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１

保
田
與
重
郎
の
﹁
當
麻
曼
荼
羅
﹂︵﹁
コ
ギ
ト
﹂
昭
和
八
年
十
一

月
︶
は
、
折
口
信
夫
﹁
死
者
の
書
﹂
執
筆
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た

エ
ッ
セ
イ
だ
と
言
わ
れ
る
。
根
拠
は
、﹁
そ
の
文
学
﹂
と
題
す
る
保

田
の
文
章
︵﹁
短
歌
﹂
昭
和
二
十
九
年
一
月
︶
中
の
次
の
箇
所
で
あ

る
。﹁
私
が
﹁
當
麻
曼
荼
羅
﹂
や
惠
心
僧
都
の
こ
と
を
か
い
た
の
は

も
う
十
數
年
以
前
で
す
が
、
そ
の
の
ち
新
宿
の
驛
で
偶
然
先
生
に

お
眼
に
か
ゝ
つ
た
時
の
立
話
に
、
拙
稿
を
お
讀
み
下
さ
れ
、
そ
の

き
つ
か
け
で
御
自
身
の
御
心
に
あ
つ
た
小
説
を
か
き
ま
し
た
と
笑

つ
て
申
さ
れ
た
の
が
、
か
の
﹁
死
者
の
書
﹂
で
、︵
以
下
略
︶﹂。

︵
注
 ﹁
當
麻
曼
荼
羅
﹂
は
、
当
麻
寺
の
浄
土
変
相
図
の
こ
と
を
中
心
に
、
知
恩

院
の
来
迎
図
な
ど
に
つ
い
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
来
迎
図
の
発
案
者

と
さ
れ
る
惠
心
僧
都
に
触
れ
た
と
こ
ろ
も
あ
る
。
引
用
中
に
﹁﹁
當
麻
曼

荼
羅
﹂
や
惠
心
僧
都
の
こ
と
﹂
と
あ
っ
て
も
、
別
の
惠
心
僧
都
論
が
あ
る

わ
け
で
は
な
い
。︶

エ
ッ
セ
イ
﹁
當
麻
曼
荼
羅
﹂
は
、
芸
術
と
時
代
の
関
係
を
主
題
と

す
る
。
保
田
は
、
素
材
の
意
味
は
芸
術
の
示
す
世
界
で
は
な
い
、
同

じ
素
材
、
同
じ
筋
書
き
で
も
、﹁
あ
る
時
代
の
作
品
と
、
次
の
時
代

の
作
品
と
は
、
異
つ
た
世
界
を
示
﹂
す
と
言
う
の
だ
が
、
一
方
で
そ

の
時
代
は
、
年
表
的
外
見
そ
の
ま
ま
で
も
な
い
。
天
平
復
古
の
精
神

に
よ
っ
て
鎌
倉
に
現
れ
た
芸
術
は
、
い
わ
ゆ
る
天
平
芸
術
以
上
に
天

平
的
で
あ
る
。
天
平
の
も
の
と
さ
れ
る
當
麻
寺
の
原
本
曼
荼
羅
を
も

保
田
は
鎌
倉
に
傾
か
せ
た
。
批
評
原
理
と
し
て
の
﹁
天
平
﹂
を
絶
対

視
し
て
き
た
既
成
の
芸
術
観
へ
の
懐
疑
が
こ
こ
に
は
あ
る
。
保
田
は

そ
の
縛
り
を
解
き
放
つ
も
の
と
し
て
鎌
倉
芸
術
を
あ
げ
た
の
だ
が
、

そ
れ
は
単
に
物
差
し
の
変
更
を
美
術
史
家
風
に
言
っ
た
の
で
は
な

い
。
保
田
が
立
っ
て
い
た
昭
和
八
年
と
い
う
時
間
を
覆
う
﹁
不
安
﹂

の
問
題
を
、
芸
術
の
示
す
不
安
と
し
て
写
し
取
る
手
が
か
り
が
鎌
倉

折
口
信
夫
﹁
死
者
の
書
﹂
の
﹁
き
つ
か
け
﹂

︱
︱
保
田
與
重
郎
﹃
載
冠
詩
人
の
御
一
人
者
﹄
に
ふ
れ
て
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の
そ
れ
に
あ
る
と
い
う
意
味
で
引
き
出
し
て
い
る
の
だ
。﹁
動
く
も

