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大
報
恩
寺
六
観
音
像
に
関
す
る
一
考
察

―

十
一
面
観
音
像
と
聖
観
音
像
に
お
け
る
模
刻
の
問
題
を
中
心
に―

山

口

隆

介

は
じ
め
に

承
久
三
年
（
一
二
二
一
）、
義
空
上
人
に
よ
っ
て
開
創
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
る
京
都
・
大
報
恩
寺
は
、
俗
に
千
本
釈
迦
堂
の
名
で
も

親
し
ま
れ
、
釈
迦
念
仏
の
道
場
と
し
て
今
日
ま
で
広
く
信
仰
を
集
め
て
き
た
。
度
重
な
る
災
禍
を
免
れ
た
こ
と
で
も
著
名
な
本
堂
に
安

置
さ
れ
る
本
尊
釈
迦
如
来
像
は
、快
慶
の
高
弟
行
快
に
よ
っ
て
造
立
さ
れ
、十
大
弟
子
像
も
快
慶
と
そ
の
工
房
の
制
作
と
み
ら
れ
て
い
る
。

大
報
恩
寺
に
は
、
そ
れ
ら
と
と
も
に
聖
観
音
・
千
手
観
音
・
馬
頭
観
音
・
十
一
面
観
音
・
准
胝
観
音
・
如
意
輪
観
音
か
ら
構
成
さ
れ

る
六
観
音
像
（
以
下
、
本
群
像　

図
１
）
が
伝
来
し
て
い
る

（
１
）。

馬
頭
観
音
像
と
如
意
輪
観
音
像
の
納
入
経
の
奥
書
に
は
、
貞
応
三
年

（
一
二
二
四
）、
大
檀
那
藤
原
以
久
と
女
大
施
主
藤
氏
の
発
願
に
な
る
こ
と
が
記
さ
れ
、
准
胝
観
音
像
の
像
内
に
記
さ
れ
た
造
像
銘
か
ら

は
、
運
慶
・
快
慶
ら
の
次
世
代
を
担
っ
た
仏
師
の
一
人
で
あ
る
肥
後
定
慶
（
一
一
八
四
～
？　

以
下
、
定
慶
と
呼
ぶ
）
が
本
像
の
制
作

を
担
当
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

本
群
像
中
、
も
っ
と
も
優
れ
た
出
来
映
え
を
示
す
准
胝
観
音
像
は
、
嘉
禄
二
年
（
一
二
二
六
）、
京
都
・
鞍
馬
寺
聖
観
音
像
（
図
８
）
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と
と
も
に
、
定
慶
の
代
表
作
と
し
て
こ
れ
ま
で
に
も
し
ば
し
ば
考
察
の
対
象
と
さ
れ
て
き
た
。
一
方
、
他
の
五
軀
に
関
し
て
は
、
主
と

し
て
准
胝
観
音
像
と
の
比
較
か
ら
定
慶
主
宰
の
工
房
制
作
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
群
像
と
し
て
の
一
具
性
を
保
ち
な
が
ら
も
、

担
当
仏
師
の
違
い
に
よ
る
と
み
ら
れ
る
表
現
上
の
差
異
の
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る

（
２
）。

つ
ま
り
、
准
胝
観
音
像
に
つ
い
て
論
じ
る

際
、
補
足
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
個
々
が
考
察
の
対
象
と
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

小
稿
は
、
六
軀
一
具
の
群
像
と
し
て
い
か
な
る
構
想
の
も
と
に
制
作
さ
れ
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
足
が
か
り
と
し
て
、
と

く
に
十
一
面
観
音
像
と
聖
観
音
像
に
注
目
し
、
様
式
的
及
び
形
式
的
特
色
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
作
風
の
幅
と
み
な
さ
れ
て
き
た
表
現

上
の
差
異
に
つ
い
て
異
な
る
視
点
か
ら
解
釈
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
そ
の
う
え
で
、
造
立
を
統
括
し
た
定
慶
の
制
作
構
想
の

一
端
を
明
ら
か
に
で
き
れ
ば
と
思
う
。

一
、
十
一
面
観
音
像
の
様
式
的
及
び
形
式
的
特
色
に
つ
い
て

深
山
孝
彰
氏
は
、
准
胝
観
音
像
の
像
容
に
関
す
る
検
討
の
な
か
で
十
一
面
観
音
像
（
図
１―

④
）
に
触
れ
、
そ
の
表
情
や
装
飾
性
、

あ
る
い
は
肉
身
の
張
り
や
肢
体
の
伸
び
や
か
さ
が
本
群
像
中
、
准
胝
観
音
像
に
も
っ
と
も
近
い
こ
と
を
指
摘
さ
れ
た

（
３
）。

ま
た
、
本
群

像
の
代
用
檀
像
と
し
て
の
性
格
に
つ
い
て
考
察
さ
れ
た
な
か
で
、「
十
一
面
観
音
像
両
膝
下
に
み
る
翻
波
の
よ
う
な
衣
文
と
そ
の
間
の

渦
文
、
左
腰
前
の
裙
折
り
返
し
部
の
窪
ん
だ
皺
が
、
平
安
初
期
木
彫
像
を
意
識
し
た
遊
び
を
感
じ
さ
せ
る
。
ま
た
、
こ
の
像
と
准
胝
観

音
像
の
足
甲
に
か
か
る
裾
の
め
く
れ
や
背
面
に
裾
を
伸
ば
す
形
も
、
醍
醐
寺
聖
観
音
像
や
園
城
寺
十
一
面
観
音
像
な
ど
に
よ
っ
た
も
の

か
も
し
れ
な
い
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
代
用
檀
像
で
あ
る
本
群
像
の
な
か
で
も
、
十
一
面
観
音
像
に
平
安
初
期
木
彫

像
の
特
色
が
最
も
顕
著
な
か
た
ち
で
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
捉
え
ら
れ
た
点
は
興
味
深
い
。
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と
こ
ろ
で
、
十
一
面
観
音
像
の
頭
上
面
に
注
目
す
る
と
、
頭
上
に
十
面
を
戴
い
て
い
る

（
４
）。

頭
上
面
の
数
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
指
摘

の
あ
る
よ
う
に
菩
薩
面
を
二
面
と
す
る
こ
と
で
計
十
面
を
戴
き
、
本
面
を
含
め
て
十
一
面
と
す
る
タ
イ
プ
と
、
菩
薩
面
を
三
面
と
す
る

こ
と
で
計
十
一
面
を
戴
き
、
本
面
を
含
め
る
と
十
二
面
に
な
る
タ
イ
プ
の
二
種
が
あ
る

（
５
）。

十
一
面
・
千
手
を
問
わ
ず
、
後
者
が
広
く
用

い
ら
れ
る
の
に
対
し
、
前
者
は
類
例
が
少
な
い
。
保
存
状
態
の
比
較
的
良
好
な
作
品
、
あ
る
い
は
当
初
の
形
が
あ
る
程
度
推
測
可
能
な

作
品
の
う
ち
に
類
例
を
求
め
て
み
れ
ば
、
東
京
国
立
博
物
館
（
多
武
峯
伝
来
）
十
一
面
観
音
像

（
６
）や

奈
良
・
聖
林
寺
十
一
面
観
音
像
な

ど
が
挙
げ
ら
れ

（
７
）、

大
報
恩
寺
像
も
こ
れ
ら
請
来
檀
像
や
奈
良
時
代
か
ら
平
安
時
代
初
め
に
一
般
的
で
あ
っ
た
構
成
に
倣
っ
て
い
る

（
８
）。

ま
た
、
こ
れ
に
関
連
し
て
、
京
都
・
勝
龍
寺
十
一
面
観
音
像
が
本
面
を
含
め
て
十
一
面
と
す
る
形
で
あ
る
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
。
勝

