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第
七
幅

　

第
七
幅
は
画
面
上
部
に
十
王
の
裁
き
の
様
子
、
画
面
下
部
に
は
現
世
や
地
獄
の
諸
相
が
描
か

れ
る
（
図
11
）。

　

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
王
が
、
冥
官
三
人
・
鬼
卒
一
人
を
左
右
に
従
え
て
、
亡
者
た
ち

に
尋
問
す
る
様
子
を
描
く
。
尋
問
さ
れ
る
三
人
の
亡
者
は
、
経
帷
子
を
ま
と
い
額
烏
帽
子
を
つ

け
た
二
人
と
、
腰
布
一
枚
の
裸
体
の
一
人
に
描
き
分
け
ら
れ
て
い
る
が
、
経
帷
子
の
亡
者
は
う

ち
一
人
が
写
経
と
お
ぼ
し
き
経
巻
を
差
し
出
し
て
い
る
の
に
対
し
、
腰
布
の
亡
者
が
鬼
卒
に
粗

雑
に
振
舞
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
が
善
悪
二
種
の
亡
者
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

十
王
の
王
庁
の
下
に
は
、
黒
雲
で
取
り
囲
ま
れ
た
貴
族
の
邸
宅
が
描
か
れ
る
。
邸
内
に
は
病

重
篤
な
横
臥
す
る
人
物
と
、
彼
を
見
舞
う
四
人
の
貴
族
が
描
か
れ
る
。
こ
の
屋
敷
の
外
で
は
黒

雲
に
乗
じ
て
騎
馬
の
使
者
が
弓
を
番
え
る
。
使
者
が
い
っ
た
い
誰
な
の
か
は
不
明
だ
が
、
こ
こ

で
放
た
れ
る
矢
は
屋
内
の
病
者
を
射
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
私
の
知
る
限
り
で
は
唯
一
、
川

崎
市
・
明
長
寺
本
十
王
図
一（
一
七
八
二
）
に
同
様
の
図
像

が
見
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
矢
は
横
臥
者
の
胸
に
す
で
に
刺

さ
っ
て
お
り
、
横
臥
者
は
絶
命
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
現
世

で
の
死
に
ま
つ
わ
る
何
ら
か
の
伝
承
を
絵
画
化
し
た
も
の
と

思
わ
れ
る
。
そ
し
て
本
図
の
場
合
、
邸
宅
を
包
み
込
む
黒
雲

の
表
現
か
ら
推
測
す
る
に
、
こ
こ
で
の
死
は
何
か
悪
業
を
積

ん
だ
者
の
そ
れ
で
あ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。

　

ま
た
そ
の
下
に
は
亡
者
を
乗
せ
て
地
獄
の
釜
へ
向
か
う
火

車
が
描
か
れ
る
。
火
車
は
一
切
の
裁
判
を
省
略
し
て
極
悪
人

を
直
接
阿
鼻
地
獄
へ
連
行
す
る
た
め
の
も
の
と
さ
れ
、
と
す

る
な
ら
ば
火
車
の
行
く
手
の
大
釜
は
阿
鼻
地
獄
の
大
釜
と
い

う
こ
と
に
な
ろ
う
。
火
車
が
阿
鼻
地
獄
へ
向
か
う
さ
ま
は
聖

衆
来
迎
寺
の
六
道
絵
に
も
描
か
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
見
る
な
ら
、
本
図
の
下
部
は
、
現
世
で
の
死

と
悪
道
へ
の
出
発
に
ま
つ
わ
る
図
像
が
充
填
さ
れ
て
い
た
と

い
っ
て
よ
い
。
と
す
れ
ば
、
画
面
下
部
左
隅
に
描
か
れ
た
剣

の
坂
道
は
、
現
世
か
ら
悪
道
へ
向
か
う
通
路
の
入
り
口
と
し

て
聳
え
る
死
出
の
山
と
見
て
よ
か
ろ
う
。

近
世
の
十
王
図
・
六
道
絵
（
二
）　
あ
ま
市
七
宝
町
徳
実
地
区
本
十
王
図
　
―
十
一
人
の
十
王
―
（
下
）

鷹
巣 

純　
美
術
教
育
講
座
（
美
術
史
）

図11　十王図（七宝町徳実地区）第 ７幅
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第
八
幅

　

