
一

愛知教育大学研究報告，61（人文・社会科学編），pp. 120－128, March, 2012

― 128 ―

　

愛
知
県
あ
ま
市
七
宝
町
徳
実
郷
の
公
民
館
で
地
元
住

民
が
管
理
す
る
十
王
図
は
、
地
蔵
三
尊
を
描
く
幅
が
一

幅
と
、
十
王
を
描
く
幅
が
十
一
幅
か
ら
な
る
一
。
こ
の

う
ち
十
王
を
描
く
幅
で
は
、
画
面
上
方
で
は
机
に
坐
し

て
亡
者
を
裁
く
十
王
を
一
幅
に
一
人
ず
つ
描
き
、
そ
の

下
方
に
中
有
お
よ
び
六
道
世
界
の
衆
生
の
有
様
を
描
く
。

　

函
裏
の
墨
書
（
図
１
）
に
よ
れ
ば
、
本
図
は
安
政
五

年
（
一
八
五
八
）
に
普
賢
堂
へ
の
寄
進
を
目
的
に
徳
実

村
の
村
民
二
十
七
名
の
依
頼
で
甲
斐
守
耕
霞
に
よ
っ
て

描
か
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
こ
と
は

表
具
の
改
装
時
に
剥
さ
れ
別
保
存
さ
れ
た
第
九
幅
の
裏

書
二
の
内
容
と
も
一
致
す
る
。
甲
斐
守
耕
霞
な
る
画
家

に
つ
い
て
は
そ
の
経
歴
は
不
明
だ
が
、
こ
の
十
王
図
を

見
る
限
り
特
筆
す
る
ほ
ど
の
技
量
を
持
っ
た
画
家
で
は

な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
筆
法
が
純
然
た
る
仏
画

の
そ
れ
と
は
異
な
る
た
め
、
非
宗
教
的
な
絵
画
を
主
な

活
躍
分
野
と
し
つ
つ
も
仏
画
に
も
手
を
染
め
て
い
た
、

地
方
に
お
け
る
町
絵
師
の
一
人
、
と
い
っ
た
と
こ
ろ
が

実
像
で
あ
っ
た
ろ
う
。
本
図
は
近
年
修
理
・
改
装
が
な

さ
れ
た
が
、
保
存
さ
れ
て
い
る
旧
表
装
を
確
認
す
る
限

り
、
当
初
の
表
装
は
質
素
な
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は

本
作
品
が
絹
本
で
は
な
く
紙
本
で
あ
る
こ
と
と
も
一
致

す
る
傾
向
で
、
村
人
が
さ
さ
や
か
な
浄
財
を
出
し
合
っ

て
町
絵
師
に
仏
画
を
依
頼
し
た
と
い
う
状
況
を
垣
間
見

せ
、
ほ
ほ
え
ま
し
い
。

　

本
図
は
十
王
図
と
さ
れ
る
が
、
王
は
十
一
幅
十
一
人

で
あ
り
、
十
王
図
と
す
る
に
は
一
人
多
い
。
し
か
し
各
幅
に
は
尊
名
に
関
す
る
表
記
が
見
ら
れ

ず
、
お
そ
ら
く
制
作
当
初
の
も
の
と
思
わ
れ
る
第
三
幅
旧
表
装
に
あ
っ
て
も
幅
の
名
称
は
現
状

と
同
様
に
「
第
三
」
と
序
数
を
示
す
の
み
で
あ
り
、
ど
れ
が
多
い
一
人
な
の
か
、
ま
た
尊
名
が

何
で
あ
る
の
か
は
わ
か
ら
な
い
。
ま
た
後
述
す
る
通
り
こ
の
序
数
は
幅
の
構
成
と
連
動
し
て
お

ら
ず
、
便
宜
上
の
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
根
本
的
な
問
題
を
は
じ
め
と
し
て
本
図
に
は
様
々

な
特
筆
す
べ
き
特
徴
が
あ
り
、
そ
れ
ら
は
六
道
絵
・
十
王
図
の
近
世
的
展
開
を
考
え
る
上
で
き

わ
め
て
興
味
深
い
。
本
論
で
は
こ
の
絵
画
の
図
像
的
概
略
を
追
い
つ
つ
、
そ
れ
ら
の
特
徴
に
つ

い
て
考
察
を
加
え
た
い
。

　
　
第
一
幅

　

第
一
幅
は
画
面
上
部
に
十
王
の
裁
き
の
様
子
、
土
坡
と
霞
を
は
さ
ん
で
画
面
下
部
に
は
三
途

の
川
（
奈
河
）
周
辺
が
描
か
れ
る
（
図
２
）。

　

画
面
上
部
の
十
王
の
裁
き
の
様
子
で
は
、
墨
色
の
湧
雲
が
た
ち
こ
め
る
王
庁
で
、
衝
立
を
背

に
斜
め
右
を
向
い
た
机
に
坐
す
王
が
、
冥
官
一
人
・
鬼
卒
一
人
を
従
え
て
、
男
女
の
亡
者
を
尋

問
す
る
さ
ま
が
描
か
れ
る
。
こ
こ
で
描
か
れ
る
亡
者
に
は
肉
色
の
亡
者
と
土
色
の
亡
者
と
が
あ

り
、
何
ら
か
の
意
図
を
も
っ
て
描
き
分
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
肉
色
の
亡
者
に
は

褌
・
腰
巻
の
着
用
が
み
ら
れ
、
土
色
の
亡
者
に
は
首
か
せ
を
つ
け
た
も
の
が
混
じ
る
。
土
色
の

亡
者
は
本
作
品
で
は
ほ
か
に
、
第
六
幅
の
施
餓
鬼
供
養
壇
に
群
が
る
亡
者
・
目
連
の
訪
問
を

受
け
る
串
刺
し
の
母
亡
者
、
第
七
幅
の
火
車
来
迎
を
受
け
る
亡
者
、
第
一
二
幅
の
餓
鬼
に
み
ら

れ
、
施
餓
鬼
を
中
心
と
し
た
「
供
養
さ
れ
る
べ
き
不
遇
な
肉
親
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
濃
厚
に
結
び

つ
い
て
い
る
よ
う
に
窺
え
る
。

　

画
面
下
部
の
三
途
の
川
周
辺
の
情
景
で
は
、
画
面
上
部
と
の
仕
切
り
で
あ
る
土
坡
沿
い
に
道

が
描
か
れ
る
。
こ
れ
は
死
出
の
山
路
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
も
の
だ
ろ
う
。
日
本
に
お
け
る
十
王
信

仰
の
基
本
経
典
で
あ
る
『
地
蔵
菩
薩
発
心
因
縁
十
王
経
』三
に
よ
れ
ば
、
死
者
は
奈
河
（
三
途

の
川
）
に
先
立
っ
て
死
天
山
（
死
出
の
山
）
を
越
え
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
。
こ
の
死
出
の
山

近
世
の
十
王
図
・
六
道
絵
（
一
）　
あ
ま
市
七
宝
町
徳
実
地
区
本
十
王
図
　
―
十
一
人
の
十
王
―
（
上
）

鷹
巣 

純　
美
術
教
育
講
座
（
美
術
史
）

図 １　十王図（七宝町徳実地区）箱裏墨書
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路
を
三
人
の
亡
者
が
歩
く
が
、
彼
ら
は
い
ず
れ
も
経
帷
子
を
着
て
お
り
、
奪
衣
婆
に
よ
る
試
練