龍
寺
像
は
、
サ
ク
ラ
の
一
材
か
ら
彫
成
さ
れ
る
代
用
檀
像
で
あ
る
が
、
像
高
を
一
搩
手
半
（
約
一
尺
三
寸
）
と
す
る
な
ど
経
典
に
忠
実

で
、
台
座
の
形
式
か
ら
も
檀
像
を
強
く
意
識
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
一
方
、
面
貌
や
衣
褶
の
表
現
に
あ
ら
わ
れ
た

特
色
が
、
鎌
倉
時
代
の
様
式
を
示
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
す
で
に
指
摘
の
あ
る
と
お
り
、
奈
良
時
代
か
ら
平
安
時
代
初
期
の
檀
像
に
典

拠
を
求
め
た
鎌
倉
時
代
の
作
と
み
ら
れ
る

（
９
）。

勝
龍
寺
像
を
構
成
す
る
諸
形
式
が
檀
像
の
特
色
を
濃
厚
に
示
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ

ば
、
頭
上
面
に
つ
い
て
も
同
様
に
古
い
形
式
に
倣
っ
た
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
奈
良
時
代
以
前
の
作
品
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
手
本
と
し

制
作
さ
れ
た
作
品
と
の
共
通
性
は
、
大
報
恩
寺
像
が
作
風
の
み
な
ら
ず
、
図
像
的
に
も
奈
良
末
か
ら
平
安
初
期
の
古
典
彫
刻
に
倣
っ
て

い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

つ
づ
い
て
は
、
耳
後
ろ
に
お
け
る
毛
筋
の
表
現
に
つ
い
て
み
て
み
た
い
。
通
常
、
こ
の
期
の
作
例
で
は
、
襟
足
か
ら
天
冠
台
下
に
向

け
て
緩
や
か
な
曲
線
を
描
く
よ
う
に
髪
を
梳
き
上
げ
る
の
に
対
し
、
大
報
恩
寺
像
（
図
２
）
は
髪
束
に
ボ
リ
ュ
ー
ム
を
も
た
せ
、
Ｕ
字

形
の
弧
を
連
ね
る
よ
う
に
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
本
群
像
の
な
か
で
十
一
面
観
音
像
に
の
み
採
用
さ
れ
て
お
り
、
同
時
代
の
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作
品
に
も
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
古
典
彫
刻
に
目
を
向
け
て
み
る
と
、
東
寺
講
堂
五
菩
薩
像
の
う
ち
金
剛
法
菩
薩
像
や

和
歌
山
・
慈
光
円
福
院
十
一
面
観
音
像
（
図
３
）
な
ど
の
平
安
初
期
作
例
に
、
後
頭
部
の
髪
を
左
右
に
振
り
分
け
耳
後
ろ
で
連
弧
状
を

な
す
形
が
認
め
ら
れ
、
こ
こ
に
も
古
典
彫
刻
に
倣
お
う
と
す
る
仏
師
の
意
識
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
こ
れ
が
図
像
や
絵

像
で
は
伝
わ
ら
な
い
側
面
の
造
形
に
あ
ら
わ
れ
た
特
色
で
あ
る
こ
と
は
看
過
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
大
報
恩
寺
像
の
造
立
に
あ
た
っ

て
、
実
際
に
手
本
と
さ
れ
た
彫
像
が
存
在
し
た
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
深
山
氏
が
指
摘
さ
れ
た
諸
要
素
、
す
な
わ
ち
「
両
膝
下
に
み
る
翻
波
の
よ
う
な
衣
文
と
そ
の
間

の
渦
文
、
左
腰
前
の
裙
折
り
返
し
部
の
窪
ん
だ
皺
」
な
ど
も
、
漠
然
と
古
典
研
究
と
み
る
の
で
は
な
く
、
手
本
と
さ
れ
た
特
定
の
古
典

彫
刻
に
由
来
す
る
表
現
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
だ
と
す
れ
ば
、
本
群
像
中
、
一
際
大
き
な
彫
刻
空
間

を
も
つ
よ
う
に
あ
ら
わ
さ
れ
た
側
面
観
（
図
４
）
に
つ
い
て
も
、
た
と
え
ば
山
形
・
宝
積
院
十
一
面
観
音
像
（
図
５
）
に
み
る
よ
う
な

平
安
初
期
作
例
の
ボ
リ
ュ
ー
ム
豊
か
な
体
躯
の
表
現
を
意
識
的
に
取
り
込
ん
だ
と
解
さ
れ
、
他
の
五
軀
と
比
べ
、
胸
や
腹
の
括
り
線
を

深
め
に
刻
む
こ
と
で
肉
取
り
の
強
さ
を
強
調
し
て
い
る
こ
と
も
、
や
は
り
そ
う
し
た
意
識
の
あ
ら
わ
れ
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。

こ
こ
ま
で
、
十
一
面
観
音
像
に
み
ら
れ
る
形
式
的
な
特
徴
や
表
現
上
の
特
色
が
、
い
ず
れ
も
手
本
と
さ
れ
た
古
典
彫
刻
に
由
来
す
る

も
の
で
あ
る
可
能
性
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
。
そ
う
と
す
れ
ば
、
次
に
本
群
像
の
な
か
で
も
と
り
わ
け
十
一
面
観
音
像
に
そ
う
し
た
形

や
表
現
が
選
択
さ
れ
た
背
景
が
問
題
と
な
ろ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
聖
観
音
像
の
検
討
を
終
え
た
後
に
触
れ
る
こ
と
と
し
た
い
。
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二
、
聖
観
音
像
の
様
式
的
及
び
形
式
的
特
色
に
つ
い
て

つ
づ
い
て
は
、
聖
観
音
像
（
図
１―

①
）
に
検
討
を
加
え
て
み
た
い
。
と
い
う
の
も
、
本
群
像
の
わ
ず
か
二
年
後
に
造
立
さ
れ
た
鞍

馬
寺
像
と
の
間
に
、
同
じ
尊
格
に
も
か
か
わ
ら
ず
意
外
な
ほ
ど
表
現
上
の
差
異
が
認
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
鞍
馬
寺
像
に
つ
い
て
は
、

そ
こ
に
定
慶
独
自
の
作
風
の
確
立
を
み
る
見
解
が
出
さ
れ
て
い
る
が

）
（（
（

、
大
報
恩
寺
の
聖
観
音
像
は
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
ら
れ
る
で

あ
ろ
う
か
。

聖
観
音
像
に
み
ら
れ
る
目
尻
が
切
れ
上
が
り
頬
の
張
っ
た
面
貌
表
現
や
、
高
く
装
飾
的
に
結
い
上
げ
ら
れ
た
髻
、
腰
布
や
裙
の
折
返

し
の
衣
縁
を
薄
く
浮
か
せ
る
よ
う
に
彫
出
す
る
こ
と
で
立
体
感
の
表
出
を
狙
っ
た
衣
褶
表
現
な
ど
は
、
准
胝
観
音
像
に
比
べ
れ
ば
控
え

目
で
は
あ
る
も
の
の
、
い
ず
れ
も
本
群
像
に
共
通
す
る
特
色
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
鎌
倉
時
代
の
様
式
に
基
づ
き
制
作
さ
れ
て
い
る
一

方
で
、
さ
ら
に
詳
し
く
み
て
ゆ
く
と
、
や
や
異
質
な
要
素
が
併
存
し
て
い
る
こ
と
に
気
が
付
く
。

は
じ
め
に
、
天
冠
台
の
形
式
に
目
を
向
け
て
み
て
み
よ
う
。
本
群
像
の
う
ち
十
一
面
観
音
像
を
除
い
た
千
手
・
馬
頭
・
准
胝
・
如
意

