
た
理
由

地
域
の
宝

古
代
寺
院
か
ら
村
人
へ
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守
る
こ
こ
ろ
は
時
を
超
え
…

守
る
こ
こ
ろ
は
時
を
超
え
…

滋賀県立近代美術館　
学芸課長　高梨純次氏

北近江には奈良時代後半から平安時
代初頭という、全国的にみても現存例
が少ない時期の仏像が集中しており、
さらに各像が個性に満ちた作風を示し
ながら、極めて完成度の高い本格的な姿をみせている。
観音像は北近江という地域を特徴づける、他の地域の追
随を許さない、まことに貴重な文化財である。

※応永14（1407）年につくられた、己高山の由緒や寺院構成について記した書物