の
前
の
段
階
の
亡
者
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

山
路
の
先
に
は
樹
陰
に
巨
大
な
老
婆
が
描
か
れ
る
。
こ
れ
は
『
地
蔵
菩
薩
発
心
因
縁
十
王

経
』
の
説
く
四
と
こ
ろ
の
衣
領
樹
下
の
奪
衣
婆
で
あ
る
。
片
膝
を
立
て
て
坐
し
衣
を
手
に
す
る

蓬
髪
の
痩
せ
た
老
婆
は
、
近
世
に
大
量
に
作
ら
れ
た
奪
衣
婆
像
の
定
型
の
イ
メ
ー
ジ
を
踏
襲
す

る
も
の
で
あ
る
。
奪
衣
婆
の
周
囲
に
は
彼
女
に
よ
っ
て
衣
を
剥
ぎ
取
ら
れ
た
亡
者
た
ち
の
歎
く

姿
が
描
か
れ
、
衣
領
樹
の
枝
に
は
亡
者
た
ち
の
衣
が
掛
け
ら
れ
る
。『
地
蔵
菩
薩
発
心
因
縁
十

王
経
』
に
厳
密
に
従
う
な
ら
、
奪
衣
婆
は
懸
衣
翁
と
と
も
に
描
か
れ
る
べ
き
だ
が
、
地
獄
図
・

十
王
図
が
奪
衣
婆
と
と
も
に
懸
衣
翁
を
描
く
こ
と
は
極
め
て
稀
で
あ
る
。
本
図
で
は
川
辺
で
亡

者
を
河
へ
追
い
込
む
赤
鬼
と
と
も
に
、
男
女
の
亡
者
を
捕
ら
え
る
青
鬼
が
描
か
れ
る
が
、
あ
る

い
は
こ
の
青
鬼
は
「
初
開
の
男
」五
に
女
人
を
背
負
わ
せ
よ
う
と
す
る
懸
衣
翁
六
の
姿
を
描
い
た

も
の
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
七
。

　

こ
の
よ
う
な
三
途
の
川
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
図
の
王
が
十
王
の
う
ち
の
ど
の

尊
格
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
可
能
性
が
二
つ
に

絞
ら
れ
る
。
十
王
信
仰
の
基
本
経
典
で
あ
る
『
預

修
十
王
生
七
経
』八
や
『
地
蔵
菩
薩
発
心
因
縁
十

王
経
』
で
は
奈
河
（
三
途
の
川
）
に
関
す
る
記
述

は
第
二
王
で
あ
る
初
江
王
の
段
で
記
さ
れ
て
い
る

の
で
、
こ
れ
に
従
っ
た
と
す
る
な
ら
本
図
の
王
は

初
江
王
で
あ
る
。
し
か
し
一
方
、
中
世
以
降
の
わ

が
国
の
六
道
絵
・
地
獄
絵
・
十
王
図
の
展
開
の
中

で
は
、
三
途
の
川
は
現
世
と
他
界
と
の
境
界
と
し

て
十
王
の
審
判
に
先
立
っ
て
描
か
れ
る
傾
向
が
あ

る
。
こ
の
傾
向
を
受
け
て
描
か
れ
た
十
王
図
、
例

え
ば
京
都
・
二
尊
院
の
十
王
図
（
十
五
世
紀
）
で

は
、
三
途
の
川
は
第
一
王
で
あ
る
秦
広
王
と
と
も

に
描
か
れ
て
い
る
。
本
作
品
で
三
途
の
川
が
描
か

れ
て
い
る
幅
は
ほ
か
に
第
八
幅
が
あ
り
、
こ
の
二

幅
の
う
ち
の
い
ず
れ
か
が
秦
広
王
で
あ
り
残
り
が

初
江
王
で
あ
る
と
見
て
よ
か
ろ
う
。
こ
の
検
討
は

第
八
幅
の
項
に
譲
る
が
、
結
論
の
み
先
に
述
べ
る

な
ら
、
本
図
の
王
は
秦
広
王
と
考
え
て
よ
い
。

　
第
二
幅

　

第
二
幅
は
画
面
上
部
右
側
に
讃
嘆
す
る
十
王
、
画
面
下
部
に
転
生
先
の
定
ま
っ
た
亡
者
た
ち

の
川
渡
り
、
画
面
上
部
左
側
に
諸
菩
薩
の
来
迎
が
そ
れ
ぞ
れ
描
か
れ
る
（
図
３
）。

　

上
部
右
側
の
王
は
、
群
青
地
の
虚
空
を
背
景
に
し
た
王
庁
で
、
衝
立
を
背
に
斜
め
左
を
向
い

た
机
に
坐
し
柄
香
炉
を
手
に
、
冥
官
三
人
を
従
え
て
諸
菩
薩
を
讃
嘆
す
る
。
柄
香
炉
を
手
に
す

る
王
は
近
世
以
降
の
十
王
図
に
時
と
し
て
見
ら
れ
る
表
現
で
、
合
掌
す
る
王
の
表
現
か
ら
の
発

展
形
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
王
が
亡
者
へ
の
尋
問
を
お
こ
な
っ
て
い
な
い
こ
と
に
は
注
意
す
べ

き
で
、
こ
れ
は
画
面
下
部
の
図
像
と
も
連
動
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
十
王
に
よ
る
裁
判
が
満
了

し
た
こ
と
を
表
現
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
に
表
現
さ
れ
た
王
は
第
一
〇

王
で
あ
る
五
道
転
輪
王
で
あ
ろ
う
。

　

画
面
下
部
の
川
渡
り
は
転
生
・
往
生
に
関
す
る
い
く
つ
か
の
イ
メ
ー
ジ
を
統
合
し
て
表
現

し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
転
生
を
分
か
れ
道
に
よ
っ
て
表
現
す
る
こ
と
は
、「
双
樹
下
の
三
辻
」

図 ２　十王図（七宝町徳実地区）第 １幅
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「
六
の
鳥
居
」
に
源
を
見
出
せ
よ
う
。
こ
れ
ら
の
イ
メ
ー
ジ
は
建
長
六
年
（
一
二
五
四
）
成
立

の
『
十
王
讃
歎
鈔
』
に
す
で
に
み
ら
れ
、
前
者
は
善
道
と
悪
道
が
存
在
す
る
分
か
れ
道
で
あ
る

こ
と
・
悪
道
は
途
中
か
ら
亡
者
の
身
を
焼
く
業
罰
へ
と
変
化
す
る
こ
と
、
の
二
点
九
に
お
い
て

本
図
の
分
か
れ
道
と
イ
メ
ー
ジ
を
共
有
す
る
。
一
方
後
者
は
あ
る
一
点
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
転
生

先
へ
分
岐
し
て
ゆ
く
道
の
存
在
を
暗
示
す
る
一
〇
。
本
図
の
分
か
れ
道
の
表
現
は
、
根
本
的
に

は
こ
れ
ら
二
者
の
統
合
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
と
み
て
よ
い
。
こ
れ
ら
の
統
合
は
「
六
道
の

辻
」
と
い
う
概
念
を
生
み
、
静
岡
県
函
南
町
の
法
伝
寺
の
地
獄
図
扁
額
（
十
八
世
紀
）
な
ど
江

戸
時
代
後
期
の
地
獄
絵
で
時
と
し
て
図
像
化
さ
れ
る
。

　

た
だ
し
分
か
れ
道
が
橋
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
別
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
の
影
響
を
考
慮
す