の
の
動
く
瞬
間
を
と
ら
へ
る
﹂
と
い
う
切
迫
性
こ
そ
、
芸
術
の
不
安

と
し
て
現
れ
た
鎌
倉
の
精
神
と
み
る
保
田
は
、
来
迎
図
と
い
う
平
安

期
の
美
術
形
式
が
、
来
迎
と
い
う
精
神
を
動
的
に
具
現
化
し
え
た
の

も
そ
の
鎌
倉
だ
と
す
る
の
で
あ
る
。

２

保
田
の
﹁﹁
當
麻
曼
荼
羅
﹂
や
惠
心
僧
都
の
こ
と
﹂
を
﹁
き
つ
か

け
﹂
に
し
て
、
折
口
は
﹁
死
者
の
書
﹂
を
書
い
た
。﹁
新
宿
の
驛
﹂

で
折
口
が
そ
う
言
っ
た
と
、
保
田
は
記
憶
し
た
。
た
し
か
に
﹁
死

者
の
書
﹂
は
、
曼
荼
羅
を
織
り
成
し
た
中
将
姫
伝
説
を
下
敷
き
に

し
て
い
る
。
題
材
的
に
は
﹁
き
つ
か
け
﹂
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
だ

が
、
折
口
は
﹁
死
者
の
書
﹂
よ
り
十
五
年
以
上
も
前
に
、﹁
藤
原
ノ

横
佩
の
朝
臣
﹂
の
﹁
姉
姫
﹂︵
中
将
姫
︶
を
主
人
公
に
し
た
小
説

﹁
神
の
嫁
﹂
を
書
い
て
い
る
の
だ
。
そ
の
折
口
が
な
ぜ
、
保
田
の
仕

事
が
﹁
き
つ
か
け
﹂
だ
と
言
っ
た
の
か
を
考
え
て
み
た
い
の
だ
が
、

そ
の
た
め
に
は
少
し
回
り
道
を
し
て
、﹁
死
者
の
書
﹂
そ
の
も
の
の

構
造
に
つ
い
て
述
べ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

﹁
死
者
の
書
﹂
に
は
、
中
将
姫
︵
藤
原
横
佩
家
の
郎
女
︶
を
通
し

て
、
外
来
の
浄
土
思
想
以
前
の
信
仰
の
形
を
描
き
出
す
と
い
う
ね

ら
い
が
あ
っ
た
。
こ
こ
は
折
口
古
代
学
の
軸
で
も
あ
る
。
た
と
え

ば
中
国
か
ら
伝
わ
っ
た
七
夕
と
い
う
行
事
が
こ
の
国
に
根
付
い
た

の
は
、
受
け
入
れ
の
因
子
が
あ
っ
た
か
ら
だ
と
折
口
は
い
う
。
輸

入
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
信
仰
的
習
俗
で
、
後
に
日
本
化
す
る
も
の

