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は
じ
め
に

　

十
一
面
観
音
像
の
作
例
を
見
て
い
る
と
、
し
ば
し
ば
膝
の
外
側
辺
り
の
裙
が
た

く
し
上
げ
ら
れ
た
よ
う
な
表
現
が
見
ら
れ
る
。
形
や
位
置
に
違
い
が
あ
る
も
の
の
、

何
ら
か
の
意
図
を
以
て
表
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
全
時
代
的
に
作
例

が
確
認
で
き
る
が
、
こ
の
表
現
を
持
た
な
い
も
の
も
並
行
し
て
認
め
ら
れ
る
。
ま

た
、
平
安
時
代
前
期
ま
で
は
ほ
と
ん
ど
十
一
面
観
音
像
に
し
か
見
ら
れ
な
い
が
、

平
安
時
代
後
期
、
鎌
倉
時
代
に
は
十
一
面
観
音
以
外
の
観
音
像
に
も
多
く
み
ら
れ

る
よ
う
に
な
る
。
で
は
、
こ
の
表
現
の
意
図
は
な
に
か
。
な
ぜ
十
一
面
観
音
像
に

多
く
み
ら
れ
る
の
か
。
作
例
を
検
討
し
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
本
稿
の
目
的
と
す

る
。

　
　
　

一
．
裙
の
た
く
し
上
げ
を
も
つ
作
例

　

裙
に
た
く
し
上
げ
の
表
現
が
見
ら
れ
る
作
例
に
つ
い
て
、
ま
ず
造
立
年
が
造
像

　
　
　
　
十
一
面
観
音
像
の
形
式
の
踏
襲

　 

　

 

不
＊

 

二 

山　
　

あ 

か 

り　
　
　
　

　
　
　

要　
　

旨

　　

十
一
面
観
音
像
に
は
膝
の
外
側
辺
り
に
裙
が
た
く
し
上
げ
ら
れ
た
か
の
よ
う
な
表
現

を
も
つ
作
例
が
見
ら
れ
る
。
そ
の
形
状
や
位
置
は
一
様
で
は
な
い
が
、
早
い
例
を
見
る

に
、
本
来
は
瓔
珞
に
よ
っ
て
裙
が
た
く
し
上
げ
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
し
、

後
世
の
作
例
で
は
瓔
珞
が
欠
失
し
た
か
、
あ
る
い
は
意
図
的
に
省
略
さ
れ
た
も
の
が
多

い
。

　

こ
の
表
現
は
、
中
国
の
作
例
の
検
討
か
ら
、
お
そ
ら
く
唐
代
に
成
立
し
た
菩
薩
像
一

般
に
み
ら
れ
る
も
の
で
、
日
本
に
は
奈
良
時
代
に
請
来
さ
れ
た
像
を
介
し
て
流
入
し
た

と
思
わ
れ
る
。
日
本
で
は
十
一
面
観
音
像
に
多
く
見
ら
れ
、
そ
の
造
像
が
盛
ん
に
な
る

奈
良
時
代
以
降
、
全
時
代
的
に
確
認
で
き
る
。

　

十
一
面
観
音
経
典
に
は
十
一
面
観
音
像
を
本
尊
と
し
た
修
法
が
説
か
れ
、
そ
の
像
容

を
い
わ
ゆ
る
画
像
法
で
記
す
が
、
こ
れ
ら
に
裙
の
た
く
し
上
げ
に
つ
い
て
の
記
述
は
無

い
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
十
一
面
観
音
経
典
と
共
に
請
来
さ
れ
た
像
が
、
経
典
に
記
載
さ

れ
る
修
法
の
本
尊
を
造
像
す
る
際
の
典
拠
と
な
っ
て
い
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド
：
①
十
一
面
観
音　

②
裙
の
た
く
し
上
げ　

③
唐
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銘
記
や
関
係
史
料
等
で
お
お
よ
そ
推
測
で
き
る
も
の
の
一
部
を
あ
げ
る
。

　

平
安
時
代

　
　

天
暦
五
年
（
九
五
一
）
あ
る
い
は
応
和
年
間
（
九
六
一
‐
九
六
四
）
頃（

１
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

六
波
羅
蜜
寺
像

　
　

永
祚
元
年
（
九
八
九
）
頃　

遍
照
寺
像

　
　

延
久
元
年
（
一
〇
六
九
）
観
世
音
寺
像

　

鎌
倉
時
代

　
　