輪
の
各
像
は
、
い
ず
れ
も
〔
紐
二
条
・
列
弁
〕
型
の
簡
素
な
形
に
統
一
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
聖
観
音
像
の
天
冠
台
（
図
６
）

は
〔
紐
・
連
珠
・
紐
・
花
形
〕
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
本
群
像
の
な
か
で
一
際
華
や
か
な
印
象
を
与
え
て
い
る

）
（（
（

。

平
安
後
期
か
ら
鎌
倉
初
期
に
か
け
て
の
天
冠
台
の
意
匠
形
式
に
つ
い
て
考
察
さ
れ
た
武
笠
朗
氏
は
、
十
世
紀
後
半
か
ら
十
一
世
紀
前

半
の
主
流
が
〔
紐
・
列
弁
〕
型
と
い
う
シ
ン
プ
ル
な
形
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
平
等
院
鳳
凰
堂
雲
中
供
養
菩
薩
像
に
お
い
て
定
朝
が
花

形
と
い
う
構
成
要
素
を
採
用
し
た
こ
と
に
よ
り
、
以
降
の
天
冠
台
形
式
に
変
化
が
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る

）
（（
（

。
以
後
、

花
形
は
天
冠
台
の
主
要
な
構
成
要
素
と
な
り
、〔
紐
・
連
珠
・
紐
・
花
形
〕
は
、〔
紐
・
連
珠
・
紐
・
列
弁
・
花
形
〕
や
〔
紐
二
条
・
列
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弁
・
花
形
〕
と
と
も
に
平
安
後
期
に
お
け
る
天
冠
台
の
一
形
式
と
し
て
用
い
ら
れ
た
。

こ
こ
で
、
同
形
式
を
と
る
作
例
を
挙
げ
て
み
る
と
、
寛
治
八
年
（
一
〇
九
四
）
頃
、
京
都
・
即
成
院
二
十
五
菩
薩
像
（
当
初
像
十
軀

の
う
ち
観
音
像
を
除
く
九
軀

）
（（
（

）
や
、
康
和
四
年
（
一
一
〇
二
）
頃
、
京
都
・
地
蔵
院
観
音
菩
薩
像

）
（（
（

な
ど
、
十
一
世
紀
末
か
ら
十
二
世

紀
初
頭
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
十
二
世
紀
の
主
流
は
、
前
半
期
が
〔
紐
・
連
珠
・
紐
・
列
弁
・
花
形
〕、
後
半
期
が
〔
紐

二
条
・
列
弁
・
花
形
〕
だ
っ
た
よ
う
で

）
（（
（

、
両
形
式
が
散
見
さ
れ
る
の
に
対
し
、
聖
観
音
像
の
形
は
決
し
て
多
く
な
く
、
平
安
時
代
末

か
ら
鎌
倉
時
代
に
な
る
と
ほ
と
ん
ど
採
用
さ
れ
な
く
な
る
。
さ
ら
に
鞍
馬
寺
像
が
〔
紐
二
条
・
列
弁
〕
型
で
あ
る
こ
と
も
踏
ま
え
る
と
、

聖
観
音
像
の
天
冠
台
形
式
は
、
意
図
的
に
平
安
後
期
を
意
識
し
て
選
択
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。

次
に
、
着
衣
形
式
に
つ
い
て
み
る
と
、
千
手
・
馬
頭
・
十
一
面
・
准
胝
の
四
軀
が
裙
と
腰
布
を
着
け
た
上
か
ら
さ
ら
に
幅
の
狭
い
帯

状
の
布
を
巻
い
て
い
る
の
に
対
し
、
聖
観
音
像
は
帯
状
の
布
を
採
用
し
て
い
な
い
。
聖
観
音
像
の
み
異
な
る
こ
と
も
気
に
か
か
る
が
、

と
り
わ
け
注
目
さ
れ
る
の
は
、
裙
の
折
返
し
の
形
で
あ
る
。
逆
三
角
形
を
呈
す
る
よ
う
に
長
く
あ
ら
わ
さ
れ
た
形
は
、
舌
に
似
る
こ
と

か
ら
舌
状
の
折
返
し
と
呼
ば
れ
、
康
平
七
年
（
一
〇
六
四
）、
長
勢
作
の
京
都
・
広
隆
寺
日
光
・
月
光
菩
薩
像
を
早
い
例
と
し
て
、
定
朝

以
後
、
平
安
後
期
を
通
じ
て
広
く
採
用
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
鎌
倉
初
期
の
慶
派
作
例
で
は
、
た
と
え
ば
文
治
五
年
（
一
一
八
九
）、

運
慶
作
の
神
奈
川
・
浄
楽
寺
阿
弥
陀
三
尊
像
両
脇
侍
の
よ
う
に
、
半
円
形
に
短
く
あ
ら
わ
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
本
群
像
に
お
い
て
も
、

千
手
・
馬
頭
両
観
音
像
が
鎌
倉
初
期
の
形
を
受
け
継
い
で
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
聖
観
音
像
の
折
返
し
の
形
は
、
天
冠
台
の
形
式
と

同
様
、
意
図
的
な
選
択
に
よ
る
も
の
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
聖
観
音
像
の
形
式
的
な
特
徴
は
、
い
ず
れ
も
平
安
後
期
作
例
と
密
接
な
関
連
の
あ
る
こ
と
が
わ

か
る

）
（（
（

。
唯
一
、
幅
の
狭
い
帯
状
の
布
を
巻
か
な
い
の
も
、
あ
る
い
は
そ
う
し
た
聖
観
音
像
の
性
格
に
よ
る
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
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れ
で
は
、
像
全
体
の
表
現
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。

平
安
後
期
以
降
、
天
台
系
寺
院
を
中
心
に
広
く
流
布
し
た
と
さ
れ
る
左
手
に
未
敷
蓮
華
を
執
り
、
右
手
を
そ
の
蓮
華
に
添
え
て
第
一
・

三
指
を
相
捻
じ
、
一
弁
を
開
こ
う
と
す
る
姿
は
、
現
図
胎
蔵
曼
荼
羅
蓮
華
部
院
の
観
自
在
菩
薩
に
基
づ
く
造
形
で
あ
る
。
運
慶
は
、
大

報
恩
寺
像
に
先
立
つ
正
治
三
年
（
一
二
〇
一
）、
愛
知
・
瀧
山
寺
聖
観
音
像
（
図
７
）
に
お
い
て
、
古
典
に
学
び
写
実
を
基
調
と
す
る
斬

新
な
姿
の
聖
観
音
像
を
生
み
出
し
た
。
胸
前
に
高
く
差
し
上
げ
た
両
手
の
構
え
が
像
全
体
の
動
勢
表
現
と
有
機
的
に
結
び
つ
い
た
そ
の

姿
は
、未
敷
蓮
華
の
一
弁
を
開
こ
う
と
す
る
一
瞬
の
動
作
の
自
然
な
表
現
に
成
功
し
て
お
り
、こ
れ
に
学
ん
だ
定
慶
も
鞍
馬
寺
像
（
図
８
）

に
お
い
て
運
慶
を
基
調
と
し
つ
つ
、
独
自
の
菩
薩
像
イ
メ
ー
ジ
を
つ
く
り
出
し
て
い
る
。
鎌
倉
時
代
初
頭
に
運
慶
ら
の
志
向
し
た
聖
観

音
像
の
姿
が
こ
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
と
す
る
と
、
蓮
華
を
低
い
位
置
に
執
り
、
幾
分
生
硬
な
印
象
を
与
え
る
大
報
恩
寺
像
の
姿
が

一
線
を
画
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
、大
報
恩
寺
像
の
両
手
の
構
え
に
注
目
し
、そ
の
淵
源
を
探
し
て
み
る
と
、