る
必
要
が
あ
る
。
こ
ち
ら
は
浄
土
へ
と
歩
み
行
く
亡
者
か
ら
読
み
解
く
こ
と
が
可
能
だ
ろ
う
。

ひ
と
た
び
川
（
三
途
の
川
）
を
渡
り
死
後
の
悪
道
世
界
を
巡
歴
し
た
後
に
再
び
川
を
渡
り
浄
土

へ
と
至
る
と
い
う
構
想
は
、
奈
良
県
天
理
市
の
長
岳
寺
の
六
道
十
王
図
（
十
六
世
紀
）一
一
に
最

も
整
備
さ
れ
た
形
を
見
る
こ
と
が
で
き
、
以
後
の
十
王
図･

六
道
十
王
図
の
構
想
へ
引
き
継
が

れ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。
こ
の
構
想
は
立
山
を
は
じ
め
と
す
る
山
中
他
界
信
仰
の
存
在
す
る
山

で
の
行
法
に
源
を
持
つ
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
は
川
を

渡
っ
て
死
者
と
し
て
山
に
入
っ
た
修
行
者
が
、
地
獄
を
は
じ

め
と
す
る
悪
道
に
見
立
て
た
山
中
の
難
所
を
巡
り
つ
つ
罪
を

清
め
た
後
に
、
再
び
川
を
渡
り
現
世
に
戻
り
、
往
生
を
遂
げ

る
と
い
う
行
法
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
。
本
作
品
の
基
本
構

想
は
、
こ
の
行
法
が
抱
え
る
他
界
観
を
絵
画
化
す
る
と
こ
ろ

に
あ
っ
た
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

ま
た
、
橋
の
架
か
る
川
面
を
ゆ
く
船
の
帆
に
は
「
南
無
阿

弥
陀
仏
」
と
大
書
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
天
人
ら
し
い
人
物
が

棹
を
と
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
が
往
生
の
船
で
あ
る
こ

と
が
わ
か
る
。
天
人
が
棹
差
す
船
は
浄
土
図
の
蓮
池
に
し
ば

し
ば
み
ら
れ
る
も
の
で
、
こ
の
図
像
は
そ
こ
か
ら
の
転
用
と

も
取
れ
る
が
、
帆
に
大
書
さ
れ
た
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
の
名

号
は
ま
た
別
の
イ
メ
ー
ジ
に
基
づ
く
も
の
と
み
る
べ
き
だ
ろ

う
。

　

近
世
初
頭
に
、
地
獄
語
り
を
生
業
と
し
た
熊
野
比
丘
尼

が
、
熊
野
観
心
十
界
図
と
と
も
に
那
智
参
詣
曼
荼
羅
を
持
ち

歩
い
て
い

た
こ
と
は

よ
く
知
ら
れ
た
こ
と
だ
が
、
こ
の
那
智
参
詣

曼
荼
羅
の
下
辺
、
那
智
浜
に
描
か
れ
た
補
陀

洛
渡
海
船
の
帆
に
は
、
し
ば
し
ば
本
図
と
同

様
の
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
の
名
号
が
記
さ
れ

る
（
図
４
）。
船
の
甲
板
の
内
側
に
垣
を
作

る
発
想
も
、
本
図
と
那
智
参
詣
曼
荼
羅
に
共

通
す
る
。
お
そ
ら
く
は
生
き
な
が
ら
の
往
生

行
と
い
う
共
通
項
が
、
山
中
修
行
と
補
陀
洛

渡
海
と
を
本
図
に
お
い
て
混
淆
さ
せ
た
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。

　

こ
れ
ら
往
生
者
の
行
く
手
に
は
菩
薩
た
ち

の
来
迎
の
さ
ま
が
描
か
れ
る
。
諸
菩
薩
の
先

頭
に
は
往
生
者
に
蓮
台
を
差
し
出
す
観
音
菩

薩
が
描
か
れ
る
。
そ
の
他
六
名
の
菩
薩
た
ち

図 ３　十王図（七宝町徳実地区）第 ２幅

図 ４　熊野那智参詣曼荼羅（明星院）補陀洛渡海船
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は
、
こ
の
観
音
と
も
ど
も
阿
弥
陀
二
十
五
菩
薩
来
迎
図
に
定
型
と
し
て
登
場
す
る
菩
薩
た
ち
で

あ
る
。
近
世
に
お
け
る
仏
教
図
像
の
理
解
を
示
す
元
禄
三
年
（
一
六
九
〇
）
成
立
の
『
増
補
諸

宗
仏
像
図
彙
』
に
基
づ
く
な
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
尊
名
は
観
音
に
続
き
、
天
蓋
を
差
し
出
す
普
賢
菩

薩
、
笙
を
吹
く
徳
蔵
菩
薩
、
篳
篥
を
吹
く
宝
蔵
菩
薩
、
銅
角
を
吹
く
白
象
王
菩
薩
、
腰
鼓
を
打

つ
大
自
在
王
菩
薩
、
大
鼓
を
打
つ
定
自
在
王
菩
薩
、
に
そ
れ
ぞ
れ
同
定
で
き
る
。
た
だ
し
肝
心

の
阿
弥
陀
如
来
が
い
な
い
上
に
七
菩
薩
と
い
う
の
は
い
か
に
も
半
端
な
数
で
あ
り
、
お
そ
ら
く

本
図
の
図
像
は
十
王
図
と
阿
弥
陀
聖
衆
来
迎
図
と
を
組
み
合
わ
せ
て
一
具
と
し
た
作
例
か
ら
取

り
出
し
て
き
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
長
岳
寺
の
六
道
十
王
図
を
は
じ
め
と
す
る
そ
う
し
た
作
例

で
は
、
阿
弥
陀
を
描
く
幅
か
ら
そ
れ
に
隣
接
す
る
幅
（
多
く
は
五
道
転
輪
王
幅
）
に
聖
衆
が
は

み
出
す
こ
と
が
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
。
本
図
の
半
端
な
数
の
菩
薩
た
ち
も
そ
う
し
た
例
を
参
考

に
し
、
か
つ
本
作
品
の
基
本
構
成
上
不
要
な
阿
弥
陀
来
迎
幅
を
割
愛
し
た
も
の
と
み
る
べ
き
だ

ろ
う
。

　

　
第
三
幅

　

第
三
幅
は
画
面
上
部
に
十
王
の
裁
き
の
様
子
、
霞
を
は
さ
ん
で

画
面
下
部
に
は
地
獄
の
諸
相
が
描
か
れ
る
（
図
５
）。

　

画
面
上
部
の
十
王
の
裁
き
の
様
子
で
は
、
墨
色
の
湧
雲
が
た
ち

こ
め
る
王
庁
で
、
衝
立
を
背
に
斜
め
左
を
向
い
た
机
に
坐
す
持
杓

の
王
が
、
冥
官
二
人
を
左
右
に
従
え
て
、
尋
問
を
お
こ
な
う
様
子

を
描
く
。
王
の
左
右
の
冥
官
は
そ
れ
ぞ
れ
書
類
を
開
い
て
王
に
提

示
す
る
が
、
こ
の
う
ち
向
か
っ
て
左
の
赤
面
の
冥
官
が
手
に
す
る

書
類
は
料
紙
が
黒
い
。
こ
れ
が
お
そ
ら
く
掌
悪
簿
で
あ
り
、
向

か
っ
て
右
の
冥
官
が
手
に
す
る
も
の
が
掌
善
簿
で
あ
ろ
う
。
王
庁

で
の
尋
問
は
三
種
描
か
れ
る
。
王
の
手
前
で
は
鬼
卒
が
鉄
棒
を
振

り
上
げ
て
亡
者
を
恫
喝
す
る
。
こ
こ
に
見
ら
れ
る
鉄
棒
は
現
代
で

は
最
も
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
も
の
だ
が
、
近
世
以
前
に
は
見
ら
れ

