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谷
崎
、
志
賀
の
観
音
像

　
谷
崎
潤
一
郎
と
志
賀
直
哉
が
所
有
し
た
観
音
像
が
見
つ
か
る
。

志
賀
直
哉
の
手
元
を
離
れ
て
じ
つ
に
六
十
五
年
ぶ
り
で
あ
る
。
が

会
津
八
一
記
念
博
物
館
か
ら
送
ら
れ
て
来
た
観
音
像
の
そ
の
写
真

を
見
て
私
は
落
胆
し
た
。
右
腕
は
折
れ
る
よ
う
に
腕
か
ら
手
の
部

分
を
な
く
し
て
い
る
。
左
肩
に
あ
る
は
ず
の
手
は
も
ぎ
取
ら
れ
る

よ
う
に
す
べ
て
な
く
し
て
い
る
。
誰
が
こ
ん
な
こ
と
を
し
た
の
だ

ろ
う
か
。
極
め
つ
け
は
両
足
の
足
先
と
指
が
無
惨
に
切
り
取
ら
れ

て
い
る
。
じ
つ
に
傷
ま
し
い
菩
薩
の
姿
で
あ
っ
た
。
谷
崎
潤
一
郎

と
志
賀
直
哉
が
奈
良
の
骨
董
店
で
こ
の
観
音
像
を
目
に
す
る
。
日

付
は
瀧
井
孝
作
の
『
折
柴
随
筆
』
に
よ
れ
ば
昭
和
二
年
三
月
こ
ろ

と
云
う
。

　
谷
崎
潤
一
郎
は
関
東
大
震
災
を
逃
れ
て
、
大
正
十
二
年
九
月
末

に
関
西
に
や
っ
て
来
る
。
谷
崎
の
関
西
生
活
の
は
じ
ま
り
で
あ

る
。
こ
れ
よ
り
前
の
大
正
元
年
、
志
賀
直
哉
は
父
直
温
と
烈
し
く

対
立
し
て
、
東
京
を
離
れ
、
尾
道
で
病
的
な
神
経
衰
弱
に
落
ち
入

る
。
か
れ
は
こ
の
と
き
、
東
洋
の
古
美
術
に
触
れ
、
癒
さ
れ
る
。

谷
崎
と
ほ
ぼ
同
時
期
の
大
正
十
二
年
三
月
志
賀
直
哉
一
家
が
京
都
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見つかった谷崎、志賀の観音像

志賀直哉旧居の二階座敷に置かれる観音像

粟
田
口
に
移
り
住

む
。
こ
の
あ
と
、

志
賀
直
哉
は
み
ず

か
ら
鉛
筆
を
も
っ

て
奈
良
高
畑
に
自

宅
を
造
る
。
志
賀

は
当
初
手
に
し
た

が
っ
た
観
音
像
を

後
に
谷
崎
か
ら
譲

ら
れ
、
二
階
客
間

の
床
の
間
に
置

く
。
志
賀
直
哉
旧

居
復
元
工
事
（
平

成
二
十
年
）
に
際
し
て
、
床
の
間
に
置
か
れ
る
こ
の
観
音
像
の
写

真
が
見
つ
か
っ
た
。

　
志
賀
は
「
早
春
の
旅
」
に
こ
う
書
い
て
い
る
。
「
前
、
谷
崎
君

の
所
に
あ
り
、
今
は
私
の
所
に
あ
る
観
音
像
も
手
と
足
に
不
純
な

直
し
が
あ
っ
た
の
を
明
珍
さ
ん
（
奈
良
の
仏
師
　
明
珍
恒
男
の
こ

と
）
に
と
っ
て
貰
い
、
今
は
大
変
よ
く
な
っ
た
。
」

六
二

　
こ
の
観
音
像
に
つ
い
て
書
い
た
大
佛
次
郎
の
『
終
戦
日
記
』
に

つ
ぎ
の
件
が
あ
る
。
「
も
と
谷
崎
氏
が
持
っ
て
い
た
弘
仁
仏
の
観

音
像
、
志
賀
氏
が
譲
り
受
け
、
谷
崎
氏
が
修
復
さ
せ
た
部
分
を
奈

良
の
明
珍
に
外
さ
せ
て
原
形
の
ま
ま
茶
室
の
次
の
間
に
飾
る
。
」

こ
れ
を
そ
の
ま
ま
受
け
止
め
れ
ば
、
手
足
の
な
い
観
音
像
を
谷
崎

は
由
と
せ
ず
、
志
賀
は
逆
に
手
足
の
付
い
た
そ
れ
を
外
さ
せ
て

「
大
変
よ
く
な
っ
た
」
と
言
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
二
人
の
文
豪
の