滋
賀
・
延
暦
寺
聖
観
音
像
（
図
９
）
を
は
じ
め
と
し
た
平
安
後
期
の
聖
観
音
像
の
姿
と
極
め
て
近
い
こ
と
に
気
付
か
れ
る
。
延
暦
寺
像
は
、

左
方
へ
腰
を
捻
る
体
勢
に
柔
ら
か
い
身
の
こ
な
し
が
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
左
手
を
腹
前
に
下
げ
て
蓮
華
の
茎
を
握
る
姿
は
、

ま
さ
に
大
報
恩
寺
像
の
先
例
と
し
て
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
側
面
観
に
目
を
転
じ
て
み
よ
う
。
瀧
山
寺
像
（
図
10
）
や
鞍
馬
寺
像
（
図
11
）
は
、
的
確
な
空
間
把
握
と
緩
く
Ｓ
字
を
描

い
た
体
勢
表
現
に
よ
っ
て
像
に
大
き
な
空
間
が
生
ま
れ
、
豊
か
な
動
勢
を
示
す
と
こ
ろ
に
特
色
が
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
大
報
恩
寺
像

（
図
12
）
を
み
る
と
、
肉
取
り
が
単
調
で
抑
揚
に
も
乏
し
い
こ
と
か
ら
、
直
立
的
な
硬
さ
の
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ

に
つ
い
て
も
延
暦
寺
像
と
比
較
す
る
な
ら
ば
、
上
半
身
の
ボ
リ
ュ
ー
ム
が
抑
え
ら
れ
、
直
立
し
わ
ず
か
に
背
を
丸
め
る
姿
に
共
通
性
が

あ
り
、
あ
る
い
は
こ
の
点
に
お
い
て
も
平
安
後
期
作
例
を
意
識
し
て
い
る
か
と
推
測
さ
れ
る
。
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以
上
の
検
討
か
ら
、
大
報
恩
寺
の
聖
観
音
像
は
形
式
的
な
特
徴
と
と
も
に
、
両
手
の
構
え
や
側
面
観
に
も
平
安
後
期
作
例
と
の
密
接

な
関
連
が
想
定
さ
れ
た
。
十
三
世
紀
初
頭
、
運
慶
・
定
慶
に
よ
っ
て
志
向
さ
れ
た
聖
観
音
の
姿
が
よ
り
自
然
な
動
勢
表
現
を
獲
得
し
、

実
在
性
に
お
い
て
大
き
な
飛
躍
を
遂
げ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
鞍
馬
寺
像
と
ほ
ぼ
同
時
期
の
造
立
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
前
代
の
特

色
を
随
所
に
留
め
た
大
報
恩
寺
の
聖
観
音
像
に
は
、
意
図
的
に
平
安
後
期
の
聖
観
音
像
の
イ
メ
ー
ジ
が
投
影
さ
れ
て
い
る
と
み
る
こ
と

が
で
き
る
だ
ろ
う
。

三
、
十
一
面
・
聖
両
観
音
像
の
制
作
背
景

さ
て
、
こ
こ
ま
で
の
考
察
の
結
果
、
十
一
面
観
音
像
と
聖
観
音
像
の
像
容
に
関
す
る
新
た
な
解
釈
が
導
き
出
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

す
な
わ
ち
、
従
来
担
当
仏
師
の
違
い
に
よ
る
も
の
と
解
さ
れ
て
き
た
本
群
像
内
に
お
け
る
表
現
上
の
差
異
は
、
十
一
面
・
聖
両
観
音
像

の
場
合
、
古
像
に
イ
メ
ー
ジ
ソ
ー
ス
を
求
め
た
こ
と
に
こ
そ
最
大
の
要
因
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
。
両
像
は
、
奈
良
末
か
ら
平
安
初
期
、

平
安
後
期
と
そ
れ
ぞ
れ
範
と
し
た
時
代
を
異
に
す
る
も
の
の
、
前
代
彫
刻
の
特
徴
的
な
要
素
を
取
り
入
れ
る
こ
と
で
古
像
の
イ
メ
ー
ジ

を
翻
案
し
て
い
る
と
い
う
点
で
似
通
っ
た
性
格
を
有
し
て
い
る
。
で
は
、
そ
う
し
た
像
容
が
選
択
さ
れ
た
背
景
と
し
て
、
ど
の
よ
う
な

こ
と
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
は
じ
め
に
、
聖
観
音
像
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
の
像
容
は
当
代
に
運
慶
ら
が
志
向
し
た
姿
と
の
間
に
明
ら
か
な
違
い
が
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で

注
意
す
べ
き
は
、
延
暦
寺
像
に
代
表
さ
れ
る
平
安
後
期
通
行
の
姿
が
鎌
倉
時
代
以
降
も
依
然
と
し
て
聖
観
音
の
一
典
型
と
さ
れ
て
い
た

こ
と
で
あ
る
。
中
央
の
基
準
的
な
作
例
に
は
恵
ま
れ
な
い
が
、周
辺
作
品
の
一
つ
と
位
置
付
け
ら
れ
る
貞
応
元
年
（
一
二
二
二
）、滋
賀
・

仏
心
寺
像
（
図
13
）
に
つ
い
て
み
て
み
れ
ば
、
高
く
結
い
上
げ
ら
れ
た
髻
や
面
貌
表
現
に
鎌
倉
時
代
の
新
様
が
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
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天
冠
台
の
形
式
や
裙
の
着
け
方
、
両
手
の
構
え
な
ど
に
、
平
安
後
期
の
要
素
を
な
お
濃
厚
に
と
ど
め
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
ほ

か
、
同
傾
向
を
示
す
作
例
が
少
な
か
ら
ず
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
そ
の
造
形
に
強
固
な
規
範
性
の
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
よ

う
）
（（
（

。
大
報
恩
寺
の
聖
観
音
像
に
平
安
後
期
彫
刻
の
形
式
的
な
特
徴
や
表
現
上
の
特
色
が
取
り
込
ま
れ
た
背
景
に
も
、
こ
う
し
た
当
代

の
動
向
が
反
映
し
て
い
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る

）
（（
（

。

そ
れ
で
は
、
十
一
面
観
音
像
に
つ
い
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
そ
の
造
形
に
奈
良
末
か
ら
平
安
初
期
彫
刻
の
特
徴
的
な
要
素
が
取
り

入
れ
ら
れ
た
こ
と
と
関
連
し
て
、
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
大
報
恩
寺
像
を
早
い
例
と
し
て
以
降
、
似
通
っ
た
表
現
を
そ
な
え
た
十
一
面

観
音
像
が
に
わ
か
に
広
が
り
を
み
せ
は
じ
め
る
現
象
で
あ
る
。

ま
ず
は
、
大
報
恩
寺
像
以
前
、
す
な
わ
ち
平
安
後
期
に
お
け
る
代
用
檀
像
の
十
一
面
観
音
像
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
こ
う
。
た
と
え

ば
滋
賀
・
向
源
寺
像
（
図
14
）
は
、
表
面
に
彩
色
を
ほ
ど
こ
さ
ず
、
赤
味
が
か
っ
た
色
に
染
め
る
点
に
檀
像
を
意
識
し
て
い
る
と
み
ら

れ
る
が
、
そ
の
像
容
は
、
当
代
に
通
行
の
平
ら
な
面
と
緩
や
か
な
曲
線
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
定
朝
様
式
に
倣
う
も
の
で
あ

る
。
ま
た
、
寿
永
元
年（
一
一
八
二
）年
銘
の
愛
知
・
竜
照
院
像
は
、
表
面
を
素
地
仕
上
げ
と
す
る
も
の
の
、
や
は
り
定
朝
以
降
の

時
代
様
式
に
基
づ
く
造
形
で
あ
る
。
両
像
は
、
と
も
に
中
央
の
作
品
に
準
ず
る
作
域
を
示
す
と
み
て
よ
く
、
平
安
後
期
に
お
け
る
代
用