は
、
固
有
に
発
生
し
た
信
仰
や
精
神
生
活
が
元
に
な
っ
て
い
る
と

い
う
の
が
彼
の
民
俗
学
の
基
本
的
な
発
想
法
だ
。
も
ち
ろ
ん
﹁
固

有
の
﹂
と
い
う
考
え
方
は
、
そ
の
民
俗
学
の
国
学
的
傾
向
を
示
す

も
の
と
な
っ
て
い
る
。

﹁
死
者
の
書
﹂
の
そ
の
ね
ら
い
は
、
小
説
そ
の
も
の
と
、
自
著
解

説
と
も
言
え
る
﹁
山
越
し
の
阿
弥
陀
像
の
画
因
﹂
と
い
う
文
章
を

併
せ
読
め
ば
、
ご
く
常
識
的
に
受
け
取
れ
る
も
の
で
あ
る
。
早
く

小
林
秀
雄
が
﹁
藤
原
南
家
の
郎
女
が
、
彼
岸
中
日
の
夕
、
二
上
山

の
日
没
に
、
仏
の
幻
を
見
た
の
は
、
渡
来
し
た
新
知
識
に
酔
っ
た

そ
の
精
神
な
の
だ
が
、
さ
ま
よ
い
出
た
の
は
、
昔
な
が
ら
の
日
祀

り
の
女
の
身
体
で
あ
っ
た
。﹂︵﹁
偶
像
崇
拝
﹂︶
と
要
約
し
た
の
も
、

小
林
固
有
の
読
み
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
﹁
死
者
の
書
﹂

の
多
く
の
論
が
や
は
り
同
様
の
ね
ら
い
に
触
れ
つ
つ
展
開
す
る
の

も
、
論
者
一
人
一
人
の
発
見
と
い
う
も
の
で
も
な
か
っ
た
。

私
た
ち
は
そ
の
よ
う
に
描
か
れ
た
も
の
を
前
提
と
し
て
、
た
だ

そ
の
よ
う
に
読
ん
で
き
た
よ
う
だ
。
む
ろ
ん
な
ん
ら
問
題
の
な
い

こ
と
だ
が
、
物
語
と
い
う
乗
り
物
に
酔
う
よ
り
前
に
済
ま
せ
て
お
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く
こ
と
も
あ
っ
た
。
仕
組
み
こ
そ
乗
り
物
だ
と
す
れ
ば
、
折
口
の

ね
ら
い
を
成
り
立
た
せ
る
そ
の
構
造
を
で
き
れ
ば
シ
ン
プ
ル
に
示

し
て
お
く
必
要
が
。
お
そ
ら
く
こ
の
小
説
の
構
造
上
の
太
柱
は
、

次
の
四
本
で
あ
る
。
す
で
に
述
べ
た
こ
と
の
あ
る
も
の
も
あ
る
が
、

一
括
し
て
挙
げ
て
み
た
い
。

一
本
は
、
い
わ
ゆ
る
私
た
ち
の
い
う
歴
史
的
﹁
古
代
﹂
を
、﹁
近

代
︵
ち
か
つ
よ
︶﹂
と
い
う
設
定
に
し
た
こ
と
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、

二
つ
の
時
間
を
作
り
出
す
こ
と
が
可
能
に
な
る
か
ら
。
古
代
が
す

で
に
近
代
と
い
う
変
質
物
で
あ
る
こ
と
を
条
件
に
、
よ
り
根
源
へ

と
遡
る
展
開
が
可
能
に
な
る
。
そ
れ
は
む
ろ
ん
語
り
手
の
声
を
制

約
す
る
だ
ろ
う
。
用
語
は
近
代
の
も
の
で
も
、
鷗
外
や
芥
川
が
よ

く
用
い
た
現
在
の
知
識
人
ら
し
い
そ
れ
は
潜
め
ね
ば
な
ら
な
い
。

何
し
ろ
古
代
が
近
代
な
の
だ
か
ら
。

二
本
目
は
、
空
間
の
取
り
方
で
あ
る
。
こ
の
物
語
の
美
し
さ
は
、

奈
良
の
都
と
二
上
山
麓
の
二
分
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
。
主
人
公
の

郎
女
を
古
層
へ
と
遡
ら
せ
る
た
め
に
は
、
道
の
り
が
必
要
だ
。
彼

女
が
め
が
け
て
い
く
と
こ
ろ
が
、
舞
台
の
中
央
と
な
る
。
能
で
、

旅
人
の
訪
ね
た
地
が
、
死
者
を
そ
の
時
限
り
示
現
さ
せ
る
地
と
な

り
得
る
の
は
、
空
間
の
移
動
が
過
去
と
の
接
点
︵
境
界
︶
へ
の
移

動
を
意
味
す
る
と
い
う
約
束
事
が
底
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
詳
し

く
言
う
時
間
が
な
い
が
、
古
代
と
過
去
に
心
を
引
き
裂
か
れ
た
副

主
人
公
大
伴
家
持
は
都
に
い
る
こ
と
で
、
郎
女
に
古
層
の
物
語
を

伝
え
る
語
り
部
の
姥
は
當
麻
の
者
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
二
空