こ
の
観
音
像
に
た
い
す
る
心
持
ち
は
ま
さ
に
対
照
的
で
あ
る
。

谷
崎
潤
一
郎
「
続
羅
洞
先
生
」
と
観
音
像

　
作
家
は
自
身
の
創
作
の
き
っ
か
け
を
多
か
れ
少
な
か
れ
あ
る
現

実
の
具
体
的
な
事
物
に
見
出
す
。
ヴ
ィ
ク
ト
ル
・
ユ
ゴ
ー
は
ノ
ー

ト
ル
・
ダ
ム
寺
院
の
壁
に
ギ
リ
シ
ャ
語
の
大
文
字
で
深
く
彫
り
込

ま
れ
た
「
宿
命
」
（
＞
2
門
困
国
）
の
文
字
に
『
ノ
ー
ト
ル
・
ダ
ム
・

ド
・
パ
リ
』
の
物
語
が
は
じ
ま
っ
た
（
一
八
三
一
年
三
月
）
こ
と

を
述
べ
て
い
る
。

　
谷
崎
は
『
痴
人
の
愛
』
（
大
正
十
三
年
発
表
）
の
な
か
で

「
お
伽
噺
の
家
」
と
呼
ぶ
コ
軒
の
甚
だ
お
粗
末
な
洋
館
」
を
登

321



呉 谷　充　利

場
さ
せ
る
。
「
マ
ッ
チ
の
箱
の
よ
う
に
白
い
壁
で
包
ん
だ
外
側
。

と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
切
っ
て
あ
る
長
方
形
の
ガ
ラ
ス
窓
。
そ
し
て
正

面
の
ポ
ー
チ
の
前
に
、
庭
と
云
う
よ
り
は
寧
ろ
ち
ょ
っ
と
し
た
空

地
が
あ
る
」
そ
の
家
は
、
谷
崎
が
神
戸
市
岡
本
で
借
り
た
、
残
念

な
が
ら
最
近
取
り
壊
さ
れ
て
し
ま
っ
た
小
さ
な
平
家
を
思
い
浮
か

べ
て
描
い
て
い
る
。
実
際
、
そ
の
家
は
同
じ
停
ま
い
を
見
せ
て
い

た
。
谷
崎
の
文
学
に
見
る
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
世
界
は
現
実
の