な
い
も
の
で
あ
る
。
王
の
右
手
前
で
は
、
冥
官
一
名
と
鬼
卒
一
名

が
浄
玻
璃
鏡
を
用
い
て
亡
者
の
尋
問
を
行
な
っ
て
い
る
。
浄
玻
璃

鏡
は
『
地
蔵
菩
薩
発
心
因
縁
十
王
経
』
に
よ
れ
ば
一
二
閻
魔
王
庁

の
光
明
王
院

に
属
す
る
施
設
で
あ
り
、
審
問
を
受
け
る

亡
者
の
生
前
の
行
い
を
余
さ
ず
映
し
出

す
。
こ
こ
で
は
鏡
面
上
部
に
寺
院
放
火
、

鏡
面
下
部
に
旅
の
僧
俗
へ
の
襲
撃
が
映
し

出
さ
れ
る
。
こ
の
う
ち
寺
院
放
火
は
近
世

の
浄
玻
璃
鏡
表
現
に
特
に
多
く
見
ら
れ
る

モ
テ
ィ
ー
フ
で
あ
る
。

　

王
の
左
手
前
で
は
、
や
は
り
冥
官
一
名

と
鬼
卒
一
名
が
業
秤
を
用
い
て
亡
者
の
尋

問
を
行
な
っ
て
い
る
。
業
秤
は
『
地
蔵
菩

薩
発
心
因
縁
十
王
経
』
に
よ
れ
ば
一
三
秤

目
の
軽
重
に
し
た
が
っ
て
転
生
先
を
定
め

る
た
め
の
器
具
で
あ
る
。
業
秤
の
分
銅
の

代
わ
り
に
岩
を
用
い
る
形
式
は
、
修
験
道

に
お
け
る
十
界
修
行
か
ら
の
影
響
と
さ

図 ５　十王図（七宝町徳実地区）第 ３幅

図 ６　矢田地蔵毎月日記絵巻（奈良国立博物館）
釘念仏の縁起
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れ
、
熊
野
観
心
十
界
図
や
近
世
の
十
王
図
に
定
型
表
現
と
し
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
業
秤
は

『
預
修
十
王
生
七
経
』
や
『
地
蔵
菩
薩
発
心
因
縁
十
王
経
』
で
は
第
四
王
で
あ
る
五
官
王
に
属

す
る
施
設
と
し
て
記
述
さ
れ
る
が
、
特
に
熊
野
観
心
十
界
図
で
は
閻
魔
王
に
属
す
る
施
設
と
し

て
描
か
れ
る
こ
と
が
通
例
で
、
近
世
の
地
獄
図
・
十
王
図
で
も
し
ば
し
ば
そ
う
し
た
所
属
関
係

で
描
か
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
所
属
関
係
と
関
連
し
て
注
目
す
べ
き
は
、
業
秤
の
支
柱
の
表

現
で
あ
る
。
本
図
の
業
秤
の
支
柱
に
は
紅
白
二
つ
の
首
が
載
る
が
、
こ
れ
は
『
地
蔵
菩
薩
発
心

因
縁
十
王
経
』
に
あ
る
と
こ
ろ
の
檀
荼
幢
一
四
に
他
な
ら
な
い
。
檀
荼
幢
も
ま
た
浄
玻
璃
鏡
と

同
様
に
閻
魔
王
庁
に
所
属
し
て
お
り
、
こ
の
檀
荼
幢
を
支
柱
に
用
い
た
業
秤
は
閻
魔
王
庁
に
所

属
す
る
可
能
性
が
高
い
。
と
す
る
な
ら
ば
、
浄
玻
璃
鏡
の
存
在
と
併
せ
て
、
本
図
は
第
五
王
で

あ
る
と
こ
ろ
の
閻
魔
王
の
王
庁
の
状
況
を
描
い
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
妥
当
だ
ろ
う
。

　

画
面
下
部
の
地
獄
の
諸
相
は
五
種
の
責
苦
が
描
か
れ
る
。
浄
玻
璃
鏡
の
手
前
で
は
、
枡
を

前
に
、
鬼
卒
が
杖
で
亡
者
を
責
め
立
て
る
。
こ
れ
は
『
起
世
経
』
に
あ
る
一
五
と
こ
ろ
の
凾
量

地
獄
で
あ
ろ
う
。
凾
量
地
獄
の
表
現
は
旧
原
家
本
地
獄
草
紙
（
十
二
世
紀
）
に
も
み
ら
れ
る

が
、『
往
生
要
集
』
で
取
り
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
中
世
を
通
じ
て
さ
ほ
ど
オ
ー

ソ
ド
ッ
ク
ス
な
表
現
と
は
な
り
得
な
か
っ
た
。
こ
の
凾
量
地
獄
の
左
で
は
、
鬼
卒
が
女
亡
者
の

頭
髪
を
左
右
に
引
き
絞
り
む
し
り
取
ろ
う
と
す
る
さ
ま
が
描
か
れ
る
。
こ
の
責
苦
が
何
を
表
現

し
た
も
の
で
あ
る
の
か
は
不
明
で
あ
る
。

　

こ
の
責
苦
の
左
で
は
、
石
板
の
上
に
寝
か
せ
た
亡
者
の
全
身
に
釘
を
打

ち
込
む
鬼
卒
が
描
か
れ
る
。
そ
の
脇
に
は
器
に
盛
ら
れ
た
餅
が
描
か
れ
る

が
、
こ
の
餅
に
も
無
数
の
釘
が
打
ち
込
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
民
間
習

俗
「
釘
抜
き
念
仏
」（
四
十
九
餅
）
を
描
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
習

俗
で
は
、
新
死
者
が
出
る
と
遺
族
が
死
者
の
肉
体
に
見
立
て
た
餅
に
四
十

九
本
の
釘
を
打
ち
込
み
、
一
日
一
万
遍
の
念
仏
を
終
え
る
ご
と
に
一
本
釘

を
抜
い
て
ゆ
く
。
四
十
九
日
か
け
て
す
べ
て
の
釘
を
抜
き
終
え
た
と
き
、

地
獄
に
堕
ち
た
死
者
の
肉
体
か
ら
も
す
べ
て
の
釘
が
抜
け
、
責
苦
か
ら
解

放
さ
れ
て
往
生
を
遂
げ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
習
俗
の
描
写
は
室