間
の
緊
張
は
保
た
れ
る
。
比
喩
的
に
言
え
ば
、
二
人
は
同
一
人
物

で
あ
り
、
ま
た
強
い
て
分
け
れ
ば
、
姥
は
時
間
を
つ
な
ぎ
、
家
持

は
時
間
を
断
念
す
る
。

三
本
目
は
、
こ
と
さ
ら
輸
入
色
の
濃
い
も
の
を
用
い
て
、
日
本

固
有
の
信
仰
を
透
か
し
見
る
道
に
進
め
る
こ
と
で
あ
る
。
當
麻
曼

荼
羅
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
浄
土
三
部
経
の
う
ち
の
﹁
観
無
量
寿

経
﹂
の
内
容
を
描
い
た
も
の
だ
。
折
口
は
、
わ
が
国
根
生
い
の
信

仰
生
活
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
た
め
に
、
か
え
っ
て
外
来
仏
典
の

世
界
を
濃
く
体
現
し
た
も
の
を
借
り
た
の
だ
。
そ
れ
は
一
つ
の
効

果
で
あ
る
。

四
本
目
は
、
姫
の
辿
っ
た
道
が
、
古
代
の
精
神
生
活
へ
と
つ
な

が
る
も
の
だ
と
い
う
主
題
を
解
く
糸
口
を
、
小
説
自
体
に
内
在
さ

せ
た
こ
と
で
あ
る
。﹁
近
代
﹂
と
い
う
時
間
の
中
に
、
ひ
と
り
古
代

の
水
の
女
へ
と
遡
る
郎
女
は
、
い
わ
ば
深
層
に
出
会
う
わ
け
だ
が
、

折
口
は
そ
れ
を
﹁
山
越
し
阿
弥
陀
像
の
画
因
﹂
の
な
か
で
、﹁
日
本

人
総
体
の
精
神
分
析
の
一
部
﹂
と
い
う
言
葉
で
述
べ
て
い
る
。
ユ

ン
グ
の
い
う
共
同
の
無
意
識
と
い
っ
た
も
の
に
通
じ
る
部
分
で
あ

る
。﹁
白
昼
夢
﹂
を
含
め
、
数
か
所
に
わ
た
る
﹁
夢
﹂
の
場
面
は
、

そ
の
具
体
で
あ
る
。
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３

こ
の
不
思
議
な
﹁
古
代
小
説
﹂
は
以
上
の
よ
う
な
骨
組
み
で
成

り
立
つ
。
と
は
い
え
、
そ
れ
は
で
き
あ
が
っ
た
小
説
か
ら
眺
め
た

時
の
構
造
に
過
ぎ
な
い
。
建
築
物
か
ら
逆
算
し
た
設
計
図
で
あ
る
。

﹁
死
者
の
書
﹂
執
筆
の
た
め
に
は
、
設
計
図
へ
と
折
口
を
駆
り
立
て

た
動
機
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
お
そ
ら
く
中
将
姫

︵
藤
原
横
佩
家
の
郎
女
︶
と
大
津
皇
子
の
結
び
つ
き
と
い
う
単
純
き

わ
ま
る
も
の
で
あ
っ
た
。

﹁
死
者
の
書
﹂
冒
頭
、
二
上
山
の
墓
穴
で
目
覚
め
る
貴
種
の
名
を

滋
賀
津
彦
と
し
た
の
は
、
実
在
し
た
大
津
皇
子
と
記
す
の
を
は
ば

か
っ
た
当
時
の
創
作
上
の
処
置
で
あ
る
。
そ
の
事
跡
、
引
用
さ
れ

た
歌
、
姉
︵
大
伯
皇
女
︶
と
の
や
り
と
り
な
ど
、
す
べ
て
大
津
皇

子
の
も
の
で
あ
る
。
大
津
皇
子
は
六
八
六
年
に
処
刑
さ
れ
た
。
こ

れ
は
正
史
の
上
で
そ
う
で
あ
る
。
中
将
姫
が
曼
荼
羅
を
織
り
あ
げ

た
の
に
は
複
数
の
説
が
あ
る