建
久
四
年
（
一
一
九
三
）
正
法
寺
像

　
　

貞
応
三
年
（
一
二
二
四
）
大
報
恩
寺
像

　
　

天
福
元
年
（
一
二
三
三
）
宝
積
寺
像

　
　

弘
安
元
年
（
一
二
七
八
）
薬
仙
寺
像

　

室
町
時
代

　
　

永
正
四
年
（
一
五
〇
七
）
仙
算
作
、
東
大
寺
像

　
　

享
禄
四
年
（
一
五
三
一
）
実
清
作
、
西
念
寺
像

　
　

享
禄
五
年
（
一
五
三
二
）
源
四
郎
作
、
旧
椿
井
寺
像

　
　

天
文
十
年
（
一
五
四
一
）
源
四
郎
作
、
千
万
院
像

　
　

永
禄
三
年
（
一
五
六
〇
）
大
福
寺
像

　

造
立
年
代
が
未
詳
の
作
例
も
含
め
れ
ば
、
十
一
面
観
音
像
の
造
立
が
盛
ん
に
な

る
奈
良
時
代
以
降
、
こ
の
種
の
作
例
が
確
認
で
き
る
。
日
本
で
造
立
さ
れ
た
こ
の

表
現
を
も
つ
早
い
例
と
し
て
は
、
奈
良
国
立
博
物
館
像（
２
）、
薬
師
寺
像（
３
）、
大
安
寺
像

な
ど
が
あ
げ
ら
れ
、
請
来
像
も
含
め
れ
ば
法
隆
寺
九
面
観
音
像
が
最
も
古
い
作
例

と
な
ろ
う
。

　

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
表
現
が
見
ら
れ
な
い
作
例
も
全
時
代
的
に
確
認
で
き
る
。
請

来
像
、
あ
る
い
は
そ
の
影
響
を
強
く
受
け
日
本
で
造
立
さ
れ
た
作
例
と
し
て
は
、

東
京
国
立
博
物
館
像
（
多
武
峰
伝
来
）、
与
楽
寺
像
、
神
福
寺
像
な
ど
が
あ
げ
ら

れ
る
。
七
世
紀
に
遡
る
と
さ
れ
、
日
本
に
お
け
る
最
も
早
い
十
一
面
観
音
像
の
作

例
で
あ
る
東
京
国
立
博
物
館
像
（
那
智
出
土
）
や
、
奈
良
時
代
の
造
立
と
さ
れ
る

薬
師
寺
像（
４
）、
唐
招
提
寺
像
、
金
剛
山
寺
像
、
美
江
寺
像
な
ど
に
は
見
ら
れ
な
い
。

官
営
工
房
（
東
大
寺
造
仏
所
）
の
関
与
が
指
摘
さ
れ
る
聖
林
寺
像
や
観
音
寺
像
を

含
め
、
乾
漆
像
に
は
こ
の
表
現
が
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
こ
と
は
留
意
さ
れ
る
。

　

裙
の
た
く
し
上
げ
の
形
状
に
注
目
す
る
と
、
一
様
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

遍
照
寺
像
（
図
１
）
や
地
福
寺
像
の
よ
う
に
、
体
の
一
部
で
あ
る
か
の
よ
う
に
大

き
く
外
側
に
向
か
っ
て
張
り
出
し
、
そ
の
衣
褶
を
並
行
に
整
理
し
た
作
例
も
あ
れ

ば
、
一
方
で
、
観
世
音
寺
像
（
図
２
）
や
正
法
寺
像
の
よ
う
に
ほ
ん
の
小
さ
く
表

し
、
衣
褶
を
ほ
と
ん
ど
表
さ
な
い
も
の
や
、
左
右
で
形
が
相
違
し
て
い
る
も
の
も

あ
る
。
ま
た
、
そ
の
位
置
も
膝
の
高
さ
か
ら
足
首
ほ
ど
の
低
い
高
さ
ま
で
様
々
で

あ
る
。
唯
一
共
通
す
る
の
は
、
裙
が
な
ん
ら
か
の
要
因
で
た
く
し
上
げ
ら
れ
、
そ

の
形
が
固
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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二
．
初
発
的
な
作
例
と
そ
の
表
現
の
成
立

　