町
時
代
末
期
以
降
お
お
い
に
関
心
を
集
め
た
よ
う
で
、
熊
野
観
心
十
界
図

で
は
定
型
の
図
像
と
し
て
ほ
ぼ
す
べ
て
の
作
例
に
描
か
れ
る
一
六
ほ
か
、

近
世
の
十
王
図
で
も
し
ば
し
ば
描
か
れ
る
。
特
に
奈
良
国
立
博
物
館
所
蔵

の
矢
田
地
蔵
毎
月
日
記
絵
巻
（
十
六
世
紀
・
図
６
）
に
は
こ
の
種
の
図
像

に
「
く
き
ね
ん
ふ
つ
の
え
ん
き
な
り
（
釘
念
仏
の
縁
起
な
り
）」
と
墨
書

が
添
え
て
あ
り
、
注
目
さ
れ
る
。

　
「
釘
抜
き
念
仏
」
の
下
に
は
、
臼
で
亡
者
を
搗
き
、
亡
者
を
篩
に
か
け

る
さ
ま
が
描
か
れ
る
。
聖
衆
来
迎
寺
の
六
道
絵
（
十
三
世
紀
）
以
来
こ
の
組
み
合
わ
せ
は
衆
合

地
獄
の
典
型
的
な
責
苦
の
ひ
と
つ
と
な
る
が
、
亡
者
を
篩
に
か
け
る
さ
ま
に
つ
い
て
は
典
拠
と

な
る
経
典
が
見
当
た
ら
な
い
。
あ
る
い
は
臼
で
搗
く
責
苦
か
ら
連
想
的
に
派
生
し
た
描
写
で
あ

ろ
う
か
。
画
面
右
下
端
に
は
煮
え
た
ぎ
る
大
釜
へ
落
下
す
る
亡
者
が
描
か
れ
る
。『
往
生
要
集
』

に
よ
れ
ば
阿
鼻
地
獄
へ
は
二
千
年
間
落
下
し
続
け
た
果
て
に
到
着
す
る
と
あ
り
一
七
、
こ
の
さ

ま
は
聖
衆
来
迎
寺
本
六
道
絵
以
来
阿
鼻
地
獄
の
定
型
の
表
現
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、『
往
生

要
集
』
に
は
さ
ら
に
、
阿
鼻
地
獄
で
は
八
十
基
の
釜
が
煮
え
た
ぎ
っ
て
い
る
と
も
あ
り
、
大
が

ま
の
描
写
に
つ
い
て
も
典
拠
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
第
四
幅

　

第
四
幅
は
、
海
上
の
州
浜
に
二
人
の
童
子
を
従
え
た
地
蔵
菩
薩
が
立
ち
、
群
青
を
刷
い
た
虚

空
に
湧
雲
と
日
月
輪
が
描
か
れ
る
（
図
７
）。
左
右
対
称
性
の
強
い
構
成
を
と
っ
て
お
り
、
お

そ
ら
く
は
本
十
王
図
全
体
の
中
心
本
尊
と
し
て
描
か
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

二
童
子
は
不
動
明
王
の
眷
属
で
あ
る
矜
羯
羅
童
子
・
制

迦
童
子
の
よ
う
だ
が
、
こ
れ
は

『
延
命
地
蔵
菩
薩
経
』
に
説
か
れ
る
掌
善
・
掌
悪
童
子
で
あ
る
一
八
。
同
経
典
で
は
「
延
命
地
蔵

図 ７　十王図（七宝町徳実地区）第 ４幅
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の
中
心
は
不
動
阿
字
（
＝
不
動
明
王
）
の
本
体
な
り
」
と
あ
り
、
延
命
地
蔵
と
不
動
明
王
が
同

体
で
あ
る
こ
と
が
説
か
れ
る
。
掌
悪
童
子
が
金
剛
杵
で
は
な
く
剣
を
持
す
る
の
も
、
不
動
明
王

の
持
物
か
ら
の
転
用
と
考
え
れ
ば
理
解
し
や
す
い
。
ま
た
、
三
尊
が
海
上
の
州
浜
に
立
つ
と
い

う
の
も
、
不
動
明
王
二
童
子
像
か
ら
の
影
響
で
あ
ろ
う
。

　
『
延
命
地
蔵
菩
薩
経
』
で
は
延
命
地
蔵
菩
薩
の
利
益
の
第
一
に
六
道
抜
苦
が
挙
げ
ら
れ
て
お

り
、
そ
の
こ
と
が
本
十
王
図
の
中
核
の
本
尊
と
し
て
こ
の
延
命
地
蔵
を
選
択
さ
せ
た
と
思
わ
れ

る
。
教
典
に
従
う
な
ら
、
延
命
地
蔵
菩
薩
は
遊
戯
坐
の
姿
で
表
現
さ
れ
る
べ
き
だ
が
、
こ
こ
で

は
踏
割
蓮
華
上
の
立
像
と
し
て
表
現
さ
れ
る
。
お
そ
ら
く
は
六
道
抜
苦
と
い
う
能
動
的
な
性
格

を
反
映
し
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
第
五
幅

　

第
五
幅
は
画
面
上
部
に
十
王
の
裁
き
の
様
子
、
画
面
下
部
に
は
地
獄
の
諸
相
が
描
か
れ
る

（
図
８
）。
画
面
上
部
の
十
王
の
裁
き
の
様
子
で
は
、
墨
色
の
湧
雲
が
た
ち
こ
め
る
王
庁
で
、
衝

立
を
背
に
斜
め
右
を
向
い
た
机
に
坐
す
王
が
、
冥
官
二
人
を
左
右
に
従
え
て
、
書
類
記
入
す
る

様
子
を
描
く
。

　

十
王
の
右
手
前
に
は
金
網
を
張
っ
た
岩
窟
に
押
し
込
め
ら
れ
る

亡
者
た
ち
を
描
く
。
聖
衆
来
迎
寺
本
六
道
絵
は
こ
の
情
景
を
黒
縄

地
獄
と
し
て
描
く
一
九
が
、
一
方
で
浄
土
寺
本
十
王
図
（
十
三
世

紀
）
を
は
じ
め
と
す
る
中
国
製
の
十
王
図
な
ど
で
も
こ
の
情
景
は

し
ば
し
ば
描
か
れ
る
。
中
国
製
の
十
王
図
は
日
本
の
十
王
図
表
現

に
強
い
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
こ
の
図
像
は
『
往

生
要
集
』
の
説
く
と
こ
ろ
の
八
大
熱
地
獄
の
記
述
と
は
無
関
係
な

図
像
群
と
と
も
に
描
か
れ
て
お
り
、
黒
縄
地
獄
と
の
関
連
を
跡
付

け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
本
図
の
表
現
が
そ
の
ど
ち
ら
の
影
響
に

基
づ
い
て
描
か
れ
た
か
は
、
な
お
検
討
を
要
す
る
。

　

こ
の
地
獄
の
左
に
は
多
く
の
米
俵
を
持
ち
桶
に
山
盛
り
の
白
飯

が
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
を
食
べ
よ
う
と
す
る
と
火
に
な
っ
て
し
ま

う
の
で
歎
き
悲
し
む
女
性
が
描
か
れ
る
。
一
見
す
る
と
餓
鬼
の
図

像
に
あ
り

が
ち
な
設

定
だ
が
、

女
性
の
肌

の
色･

体
格
と
も
に
餓
鬼
の
そ
れ
と
は

程
遠
く
、
餓
鬼
道
と
は
別
種
の
説
話
的

背
景
を
感
じ
さ
せ
る
図
像
で
あ
る
。
傍

ら
に
は
漆
器
に
盛
ら
れ
た
三
枚
の
大
判

が
あ
り
、
こ
の
説
話
が
富
や
吝
嗇
に
関

連
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
事
を
想
像
さ
せ

る
。

　