が
、
天
平
宝
字
七
年
︵
七
六
三
︶
と

あ
る
の
が
多
い
。
折
口
は
家
持
登
場
と
の
関
連
で
、
そ
の
三
年
前

天
平
宝
字
四
年
の
設
定
と
し
た
。

大
津
皇
子
と
中
将
姫
の
時
間
は
隔
た
っ
て
い
る
。
現
実
世
界
で

は
会
い
よ
う
が
な
い
。
二
上
山
と
い
う
同
じ
空
間
の
伝
承
で
は
あ

れ
、
そ
も
そ
も
他
の
だ
れ
に
お
い
て
も
、
二
者
は
結
び
つ
く
必
要

性
が
な
か
っ
た
。
大
津
の
こ
と
は
大
津
の
こ
と
、
中
将
姫
の
こ
と

は
中
将
姫
の
こ
と
で
あ
る
。
折
口
に
し
て
も
、﹁
死
者
の
書
﹂
以
前

に
中
将
姫
に
つ
い
て
語
る
と
き
、
大
津
皇
子
の
影
は
ひ
と
つ
も
持

た
せ
て
い
な
か
っ
た
。﹁
死
者
の
書
﹂
の
独
創
は
、
そ
の
二
者
を
会

わ
せ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
二
人
が
生
き
た
歴
史
的
な
時
間
差
こ
そ
、

近
代
か
ら
古
代
へ
と
遡
る
物
語
を
発
想
さ
せ
、
仏
典
由
来
で
は
な

い
日
本
固
有
の
信
仰
生
活
と
い
う
折
口
学
の
主
要
モ
チ
ー
フ
を
盛

る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
。
謀
反
の
罪
ゆ
え
に
、
殯
︵
も
が
り
︶
も

受
け
ら
れ
ず
に
二
上
山
に
葬
ら
れ
た
大
津
皇
子
。
そ
の
鎮
ま
ら
ぬ

魂
が
、
水
の
女
の
本
性
に
目
覚
め
始
め
た
郎
女
と
の
夢
中
の
合
体

に
よ
っ
て
蘇
生
す
る
。

﹁
死
者
の
書
﹂
は
、
昭
和
十
四
年
一
月
か
ら
三
月
に
連
載
さ
れ

た
。
折
口
全
集
の
年
譜
、
昭
和
十
三
年
に
﹁
十
二
月
中
旬
、
箱
根

に
籠
り
、﹁
死
者
の
書
﹂
を
執
筆
し
始
め
る
﹂
と
あ
る
。
昭
和
十
四

年
の
年
譜
に
は
﹁
一
月
、
小
説
﹁
死
者
の
書
﹂
第
一
回
分
を
﹁
日

本
評
論
﹂
に
発
表
、
伊
豆
大
仁
の
大
仁
ホ
テ
ル
に
お
い
て
続
編
を

執
筆
し
、
引
き
続
き
二
・
三
月
号
に
連
載
﹂
と
あ
る
。
一
気
に
書

か
れ
た
様
子
が
う
か
が
え
る
が
、
そ
れ
は
周
到
に
用
意
さ
れ
て
い

た
も
の
が
ま
と
め
ら
れ
た
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
も
ち

ろ
ん
古
代
に
関
す
る
教
養
の
蓄
積
が
な
け
れ
ば
、
こ
ん
な
作
品
は

生
み
出
せ
る
も
の
で
は
な
い
。
す
で
に
﹁
神
の
嫁
﹂
と
い
う
原
形
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も
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
元
手
も
時
間
も
か
け
ら
れ
て
い
る

の
だ
が
、
単
行
本
に
す
る
際
、
序
章
の
位
置
さ
え
変
え
ね
ば
な
ら

な
か
っ
た
こ
と
な
ど
に
も
表
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
と
小
説
化
と