檀
像
の
十
一
面
観
音
が
こ
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
と
す
る
と
、
大
報
恩
寺
像
と
の
像
容
の
違
い
は
、
や
は
り
看
過
で
き
な
い
。

大
報
恩
寺
像
以
降
の
作
例
の
主
な
も
の
と
し
て
は
、
東
京
・
蓮
花
寺
像

）
（（
（

（
図
15
）
や
大
阪
・
四
天
王
寺
像

）
（（
（

な
ど
が
知
ら
れ
て
い
る
。

両
像
の
素
地
の
ま
ま
と
す
る
表
面
仕
上
げ
を
は
じ
め
、
十
分
な
奥
行
き
を
も
っ
た
側
面
観
、
深
く
鋭
く
刻
ま
れ
た
衣
褶
や
衣
縁
を
執
拗

に
折
り
畳
む
表
現
は
、
確
か
に
大
報
恩
寺
像
と
類
似
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
る
際
、
し
ば
し

ば
本
群
像
が
引
き
合
い
に
出
さ
れ
て
き
た
わ
け
だ
が
、
大
報
恩
寺
像
が
規
範
と
さ
れ
、
以
降
の
展
開
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
で
あ
ろ
う
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か
。
お
そ
ら
く
そ
う
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
十
一
面
観
音
像
が
あ
ら
わ
れ
た
事
由
に
つ
い
て
は
、
大
報
恩
寺
像
以
前
の
鎌
倉

初
期
作
例
が
知
ら
れ
な
い
た
め
、
い
ま
一
つ
よ
く
わ
か
ら
な
い
と
こ
ろ
も
あ
る
。
た
だ
し
、
平
安
後
期
か
ら
鎌
倉
初
期
に
か
け
て
の
時

期
が
、
宋
代
美
術
の
受
容
と
と
も
に
古
典
研
究
の
盛
行
し
た
彫
刻
様
式
の
転
換
期
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
ま
さ
に
時
を
同
じ
く
し
て

清
凉
寺
釈
迦
如
来
像
に
対
す
る
信
仰
が
本
格
的
に
高
揚
し
は
じ
め
、
そ
れ
に
付
随
す
る
よ
う
に
由
緒
あ
る
霊
像
を
模
刻
す
る
動
き
が
盛

ん
に
な
る

）
（（
（

こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
や
は
り
こ
こ
に
出
現
の
契
機
が
あ
っ
た
と
想
定
す
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
当
代
に
お
け
る
奈
良

末
か
ら
平
安
初
期
檀
像
の
模
刻
と
い
う
行
為
が
、
檀
像
の
特
色
を
濃
厚
に
示
す
十
一
面
観
音
像
を
生
み
出
す
契
機
に
な
っ
た
と
私
考
さ

れ
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
こ
で
大
報
恩
寺
像
の
問
題
に
立
ち
返
る
と
、
そ
の
範
と
さ
れ
た
作
品
は
明
ら
か
で
な
い
。
し
か
し
、
形
式
的
な
特
徴
の
み

な
ら
ず
、
衣
褶
や
量
感
な
ど
表
現
上
の
特
色
に
ま
で
及
ぶ
奈
良
末
か
ら
平
安
初
期
作
例
と
の
共
通
性
は
、
古
い
要
素
を
寄
せ
集
め
た
も

の
と
は
考
え
が
た
い
。
や
は
り
そ
こ
に
は
規
範
と
な
る
特
定
の
霊
像
が
存
在
し
、
そ
れ
を
念
頭
に
置
い
て
制
作
さ
れ
た
と
み
る
べ
き
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

お
わ
り
に

本
稿
で
は
、
大
報
恩
寺
六
観
音
像
の
う
ち
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
注
目
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
十
一
面
・
聖
両
観
音
像
に
焦
点
を

あ
て
、
様
式
的
及
び
形
式
的
特
色
に
つ
い
て
検
討
を
進
め
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
両
像
は
古
像
の
再
現
を
意
図
し
た
よ
う
な
表
現
を
随

所
に
取
り
入
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
り
、
そ
の
制
作
に
お
い
て
範
と
な
る
特
定
の
古
像
が
存
在
し
た
可
能
性
が
想
定
さ
れ
た
。

本
群
像
の
制
作
に
あ
た
り
、
模
刻
と
い
う
特
殊
な
条
件
を
も
っ
た
十
一
面
・
聖
両
観
音
像
を
ど
の
よ
う
に
表
現
す
る
の
か
は
、
仏
師
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に
と
っ
て
一
つ
の
課
題
と
さ
れ
た
だ
ろ
う

）
（（
（

。
こ
れ
に
応
え
る
べ
く
、
古
像
の
特
徴
的
な
形
式
と
と
も
に
衣
褶
の
彫
法
や
動
勢
表
現
と

い
っ
た
造
形
的
な
特
色
を
も
効
果
的
に
取
り
込
み
な
が
ら
、
鎌
倉
時
代
の
様
式
観
に
基
づ
い
て
再
構
成
し
て
み
せ
た
の
で
あ
る
。
こ
う

し
た
大
胆
な
引
用
と
改
変
に
よ
り
、
一
見
し
た
だ
け
で
は
そ
の
こ
と
を
感
じ
さ
せ
な
い
ほ
ど
群
像
と
し
て
統
一
的
な
造
形
へ
と
ま
と
め

あ
げ
た
の
は
、
や
は
り
制
作
を
統
括
し
た
定
慶
で
あ
っ
た
と
解
し
た
い
。
強
固
な
規
範
に
拠
り
な
が
ら
も
、
そ
れ
だ
け
に
と
ら
わ
れ
な

い
自
由
な
造
形
を
志
向
し
た
定
慶
の
豊
か
な
構
想
力
が
こ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

さ
て
、
運
慶
・
快
慶
ら
の
世
代
に
は
、
規
範
と
な
る
古
像
の
模
刻
や
、
仏
像
に
さ
ま
ざ
ま
な
か
た
ち
で
「
生
身
」
性
を
付
与
す
る
こ

と
が
盛
ん
に
行
わ
れ
た

）
（（
（

。
彼
ら
の
次
世
代
に
な
る
と
、
さ
ら
に
運
慶
と
い
う
新
た
な
規
範
の
存
在
も
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
本

群
像
は
、
そ
う
し
た
当
代
の
仏
像
を
め
ぐ
る
さ
ま
ざ
ま
な
動
向
が
反
映
さ
れ
た
、
い
わ
ば
縮
図
の
よ
う
な
性
格
を
有
し
て
い
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か

）
（（
（

。
本
稿
で
は
、
十
一
面
・
聖
両
観
音
像
に
焦
点
を
あ
て
る
と
い
う
従
来
と
は
違
っ
た
視
点
か
ら
考
察
を
試
み
た
こ
と

に
よ
り
、
そ
の
一
側
面
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
た
よ
う
に
思
う
。
今
後
、
残
る
四
軀
に
つ
い
て
も
検
討
を
重
ね
制
作
構
想
を
読
み
解
い

て
い
く
こ
と
で
、
な
お
不
明
な
点
の
多
い
定
慶
と
い
う
仏
師
の
輪
郭
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

注（
1
）	

本
群
像
の
基
本
的
な
デ
ー
タ
は
、
次
の
文
献
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

西
川
杏
太
郎
・
山
本
勉
「
六
観
音
菩
薩
像
」（
水
野
敬
三
郎
ほ
か
編
『
日
本
彫
刻
史
基
礎
資
料
集
成
』
鎌
倉
時
代
造
像
銘
記
篇
三
、
中
央