こ
の
図
像
の
左
下
に
は
柱
に
縛
ら
れ

鬼
卒
に
舌
を
抜
か
れ
る
亡
者
の
図
像
が

描
か
れ
る
。
こ
の
図
像
は
『
往
生
要

集
』
に
あ
る
大
叫
喚
地
獄
の
受
無
辺
苦

処
に
関
す
る
記
述
二
〇
と
よ
く
一
致
す

る
。
受
無
辺
苦
処
の
図
像
の
隣
に
は
鬼

卒
に
髪
を
つ
か
ま
れ
る
亡
者
が
描
か
れ

る
が
、
こ
れ
は
十
王
図
で
し
ば
し
ば
描

図 ８　十王図（七宝町徳実地区）第 ５幅

図 ９　『十王讃歎修善鈔図絵』冥途中有のすがた
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か
れ
る
亡
者
の
連
行
の
情
景
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
の
右
に
は
複
数
の
女
性
と
同
時
に

関
係
を
結
ん
だ
男
性
が
堕
ち
る
と
さ
れ
る
両
婦
地
獄
の
さ
ま
が
描
か
れ
る
。
蛇
体
と
化
し
た
二

人
の
女
性
が
男
性
亡
者
に
絡
み
つ
く
こ
の
地
獄
は
、
典
拠
と
な
る
経
典
を
持
た
な
い
、
室
町
時

代
に
新
た
に
設
け
ら
れ
た
地
獄
で
あ
る
。
女
性
を
め
ぐ
っ
て
室
町
時
代
に
新
た
に
図
像
化
さ
れ

た
地
獄
は
い
ず
れ
も
熊
野
観
心
十
界
図
に
取
り
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
図
像
も
ま
た

そ
の
よ
う
に
取
り
込
ま
れ
て
い
た
図
像
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
地
獄
と
黒
雲
で
区
切
ら
れ
た
最
下
段
に
は
二
つ
の
情
景
が
描
か
れ
る
。
最
下
段
左

側
に
は
闇
の
中
を
さ
ま
よ
う
三
人
の
男
女
が
描
か
れ
る
が
こ
れ
は
熊
野
観
心
十
界
図
で
黒
闇
地

獄
と
し
て
描
か
れ
る
図
像
に
近
い
。
し
か
し
注
意
を
要
す
る
の
は
、
こ
の
図
像
が
最
下
段
右
側

の
剣
の
山
と
並
べ
て
描
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
武
装
し
た
鬼
卒
に
追
わ
れ
て
剣
の

山
を
駆
け
上
る
亡
者
の
図
像
は
、
熊
野
観
心
十
界
図
や
室
町
時
代
以
降
の
い
く
つ
か
の
十
王
図

で
死
出
の
山
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
本
図
の
こ
の
場
面
も
死
出
の
山
と
解
釈
す
る
と
き
、
徹

外
『
十
王
讃
歎
修
善
鈔
図
絵
』（
一
八
五
〇
）
と
の
比
較
が
重
要
な
意
味
を
持
つ
。『
十
王
讃

歎
修
善
鈔
図
絵
』
で
は
見
開
き
二
ペ
ー
ジ
を
使
っ
て
、
本
図
同
様
の
「
死
出
の
山
路
」
と
、
そ

れ
に
先
立
つ
「
冥
途
中
有
の
す
が
た
」
が
描
か
れ
る
（
図
９
）
が
、
こ
の
「
冥
途
中
有
の
す
が

た
」
が
、
暗
中
で
涙
に
暮
れ
る
亡
者
を
描
く
点
で
本
図
の
暗
闇
の

三
人
を
描
く
図
像
と
近
い
雰
囲
気
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と

す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
二
つ
の
情
景
は
別
々
に
解
釈
さ
れ
る
べ
き

で
は
な
く
、
一
連
の
死
出
の
旅
路
と
し
て
ま
と
め
て
解
釈
さ
れ
る

べ
き
も
の
だ
ろ
う
。

　
　
第
六
幅

　

第
六
幅
は
群
青
の
す
や
り
霞
に
よ
っ
て
上
下
が
隔
て
ら
れ
る

（
図
10
）。
画
面
上
部
に
は
ほ
か
の
幅
と
同
様
に
衝
立
を
背
に
斜
め

右
を
向
い
た
机
に
坐
す
王
が
描
か
れ
る
。
背
景
の
群
青
の
虚
空
か

ら
は
天
人
と
天
の
宮
殿
ら
し
い
建
築
が
五
色
の
湧
雲
に
乗
じ
て
飛

来
す
る
。
十
王
の
前
で
は
裁
き
で
は
な
く
法
会
が
お
こ
な
わ
れ
て

い
る
が
、
こ
の
法
会
が
何
で
あ
る
の
か
は
最
下
部
の
図
像
を
同
定

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

画
面
最
下
部
左
側
に
は
、
鬼
卒
に
よ
っ
て
串
刺
し
に
さ
れ
た
女

亡
者
が
、
僧
の
方
へ
突
き
出
さ
れ
る
さ
ま
が
描
か
れ
る
。
こ
れ
は

目
連
救
母
説
話
の
有
名
な
一
節
、
阿
鼻
地
獄
で
目
連
が
亡
き
母
と

再
会
す
る
場
面
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
図
像
は
、
十
三
世
紀
以
来
、
六
道
絵
や
十
王
図

で
繰
り
返
し
描
か
れ
て
き
た
も
の
で
、
熊
野
観
心
十
界
図
に
も
必
ず
描
か
れ
る
、
孝
道
と
供
養

の
重
要
性
を
発
揚
す
る
図
像
で
あ
る
。
目
連
救
母
説
話
は
盂
蘭
盆
会
の
起
源
説
話
と
し
て
広
く

人
口
に
膾
炙
し
た
が
、
そ
の
よ
う
に
し
て
み
る
な
ら
、
画
面
最
下
部
右
側
の
地
獄
の
釜
の
蓋
を

開
け
る
鬼
卒
の
図
像
は
、
地
獄
に
堕
ち
た
目
連
の
母
を
取
り
出
す
た
め
の
動
作
で
あ
る
の
と
同

時
に
、
近
世
以
降
民
間
伝
承
と
な
っ
た
、
盂
蘭
盆
会
に
伴
う
地
獄
の
釜
開
き
の
情
景
と
も
読
み

取
れ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
あ
た
か
も
こ
の
地
獄
か
ら
法
会
へ
向
か
う
か
の
よ
う
に
、
八
人
の
亡

者
が
画
面
上
方
へ
と
歩
み
あ
が
る
。
彼
ら
は
法
会
に
招
か
れ
た
亡
者
の
通
例
と
し
て
蓮
の
葉
を

笠
と
し
て
い
る
。
蓮
の
葉
の
笠
は
熊
野
観
心
十
界
図
の
中
央
に
描
か
れ
た
法
会
で
も
、
や
は
り

亡
者
の
被
り
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
見
る
な
ら
、
行
な
わ
れ
て
い
る
法
会
は
盂
蘭
盆
会
以
外
に
は
あ
り
え
ま

い
。
目
連
救
母
説
話
は
さ
ら
に
こ
こ
で
も
機
能
す
る
。
梵
唄
を
行
な
い
供
物
壇
を
取
り
囲
む
一

群
の
僧
と
は
離
れ
、
や
や
左
後
方
に
引
い
た
位
置
に
、
一
人
の
僧
が
描
か
れ
る
。
こ
の
僧
は
頭

光
に
よ
っ
て
ほ
か
の
僧
と
は
聖
別
さ
れ
、
単
に
儀
礼
を
行
う
僧
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
さ

