
（
曼
荼
羅
と
現
代
）

東
海
新
報
か
ら
「
空

海
」
の
ビ
デ
オ
が
送
ら
れ

て
き
た
。
梅
下
村
塾
㉔
の

気
仙
三
十
三
観
音
巡
礼
の

時
に
お
願
い
を
し
て
い
た

も
の
が
送
ら
れ
て
き
た
の

で
あ
る
。
真
言
密
教
の
開

祖
で
あ
る
空
海
は
お
大
師

様
と
し
て
知
ら
れ
て
お

り
、
今
で
も
盛
ん
な
四
国

巡
礼
な
ど
は
お
大
師
様
参

り
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

「
空
海
」
の
ビ
デ
オ
を

見
て
心
を
打
た
れ
た
こ
と

は
唐
の
密
教
の
正
統
な
後

継
者
で
あ
る
老
齢
の
恵
果

が
日
本
か
ら
留
学
生
と
し

て
唐
に
渡
っ
た
空
海
に
面

接
し
て
、
空
海
こ
そ
が
密

教
の
正
統
な
後
継
者
に
な

る
資
格
が
あ
る
と
見
抜
い

て
、
全
身
全
霊
を
か
け
て

空
海
に
密
教
を
伝
授
し
た

こ
と
で
あ
る
。

空
海
は
唐
に
留
学
生
と

し
て
渡
る
と
き
に
は
既
に

密
教
の
奥
義
を
受
け
入
れ

る
も
の
を
孕
ん
で
い
た
も

の
と
思
え
る
。
そ
れ
は
宗

教
奥
義
相
伝
の
妙
で
あ

る
。
曼
荼
羅
の
奥
義
は
私

に
は
知
る
よ
し
も
な
い

が
、
現
代
宇
宙
物
理
学
の

提
示
す
る
宇
宙
構
造
と
運

動
の
イ
メ
ー
ジ
と
重
な
っ

て
く
る
も
の
が
あ
る
。
現

代
科
学
は
宇
宙
空
間
に
飛

び
立
ち
、
地
球
を
外
か
ら

眺
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
こ
れ
は
同
時
に
人
間

が
宇
宙
に
ご
み
を
放
り
出

し
て
宇
宙
を
汚
染
し
て
い

る
こ
と
に
も
気
が
付
き
始

め
て
い
る
。

空
海
の
曼
荼
羅
に
は
炎

の
よ
う
に
燃
え
上
が
る
欲

望
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
ど
の

よ
う
に
制
御
し
て
宇
宙
の

生
命
の
知
恵
と
し
て
受
け

継
ぐ
べ
き
か
、
そ
の
た
め

の
「
芽
」
が
「
真
言
」
と

し
て
込
め
ら
れ
て
い
る
と

感
じ
て
い
る
。
私
は
草
の

根
の
凡
夫
と
し
て
日
々
の

生
活
を
短
く
詠
み
、
そ
れ

ら
を
色
々
な
言
語
に
訳
し

て
交
換
す
れ
ば
現
代
世
界

の
曼
荼
羅
が
生
ま
れ
て
来

る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

司
馬
遼
太
郎
は
密
教
の

誕
生
と
密
教
美
術
で
「
仏

教
が
仏
像
を
持
た
な
い
時

代
が
、
釈
迦
没
後
、
数
世

紀
も
つ
づ
い
た
。
と
こ
ろ

が
、紀
元
１
世
紀
ご
ろ
、イ

ン
ド
北
西
部
の
一
角
に
お

い
て
忽
然
と
彫
刻
と
し
て

の
仏
像
が
出
現
す
る
の
で

あ
る
。
そ
の
あ
た
り
に
サ

ン
ス
ク
リ
ッ
ト
を
解
し
な

い
民
族
が
い
て
、
仏
と
い

う
も
の
を
目
で
見
た
い
と

い
う
衝
動
を
持
っ
た
。

そ
う
い
う
衝
動
は
、
言

語
に
よ
る
論
理
と
詩
的
表

現
だ
け