実
際
の
世
界
に
一
つ
の
根
を
も
っ
て
い
る
。

　
マ
ゾ
ヒ
ズ
ム
を
う
か
が
わ
せ
る
前
編
の
「
薙
洞
先
生
」
（
大
正

が楽

想

十
四
年
四
月
号
「
改
造
」
発
表
）
に
つ
づ
い
て
、
「
白
詩
洞
先
生
」

と
い
う
谷
崎
の
小
品
が
昭
和
三
年
五
月
号
の
「
新
潮
」
に
発
表
さ

れ
る
。
谷
崎
が
奈
良
の
骨
董
店
で
観
音
像
を
買
っ
て
、
一
年
余
り

の
こ
と
で
あ
る
。

　
そ
の
「
続
羅
洞
先
生
」
の
な
か
に
一
風
変
わ
っ
た
一
人
の
美
人

が
登
場
す
る
。
「
誰
の
眼
に
も
一
と
際
す
ぐ
れ
た
美
貌
の
持
ち
主

で
、
（
中
略
）
こ
ん
な
美
人
が
こ
の
一
座
に
居
た
っ
け
か
な
と
、

驚
い
た
く
ら
い
」
の
「
生
野
真
弓
」
と
い
う
女
優
で
あ
る
。
な
ぜ

変
わ
っ
て
い
る
か
と
い
え
ば
、
こ
の
女
優
は
舞
台
で
＝
と
言
も

　
　
　
　
　
　
　
セ
リ
フ
を
云
わ
ず
」
「
素
足
を
出
し
た
こ
と
が

　
　
　
　
　
　
　
一
度
も
な
い
」
。

　
　
一
」
）

　　　　繍”灘wwwww　．
早稲田大学会津八一記念博物館1
収蔵されていた観音像（筆者撮影

　
理
由
が
明
か
さ
れ
る
。
女
優
の
鼻
が
ふ
が
ふ

が
に
な
っ
て
お
り
、
足
の
指
が
一
本
か
二
本
な

く
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
鼻
ふ
が
と
足

の
指
の
な
い
女
優
「
生
野
真
弓
」
に
酷
似
す
る

も
の
こ
そ
、
今
回
見
つ
か
っ
た
観
音
像
で
あ

る
。
観
音
像
の
鼻
の
と
こ
ろ
に
傷
み
が
あ
り
、

そ
の
足
先
は
写
真
の
と
お
り
切
断
さ
れ
て
い

る
。

六
三
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見つかった谷崎、志賀の観音像

身
体
の
肉
声

　
妻
と
し
て
迎
え
た
こ
の
女
優
に
薙
洞
先
生
は
「
ね
、
こ
れ
な
ら

お
前
の
ほ
ん
と
う
の
趾
（
ゆ
び
）
も
同
じ
こ
と
だ
よ
。
ど
う
？
う

ま
く
嵌
っ
た
？
痛
い
か
ね
？
」
と
言
う
。
「
ひ
こ
え
、
ひ
つ
と
も

ひ
た
ふ
は
な
ひ
わ
」
（
い
い
え
、
ち
っ
と
も
い
と
う
は
な
い
わ
）

と
、
「
夫
人
の
彫
刻
的
な
唇
か
ら
洩
れ
る
声
」
を
取
材
に
訪
ね
た

文
中
の
記
者
は
密
か
に
聞
く
。

　
「
続
薙
洞
先
生
」
（
昭
和
三
年
五
月
号
『
新
潮
』
）
の
な
か
で
、

谷
崎
は
、
東
京
人
の
標
準
語
の
言
葉
に
た
い
し
て
衝
撃
的
な
関
西

弁
の
肉
声
「
ひ
こ
え
、
ひ
つ
と
も
ひ
た
ふ
は
な
ひ
わ
」
と
文
末
に

書
く
。

　
「
続
薙
洞
先
生
」
が
観
音
像
か
ら
着
想
を
得
た
と
す
れ
ば
、
肉

声
そ
の
も
の
、
も
っ
と
い
え
ば
曲
豆
潤
な
関
西
弁
へ
の
並
々
な
ら
ぬ

谷
崎
の
決
意
が
伝
わ
る
。
「
ひ
こ
え
、
ひ
つ
と
も
ひ
た
ふ
は
な
ひ

わ
。
」
こ
の
文
末
の
言
葉
は
、
あ
た
か
も
な
く
し
た
足
の
指
つ
ま

り
そ
の
肉
体
の
内
奥
に
つ
な
が
っ
て
、
も
の
言
わ
ぬ
女
の
口
か
ら

振
り
し
ぼ
る
よ
う
に
発
せ
ら
れ
て
い
る
。

六
四

　
ま
さ
に
金
字
塔
の
ご
と
く
肉
声
が
描
か
れ
る
。
谷
崎
は
生
身
の

身
体
に
発
声
す
る
こ
の
言
語
の
領
野
へ
と
足
を
踏
み
入
れ
て
い

る
。
こ
の
新
た
な
言
語
へ
の
扉
を
ひ
ら
い
た
も
の
こ
そ
、
他
な
ら

ぬ
観
音
像
で
あ
る
こ
と
は
こ
こ
に
明
瞭
で
あ
ろ
う
。
作
家
に
お
け

る
文
体
の
変
更
と
い
う
こ
の
決
定
的
な
こ
と
が
ら
を
証
拠
立
て
る

も
の
こ
そ
、
他
な
ら
ぬ
観
音
像
な
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
こ
の

観
音
像
が
谷
崎
の
文
学
に
は
た
し
た
意
義
は
大
き
い
。
谷
崎
に
み

る
新
た
な
文
体
の
拠
っ
て
立
つ
と
こ
ろ
を
像
は
ま
さ
し
く
語
っ
て

い
る
。

　
こ
の
時
期
の
谷
崎
の
手
紙
が
あ
る
。
「
御
無
沙
汰
い
た
し
ま
し

た
、
過
日
上
京
の
際
は
い
ろ
い
ろ
御
面
倒
を
願
ひ
あ
り
か
た
う
存

じ
ま
す
く
新
潮
〉
の
原
稿
（
続
薙
洞
先
生
）
、
四
月
に
島
山
に
合

は
な
い
で
五
月
号
に
な
っ
た
由
お
く
れ
て
申
訳
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
、
と
こ
ろ
で
ど
う
せ
五
月
に
な
る
な
ら
終
り
の
方
を
少
々
加
筆