公
論
美
術
出
版
、
二
〇
〇
五
年
三
月
）。

同
書
の
解
説
に
あ
る
通
り
、
本
群
像
は
寛
文
十
年
（
一
六
七
〇
）、
願
成
就
寺
経
王
堂
（
北
野
天
満
宮
境
域
内
）
の
頽
廃
に
よ
り
大
報
恩

寺
に
移
安
さ
れ
た
と
い
う
（「
洛
北
千
本
大
報
恩
寺
縁
起
」）。
応
永
八
年
（
一
四
〇
一
）
の
建
立
と
さ
れ
る
経
王
堂
以
前
の
伝
来
は
明
ら
か

で
な
い
が
、
建
保
か
ら
貞
応
年
間
（
一
二
一
三
～
一
二
二
四
）
に
か
け
て
大
報
恩
寺
に
お
け
る
造
仏
が
相
次
い
で
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
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本
群
像
も
一
連
の
造
像
機
会
の
な
か
で
制
作
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。

（
2
）	

定
慶
主
宰
の
工
房
に
よ
る
制
作
と
の
見
方
が
諸
氏
一
致
し
て
い
る
の
に
対
し
、
分
担
の
仕
方
に
つ
い
て
は
い
く
つ
か
の
解
釈
が
提
示
さ
れ

て
い
る
。
西
川
杏
太
郎
氏
は
、
幾
名
か
の
仏
師
の
分
担
制
作
と
考
え
る
の
が
妥
当
と
し
た
う
え
で
、
千
手
観
音
像
の
作
風
や
構
造
に
古
様
を

認
め
て
い
る
（
西
川
杏
太
郎
「
大
報
恩
寺
六
観
音
准
胝
観
音
立
像
」〔『
国
華
』
八
〇
〇
、
一
九
五
八
年
十
一
月
〕）。
清
水
眞
澄
氏
は
、
作
者

が
異
な
る
と
い
う
ほ
ど
で
は
な
い
と
し
な
が
ら
も
、作
風
が
二
種
類
に
分
け
ら
れ
そ
う
と
の
見
解
を
示
さ
れ
て
い
る
（
清
水
眞
澄
『
仏
像
』〔
平

凡
社
、
一
九
八
二
年
十
月
〕）。
こ
れ
に
対
し
、
深
山
孝
彰
氏
は
六
体
の
表
現
に
ば
ら
つ
き
が
あ
り
、
耳
の
彫
法
や
掌
の
皺
の
形
も
そ
れ
ぞ
れ

異
な
る
こ
と
か
ら
、
一
体
ず
つ
担
当
者
は
違
う
と
み
て
い
る
（
深
山
孝
彰
「
肥
後
定
慶
の
菩
薩
像
に
つ
い
て
」〔『
仏
教
芸
術
』
一
八
七
、

一
九
八
九
年
十
一
月
〕）。

（
3
）	

前
掲
注
２
深
山
論
文
。

（
4
）	

現
状
、
牙
上
出
面
一
を
亡
失
し
、
こ
こ
に
後
補
の
菩
薩
面
を
矧
ぎ
付
け
て
い
る
。

（
5
）	

井
上
一
稔
「
奈
良
国
立
博
物
館
蔵　

十
一
面
観
音
檀
像
に
つ
い
て
」（『
鹿
園
雑
集
』
一
、
一
九
九
九
年
三
月
）。

（
6
）	

松
田
誠
一
郎
「
東
京
国
立
博
物
館
保
管
十
一
面
観
音
像
（
多
武
峯
伝
来
）
に
つ
い
て
（
上
）」（『
国
華
』
一
一
一
八
、一
九
八
八
年
十
一
月
）。

（
7
）	

山
口
・
神
福
寺
十
一
面
観
音
像
も
同
形
式
と
み
ら
れ
る
。

（
8
）	

前
掲
注
５
井
上
論
文
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
頭
上
に
十
面
を
戴
く
千
手
観
音
の
例
と
し
て
は
、
奈
良
・
唐
招
提
寺
金
堂
像

が
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
、
大
阪
・
葛
井
寺
像
は
現
状
十
一
面
と
す
る
が
、
当
初
十
面
を
戴
く
形
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
（
大

阪
市
立
美
術
館
編
『
国
宝
葛
井
寺
千
手
観
音
』
特
別
展
図
録
、
一
九
九
五
年
四
月
）。

（
9
）	

鈴
木
喜
博
「
栢
木
像
と
檀
像
彫
刻
」（『
美
術
史
』
一
〇
七
、
一
九
七
九
年
十
一
月
）。

（
10
）	

水
野
敬
三
郎
「
鞍
馬
寺
聖
観
音
像
に
つ
い
て
」（『
国
際
交
流
美
術
史
研
究
会	

第
五
回
シ
ン
ポ
ジ
ア
ム	

観
音―

尊
像
と
変
相―

』、

国
際
交
流
美
術
史
研
究
会
、
一
九
八
七
年
三
月
。
同
『
日
本
彫
刻
史
研
究
』
所
収
、
中
央
公
論
美
術
出
版
、
一
九
九
六
年
一
月
）。

前
掲
注
２
深
山
論
文
。

（
11
）	

残
る
十
一
面
観
音
像
は
、〔
紐
・
無
文
帯
・
紐
・
花
形
〕
と
し
て
い
る
。
無
文
帯
は
、
仁
平
元
年
（
一
一
五
一
）、
奈
良
・
長
岳
寺
阿
弥
陀

三
尊
像
両
脇
侍
を
早
い
例
と
し
て
、
以
降
奈
良
仏
師
及
び
そ
こ
か
ら
出
た
慶
派
仏
師
に
よ
っ
て
採
用
さ
れ
る
形
式
で
あ
る
が
、
前
章
の
考
察

を
踏
ま
え
れ
ば
、
こ
れ
も
奈
良
末
か
ら
平
安
初
期
彫
刻
を
意
識
し
て
選
択
さ
れ
た
可
能
性
も
あ
ろ
う
。
な
お
、
天
冠
台
の
構
成
に
関
し
て
は
、
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武
笠
朗
氏
の
分
類
法
に
従
っ
た
。

武
笠
朗
「
西
大
寺
四
王
堂
十
一
面
観
音
像
に
つ
い
て
」（『
美
術
史
』
一
二
〇
、
一
九
八
六
年
四
月
）。

（
12
）	

前
掲
注
11
武
笠
論
文
。

（
13
）	
西
川
杏
太
郎
「
即
成
院
阿
弥
陀
迎
接
像
考
」（『
国
華
』
八
七
〇
、
一
九
六
四
年
九
月
。
同
『
日
本
彫
刻
史
論
叢
』
所
収
、
中
央
公
論
美
術

出
版
、
二
〇
〇
〇
年
一
月
）。

（
14
）	

伊
東
史
朗
「
16	

観
音
菩
薩
跪
坐
像
」（
京
都
国
立
博
物
館
編
『
院
政
期
の
仏
像―

定
朝
か
ら
運
慶
へ―

』
作
品
解
説
〔
岩
波
書
店
、

一
九
九
二
年
七
月
〕）。

（
15
）	

前
掲
注
11
武
笠
論
文
。

（
16
）	

聖
観
音
像
分
の
台
座
反
花
に
あ
ら
わ
さ
れ
た
複
子
弁
の
上
に
宝
相
華
を
重
ね
る
意
匠
が
、
平
等
院
鳳
凰
堂
阿
弥
陀
如
来
像
以
降
、
康
和
五
年

（
一
一
〇
三
）、
円
勢
・
長
円
作
の
京
都
・
仁
和
寺
薬
師
如
来
像
を
は
じ
め
と
し
た
平
安
後
期
作
例
の
そ
れ
と
類
似
す
る
こ
と
も
注
目
し
て