第
八
幅
は
画
面
上
部
に
十
王
の
裁
き
の
様
子
、
画
面
下
部
に
は
三
途
の
川
の
情
景
が
描
か
れ

る
（
図
12
）。

　

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
王
が
、
冥
官
二
人
・
鬼
卒
二
人
を
左
右
に
従
え
て
、
亡
者
た
ち

に
尋
問
す
る
様
子
を
描
く
。
こ
こ
で
興
味
深
い
の
は
、
鬼
卒
に
首
枷
を
曳
か
れ
て
退
廷
さ
せ
ら

れ
る
亡
者
に
子
供
が
追
い
す
が
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
図
像
は
本
来
は
連
行
さ
れ
る
女
性
亡
者
に
嬰
児
が
追
い
す
が
る
と
い
う
図
像
で
、
中
国

に
お
い
て
図
像
が
構
想
さ
れ
た
段
階
で
は
子
殺
し
・
堕
胎
を
行
な
っ
た
母
が
殺
さ
れ
た
嬰
児
か

ら
訴
え
ら
れ
て
い
る
様
子
を
描
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
図
像
が
日
本
に
も
た
ら
さ
れ
た
と

き
に
、
冥
途
で
引
き
裂
か
れ
る
母
子
の
悲
哀
を
描
い
た
図
像
と
し
て
意
味
の
読
み
替
え
が
な
さ

れ
た
二
。
さ
て
本
図
の
図
像
を
見
る
と
、
子
供
・
親
が
と
も
に
目
を
泣
き
腫
ら
し
て
い
る
の
で

引
き
裂
か
れ
る
親
子
の
悲
哀
を
描
い
た
も
の
と
い
う
性
格
は
維
持
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
こ

で
は
母
親
で
あ
っ
た
は
ず
の
首
枷
を
さ
れ
た
亡
者
は
褌
姿
の
男
性
に
変
じ
て
い
る
。
室
町
時
代

以
来
、
地
獄
絵
に
お
い
て
こ
と
さ
ら
に
強
調
さ
れ
て
き
た
母
性
の
問
題
が
、
近
世
末
期
の
こ
の

十
王
図
で
は
い
く
ら
か
後
退
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

黒
雲
で
隔
て
ら
れ
た
画
面
下
部
に
は
、
三
途
の
川
の
情
景
が
描
か
れ
る
。
川
へ
通
じ
る
道
を

歩
く
二
人
の
亡
者
は
額
烏
帽
子
に
経
帷
子
と
い
う
い
で
た
ち
で
、
未
だ
奪
衣
婆
に
衣
を
剥
ぎ
取

ら
れ
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
川
辺
で
は
二
匹
の
鬼
卒
が
男
女
四
人
の
亡
者
を
川
へ
追
い
込

ん
で
い
る
。
川
に
は
毒
竜
が
住
み
、
ま
さ
に
亡
者
に
襲
い
か
か
ろ
う
と
す
る
さ
ま
が
描
か
れ
る
。

　

さ
て
第
一
幅
の
項
で
述
べ
た
よ
う
に
三
途
の
川
を
描
く
の
は
本
図
と
第
一
幅
で
あ
り
、
こ
の

川
は
秦
広
王
と
初
江
王
と
の
そ
れ
ぞ
れ
の
王
庁
の
間
に
位
置
す
る
も
の
と
し
て
『
地
蔵
菩
薩
発

心
因
縁
十
王
経
』
に
は
説
か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
本
図
と
第
一
幅
と
は
そ
の
い
ず
れ
か
が
秦
広

王
幅
で
あ
り
残
り
が
初
江
王
幅
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
く
る
の