し
た
い
と
存
じ
ま
す
か
ら
な
る
べ
く
校
正
刷
り
に
し
て
少
し
早
く

届
け
て
下
さ
い
ま
せ
ん
か
、
直
す
と
こ
ろ
は
ほ
ん
の
僅
か
で
す

が
、
つ
い
で
に
校
正
も
い
た
し
ま
す
、
（
後
略
）
」
（
昭
和
三
年
四

月
一
日
　
消
印
二
日
　
中
根
駒
十
郎
宛
　
封
書
至
急
親
展
）

（『

J
崎
潤
一
郎
全
集
　
第
二
十
四
巻
　
昭
和
四
十
五
年
』
）
「
続
薙
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洞
先
生
」
の
書
か
れ
た
日
が
こ
の
手
紙
か
ら
推
察
で
き
る
。

　
こ
の
二
日
前
、
三
月
三
十
日
、
谷
崎
は
志
賀
直
哉
宛
の
手
紙
の

な
か
で
つ
ぎ
の
こ
と
を
書
い
て
い
る
。
「
昨
二
十
九
日
網
野
さ
ん

参
ら
れ
十
一
日
頃
奈
良
へ
御
帰
り
の
由
伺
ひ
ま
し
た
、
観
音
さ
ま

は
漸
く
二
三
日
前
奉
安
し
ま
し
た
の
で
本
月
中
旬
御
帰
り
に
な
り

ま
し
た
時
分
に
御
招
き
い
た
し
度
存
ま
す
」
。
観
音
像
は
こ
の
時

期
の
谷
崎
と
深
い
関
わ
り
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
時
間
の
前
後
を
辿
っ
て
み
る
と
、
谷
崎
は
こ
の
作
品
を
境
に
し

