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佐
々
木
聰

『
復
元

白
澤
圖
』

坂

出

祥

伸

本
書
の

容
は
、

帶
の

辭
を
借
り
れ
ば
、「

を

け
福

を
招
く
神

白
澤
、
そ
の
源
流
は
古
代
中
國
の
辟

呪

を
傳
え

る
幻
の
書
物
だ
っ
た
。
散
佚
し
た
奇
書
を
復
元
し
、

史

義
を
讀
み
解
く
」
と
あ
る
の
が

な
が
ら

を
盡
く
し
て
い
る
。

「
白
澤
」
と
い
っ
て
も
今
日
そ
の

味
の
わ
か
る
ひ
と
は
ほ
と
ん

ど
い
な
い
だ
ろ
う
。『
廣
辭
苑
』
に
は
、「
中
國
で
想
像
上
の
神

の
名
。
よ
く
人
語
を
話
し
、
有
德
な
王

の
治
世
に
出
現
す
る
と

い
う
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
我
が
江

時
代
に
厄
除
け
の
お
守
り

や
お
ふ
だ
と
し
て
廣
く
民

に
重
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
さ
ら
に

敎
に
由
來
す
る
こ
と
は
拙

で
紹
介
し
た
の
で
あ
る
が
、
本
書

の
佐
々
木
氏
の
博

ぶ
り
と
執
念
深
い
探
究
心
に
敬

を
表

す
る
と
と
も
に
本
書
の
紹
介

と
し
て
「
つ
ま
み

い
」

に
白

澤
圖
を
紹
介
し
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
を
恥
じ
入
る

第
で
あ

る�１
）。佐

々
木
氏
の
本
書
が
出
版
さ
れ
た
の
は
奇
し
く
も
、
そ
の
名
が

白
澤
社
で
あ
る
。
そ
こ
で
出
版
社
に
直
接
問
い
合
わ
せ
た
ら
、
出

版
社
側
か
ら
白
澤
の

究

を
探
し
求
め
て
佐
々
木
氏
に
行
き
當

た
っ
て
本
書
の
出
版
を
依
賴
し
た
の
だ
そ
う
で
あ
る
。

ま
ず
「
ま
え
が
き
」
で
は
、
妖
怪
と
し
て
の
白
澤
は
ア
ニ
メ
な

ど
で
ひ
っ
ぱ
り
だ
こ
に
な
っ
て
い
る
現
況
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

「
い
わ
ゆ
る
妖
怪
の
こ
と
な
ら
何
で
も
知
っ
て
い
る
白
澤
と
い
う

存
在
は
、
お

け
好
き
の
琴
線
に

れ
る
も
の
が
あ
る
。
そ
の
人
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五
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氣
は
現
代
に
引
き

が
れ
て
お
り
、
私
た
ち
は
し
ば
し
ば
、
漫
畫

に
、
ア
ニ
メ
に
、
小

に
、
と
マ
ル
チ
に
活

す
る
白
澤
を
目
に

す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
白
澤
は
す
っ
か
り
現
代
の
妖
怪
カ
ル
チ
ャ