よ
い
だ
ろ
う
。

（
17
）	

建
暦
三
年
（
一
二
一
三
）、
滋
賀
・
観
音
寺
聖
観
音
像
や
建
保
四
年
（
一
二
一
六
）、
滋
賀
・
洞
寿
院
聖
観
音
像
な
ど
。
両
像
の
詳
細
は
、

前
掲
注
１
書
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
18
）	

従
来
よ
り
、
現
延
暦
寺
像
を
こ
の
種
の
聖
観
音
像
の
根
本
像
と
み
る
見
方
が
一
般
的
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は

後
世
に
移
安
さ
れ
た
可
能
性
も
含
め
、
な
お
慎
重
な
検
討
が
必
要
と
考
え
る
。
ま
た
、
制
作
年
代
に
関
し
て
も
、
こ
れ
ま
で
十
二
世
紀
後
半

と
解
さ
れ
て
き
た
が
、
近
年
、
十
一
世
紀
後
半
か
ら
十
二
世
紀
初
頭
頃
と
み
る
意
見
が
出
さ
れ
て
お
り
（
榊
拓
敏
「
金
剛
輪
寺
・
十
一
面

観
音
菩
薩
立
像
に
つ
い
て
～
制
作
年
代
と
表
面
処
理
～
」〔『
滋
賀
県
立
琵
琶
湖
文
化
館
研
究
紀
要
』
二
三
、
二
〇
〇
七
年
三
月
〕）、
再
検
討

す
る
必
要
性
が
あ
ろ
う
。
な
お
、
私
見
で
は
、
そ
の
作
風
に
十
一
世
紀
後
半
の
制
作
と
さ
れ
る
作
品
と
の
間
に
親
近
性
が
感
じ
ら
れ
る
点
に

お
い
て
、
榊
氏
の
見
解
に
賛
同
す
る
立
場
を
と
っ
て
お
き
た
い
。

（
19
）	

浅
井
京
子
「
27
、
十
一
面
観
世
音
菩
薩
立
像
」（
大
田
区
教
育
委
員
会
『
大
田
区
の
美
術
工
芸―

区
指
定
文
化
財
を
中
心
に―

』

大
田
区
の
文
化
財	

第
三
十
三
集	

作
品
解
説
〔
二
〇
〇
二
年
三
月
〕）。

（
20
）	

藤
岡
穣
「
41	

木
造	

十
一
面
観
音
立
像
」（「
四
天
王
寺
の
宝
物
と
聖
徳
太
子
信
仰
」
展
実
行
委
員
会
編
『
四
天
王
寺
の
宝
物
と
聖
徳
太
子

信
仰
』
特
別
展
図
録	

図
版
解
説
〔
一
九
九
二
年
十
月
〕）。
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（
21
）	

霊
像
を
模
刻
す
る
と
い
う
行
為
の
背
後
に
あ
る
意
味
や
機
能
に
つ
い
て
は
、
清
凉
寺
像
の
請
来
を
契
機
と
し
た
大
安
寺
釈
迦
如
来
像
模
刻

の
事
例
か
ら
考
察
を
行
う
左
記
の
論
考
が
重
要
で
あ
る
。

奥
健
夫
「
清
凉
寺
釈
迦
如
来
像
の
受
容
に
つ
い
て
」（『
鹿
島
美
術
研
究
』
年
報
第
十
三
号
別
冊
、
鹿
島
美
術
財
団
、
一
九
九
六
年
十
一
月
）。

皿
井
舞
「
模
刻
の
意
味
と
機
能―

大
安
寺
釈
迦
如
来
像
を
中
心
に
」（『
京
都
大
学
文
学
部
美
学
美
術
史
学
研
究
室
研
究
紀
要
』
二
二
、

二
〇
〇
一
年
三
月
）。

（
22
）	
奥
健
夫
氏
は
、
群
像
の
一
部
の
み
を
古
像
の
模
刻
と
し
て
つ
く
る
や
り
方
が
、
す
で
に
平
安
時
代
に
は
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に

さ
れ
て
い
る
（
奥
健
夫
「
六
波
羅
蜜
寺
四
天
王
像
に
つ
い
て
」〔『M

U
SEU

M

』
五
五
九
、
一
九
九
九
年
四
月
〕）。
ま
た
、
平
安
末
か
ら
鎌

倉
初
期
に
か
け
て
も
、
安
元
二
～
三
年
（
一
一
七
六
～
七
七
）、
明
円
作
の
大
覚
寺
五
大
明
王
像
の
う
ち
不
動
を
除
く
四
明
王
の
図
像
が
東

寺
講
堂
像
に
倣
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と（
伊
東
史
朗「
明
円
作
五
大
明
王
像
再
考―

後
白
河
院
政
期
に
お
け
る
京
都
仏
師
の
立
場―

」〔『
学

叢
』
一
五
、
一
九
九
三
年
三
月
〕。
同
『
平
安
時
代
彫
刻
史
の
研
究
』
所
収
、
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
〇
年
四
月
）
や
、
近
年
快
慶

作
と
の
説
の
出
さ
れ
た
東
大
寺
西
大
門
勅
額
付
属
の
八
天
王
像
の
う
ち
、
金
剛
力
士
の
み
同
寺
法
華
堂
像
の
模
刻
像
で
あ
る
こ
と
が
指
摘

さ
れ
て
い
る
（
奥
健
夫
「
東
大
寺
西
大
門
勅
額
付
属
の
八
天
王
像
に
つ
い
て
」〔『
南
都
佛
教
』
八
一
、
二
〇
〇
二
年
二
月
〕）。
こ
の
ほ
か
、

運
慶
作
の
瀧
山
寺
聖
観
音
・
梵
天
・
帝
釈
天
像
の
う
ち
、
梵
釈
の
上
半
身
の
形
制
が
東
寺
講
堂
像
を
範
と
し
て
い
る
（
小
山
正
文
「
瀧
山
寺

の
運
慶
作
品
に
つ
い
て
」〔『
史
迹
と
美
術
』	

四
九
九
、
一
九
七
九
年
十
一
月
〕）
こ
と
も
、
類
す
る
事
例
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

十
一
面
・
聖
両
観
音
像
に
特
定
の
規
範
が
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
る
本
群
像
は
、
こ
う
し
た
造
像
の
延
長
上
に
あ
る
と
と
も
に
、
霊
像
の

模
刻
と
い
う
平
安
時
代
後
期
か
ら
鎌
倉
時
代
に
か
け
て
活
発
化
し
た
現
象
の
一
例
と
し
て
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

（
23
）	

「
生
身
」
性
に
関
す
る
問
題
は
、
奥
健
夫
「
生
身
仏
像
論
」（『
講
座
日
本
美
術
史	

第
４
巻	

造
形
の
場
』、
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
五
年

九
月
）
に
お
い
て
多
角
的
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

（
24
）	

奥
健
夫
氏
は
、
平
安
末
期
か
ら
鎌
倉
初
期
に
か
け
て
の
頂
上
仏
面
に
あ
ら
わ
れ
た
波
状
髪
に
注
目
し
、
こ
れ
が
像
に
「
生
身
」
性
を
付
与

す
る
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
奥
健
夫
「
如
来
の
髪
型
に
お
け
る
平
安
末
～
鎌
倉
初
期
の
一
動
向―

波
状
髪
の
使
用

を
め
ぐ
っ
て―

」〔『
仏
教
芸
術
』
二
五
六
、
二
〇
〇
一
年
五
月
〕）。
本
群
像
の
う
ち
十
一
面
観
音
像
と
千
手
観
音
像
の
頂
上
仏
面
に
こ
の