が
本
図
右
下
端
に
描
か
れ
た
関
門
の
表
現
で
あ
る
。
こ
の
関
門
は
そ
こ
を
く
ぐ
っ
て
王
の
許
へ

向
か
う
よ
う
な
位
置
に
描
か
れ
る
。

　

十
王
の
許
へ
行
く
た
め
に
通
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
関
と
し
て
は
、
建
長
六
年
（
一
二
五

四
）
成
立
の
『
十
王
讃
歎
鈔
』
に
「
業
関
」
の
記
述
が
あ
る

こ
と
が
想
起
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
業
関
は
第
三
王
で
あ
る
宗

帝
王
の
内
裏
に
詣
で
る
道
に
設
置
さ
れ
て
い
た
。
業
関
の
位

置
は
『
十
王
讃
歎
鈔
』
と
同
系
統
の
後
発
テ
ク
ス
ト
で
あ
る

永
享
五
年
（
一
四
三
三
）
成
立
の
『
十
王
讃
嘆
修
善
鈔
』
で

も
継
承
さ
れ
る
が
、『
十
王
讃
歎
鈔
』
の
増
補
改
訂
版
と
謳

わ
れ
た
嘉
永
三
年
（
一
八
五
〇
）
成
立
の
『
十
王
讃
歎
修
善

鈔
図
絵
』
で
は
第
二
王
で
あ
る
初
江
王
の
王
庁
に
詣
で
る
関

に
改
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
間
に
ど
の
よ
う
な
信
仰
上
の
変

化
が
生
じ
た
か
は
知
る
べ
く
も
な
い
が
、
本
作
品
の
成
立
し

た
安
政
五
年
（
一
八
五
八
）
時
点
で
は
関
は
初
江
王
幅
に
描

か
れ
て
し
か
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
理

解
す
る
な
ら
ば
、
第
一
幅
が
秦
広
王
幅
で
あ
り
、
第
八
幅
が

初
江
王
幅
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
　
第
九
幅

　

第
九
幅
は
画
面
上
部
に
十
王
の
裁
き
の
様
子
、
画
面
下
部

に
は
阿
修
羅
道
の
情
景
が
描
か
れ
る
（
図
13
）。

図12　十王図（七宝町徳実地区）第 ８幅



鷹巣 純

三

― 96 ―

　

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
持
杓
の
王
が
、

冥
官
二
人
を
左
右
に
従
え
て
、
審
議
す
る
様
子
を
描
く
。
王
庁
に
出
廷

し
て
い
る
の
は
、
半
裸
の
亡
者
で
は
な
く
、
冠
・
立
烏
帽
子
に
直
衣
姿

の
人
物
二
名
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
も
ち
ろ
ん
亡
者
自
身
で
あ
ろ
う
は
ず

も
な
く
、
亡
者
の
追
善
を
行
な
う
遺
族
か
、
あ
る
い
は
亡
者
を
加
護
す

る
神
々
が
、
亡
者
の
た
め
に
弁
明
を
試
み
る
姿
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

黒
雲
を
隔
て
た
画
面
下
部
で
は
、
阿
修
羅
道
の
様
子
が
描
か
れ
る
。

本
来
の
阿
修
羅
は
天
の
軍
勢
と
闘
争
す
る
鬼
神
で
、
阿
修
羅
道
図
像
は

阿
修
羅
と
帝
釈
天
の
軍
勢
が
争
う
さ
ま
で
表
現
さ
れ
る
の
が
中
世
に
お

け
る
伝
統
で
あ
っ
た
。
し
か
し
室
町
時
代
後
期
以
降
、
こ
の
阿
修
羅

道
を
武
士
の
戦
の
さ
ま
で
表
現
す
る
新
し
い
伝
統
が
生
じ
る
よ
う
に
な

る
。
こ
れ
が
単
な
る
武
士
道
の
争
い
で
は
な
い
こ
と
を
示
す
た
め
に

は
、
し
ば
し
ば
太
鼓
を
た
た
き
戦
を
煽
る
無
常
大
鬼
が
描
き
加
え
ら
れ

る
。
こ
う
し
た
表
現
は
近
世
の
十
王
図
や
熊
野
観
心
十
界
図
で
頻
出
す

る
こ
と
に
な
る
が
、
本
図
も
ま
た
そ
う
し
た
も
の
の
一
例
で
あ
る
。

　
第
十
幅

　