ー
の
中
で
、
確
固
と
し
た
地
位
を
築
い
て
い
る
」
と
。

現
今
で
は
、「
妖
怪
學
」
と
い
う
學
問
分
野
が
あ
る
そ
う
だ
。

本
書
も
そ
の
分
野
の

作
の
ひ
と
つ
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
け

れ
ど
も
「
あ
れ
ほ
ど
白
澤
の

が
た
く
さ
ん
描
か
れ
た
江

時
代

で
も
白
澤
圖
と
い
う
書
物
は

ば

れ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ

は
今
日
も
同

に
、
白
澤
と
い
う
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
は
漫
畫
や
小

で
知
ら
れ
て
い
て
も
『
白
澤
圖
』
を
知
る
人
は
あ
ま
り
多
く
な
い

の
が
實

で
あ
る
」
と
い
う
理
由
に
よ
る
。
そ
こ
で

は
、

「
白
澤
圖
」
原

の
復
元
（
こ
の

に

の

力
が

も

が

れ
て
い
る
）、
現
代
語
譯
と
解

、
さ
ら
に
派
生
し
た
さ
ま
ざ
ま

な

物
を
紹
介
す
る
の
で
あ
る
。

體
の
構

を
示
し
て
お
く
。

第
一

『
白
澤
圖
』
と
は
な
に
か
｜
そ
の
傳

と

立

一
、
白
澤
傳

、
白
澤
と
出
會
う

『
易
』
の
影

二
、『
白
澤
圖
』
の

立
と
鬼
の
名

を
呼
ぶ
辟

方
法

鬼
神
世
界
の
名

鬼
神
の
名

を
呼
ぶ
呪
言

三
、『
白
澤
圖
』
と
『
山

經
』

禹
鼎
傳

と
の

似

『
夏
鼎
志
』
の
怪
異

自
然
に

こ
る
現

と
し
て

の
怪
異

四
、『
白
澤
圖
』
以
降
の
白
澤

物

『
白
澤
地
鏡
』
と
地
鏡

經

莫
高
窟
か
ら
見
つ
か
っ
た
『
白
澤

怪
圖
』『
禮

緯
含

嘉
』
地
鏡
經
・

魅

第
二

『
白
澤
圖
』
輯
校

白
澤
圖
の
分

と

列
に
つ
い
て

五
行
（
木
・
火
・

土
・
金
・
水
）
の
性
格
を
持
つ

魅

山
谷
の

魅
、
場

の

魅
、
建
物
・
宅
中
の

魅
。

物
の

魅
・
動
物
の

魅
・
氣

の

魅
・
そ
の
他

の

魅
・
龍
の

身
・
怪
異
占
と
し
て
引
か
れ
る
例

第
三

神

白
澤
の

｜
辟

繪
と
し
て
の
白
澤
の
圖

一
、
辟

繪
と
し
て
の
「
白
澤
の
圖
」

代
の
白
澤
の
圖

二
、
日
本
の
「
白
澤
の
圖
」「
白
澤

怪
圖
」

白
澤

怪
圖
の

傳
雪
舟
筆
の
白
澤

怪
圖

『

世

』
と
『
事
林
廣
記
』

宗
敎

の
辟

書
か
ら
一

一
〇
六
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般
向
け

物
へ

三
、
白
澤
の

人
面
牛
身
が
一
般

な
日
本
の
白
澤

本
場
中
國
の
白

澤
の

龍
首
型
と

首
型

羊
が
白
澤
に
變

す
る

敦
煌
寫
本
の
白
澤
の
圖

補

「
白
澤
」

究
の
軌
跡

一
、
神

白
澤
と
そ
の
圖
像

究

二
、『
白
澤
圖
』
の

料

究

附

『
禮
緯
含

嘉
』

魅

右

中
の
細
字
は

容
を
箇
條
書
き
で
示
し
て
い
る
の
で
、
こ

れ
に
よ
っ
て

貌
が
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
い
く
ら
か
補
充

し
て
お
き
た
い
。

白
澤
圖
は
古
代
の
傳

上
の
天
子
・

が
作
っ
た
の
で
あ
り
、

そ
れ
は
瑞
祥
を
集
め
た
圖
鑑
『
瑞
應
圖
』
に
よ
っ
て
い
る
と
い
う
。

そ
の
瑞
應
圖
に
は
、

が
白
澤
と
出
會
っ
た
と
の
記

が
あ
る

が
、
そ
の
傳

は
後
に
宋
代
に

纂
さ
れ
た

敎
經
典
『
雲
笈
七

籤
』
に
收
め
ら
れ
た
『
軒

本
紀
』
と
い
う

傳
で
は
、
よ
り

詳
し
く
な
り
、
そ
こ
に
怪
異
の
數
が
「
一
萬
一
千
五
百
二
十
種

」
と
記
さ
れ
て
い
て
、

は
こ
の
數
字
に
着
目
し
、
こ
れ
は

『
易
經
』
繫
辭
上
傳
に
見
え
る
萬
物
の
數
と
し
て
の
乾
坤
二

の

策
數
に
相
當
す
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
後
世
、
北
宋
時
代

の
眞
宗
の
も
と
に
軒

皇

（

）
が
神
人
と
し
て
降
臨
す
る

な
ど
、
易
經
が

敎
と
深
く
か
か
わ
る
よ
う
に
な
る
。

『
白
澤
圖
』
が
登
場
す
る
古
い

は
四
世
紀
ご
ろ
晉
代
の

『
抱
朴
子
』『

神
記
』
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
に
は
、
呪
符
と
し
て

言

さ
れ
て
い
る
。『
白
澤
圖
』
は
『
抱
朴
子
』
登

に
よ
れ

ば
『
百
鬼

』『
九
鼎
記
』
と
と
も
に
鬼
神
（

鬼
）
の
名
・
字

な
ど
の
素
性
を
記
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
れ
を

ら
か

に
す
れ
ば
、

鬼
が

で
き
る
と
い
う
。
そ
れ
は
『
抱
朴
子
』

と
同
時
代
の

『
女
靑
鬼
律
』
の
記

に
よ
っ
て
わ
か
る
し
、

も
っ
と

體

に
は

年
出
土
し
た
呪
符
木

の
記

に
よ
っ
て

知
ら
れ
る
と
い
う
。
鬼
神
の
名
を
聲
に
出
し
て
呼
ぶ
と
い
う
辟

の
方
法
も

立
す
る
。

つ
い
で
『
白
澤
圖
』
と
『
山

經
』
も
禹
鼎
傳

に
つ
い
て
深

い
關
係
を
も
っ
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
『
抱
朴
子
』
登

に
引

か
れ
て
い
る
『
夏
鼎
志
』
と
が

似
の

容
を
も
っ
て
い
る
と

一
〇
七

『
復
元

白
澤
圖
』
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く
、
た
だ
し
、
こ
の
あ
た
り
か
ら