こ
の
表
現
を
も
つ
早
い
例
と
し
て
、
ま
ず
法
隆
寺
九
面
観
音
像
（
図
３
～
５
）

を
見
よ
う
。
腹
部
正
面
の
花
形
の
飾
り
か
ら
左
右
に
分
か
れ
、
体
側
を
通
り
背
面

腰
部
ま
で
繋
が
る
瓔
珞
を
身
に
着
け
る
が
、
こ
の
瓔
珞
が
背
面
あ
る
い
は
側
面
か

ら
前
面
に
向
か
っ
て
体
側
の
裙
を
た
く
し
上
げ
、
膝
の
外
側
に
こ
の
表
現
が
で
き

る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
裙
裾
が
持
ち
上
げ
ら
れ
、
折
り
た
た
ま
れ
た
よ
う
な
状
態

に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

同
様
の
表
現
を
も
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
作
例
と
し
て
は
、
八
世
紀
後
半
か

ら
九
世
紀
初
頭
の
造
立
と
さ
れ
る
奈
良
国
立
博
物
館
所
蔵
十
一
面
観
音
像（
５
）と
、
九

世
紀
あ
る
い
は
十
世
紀
の
造
立
と
さ
れ
る
海
住
山
寺
十
一
面
観
音
像（
６
）が
あ
げ
ら
れ

る
。
両
像
と
も
現
在
は
瓔
珞
を
部
分
的
に
、
あ
る
い
は
全
て
欠
失
す
る
も
の
の
、

釘
穴
等
の
痕
跡
か
ら
当
初
の
瓔
珞
の
形
式
が
推
測
さ
れ
て
お
り
、
裙
の
た
く
し
上

げ
と
瓔
珞
が
結
び
つ
い
た
法
隆
寺
九
面
観
音
像
の
よ
う
な
表
現
で
あ
っ
た
と
想
定

さ
れ
る
。

　

ま
た
、
室
生
寺
弥
勒
菩
薩
像
（
図
６
）
や
М
О
Ａ
美
術
館
聖
観
音
像
な
ど
、
十

一
面
観
音
以
外
の
菩
薩
像
に
も
同
様
の
表
現
が
見
ら
れ
る
。
室
生
寺
像
背
面
の
裙

の
下
部
に
は
、
裙
が
瓔
珞
に
よ
っ
て
た
く
し
上
げ
ら
れ
る
こ
と
で
生
じ
た
衣
襞
（
図

７
）
が
確
認
で
き
る
。
М
О
Ａ
像
は
前
面
の
瓔
珞
の
多
く
が
後
補
で
あ
る
が
、
残

存
部
か
ら
推
し
て
、
当
初
の
瓔
珞
の
形
式
が
法
隆
寺
九
面
観
音
像
と
近
似
し
て
い

る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　

や
や
時
代
の
下
る
海
住
山
寺
像
を
除
く
こ
れ
ら
の
像
は
、
そ
の
様
式
や
形
式
か

ら
、
請
来
像
、
あ
る
い
は
中
国
彫
刻
の
影
響
を
色
濃
く
受
け
て
日
本
で
制
作
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お
り（
７
）、
瓔
珞
に
よ
っ
て
裙
が
た
く
し
上
げ
ら

れ
る
と
い
う
表
現
が
唐
の
菩
薩
像
に
見
ら
れ
る
表
現
で
あ
っ
た
こ
と
、
日
本
へ
は

請
来
像
な
ど
を
通
し
て
流
入
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
推
測
で
き
る
。

　

で
は
、
そ
の
表
現
は
中
国
に
お
い
て
い
つ
現
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
現
時
点
で

考
え
て
い
る
と
こ
ろ
を
述
べ
る
。

　

中
国
彫
刻
の
作
例
を
概
観
す
る
と
、
管
見
に
及
ぶ
限
り
、
そ
の
表
現
は
隋
代
ま

で
は
見
ら
れ
ず（
８
）、
唐
代
に
な
っ
て
確
認
で
き
、
菩
薩
像
一
般
に
み
ら
れ
る
も
の
で

あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
唐
代
の
菩
薩
像
に
お
い
て
こ
の
表
現
が
成
立
し
た
と
す
る

と
、
そ
の
理
由
と
し
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
二
点
あ
る
。

　