い
う
点
で
み
れ
ば
性
急
感
漂
う
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

折
口
が
保
田
の
著
述
を
契
機
に
そ
れ
を
書
い
た
と
し
て
、
そ
の

場
合
﹁
當
麻
曼
荼
羅
﹂
が
掲
載
さ
れ
た
昭
和
八
年
と
の
時
間
が
開

き
す
ぎ
て
は
い
な
い
か
。
小
説
の
性
急
感
、
折
口
の
い
つ
も
の
や

り
方
、
ま
た
保
田
本
人
に
﹁
き
つ
か
け
﹂
と
い
う
語
で
記
憶
さ
れ

る
よ
う
な
言
い
方
を
し
た
こ
と
と
の
間
に
埋
ま
ら
な
い
も
の
が
あ

る
。結

論
的
に
言
え
ば
、
折
口
を
刺
激
し
た
﹁
當
麻
曼
荼
羅
﹂
は
、

初
出
の
も
の
で
は
な
く
、
昭
和
十
三
年
九
月
刊
行
の
﹃
戴
冠
詩
人

の
御
一
人
者
﹄
に
収
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
私
は
思
う
。
そ

れ
は
、
初
出
を
見
た
見
な
い
の
問
題
で
は
な
い
。﹁
き
つ
か
け
﹂
か

ら
も
の
が
生
ま
れ
る
際
の
速
度
感
覚
の
問
題
で
あ
る
。
だ
が
、
だ

と
し
て
も
、﹁
當
麻
曼
荼
羅
﹂
の
ど
こ
が
﹁
死
者
の
書
﹂
の
﹁
き
つ

か
け
﹂
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
た
し
か
に

そ
こ
に
は
曼
荼
羅
の
こ
と
だ
け
で
な
く
、﹁
死
者
の
書
﹂
の
重
要
な

素
材
で
あ
る
山
越
阿
弥
陀
像
に
つ
な
が
る
来
迎
図
の
こ
と
が
保
田

の
鋭
い
感
覚
で
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
何
よ
り
そ
の
若
さ
で
、

芸
術
に
対
す
る
自
身
の
目
を
明
ら
か
に
出
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
は

折
口
を
そ
そ
の
か
す
に
足
る
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
が
、
出
来
上

が
っ
た
﹁
死
者
の
書
﹂
と
い
う
作
品
か
ら
計
算
す
る
時
、
何
か
足

り
な
い
感
も
あ
る
。

大
津
皇
子
の
歌
を
含
む
事
跡
、
そ
し
て
心
情
、
さ
ら
に
伊
勢
斎

宮
で
あ
っ
た
姉
大
伯
皇
女
の
歌
を
至
上
の
美
と
し
て
取
り
上
げ
た

﹁
大
津
皇
子
の
像
﹂
と
い
う
保
田
の
文
章
が
こ
こ
に
関
わ
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
、
昭
和
十
二
年
一
月
号
の
﹁
三
田
文
学
﹂

に
掲
載
さ
れ
た
。
そ
の
雑
誌
は
、
慶
応
の
教
員
で
も
あ
っ
た
折
口

に
は
、
あ
ま
り
に
近
い
。
し
か
し
、
私
は
そ
れ
を
初
出
時
に
読
ん

だ
と
し
て
も
、
折
口
が
﹁
き
つ
か
け
﹂
と
し
た
の
は
、
こ
れ
も

﹃
戴
冠
詩
人
の
御
一
人
者
﹄
の
中
の
そ
れ
で
あ
っ
た
と
思
う
。﹁
當

麻
曼
荼
羅
﹂
と
い
う
中
将
姫
に
関
わ
る
も
の
と
、
大
津
皇
子
の
墓

の
話
で
終
わ
る
﹁
大
津
皇
子
の
像
﹂
と
い
う
文
章
と
が
、
同
じ
書

物
の
中
に
あ
っ
た
こ
と
こ
そ
、﹁
死
者
の
書
﹂
の
﹁
き
つ
か
け
﹂
と

い
う
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
。︵
加
え
て
同
書
中
、
そ
の
二
つ
の

エ
ッ
セ
イ
と
並
べ
て
収
め
ら
れ
た
﹁
白
鳳
天
平
の
精
神
﹂
に
は
、

﹁
死
者
の
書
﹂
の
時
代
設
定
を
決
定
的
に
し
た
大
伴
家
持
の
﹁
万
葉

集
﹂
最
後
の
歌
に
触
れ
た
箇
所
も
あ
る
が
、
今
は
措
く
。︶﹃
戴
冠

詩
人
の
御
一
人
者
﹄
の
刊
行
か
ら
折
口
が
﹁
死
者
の
書
﹂
を
書
き

始
め
る
ま
で
は
三
か
月
で
あ
る
。

折
口
は
、
郎
女
が
二
上
山
の
峰
の
間
に
み
た
生
身
の
弥
陀
を
、
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二
上
山
に
埋
め
ら
れ
た
罪
び
と
に
重
ね
る
よ
う
に
し
た
。
郎
女
の