形
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
筆
者
は
別
稿
に
お
い
て
、
准
胝
観
音
像
の
頭
髪
や
着
衣
に
み
ら
れ
る
複
雑
か
つ
華
や
か
な
表
現
が
「
運
慶
晩
年
様
」
と
も
い
う
べ
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き
運
慶
晩
年
期
の
菩
薩
像
の
姿
を
継
承
す
る
も
の
で
あ
る
可
能
性
を
指
摘
し
た
（
山
口
隆
介
「
定
慶
様
菩
薩
像
の
再
検
討
」〔『
仏
教
芸
術
』

二
九
九
、
二
〇
〇
八
年
七
月
〕）。
こ
の
想
定
が
認
め
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
定
慶
は
准
胝
観
音
像
に
の
み
「
運
慶
晩
年
様
」
の
姿
を
採
用
し
た

こ
と
に
な
る
。
な
お
、
定
慶
と
同
時
期
の
「
運
慶
晩
年
様
」
菩
薩
像
を
み
て
み
る
と
（
別
稿
表
１
を
参
照
さ
れ
た
い
）、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は

三
尊
像
の
脇
侍
と
し
て
対
を
な
し
て
い
る
こ
と
に
気
付
か
れ
る
。
こ
う
し
た
傾
向
は
、
両
脇
侍
間
の
対
比
表
現
と
と
も
に
強
固
な
規
範
性
が

保
持
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
両
脇
侍
の
片
一
方
の
形
を
群
像
の
一
部
に
組
み
込
ん
だ
り
、
あ
る
い
は

鞍
馬
寺
像
の
よ
う
に
独
尊
と
す
る
の
が
定
慶
作
品
に
ほ
ぼ
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
こ
こ
に
定
慶
独
自
の
解
釈
を
認
め
る
こ
と
が

で
き
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

〔
図
版
の
出
典
〕

図
１
・
２
・
４
・
６
・
12
・
13
は
水
野
敬
三
郎
ほ
か
編
『
日
本
彫
刻
史
基
礎
資
料
集
成
』
鎌
倉
時
代
造
像
銘
記
篇
三
（
中
央
公
論
美
術
出
版
、

二
〇
〇
五
年
三
月
）、
挿
図
３
・
５
は
東
京
国
立
博
物
館
編
『
仏
像	

一
木
に
こ
め
ら
れ
た
祈
り
』
特
別
展
図
録
（
二
〇
〇
六
年
十
月
）、
挿
図

７
は
三
宅
久
雄
『
鎌
倉
時
代
の
彫
刻　

仏
と
人
の
あ
い
だ
』（『
日
本
の
美
術
』
四
五
九
、
至
文
堂
、
二
〇
〇
四
年
八
月
）。
挿
図
９
は
京
都

国
立
博
物
館
編
『
院
政
期
の
仏
像―
定
朝
か
ら
運
慶
へ―

』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
二
年
七
月
）、
挿
図
10
は
久
野
健
編
『
仏
像
集
成
』

２	

日
本
の
仏
像
〈
中
部
〉（
学
生
社
、
一
九
九
二
年
一
月
）、
挿
図
14
は
奈
良
国
立
博
物
館
編
『
檀
像	

白
檀
仏
か
ら
日
本
の
木
彫
仏
へ
』

特
別
展
図
録
（
一
九
九
一
年
四
月
）、
挿
図
15
は
大
田
区
教
育
委
員
会
『
大
田
区
の
美
術
工
芸―

区
指
定
文
化
財
を
中
心
に―

』
大
田
区

の
文
化
財	

第
三
十
三
集
（
二
〇
〇
二
年
三
月
）。

〔
付
記
〕本

稿
は
平
成
十
九
年
一
月
、
大
阪
大
学
大
学
院
に
提
出
し
た
修
士
論
文
の
一
部
に
加
筆
修
正
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
間
、
大
阪
大
学

大
学
院
藤
岡
穣
准
教
授
に
は
終
始
ご
指
導
を
賜
り
、
多
く
の
方
々
に
ご
助
言
い
た
だ
い
た
。
ま
た
、
写
真
掲
載
に
あ
た
り
、
所
蔵
者
な
ら
び

に
関
係
各
位
か
ら
ご
理
解
を
い
た
だ
い
た
。
末
筆
な
が
ら
、
こ
こ
に
記
し
て
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。

	

（
大
学
院
博
士
後
期
課
程
学
生
）
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1－④	十一面観音像1－⑤	准胝観音像

1－⑥	如意輪観音像

1－①	聖観音像1－②	千手観音像1－③	馬頭観音像

図１　京都・大報恩寺	六観音像
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図４　	京都・大報恩寺	
十一面観音像	右側面

図６　	京都・大報恩寺	
聖観音像	顔正面

図５　	山形・宝積院	
十一面観音像	右側面

図３　	和歌山・慈光円福院	
十一面観音像	顔左側面

図２　	京都・大報恩寺	
十一面観音像	顔左側面
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図 12　	京都・大報恩寺	
聖観音像	左側面

図 11　	京都・鞍馬寺	
聖観音像	左側面

図７　愛知・瀧山寺	聖観音像図８　京都・鞍馬寺	聖観音像図９　滋賀・延暦寺	聖観音像

図 10　	愛知・瀧山寺	
聖観音像	左側面
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図 14　滋賀・向源寺	十一面観音像図 15　東京・蓮華寺	十一面観音像

図 13　滋賀・仏心寺	聖観音像
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SUMMARY

Rokkannon Statues of Daihōon-ji:
Study Focused on the Jūichimen Kannon and Shō Kannon Statues

Ryusuke	YAMAGUCHI

Rokkannon	 statues	 (Shō	Kannon,	 Senju	Kannon,	 Batō	Kannon,	
Jūichimenn	Kannon,	 Juntei	Kannon,	Nyoirin	Kannon)	 descended	 in	
Daihōon-ji,	Kyoto,	are	known	to	have	been	produced	in	1224	by	Higo	Jōkei	
(1184-?)	from	the	inscription	of	Juntei	Kannon	statue,	one	of	the	Buddhist	
sculptors	succeeding	Unkei	and	Kaikei.	Among	the	group	of	statues,	 the	
most	notorious	Juntei	Kannon	has	often	been	the	object	of	study	as	the	
masterpiece	of	Jōkei,	along	with	the	Shō	Kannon	statue	in	Kurama-dera	in	
Kyoto	which	was	made	in	1226.	However,	the	remaining	five	statues	have	
seldom	been	the	objects	of	individual	study.

This	 thesis	 is	 a	 foothold	 to	clarify	 the	 intention	of	producing	 the	
Rokkannon	as	a	group	of	 six	 statues.	By	giving	attention	especially	 to	
Jūichimen	 Kannon	 and	 Shō	 Kannon	 with	 investigation	 of	 the	
characteristics	of	 their	styles	and	 forms,	 it	 interprets	 the	differences	 in	
expressions	which	have	been	considered	to	be	within	the	range	of	style:	it	
could	be	said	that	the	Jūichimen	Kannon	statue	has	the	similarities	of	the	
Buddhist	statues	made	 from	the	end	of	Nara	 to	 the	early	Heian	period	
such	as	the	expressions	of	 the	garments	and	the	back	part	of	 the	head,	
and	that	the	Shō	Kannon	shows	 influences	of	 those	produced	 in	the	 late	
Heian	period	 accordingly	 their	 forms	of	 tenkandai	 and	garments,	 the	
postures	of	hands,	and	the	views	from	the	side.	Although	the	two	statues	
diverge	on	 the	 time	of	 their	models,	 they	 took	over	 the	characteristic	
elements	of	 the	 sculptures	of	precedent	eras	 to	project	 the	 images	of	
ancient	statues.	For	what	reasons	did	these	statues	take	over	and	evoke	
the	ancient	 statues	 in	 their	appearances?	The	 thesis	clarifies	a	part	of	
design	and	intention	of	Jōkei	who	supervised	in	the	production.

キーワード：大報恩寺，六観音，肥後定慶，檀像，模刻