一
つ
は
、
鄭
礼
京
氏
が
指
摘
さ
れ
た
「
透
き
間
の
成
立
」
で
あ
る
。
氏
に
よ
る

と
、
北
魏
以
降
の
中
国
菩
薩
像
に
は
、
裳
や
天
衣
で
肉
付
け
の
凹
凸
を
覆
い
、
平

面
的
な
塊
状
の
身
体
を
構
成
す
る
「
漢
民
族
様
式
」
が
定
着
し
て
い
た
。
六
世
紀

に
な
っ
て
イ
ン
ド
彫
刻
、
あ
る
い
は
そ
の
影
響
を
受
け
た
東
南
ア
ジ
ア
彫
刻
を
受

容
す
る
こ
と
に
よ
り
、
腕
あ
る
い
は
天
衣
と
胴
体
と
の
間
に
「
透
き
間
」
が
み
ら

れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
は
隋
代
に
な
る
と
定
着
し
、
さ
ら
に
広
が
っ
て
い
く
こ

と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る（

９
）。
両
腕
か
ら
体
側
に
ぴ
た
り
と
沿
っ
て
垂
下
し
て
い
た
天

衣
が
身
体
か
ら
分
離
し
た
こ
と
が
、
裙
の
た
く
し
上
げ
に
不
可
欠
な
空
間
の
獲
得

に
繋
が
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

も
う
一
つ
は
、
写
実
表
現
の
進
展
で
あ
る
。
唐
様
式
の
特
徴
で
あ
る
写
実
表
現

へ
の
意
識
の
高
ま
り
は
、
裙
の
布
の
質
感
に
対
し
て
も
見
ら
れ
る
。
河
北
省
博
物

館
所
蔵
の
曲
陽
県
修
徳
寺
址
出
土
の
菩
薩
像
の
う
ち
、
北
斉
か
ら
隋
に
造
立
さ
れ
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た
と
見
ら
れ
る
も
の）

（1
（

は
、
着
衣
の
質
感
と
い
う
よ
り
、
材
で
あ
る
大
理
石
の
質
感

を
活
か
す
よ
う
な
、
縦
に
走
る
直
線
的
な
衣
文
が
見
ら
れ
る
。
一
方
、
唐
代
七
世

紀
に
造
立
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
像）
（（
（

で
は
同
じ
大
理
石
を
用
材
と
し
な
が
ら
も
、
裙

に
は
現
実
的
な
衣
褶
が
刻
ま
れ
、
左
膝
の
外
側
あ
た
り
に
裙
の
た
く
し
上
げ
の
表

現
が
見
ら
れ
る
。
本
像
は
腰
を
右
に
ひ
ね
り
、
右
足
に
重
心
を
の
せ
る
が
、
直
立

か
ら
そ
の
姿
勢
に
移
行
す
る
際
に
、
両
脚
に
ま
と
わ
り
つ
く
よ
う
な
薄
い
裙
が
、

瓔
珞
に
引
き
上
げ
ら
れ
る
こ
と
で
生
じ
た
か
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
。

　

写
実
表
現
の
進
展
が
、
瓔
珞
と
裙
そ
の
も
の
の
造
形
を
意
識
す
る
だ
け
で
な
く
、

両
者
の
現
実
的
・
有
機
的
な
関
係
性
を
も
表
現
す
る
こ
と
に
繋
が
っ
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

　

ま
た
、
中
国
彫
刻
に
お
い
て
は
、
裙
の
長
さ
が
短
く
な
り
、
足
首
を
露
わ
に
す

る
作
例
が
見
ら
れ
る
。
法
隆
寺
九
面
観
音
像
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
が
、
裙
を
た
く

し
上
げ
る
こ
と
に
よ
り
裾
が
引
き
上
げ
ら
れ
、
よ
り
足
首
ま
わ
り
が
軽
快
に
印
象

づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
腹
部
正
面
の
花
形
の
飾
り
か
ら
左
右
に
分
か
れ
、
体

側
を
通
り
背
面
腰
部
ま
で
繋
が
る
「
八
」
字
形
の
瓔
珞
は
、
管
見
の
限
り
中
国
に

お
い
て
隋
代
か
ら
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
り）

（1
（

、
足
首
を
出
す
と
い
う
イ
ン
ド
的
な
表

現
と
、
中
国
的
な
瓔
珞
が
融
合
し
、
よ
り
効
果
的
な
表
現
が
生
ま
れ
た
と
言
え
よ

う
。

　

請
来
像
、
も
し
く
は
そ
の
影
響
を
強
く
受
け
た
東
京
国
立
博
物
館
像
（
多
武
峰

伝
来
）、
神
福
寺
像
に
裙
の
た
く
し
上
げ
が
み
ら
れ
な
い
こ
と
を
先
ほ
ど
述
べ
た
が
、

両
像
と
も
唐
代
の
造
像
で
あ
り
な
が
ら
隋
代
以
前
の
形
式
や
様
式
が
部
分
的
に
残

る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お
り）
（1
（

、
こ
の
表
現
が
唐
代
に
成
立
し
た
可
能
性
も
示
唆
さ

れ
よ
う
か
。

　