で
満
足
し
て
い
た

イ
ン
ド
内
部
の
仏
教
徒
に

と
っ
て
思
い
も
よ
ら
ぬ
事

で
あ
っ
た
ろ
う
が
、
人
間

の
形
を
写
実
的
に
彫
塑
す

る
能
力
を
持
っ
た
民
族
に

と
っ
て
は
、
ご
く
自
然
の

も
の
で
あ
っ
た
」
と
述
べ

て
い
る
。

こ
れ
は
紀
元
前
３
０
０

年
代
に
ア
レ
キ
サ
ン
ダ
ー

大
王
の
大
遠
征
に
よ
る
イ

ン
ド
の
論
理
的
な
サ
ン
ス

ク
リ
ッ
ト
が
生
み
出
し
た

仏
教
文
化
と
人
間
の
肉
体

を
写
実
的
に
か
つ
美
的
に

創
造
し
う
る
ギ
リ
シ
ャ
文

化
の
遭
遇
に
よ
る
も
の
で

あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

空
海
の
密
教
マ
ン
ダ
ラ

は
ギ
リ
シ
ャ
、
イ
ン
ド
、

中
国
文
化
の
邂
逅
の
中
か

ら
生
ま
れ
て
き
て
い
る
わ

け
で
あ
る
。
い
わ
ば
空
海

の
密
教
曼
荼
羅
か
ら
数
万

年
の
縄
文
文
化
を
持
つ
日

本
で
ど
の
よ
う
な
文
化
的

運
動
展
開
を
行
い
、
そ
れ

が
21
世
紀
の
現
代
文
明
に

ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ

し
て
い
る
か
を
探
り
だ
す

こ
と
は
極
め
て
意
義
あ
る

こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ

る
。（

式
年
遷
宮
と
世
界
文

明
）伊

勢
神
宮
の
式
年
遷
宮

が
マ
ス
コ
ミ
で
大
々
的
に

報
道
さ
れ
て
い
る
。
海
外

か
ら
も
式
年
遷
宮
を
見
る

た
め
に
多
く
の
人
々
が
日

本
を
訪
れ
て
い
る
と
報
道

さ
れ
て
い
る
。
数
千
年
以

上
も
続
い
て
い
る
絶
対
的

一
神
に
支
配
さ
れ
て
い
る

世
界
が
見
直
さ
れ
て
き
て

い
る
一
つ
の
徴
で
も
あ

る
。一

神
教
文
化
の
影
響
力

は
現
代
世
界
政
治
に
お
い

て
依
然
大
き
な
力
を
持
っ

て
お
り
、
こ
れ
へ
の
反
発

も
厳
し
い
も
の
が
あ
る
。

江
戸
末
期
か
ら
日
本
は
世

界
に
門
戸
を
開
い
て
き
た

が
、
西
欧
の
強
力
な
政
治

と
文
化
の
荒
波
に
翻
弄
さ

れ
て
き
た
。「
換
骨
奪
胎
」

は
こ
の
潮
流
の
中
で
生
ま

れ
て
き
た
が
、
こ
れ
も
苦

し
紛
れ
の
状
態
か
ら
生
ま

れ
た
も
の
で
あ
る
と
思
わ

れ
る
。

第
１
次
世
界
大
戦
、
第

２
次
世
界
大
戦
へ
対
応
す

る
た
め
の
文
明
思
想
と
政

治
戦
略
を
生
み
出
せ
な
か

っ
た
日
本
、
ま
ず
こ
の
歴

史
的
事
実
の
認
識
か
ら

（
式
年
遷
宮
と
世
界
文

明
）
の
関
係
を
考
え
る
こ

と
が
重
要
で
あ
る
と
思
わ

れ
る
。

草
の
根
に
言
い
伝
え
ら

れ
て
い
る
「
長
い
も
の
に

は
ま
か
れ
ろ
」
と
い
う
諺

は
、
生
き
の
び
る
た
め
の

知
恵
の
一
つ
で
あ
る
。
し

か
し
国
の
形
を
つ
く
り
、

治
め
る
べ
き
立
場
の
人

は
、
ま
ず
地
球
と
世
界
の

色
々
な
状
況
を
勘