て
「
卍
」
を
大
阪
弁
で
描
い
て
い
る
。
ほ
ぼ
同
時
期
に
発
表
さ
れ

る
『
蓼
喰
う
虫
』
は
主
人
公
の
東
京
人
の
言
葉
で
書
か
れ
る
。

『
改
造
』
（
昭
和
三
年
三
月
号
）
に
初
出
さ
れ
る
「
卍
」
は
当
初
東

京
人
の
標
準
語
で
同
様
に
書
き
出
さ
れ
る
が
、
三
回
目
の
五
月
号

か
ら
大
阪
弁
が
は
さ
ま
れ
る
。
最
終
的
に
、
昭
和
六
年
四
月
に
単

行
本
と
し
て
刊
行
さ
れ
る
物
語
は
、
標
準
語
で
述
べ
ら
れ
て
い
る

三
、
四
月
号
の
も
の
を
改
め
、
残
り
の
号
を
含
め
す
べ
て
大
阪
弁

の
文
体
で
書
か
れ
る
。
（
参
考
文
献
　
橋
本
芳
一
郎
『
谷
崎
潤
一

郎
の
文
学
』
桜
楓
社
　
昭
和
五
十
　
年
）

　
関
西
弁
に
よ
る
こ
の
谷
崎
の
文
学
へ
の
歩
み
を
決
定
づ
け
た
も

の
と
し
て
「
続
羅
洞
先
生
」
が
こ
こ
に
浮
か
び
あ
が
る
。
足
の
指

が
な
く
な
っ
て
い
た
「
美
し
い
」
一
言
に
尽
き
る
観
音
像
に
着
想

を
得
て
谷
崎
は
「
富
里
洞
先
生
」
を
書
い
て
い
る
。
足
の
傷
み
を

聴
く
羅
洞
先
生
に
「
ひ
こ
尺
、
ひ
つ
と
も
ひ
た
ふ
は
な
ひ
わ
」
と

こ
た
え
る
夫
人
の
身
体
の
肉
声
は
谷
崎
の
文
学
の
道
標
を
ま
さ
に

示
す
文
体
へ
の
飛
躍
と
そ
の
言
語
へ
の
確
信
を
現
わ
し
て
い
る
と

い
え
る
。
肉
声
の
描
写
を
な
す
こ
の
文
体
は
『
卍
』
の
大
阪
弁
へ

と
結
実
し
、
そ
の
後
の
み
ご
と
な
作
品
群
へ
と
連
な
る
。

　
谷
崎
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
東
西
の
婦
人
の
声
の

相
違
は
、
三
味
線
の
音
色
に
例
を
取
る
の
が
一
番
い
い
。
私
は
、

長
唄
の
三
味
線
の
よ
う
な
冴
え
た
音
色
の
器
楽
が
東
京
に
お
い
て

発
達
し
た
の
は
誠
に
偶
然
で
な
い
と
思
う
。
東
京
の
女
の
声
は
、

良
く
も
悪
く
も
、
あ
の
長
唄
の
三
味
線
の
音
色
で
あ
り
、
ま
た
実

に
あ
れ
と
よ
く
調
和
す
る
。
キ
レ
イ
と
い
え
ば
キ
レ
イ
だ
け
れ
ど

も
、
幅
が
な
く
、
厚
み
が
な
く
、
円
み
が
な
く
、
そ
し
て
何
よ
り

も
粘
り
が
な
い
。
だ
か
ら
会
話
も
精
密
で
、
明
瞭
で
、
文
法
的
に

正
確
で
あ
る
が
、
余
情
が
な
く
、
含
蓄
が
な
い
。
大
阪
の
方
は
、

浄
瑠
璃
乃
至
地
唄
の
三
味
線
の
よ
う
で
、
ど
ん
な
に
調
子
が
甲
高

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

く
な
っ
て
も
、
そ
の
声
の
裏
に
必
ず
潤
い
が
あ
り
、
つ
や
が
あ

り
、
あ
た
た
か
味
が
あ
る
。
」
（
「
私
の
見
た
大
阪
及
び
大
阪
人
」

六
五
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見つかった谷崎、志賀の観音像

『
中
央
公
論
』
昭
和
七
年
二
月
号
一
四
月
号
所
収
）

　
筆
者
の
関
心
は
、
こ
の
身
体
の
言
語
を
通
し
て
、
谷
崎
が
風
土

と
歴
史
の
堆
積
に
お
け
る
人
間
の
美
を
改
め
て
描
き
あ
げ
て
い
る

点
に
あ
る
。
『
陰
騎
礼
讃
』
は
谷
崎
の
こ
の
文
化
論
の
結
晶
と
い

え
る
。

志
賀
直
哉
『
座
右
宝
』
（
大
正
十
五
年
）

　
が
、
こ
れ
に
た
い
し
、
志
賀
直
哉
は
観
音
像
に
付
け
ら
れ
た
そ

の
手
足
を
外
さ
せ
て
「
よ
く
な
っ
た
」
と
い
う
。
自
身
が
気
に
入

っ
た
東
洋
の
古
美
術
を
写
真
帖
に
す
る
『
座
右
宝
』
（
大
正
十
五

年
）
の
序
に
「
弓
長
の
〈
瓢
箪
鮎
魚
図
〉
を
見
れ
ば
、
そ
の
画
中

の
人
物
と
し
て
自
身
を
仮
想
す
る
事
に
一
種
の
平
安
静
寂
を
感

じ
」
「
現
わ
さ
れ
た
も
の
に
同
化
し
て
行
く
喜
び
」
か
ら
さ
ら
に

「
作
す
る
作
者
の
心
持
に
同
化
し
て
行
く
喜
び
」
を
古
美
術
の
作

品
の
鑑
賞
に
見
出
し
た
こ
と
を
述
べ
る
。
周
囲
と
の
深
刻
な
対
立

を
引
き
起
こ
す
志
賀
の
自
我
の
主
張
は
自
身
の
神
経
衰
弱
と
な
っ

て
跳
ね
返
り
、
つ
い
に
は
東
洋
の
美
に
救
済
さ
れ
る
。
世
に
い
う

志
賀
の
「
対
立
か
ら
調
和
へ
」
で
あ
る
。

六
六

　
志
賀
は
観
音
像
の
作
者
の
心
持
ち
に
自
身
を
重
ね
、
谷
崎
は
自

身
の
美
的
想
像
力
の
な
か
に
観
音
像
を
見
る
。
見
つ
か
っ
た
観
音

像
は
こ
の
こ
と
を
明
白
に
し
て
い
る
。

　
生
に
た
い
す
る
克
明
な
描
写
と
美
的
生
命
の
想
像
力
に
お
け
る

描
出
と
い
う
志
賀
直
哉
と
谷
崎
潤
一
郎
を
隔
て
る
二
つ
の
世
界
は

日
本
近
代
の
文
学
の
歩
み
を
語
る
。
日
本
近
代
の
文
学
は
二
人
の

作
家
を
通
し
て
、
諦
念
の
調
和
の
世
界
か
ら
美
的
想
像
の
世
界
へ

と
移
る
。
い
ま
、
志
賀
の
ま
な
ざ
し
を
生
の
直
観
と
し
、
谷
崎
の

そ
れ
を
美
的
想
像
と
し
て
み
れ
ば
、
こ
の
二
人
の
精
神
の
違
い
は

日
本
近
代
の
文
学
の
歩
み
そ
の
も
の
を
刻
ん
で
い
る
。

　
谷
崎
と
志
賀
が
手
に
す
る
観
音
像
は
こ
の
二
つ
の
精
神
を
あ
ざ

や
か
に
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
。
志
賀
直
哉
か
ら
谷
崎
潤
一
郎
へ
と