唐
代
に
お
け
る
こ
の
表
現
は
十
一
面
観
音
像
に
限
ら
ず
菩
薩
像
一
般
に
み
ら
れ

る
表
現
で
あ
る
が
、
日
本
に
お
い
て
は
平
安
時
代
の
前
期
ま
で
、
他
の
菩
薩
像
に

比
べ
て
十
一
面
観
音
像
に
多
く
見
ら
れ
る
こ
と
は
、
十
一
面
観
音
信
仰
隆
盛
の
影

響
と
、
当
時
の
十
一
面
観
音
造
像
に
お
い
て
請
来
像
を
写
す
こ
と
が
重
要
視
さ
れ

て
い
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

　

十
一
面
観
音
経
典
に
は
、
耶
舎
崛
多
訳
『
佛
説
十
一
面
観
世
音
神
呪
経
』、
阿

地
瞿
多
訳
『
十
一
面
観
世
音
神
呪
経
』、
玄
奘
訳
『
十
一
面
神
呪
心
経
』、
不
空
訳

『
十
一
面
観
自
在
菩
薩
心
密
言
念
誦
儀
軌
経
』
が
あ
る
。
北
周
六
世
紀
後
半
に
漢

訳
さ
れ
た
『
十
一
面
観
世
音
神
呪
経
』
と
唐
六
五
六
年
に
漢
訳
さ
れ
た
『
十
一
面

神
呪
心
経
』
は
、
天
平
九
年
（
七
三
七
）
に
日
本
で
写
さ
れ
た
こ
と
が
「
正
倉
院

文
書
」
か
ら
確
認
で
き
る
。
い
ず
れ
の
経
典
も
修
法
の
本
尊
と
し
て
祀
る
十
一
面

観
音
像
の
像
容
に
関
す
る
い
わ
ゆ
る
「
画
像
法
」
を
説
く
が
、
裙
の
た
く
れ
に
つ

い
て
は
記
さ
な
い
。

　

法
隆
寺
九
面
観
音
像
は
、
天
平
十
九
年
（
七
四
七
）
勘
録
の
『
法
隆
寺
伽
藍
縁

起
幷
流
記
資
財
帳
』
に
記
載
さ
れ
る
、
養
老
三
年
（
七
一
九
）
唐
よ
り
請
来
さ
れ

た
像
に
あ
た
る
と
い
う
説
が
あ
り）

（1
（

、
ま
た
、
そ
の
像
容
は
玄
奘
訳
に
依
拠
す
る
と

い
う
指
摘
が
あ
る）
（1
（

。
画
像
法
に
記
述
の
無
い
こ
の
表
現
が
踏
襲
さ
れ
る
理
由
と
し

て
、
法
隆
寺
像
の
よ
う
な
請
来
像
が
、
請
来
経
典
に
記
さ
れ
る
修
法
の
本
尊
を
造

像
す
る
際
に
典
拠
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

　

承
和
四
年
（
八
三
七
）
に
は
畿
内
七
道
諸
国
の
国
分
寺
に
お
い
て
「
十
一
面
之

法
」
が
行
わ
れ
て
お
り）
（1
（

、
十
一
面
観
音
の
修
法
と
造
像
が
全
国
に
広
が
っ
て
い
っ
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た
と
思
わ
れ
、
各
地
に
こ
う
し
た
規
範
と
な
る
像
が
存
在
す
る
契
機
と
な
り
、
そ

れ
ら
を
本
歌
と
し
た
造
像
が
後
世
ま
で
行
わ
れ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
表
現
を
も
つ
作
例
に
は
、
時
代
が
下
る
と
、
本
来
の
形
状
が
崩
れ
、
形
骸

化
す
る
よ
う
な
も
の
も
多
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
例
と
し
て
は
前
述
の
遍
照

寺
像
や
、
た
く
し
上
げ
に
よ
る
衣
襞
を
正
面
か
ら
見
え
る
よ
う
に
整
理
し
た
西
光

院
像
（
図
11
）
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
瓔
珞
が
失
わ
れ
た
像
を
本
歌
に
し

た
こ
と
で
、
本
来
の
表
現
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
の
で

あ
ろ
う
。

　