ら
に
こ
の
僧
は
供
物
か
ら
湧
き
出
た
湧
雲
に
乗
じ
る
人
物
と
向
き
合
い
、
互
い
に
合
掌
し
あ
う

図１0　十王図（七宝町徳実地区）第 ６幅
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よ
う
に
描
か
れ
る
。
湧
雲
に
乗
じ
た
人
物
は
肌
の
色
か
ら
女
性
と
思
わ
れ
、
こ
れ
が
比
丘
尼
形

の
往
生
者
ら
し
い
こ
と
が
わ
か
る
。
降
臨
し
た
天
衆
は
こ
の
往
生
者
を
迎
え
る
た
め
の
も
の
で

あ
ろ
う
。
女
性
往
生
者
は
盂
蘭
盆
会
で
最
初
に
救
わ
れ
た
人
物
で
あ
る
目
連
の
母
だ
ろ
う
。
そ

し
て
頭
光
を
伴
う
僧
は
、
こ
の
法
会
の
施
主
と
な
っ
た
目
連
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
二
度
描
か

れ
た
目
連
に
は
そ
れ
ぞ
れ
頭
光
の
有
無
と
い
う
違
い
が
あ
る
。
地
獄
で
の
目
連
は
頭
光
を
持
た

な
い
が
、
こ
れ
は
む
し
ろ
通
例
ど
お
り
で
、
法
会
の
施
主
と
な
っ
た
目
連
に
、
ほ
か
の
僧
と
区

別
す
る
意
味
で
特
別
に
頭
光
が
付
さ
れ
た
と
考
え
る
こ
と
が
妥
当
だ
ろ
う
。

　

 

（
続
）　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一　

紙
本
濃
彩
。
各
幅
の
法
量
は
以
下
の
通
り
。

 

第
一
幅　

一
〇
四
・
四
×
五
六
・
二
㎝

 

第
二
幅　

一
〇
三
・
六
×
五
五
・
八
㎝

 

第
三
幅　

一
〇
四
・
〇
×
五
六
・
〇
㎝

 

第
四
幅　

一
〇
四
・
一
×
五
五
・
八
㎝

 

第
五
幅　

一
〇
四
・
〇
×
五
五
・
四
㎝

 

第
六
幅　

一
〇
四
・
〇
×
五
六
・
〇
㎝

 

第
七
幅　

一
〇
四
・
〇
×
五
六
・
二
㎝

 

第
八
幅　

一
〇
四
・
〇
×
五
六
・
四
㎝

 

第
九
幅　

一
〇
四
・
〇
×
五
六
・
四
㎝

 

第
一
〇
幅　

一
〇
三
・
八
×
五
六
・
四
㎝

 

第
一
一
幅　

一
〇
四
・
四
×
五
六
・
〇
㎝

 

第
一
二
幅　

一
〇
四
・
〇
×
五
五
・
八
㎝

二　
「
十
王
之
画
楽
是

 

　

安
政
五
戌
午
破
鐘
時

 

　

甲
斐
守
耕
霞
写
之
」

 

ま
た
、
箱
蓋
表
に
は
次
の
よ
う
な
墨
書
も
確
認
さ
れ
る
。

 　
「
安
政
五
歳
午
二
月

 

　

西
河
原
并
十
主
（
マ
マ
）絵　

拾
弐
復
（
マ
マ
）　

 

　

海
東
郡
徳
実
村
普
賢
堂

　
　
　
　
　
　
　
　

堂
守
経
心
」

三　
『
地
蔵
菩
薩
発
心
因
縁
十
王
経
』（『
大
日
本
続
蔵
経
』
第
一
五
〇
冊
所
収
）。

四　
「
官
前
に
大
樹
有
り
。
衣
領
樹
と
名
づ
く
。
影
に
二
鬼
を
住
す
。
一
を
奪
衣
婆
と
名
づ

け
、
二
を
懸
衣
翁
と
名
づ
く
。
婆
鬼
は
盗
業
を
警
め
て
両
手
の
指
を
折
り
、
翁
鬼
は
義
無
き

を
悪
ん
で
頭
足
を
一
所
に
逼
め
、
尋
い
で
初
開
の
男
を
し
て
其
の
女
人
を
負
わ
し
め
、
牛

頭
、
鉄
棒
を
も
っ
て
二
人
の
肩
を
挟
み
、
追
う
て
疾
瀬
を
渡
し
、
悉
く
樹
下
に
集
む
。
婆
鬼

は
衣
を
脱
せ
し
め
、
翁
鬼
は
枝
に
懸
け
て
罪
の
低
昂
を
顕
す
。」『
地
蔵
菩
薩
発
心
因
縁
十
王

経
』（『
国
訳
一
切
経
』
印
度
撰
述
部
大
集
部
五
の
書
き
下
し
に
若
干
の
手
を
加
え
た
。
以
下

同
じ
。）

五　
「
初
開
の
男
」
に
つ
い
て
は
、
田
村
正
彦
「
渡
す
男
と
待
つ
女 

―
古
代
に
お
け
る
三
途

の
川
の
信
仰
に
つ
い
て
―
」（『
古
典
文
藝
論
叢
』
第
三
号
所
収
、
二
〇
一
一
年
）
に
詳
し

い
。

六　
「
翁
鬼
は
義
無
き
を
悪
ん
で
頭
足
を
一
所
に
逼
め
、
尋
い
で
初
開
の
男
を
し
て
其
の
女
人

を
負
わ
し
め
」『
地
蔵
菩
薩
発
心
因
縁
十
王
経
』

七　

た
だ
し
こ
の
青
鬼
の
図
像
上
の
直
接
の
典
拠
は
、
南
宋
時
代
に
浙
江
省
寧
波
で
制
作
さ
れ

日
本
に
将
来
さ
れ
た
陸
信
忠
筆
の
十
王
図
に
あ
る
。

八　
『
預
修
十
王
生
七
経
』（『
大
日
本
続
蔵
経
』
第
一
五
〇
冊
所
収
）。

九　
「（
変
成
王
は
）
獄
卒
を
召
て
、「
此
罪
人
が
罪
の
有
無
を
見
せ
よ
。
彼
双
木
の
本
に
三
の

道
あ
り
。
此
道
を
何
れ
に
て
も
己
が
心
に
任
せ
て
行
く
べ
し
。
汝
善
人
な
ら
ば
悪
道
へ
行
く

べ
か
ら
ず
」
と
勅
定
あ
り
。
其
時
鬼
共
罪
人
を
と
ら
へ
て
行
き
、
三
つ
の
辻
に
引
向
て
「
早

早
行
く
べ
し
」
と
責
れ
ば
、
罪
人
思
ひ
煩
ひ
て
「
三
の
中
に
何
れ
か
善
道
な
る
な
ら
ん
」
と

た
た
ず
む
処
に
、
獄
卒
棒
を
以
て
「
遅
し
遅
し
」
と
責
か
く
れ
ば
、
余
り
の
悲
し
さ
に
目
を

ふ
さ
ぎ
、
足
に
任
せ
て
行
程
に
業
果
の
悲
し
さ
は
悪
道
を
さ
し
て
走
り
入
ぬ
。
善
道
と
思
え

へ
ば
俄
に
銅
の
湯
出
て
罪
人
の
身
を
や
く
。」『
十
王
讃
歎
鈔
』（『
昭
和
定
本
日
蓮
聖
人
遺

文
』
第
三
巻
に
よ
る
。
以
下
同
じ
。）

一
〇　
「
此
故
に
泰
山
王
の
御
前
に
六
の
鳥
居
あ
り
。
即
地
獄
・
餓
鬼
・
畜
生
・
修
羅
・
人
間
・

天
上
の
六
道
に
趣
く
門
也
。
此
王
委
く
罪
人
の
生
処
を
定
め
給
へ
ば
、
諸
の
罪
人
等
面
面
の

生
処
に
趣
く
な
り
。
此
鳥
居
を
出
れ
ば
、
地
獄
に
入
べ
き
は
即
地
獄
に
お
ち
、
餓
鬼
は
餓
鬼

の
城
に
至
る
、
余
の
道
も
又
如
此
。」『
十
王
讃
歎
鈔
』

一
一　

長
岳
寺
本
六
道
十
王
図
に
つ
い
て
は
、
鷹
巣
純
「
め
ぐ
り
わ
た
る
悪
道 

―
長
岳
寺
本

六
道
十
王
図
の
図
像
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
仏
教
芸
術
』
二
一
一
号
所
収
、
一
九
九
三
年
）