渡
さ
れ
る
日
本
近
代
の
足
取
り
で
あ
る
。

観
音
像
の
造
り

　
観
音
像
は
考
証
に
よ
れ
ば
檜
の
一
木
造
り
で
十
「
世
紀
前
半
の

平
安
時
代
の
も
の
と
さ
れ
る
。
志
賀
直
哉
旧
居
の
座
敷
に
置
か
れ

る
観
音
像
の
写
真
は
谷
崎
・
志
賀
の
所
有
を
証
拠
だ
て
る
お
そ
ら
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呉谷充利

く
唯
一
の
資
料
と
な
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
細
部
を
鮮
明
に
し

て
は
い
な
か
っ
た
。
所
在
（
早
稲
田
大
学
会
津
八
一
記
念
博
物

館
）
が
判
明
し
、
こ
の
観
音
像
を
直
に
見
て
わ
か
ら
な
か
っ
た
こ

と
が
氷
解
す
る
。
二
人
の
文
豪
が
手
に
し
た
み
ご
と
な
菩
薩
立
像

で
あ
っ
た
。
完
品
で
あ
っ
た
。
完
品
と
い
え
ば
少
し
語
弊
が
あ
る

が
、
喪
失
し
て
い
た
両
手
、
両
足
先
は
元
々
一
木
造
り
の
寸
外

で
、
足
先
の
接
ぎ
か
た
は
ほ
ぞ
が
な
く
正
確
に
は
わ
．
か
ら
な
か
っ

た
が
、
両
手
は
ほ
ぞ
で
接
合
さ
れ
る
そ
う
い
う
細
工
を
も
っ
て
こ

の
仏
像
が
作
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ミ
ロ
の
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
が
両

腕
を
欠
い
て
な
お
美
し
い
よ
う
に
こ
の
観
音
像
も
両
手
を
な
く
し

て
そ
の
輝
き
を
失
っ
て
は
い
な
か
っ
た
。
「
美
し
い
」
一
言
に
尽

き
た
。

　
平
安
か
ら
昭
和
初
期
ま
で
約
千
年
の
歳
月
を
経
て
、
観
音
像
の

芸
術
的
生
命
は
二
人
の
作
家
に
新
た
な
美
の
世
界
を
も
た
ら
す
。

谷
崎
は
観
音
像
に
着
想
を
得
て
、
女
の
妖
し
い
ま
で
の
美
を
み
ご

と
に
描
き
出
し
、
志
賀
は
こ
れ
を
置
い
た
旧
居
の
一
室
で
『
暗
夜

行
路
』
の
終
章
を
完
成
す
る
。

　
千
五
百
六
年
ロ
ー
マ
郊
外
で
発
見
さ
れ
た
紀
元
前
］
世
紀
頃
ヘ

レ
ニ
ズ
ム
期
の
彫
刻
『
ラ
オ
コ
ー
ン
』
（
バ
チ
カ
ン
美
術
館
所
蔵
）

が
ル
ネ
サ
ン
ス
の
巨
匠
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
に
大
き
な
影
響
を
あ
た

え
る
。
こ
の
間
、
じ
つ
に
千
五
百
年
を
か
ぞ
え
る
。
観
音
像
は
こ

の
芸
術
の
ド
ラ
マ
に
重
な
る
。

参
考
文
献

梁
瀬
　
健
「
志
賀
直
哉
旧
居
と
谷
崎
潤
一
郎
の
観
音
像
」
『
白
樺
サ

　
　
　
ロ
ン
』
創
刊
号
所
収
　
平
成
二
十
年
三
月

橋
本
芳
一
郎
『
谷
崎
潤
一
郎
の
文
学
』
桜
三
社
昭
和
五
十
一
年

写
真
　
早
稲
田
大
学
会
津
八
一
記
念
博
物
館
所
蔵
（
筆
者
撮
影
）

（
平
成
二
十
三
年
十
一
月
六
日
　
稿
）

六
七

316