檀
像
の
瓔
珞
は
、
法
隆
寺
九
面
観
音
像
な
ど
早
い
時
期
の
も
の
で
は
共
木
で
、

し
か
も
体
か
ら
浮
か
す
よ
う
に
彫
出
さ
れ
て
い
る
の
が
、
次
第
に
別
材
製
の
も
の

へ
と
変
化
す
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る）
（1
（

。
前
者
は
欠
失
し
や
す
く
、
後
者
は
亡

失
し
や
す
い
こ
と
が
、
前
述
の
奈
良
国
立
博
物
館
像
や
海
住
山
寺
像
か
ら
も
確
認

で
き
る
し
、
両
像
含
め
、
こ
の
表
現
が
見
ら
れ
る
作
例
の
多
く
に
瓔
珞
は
現
存
し

な
い
。
形
骸
化
し
た
表
現
を
も
つ
作
例
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
、
何
ら
か
の
像
を
本

歌
と
し
た
造
像
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
事
象
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　

お
わ
り
に

　

一
部
の
十
一
面
観
音
像
に
お
い
て
見
ら
れ
る
裙
の
た
く
し
あ
げ
の
表
現
は
、
法

隆
寺
九
面
観
音
像
な
ど
の
奈
良
時
代
に
請
来
さ
れ
た
像
に
よ
っ
て
日
本
に
流
入
し

た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
指
摘
し
た
。

　

こ
の
表
現
は
お
そ
ら
く
唐
代
に
生
じ
た
も
の
で
、
菩
薩
像
一
般
に
み
ら
れ
る
も

の
で
あ
る
が
、
日
本
で
は
十
一
面
観
音
像
に
多
く
見
ら
れ
る
。
十
一
面
観
音
に
お

い
て
経
典
に
説
く
「
画
像
法
」
に
記
載
さ
れ
な
い
裙
の
た
く
し
上
げ
と
い
う
形
状

が
踏
襲
さ
れ
る
の
は
、
経
典
と
共
に
請
来
さ
れ
た
像
が
、
修
法
本
尊
の
造
像
に
際

し
て
の
規
範
と
な
っ
て
い
た
可
能
性
を
示
唆
す
る
。

　

十
一
面
観
音
の
修
法
と
造
像
は
国
分
寺
を
通
し
て
全
国
へ
広
ま
っ
て
い
っ
た
と

思
わ
れ
、
そ
れ
に
伴
い
規
範
と
な
る
像
が
全
国
各
地
に
存
在
す
る
こ
と
と
な
っ
た

の
か
も
し
れ
な
い
。

　

仏
教
彫
像
に
は
、
奈
良
時
代
か
ら
見
ら
れ
る
渦
文
な
ど
、
こ
の
表
現
以
外
に
も

踏
襲
さ
れ
る
形
式
が
あ
る
。
十
一
面
観
音
像
造
像
に
お
い
て
本
歌
と
な
る
像
が
存

在
し
た
可
能
性
に
留
意
し
、
作
例
を
丁
寧
に
検
討
し
て
い
き
た
い
。

　

な
お
、
現
時
点
で
は
絵
画
作
例
は
ほ
と
ん
ど
収
集
で
き
て
い
な
い
。
こ
の
表
現

の
成
立
が
唐
代
以
前
に
遡
る
可
能
性
も
あ
る
た
め
、
彫
刻
と
あ
わ
せ
て
作
例
の
収

集
・
検
討
を
進
め
る
。

注（
１
） 

六
波
羅
蜜
寺
像
の
造
立
年
代
に
つ
い
て
は
諸
史
料
の
検
討
か
ら
、
天
暦
五
年
頃
と

す
る
説
と
、
応
和
年
間
説
が
あ
る
。
副
島
弘
道
氏
は
前
者
の
説
を
支
持
し
（「
六
波

羅
蜜
寺
の
天
暦
造
像
と
十
世
紀
の
造
像
工
房
」『
美
術
史
』一
一
三
号
、一
九
八
二
年
）、

伊
東
史
郎
氏
は
後
者
を
支
持
す
る（『
日
本
の
美
術
４　

四
六
九
号　

十
世
紀
の
彫
刻
』

至
文
堂
、
二
〇
〇
六
年
）。

（
２
） 
奈
良
国
立
博
物
館
『
檀
像　

白
檀
仏
か
ら
日
本
の
木
彫
仏
へ
』（
一
九
九
一
年
、
七

十
四
頁
）

（
３
） 『
奈
良
六
大
寺
大
観　

薬
師
寺
』、
一
九
七
〇
年
、
一
六
六
頁
、
像
高
一
六
五
・
五
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（
４
） 『
奈
良
六
大
寺
大
観　