を
参
照
の
こ
と
。

一
二　
「
光
明
王
院
、
中
殿
の
裏
に
お
い
て
、
大
鏡
台
有
り
て
光
明
王
鏡
を
懸
く
。
浄
頗
梨
鏡
と

名
づ
く
。（
中
略
）
亡
人
を
髪
を
つ
か
み
て
右
繞
し
て
見
せ
し
む
。
即
ち
鏡
の
中
に
お
い
て

前
生
に
作
す
所
の
善
福
悪
罪
を
現
ず
。」『
地
蔵
菩
薩
発
心
因
縁
十
王
経
』

一
三　
「
左
に
高
台
有
り
。
台
の
上
に
秤
量
幢
有
り
。
業
匠
の
構
巧
み
に
し
て
、
七
の
秤
量
を
懸
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け
、
身
口
の
七
罪
を
量
り
、
軽
重
を
紀
す
こ
と
を
為
す
。（
中
略
）
こ
の
秤
量
の
点
目
に
お

い
て
三
の
別
有
り
。
一
に
は
斤
の
目
を
断
ち
て
重
罪
と
為
す
。
重
中
に
軽
を
開
き
て
二
八
獄

の
罪
と
為
す
。
二
に
は
両
の
目
を
断
ち
て
中
罪
と
為
し
、
餓
鬼
の
罪
と
為
す
。
三
に
は
分
の

目
を
断
ち
て
、
下
罪
と
為
し
、
畜
生
の
罪
と
為
す
。
先
ず
不
妄
語
戒
を
破
り
、
余
の
造
悪
に

従
い
て
秤
の
前
に
至
る
。
時
に
秤
の
錘
、
自
動
し
て
自
然
に
昂
低
す
。
亡
人
に
課
し
て
言
わ

く
、「
汝
が
造
る
所
の
罪
、
秤
目
、
重
き
に
定
ま
れ
り
」
と
。
亡
人
欺
咳
し
て
曰
く
、「
我
未

だ
秤
に
昂
ら
ず
。
闇
に
何
ぞ
重
と
為
す
や
。
我
敢
え
て
信
ぜ
ず
」
と
。
爾
の
時
に
訪
羅
、
罪

人
を
取
り
て
秤
の
盤
上
に
置
く
に
、
秤
目
の
如
し
。
亡
人
口
を
閉
づ
。」『
地
蔵
菩
薩
発
心
因

縁
十
王
経
』

一
四　
「（
閻
魔
王
国
の
四
方
の
鉄
門
の
）
左
右
に
檀
荼
幢
有
り
。
上
に
人
頭
の
形
を
安
ん
ず
。

人
能
く
人
間
を
見
る
こ
と
掌
中
の
菴
羅
果
を
見
る
が
如
し
。
右
は
黒
闇
天
女
幢
、
左
は
太
山

府
君
幢
な
り
。
爾
の
時
に
世
尊
、
大
衆
に
告
げ
て
言
わ
く
、「
諸
の
衆
生
に
、
同
生
神
、
魔

奴
闍
耶
と
い
う
も
の
有
り
。
左
の
神
は
悪
を
記
す
。
形
、
羅
刹
の
如
し
。（
中
略
）
右
の
神

は
善
を
記
す
。
形
、
吉
祥
の
如
し
。」『
地
蔵
菩
薩
発
心
因
縁
十
王
経
』

一
五　
「
時
に
守
獄
の
卒
、
罪
人
を
執
取
し
て
鉄
凾
を
以
て
付
し
、
そ
れ
を
も
っ
て
火
を
量
ら
し

む
。
そ
の
凾
猛
熱
に
し
て
光
焔
熾
燃
た
り
。
地
獄
の
罪
人
、
か
の
火
を
量
る
時
、
手
を
焼
き

脚
を
焼
き
、
耳
を
焼
き
鼻
を
焼
き
、
諸
の
支
節
を
焼
き
、
な
い
し
遍
く
一
切
の
身
分
を
焼

く
。」『
起
世
経
』（『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
第
一
巻
№
二
五
に
よ
る
著
者
自
身
の
書
き
下
し
。）

一
六　

釘
抜
き
念
仏
、
と
り
わ
け
熊
野
観
心
十
界
図
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
高
達
奈
緒
美

「「
観
心
十
界
図
」
の
四
十
九
餅
図
像
に
つ
い
て
」（『
絵
解
き
研
究
』
第
一
七
号
所
収
、
二
〇

〇
二
年
）
に
詳
し
い
。

一
七　
「
頭
面
は
下
に
あ
り
、
足
は
上
に
あ
り
て
、
二
千
年
を
逕
て
、
皆
下
に
向
か
い
て
行
く
。」

『
往
生
要
集
』（
書
き
下
し
は
『
原
典
日
本
仏
教
の
思
想
四　

源
信
』
に
よ
る
。
以
下
同
じ
。）

一
八　
「
時
に
二
の
童
子
左
右
に
侍
立
す
。
一
を
掌
善
と
名
づ
け
、
左
に
在
り
。
白
色
に
し
て
、

白
蓮
華
を
持
し
、
法
性
を
調
御
す
。
一
を
掌
悪
と
名
づ
け
、
右
に
在
り
。
赤
色
に
し
て
、
金

剛
杵
を
持
し
、
無
明
を
降
伏
す
。」『
延
命
地
蔵
菩
薩
経
』（『
国
訳
一
切
経
』
印
度
撰
述
部
大

集
部
五
の
書
き
下
し
に
若
干
の
手
を
加
え
た
。）

一
九　
「
熱
鉄
の
縄
を
懸
け
て
、
交
え
横
た
え
る
こ
と
無
数
、
罪
人
を
駆
り
て
そ
の
中
に
入
ら
し

む
る
に
、
悪
風
暴
く
吹
い
て
、
そ
の
身
に
交
え
絡
ま
り
、
肉
を
焼
き
骨
を
焦
が
し
て
、
楚
毒

極
ま
り
な
し
。」『
往
生
要
集
』

二
〇　
「
獄
卒
、
熱
鉄
の
鉗
を
以
て
そ
の
舌
を
抜
き
出
す
。
抜
き
お
わ
れ
ば
ま
た
生
じ
、
生
ず
れ

ば
則
ち
ま
た
抜
く
。」『
往
生
要
集
』

 

（
平
成
23
年
9
月
13
日
受
理
）