案
し

て
、
お
互
い
に
「
生
き
て

行
く
た
め
に
協
力
す
べ
き

場
」
の
構
築
を
考
え
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

現
在
も
活
躍
中
の
あ
る

老
練
の
政
治
家
は
、「
国

連
参
加
の
為
に
戦
勝
国
が

突
き
付
け
た
不
当
な
条

件
、
こ
れ
は
連
合
国
司
令

部
と
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
元
帥

が
押
し
付
け
た
人
類
の
歴

史
的
経
験
を
無
視
し
た
も

の
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
日
本
国
憲
法
は
サ
ン

フ
ラ
ン
シ
ス
コ
条
約
が
押

し
付
け
た
人
間
の
闘
争
本

能
へ
の
現
実
的
対
応
を
否

定
し
て
い
る
の
で
、
こ
れ

は
後
に
破
棄
す
べ
き
で
あ

っ
た
」
と
言
っ
て
い
る
。

吉
田
茂
首
相
と
日
本
の

当
時
の
政
治
家
は
こ
れ
を

実
行
し
な
か
っ
た
。
あ
れ

ほ
ど
の
組
織
的
ナ
チ
の
残

虐
が
報
道
さ
れ
た
西
ド
イ

ツ
は
、
自
国
の
憲
法
は
自

分
で
創
る
と
主
張
し
て
、

他
国
の
干
渉
を
拒
否
し

た
。西

ド
イ
ツ
と
日
本
の
ち

が
い
の
根
本
は
ど
こ
に
あ

る
の
か
？
そ
れ
は
「
長
い

も
の
に
は
ま
か
れ
ろ
」
い

う
日
本
文
化
に
深
く
関
係

し
て
い
る
。
梅
下
村
塾

（
１
２
１
）
の
（
２
１
世
紀

と
地
球
規
模
の
天
変
地

異
）
と
「
レ
ン
タ
ル
思
想
」

は
梅
下
村
塾（
１
２
２
）の

（
式
年
遷
宮
）
と
「
曼
荼

羅
」
の
循
環
思
想
と
つ
な

が
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

（
東
海
新
報
記
事
か
ら
）

前
回
の
梅
下
村
塾
（
１

２
１
）
の
（
21
世
紀
と
地

球
規
模
の
天
変
地
異
）
で

「
世
迷
言
」
の
「
天
網
恢
恢

疎
に
し
て
漏
ら
さ
ず
」
に

触
れ
た
が
、
こ
れ
を
今
回

は
空
海
密
教
の
視
点
か
ら

触
れ
て
見
た
い
。

梅
下
村
塾（
１
２
１
）の

キ
ー
ワ
ー
ド
は
「
共
生
・

共
死
」と「
レ
ン
タ
ル
」で

あ
り
、
こ
れ
は
地
球
生
命

世
界
の
存
続
の
願
い
と
結

び
つ
い
て
い
る
。
空
海
密

教
の
曼
荼
羅
で
も
天
の
計

ら
い
は
「
天
網
恢
恢
疎
に

し
て
漏
ら
さ
ず
」
で
あ
る

と
い
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。こ

の
た
め
に
宗
教
家
は

真
言
曼
荼
羅
を
唱
え
、
草

の
根
の
人
々
は
日
々
に
少

し
ず
つ
詠
め
ば
天
の
計
ら

い
を
身
に
つ
け
る
こ
と
が

で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
、

東
海
新
報
社
と
付
き
合
っ

て
見
て
は
い
か
が
で
す

か
！
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～地域と世界の心と魂を詠む～