薬
師
寺
』、
一
九
七
〇
年
、
八
十
四
頁
、
像
高
一
九
一
・
五

㎝

（
５
） 
奈
良
国
立
博
物
館
所
蔵
十
一
面
観
音
像
の
制
作
年
代
に
つ
い
て
、
奈
良
国
立
博
物

館
『
檀
像　

白
檀
仏
か
ら
日
本
の
木
彫
仏
へ
』（
一
九
九
一
年
）
で
は
九
世
紀
と
し

て
い
る
。

　
　
　

井
上
一
稔
氏
は
「
奈
良
国
立
博
物
館
蔵　

十
一
面
観
音
檀
像
に
つ
い
て
」（『
鹿
園

雑
集
』
創
刊
号
、
一
九
九
九
年
）
に
お
い
て
、
制
作
年
代
を
八
世
紀
第
三
四
半
期

と
し
て
い
る
。
ま
た
、
同
論
文
に
お
い
て
、
現
在
は
欠
失
す
る
も
の
の
、
裙
の
た

く
し
あ
げ
か
ら
両
腰
脇
に
至
る
瓔
珞
の
痕
跡
が
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。

（
６
） 

海
住
山
寺
十
一
面
観
音
像
の
制
作
年
代
に
つ
い
て
は
、『
大
和
古
寺
大
観
』
七
（
一

九
七
八
年
）
で
は
九
世
紀
末
か
ら
十
世
紀
初
頭
と
し
て
い
る
。
伊
東
史
郎
氏
は
釘

穴
の
分
布
か
ら
、
腹
前
か
ら
分
岐
し
、
体
側
を
ま
わ
る
形
の
瓔
珞
が
あ
っ
た
こ
と

を
想
定
し
て
い
る
（「
円
通
寺
旧
蔵
観
音
菩
薩
立
像
に
つ
い
て
－
初
期
小
檀
像
と
の

関
連
－
」『
学
叢
』
十
二
、
一
九
九
〇
年
）。

（
７
） 

井
上
正
『
日
本
の
美
術
６　

第
二
三
五
号　

檀
像
』（
至
文
堂
、
一
九
八
七
年
）、

注
２
『
檀
像
』
の
他
、
法
隆
寺
九
面
観
音
像
は
『
奈
良
六
大
寺
大
観
法
隆
寺　

第

四
巻
』（
一
九
七
一
年
）、
奈
良
国
立
博
物
館
像
は
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
』
創
刊
号
、
一
九
九
九
年
）、
室

生
寺
弥
勒
菩
薩
像
は
『
大
和
古
寺
大
観　

第
六
巻
』（
岩
波
書
店
、
一
九
八
四
年
）

な
ど
に
お
い
て
、
中
国
彫
刻
と
の
関
係
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
８
） 

敦
煌
莫
高
窟
中
の
大
業
九
年
か
ら
武
徳
年
間
（
六
一
三
～
六
二
六
年
）
に
造
営
さ

れ
た
隋
第
三
期
窟
に
分
類
さ
れ
る
第
二
七
六
窟
の
西
壁
文
殊
立
像
（
八
木
春
生
『
中

国
仏
教
美
術
の
展
開　

唐
代
前
期
を
中
心
に
』
二
〇
一
九
年
、
十
五
頁
、
図
５
）

に
は
裙
の
た
く
し
上
げ
の
萌
芽
と
見
ら
れ
る
よ
う
な
表
現
が
確
認
で
き
る
。

（
９
） 

鄭
礼
京
「
隋
菩
薩
像
の
成
立
に
つ
い
て
」（『
佛
教
芸
術
』
二
四
〇
、
一
九
九
八
年
）

（
10
）
東
京
国
立
博
物
館
『
中
国
国
宝
展
』
二
〇
〇
〇
年
、
二
一
三
頁
、
図
一
四
三

（
11
）
東
京
国
立
博
物
館
『
中
国
国
宝
展
』
二
〇
〇
〇
年
、
二
一
四
頁
、
図
一
四
四

（
12
） 

中
国
彫
像
に
お
い
て
瓔
珞
は
北
魏
代
か
ら
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
そ
の
頃
の

も
の
は
Ｘ
字
状
で
あ
る
。
こ
れ
は
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
時
代
の
胸
飾
り
が
、
ガ
ン
ダ
ー
ラ
、