の
解

は
非
常
に
苦
澁
し

て
い
て
、
論
旨
を

う
の
に
苦

す
る
。
結
論
と
し
て

は
、

「『
白
澤
圖
』
と
『
夏
鼎
志
』
と
が
よ
く
似
た

容
・
理
念
を
も
つ

書
物
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
。『
山

經
』
と
『
白
澤
圖
』
を
比

べ
て
考
え
る
時
も
、
そ
の

に
あ
る
『
夏
鼎
志
』
の
存
在
を
踏
ま

え
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
關
係
を
よ
り
深
く
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。

魅
の
名

を
呼
ぶ
辟

呪

が
『
白
澤
圖
』
に
の
み
見
え
る
點

な
ど
、
そ
の
特

も
ま
た
見
え
て
く
る
の
で
あ
る
」
と
結
ん
で
、

の
「『
白
澤
圖
』
以
降
の
白
澤

物
」
へ

ん
で
い
く
。
こ
こ

で
は
、『
白
澤
圖
』
が

立
し
て
後
、「
白
澤
」
の
名
を
と
も
な
っ

た
書
物
、
例
え
ば
『
新

白
澤
圖
』『
白
澤
地
鏡
』
な
ど
が
現
れ

た
こ
と
が
紹
介
さ
れ
、
さ
ら
に
敦
煌
出
土
の
寫
本
の
中
に
『
白
澤

怪
圖
』
と

さ
れ
る
本
來
の
『
白
澤
圖
』
と
は
性
格
の
異
な
っ

た

の
性
格
が

討
さ
れ
る
。
こ
れ
は
怪
異
占
書
で
あ
っ
て
、

本
來
の
白
澤
圖
に
は
そ
う
い
う
性
格
は
な
い
。
拙

で
の
早
合
點

が

接

な
が
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

は
第
二

『
白
澤
圖
輯
校
』
で
あ
り
、
一
〇
四
頁
、
七
六
條

を

い
て

が
收

さ
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く

が
も
っ
と

も
時

と

力
を
費
や
し
た
と
思
わ
れ
る
。

第
三

は
「
神

白
澤
の

｜
辟

繪
と
し
て
の
白
澤
の
圖
」

と
題
し
て
、

に
我
が
國
に
傳
來
し

ん
に
紹
介
さ
れ
た
『
白
澤

圖
』
の

討
紹
介
で
あ
る
。
な
お
、「
白
澤
の
圖
」
と

し
て
い

る
の
は
、
書
物
と
し
て
の
『
白
澤
圖
』
と
の
混
同
を

け
る
た
め

で
あ
る
。

後
に
補

と
題
し
て
江

時
代
か
ら

年
に
至
る
ま
で
の
、

フ
ラ
ン
ス
・
ア
メ
リ
カ
の
學

を
も
含
め
た
「
白
澤
」

究
の

史
が
跡
づ
け
さ
れ
て
い
る
。

附

と
し
て
北
宋

期
に

立
し
た
と
推
測
さ
れ
る
緯
書
の
體

裁
を
よ
そ
お
っ
た
『
禮
緯
含

嘉
』

魅

が
原

と
譯

を
附

し
て

載
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
臺
灣
國
立
博
物

と
浙
江
圖

書

に
の
み
傳
存
す
る
と
い
う
稀

の

で
あ
る
。

以
上
の
紹
介
は
十
分
に
は

を
盡
く
し
て
は
い
な
い
が
、
本
書

は
ま
っ
た
く
白
澤
あ
る
い
は
白
澤
圖
の

貌
を
委
細
に
わ
た
っ
て

叙

し
て
い
て
、
中
國
の
辟

は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
中
國

學
、

敎
を
含
む
中
國
思
想
、
さ
ら
に
は
中
國
の
民
俗
學
に
關

心
を
寄
せ
る
人
々
に
ぜ
ひ
と
も
讀
ん
で
い
た
だ
き
た
い
好

で
あ

一
〇
八
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る
。

註�１
）
『
日
本
と

敎

』（
角
川

書
、
二
〇
一
〇
）
第
一
一

「
疾
病
除
け
の
靈
符
「
白
澤
」
と
妖
怪
百
科
と
し
て
の
「
白
澤

圖
」。

�四
六

、
一
七
六
頁
、
二
〇
一
七
年
一

、

白
澤
社
、
二
〇
〇
〇
圓
（

別
））

一
〇
九

『
復
元

白
澤
圖
』