見
た
光
景
は
、
山
越
し
の
阿
弥
陀
図
に
近
い
。
そ
れ
は
、
観
無
量

寿
経
の
内
容
と
當
麻
曼
荼
羅
の
図
像
と
の
間
の
も
と
も
と
の
不
整

合
感
を
修
正
す
る
ア
イ
デ
ア
と
も
な
っ
て
い
よ
う
。
中
将
姫
伝
説

で
は
、﹁
生
身
の
弥
陀
﹂
を
見
な
が
ら
も
、
織
り
あ
げ
た
も
の
は
そ

の
光
景
で
は
な
く
、
意
味
的
に
配
列
さ
れ
た
変
相
図
で
あ
っ
た
。

む
し
ろ
中
将
姫
よ
り
二
百
年
も
後
の
、
恵
心
僧
都
が
二
上
山
に
沈

む
夕
日
か
ら
感
得
し
た
阿
弥
陀
来
迎
の
ほ
う
が
、
中
将
姫
の
織
り

な
し
た
も
の
と
重
な
る
。
折
口
の
と
っ
た
道
は
、
平
安
︱
鎌
倉
期

の
山
越
し
阿
弥
陀
の
因
子
を
天
平
の
中
将
姫
に
見
さ
せ
た
と
い
う

こ
と
で
も
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
保
田
の
と
っ
た
道
、
先
行
す
る

時
代
の
芸
術
の
高
度
な
具
現
を
鎌
倉
期
に
み
た
道
と
、
天
平
的
な

も
の
を
さ
ら
に
古
代
に
か
え
し
て
み
よ
う
と
す
る
折
口
の
道
の
差

異
に
な
っ
て
表
れ
て
も
い
る
。﹁
き
つ
か
け
﹂
と
い
う
も
の
の
輝
き

は
、
事
を
変
奏
・
差
異
へ
動
か
す
と
こ
ろ
に
あ
る
で
あ
ろ
う
。

谷
崎
昭
男
氏
は
、﹁﹁
日
本
の
橋
﹂
小
論
﹂︵﹃
花
の
な
ご
り
﹄︶

で
、
保
田
の
﹁
當
麻
曼
荼
羅
﹂
が
当
時
の
﹁
流
行
の
思
想
の
浅
さ

を
衝
い
た
一
文
﹂
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
に
こ
そ
、﹁
死
者
の
書
﹂
を
書

か
せ
た
契
機
は
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
保
田
と
折
口
の
関
係
と

は
ま
さ
に
そ
う
い
う
本
質
的
な
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
と
納
得
さ
せ

ら
れ
る
箇
所
で
あ
る
。
そ
う
い
う
指
摘
の
前
に
は
、
こ
こ
ま
で
つ

ら
つ
ら
述
べ
て
き
た
こ
と
は
素
材
論
に
過
ぎ
な
い
。
も
う
引
き
あ

げ
る
こ
と
と
し
て
、
一
言
だ
け
付
け
加
え
て
お
き
た
い
。
お
そ
ら

く
不
安
の
時
代
と
い
う
こ
と
に
限
ら
な
け
れ
ば
、﹃
戴
冠
詩
人
の
御

一
人
者
﹄
と
い
う
ま
る
ご
と
も
ま
た
、﹁
流
行
の
思
想
の
浅
さ
を
衝

い
た
一
巻
﹂
と
言
っ
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。﹃
花
の
な
ご
り
﹄
や

﹃
保
田
與
重
郎
全
集
﹄
で
谷
崎
氏
の
書
か
れ
た
も
の
か
ら
、
そ
ん
な

こ
と
が
推
し
量
ら
れ
る
。

︵
本
学
教
授
︶