西
域
を
経
て
伝
わ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
田
中
政
江
「
菩
薩
像
の
Ｘ
字

状
天
衣
と
そ
の
中
心
環
に
つ
い
て
」『
美
術
史
研
究
』
七
号
、
一
九
六
九
年
、
前
田

た
つ
ひ
こ
「
Ｘ
字
胸
飾
り
」『
和
光
大
学
表
現
学
部
紀
要
』
三
号
、
二
〇
〇
二
年
）。

そ
の
後
瓔
珞
の
形
状
は
多
様
に
な
り
、
北
斉
代
に
は
斜
め
が
け
の
も
の
、
北
周
代

に
は
Ｕ
字
状
の
も
の
、
隋
代
に
は
法
隆
寺
像
や
前
出
の
修
徳
字
寺
址
出
土
像
に
見

ら
れ
る
よ
う
な
「
八
」
字
形
の
も
の
の
他
、
異
な
る
形
状
の
瓔
珞
を
組
み
合
わ
せ

た
も
の
が
新
た
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

（
13
） 

東
京
国
立
博
物
館
像
に
つ
い
て
は
、 

注
２
『
檀
像
』
七
十
一
頁
、
松
田
誠
一
郎
氏
「
東

京
国
立
博
物
館
保
管
十
一
面
観
音
像
（
多
武
峰
伝
来
）
に
つ
い
て
（
下
）」（『
国
華
』

一
一
一
九
号
、
一
九
八
八
年
）、
注
３
伊
東
氏
論
文
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
神
福
寺

像
に
つ
い
て
は
、
注
２
『
檀
像
』
七
十
三
頁
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
14
） 『
奈
良
六
大
寺
大
観　

法
隆
寺
第
四
巻
』（
一
九
七
一
年
）

（
15
） 

注
２
奈
良
国
立
博
物
館
『
檀
像
』
参
照
。
井
上
一
稔
氏
は
玄
奘
訳
と
、
そ
れ
以
前

に
漢
訳
さ
れ
た
耶
舎
崛
多
訳
、
阿
地
瞿
多
訳
と
の
混
乱
が
み
ら
れ
る
と
す
る
（「
十

一
面
観
音
像
の
表
現
－
日
本
に
お
け
る
展
開
を
中
心
と
し
て
－
」『
シ
ル
ク
ロ
ー
ド

学
研
究
紀
要
11
観
音
菩
薩
像
の
成
立
と
展
開
：
変
化
観
音
を
中
心
に
イ
ン
ド
か
ら

日
本
ま
で
』
二
〇
〇
一
年
）。

（
16
）『
続
日
本
後
記
』
承
和
四
年
（
八
三
七
）
二
月
乙
未
条

（
17
）
注
３
伊
東
氏
論
文
、
井
上
一
稔
「
奈
良
国
立
博
物
館
十
一
面
観
音
檀
像
に
つ
い
て
」

（『
鹿
園
雑
集
』
創
刊
号
、
一
九
九
九
年
）
参
照
。
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図
版
出
典

図
１ 

伊
東
史
郎
『
日
本
の
美
術
４　

第
四
七
九
号　

十
世
紀
の
彫
刻
』（
至
文
堂
、
二
〇
〇

六
年
）

図
２ 

『
日
本
彫
刻
史
基
礎
資
料
集
成　
平
安
時
代　
造
像
銘
記
篇
二
』（
中
央
公
論
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図１　遍照寺十一面観音像

図４　法隆寺九面観音像
側面

図３　法隆寺九面観音像

図２　観世音寺十一面観音像

図５　法隆寺九面観音像
背面
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図７　室生寺弥勒菩薩像
背面

図６　室生寺弥勒菩薩像図８　西光院十一面観音像
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Summary

Follow the formal representation in Eleven-faced Kannon

Akari FUJIYAMA

 There are examples of Eleven-faced Kannon have drape of Kun(skirt) on both sides of the 
legs.
 Probably that drape  is  typical representation of Bodhisattava statue,and were created  in 
Tang period.
 That was introduced in the Nara period through Bodhisattva statues made in Tang.
 That drape doesn’t mention in the sutras of Eleven-faced Kannon. 
 When sculptors make Eleven-faced Kannon as principal  image of  the ritual based on the 
sutra,they may have refered to Eleven-faced Kannon from Tang has that drape.

Keyword：①Eleven-faced Kannon ②drape ③Tang