第
十
幅
は
画
面
上
部
に
十
王
の
裁
き
の
様
子
、
画
面
下
部
に
は
女
性

を
め
ぐ
る
地
獄
の
情
景
が
描
か
れ
る
（
図
14
）。

　

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
合
掌
し
、

冥
官
二
人
を
左
右
に
従
え
て
、
亡
者
た
ち
と
対
面
す
る
様
子
を
描
く
。

亡
者
は
い
ず
れ
も
く
つ
ろ
い
だ
表
情
を
し
、
冥
官
も
右
の
一
人
は
経
巻

を
差
し
出
す
経
帷
子
の
亡
者
を
穏
や
か
に
補
助
す
る
。
裸
体
の
亡
者
の

う
ち
二
人
は
、
感
謝
す
る
か
の
よ
う
に
王
に
合
掌
礼
拝
し
て
み
せ
る
。

自
ら
経
巻
を
持
す
る
以
上
、
経
帷
子
の
亡
者
は
有
徳
の
亡
者
で
あ
ろ

う
。
衣
を
引
き
剥
が
さ
れ
て
い
る
以
上
、
ほ
か
の
亡
者
は
何
ら
か
の
罪

を
犯
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
、
来
る
べ
き
責
苦
に
慄

く
様
子
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
罪
を
許
さ
れ
た
者
、
す
な
わ
ち
遺
族
に

よ
る
追
善
を
受
け
た
亡
者
で
あ
ろ
う
。

　

画
面
下
部
の
左
側
で
は
竹
藪
で
悲
嘆
に
く
れ
る
二
人
の
女
性
亡
者
が

図13　十王図（七宝町徳実地区）第 ９幅図14　十王図（七宝町徳実地区）第10幅
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描
か
れ
る
。
こ
れ
は
子
を
な
さ
な
か
っ
た
女
性
が
堕
ち
る
と
さ
れ
た
石
女
地
獄
を
描
い
た
も
の

で
あ
る
。
灯
心
で
竹
の
根
を
掘
り
返
す
難
行
を
課
さ
れ
る
石
女
地
獄
は
経
典
に
典
拠
を
も
た
な

い
地
獄
で
、
室
町
時
代
以
降
急
速
に
図
像
化
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
地
獄
で
あ
る
。

　

そ
の
右
側
か
ら
下
部
に
か
け
て
鬼
卒
が
女
性
亡
者
を
放
り
込
ん
で
い
る
の
が
血
盆
地
獄
、
い

わ
ゆ
る
血
の
池
地
獄
で
あ
る
。
こ
れ
は
中
国
で
成
立
し
た
偽
経
、『
血
盆
経
』三
に
説
か
れ
る
地

獄
で
、
生
理
や
出
産
の
際
に
流
し
た
血
液
が
神
仏
を
汚
す
と
し
て
、
生
理
・
出
産
を
経
験
し
た

女
性
が
堕
ち
る
と
さ
れ
た
。
た
だ
し
『
血
盆
経
』
は
同
経
を
供
養
・
書
写
す
る
こ
と
で
血
盆
地

獄
の
苦
を
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
説
い
て
お
り
、
本
図
で
は
血
盆
経
供
養
の
た
め
に
流
潅
頂

を
思
わ
せ
る
供
養
壇
が
血
の
池
の
前
に
描
か
れ
、
如
意
輪
観
音
に
よ
る
血
盆
地
獄
か
ら
の
救
済

が
池
の
右
端
に
描
か
れ
る
。『
血
盆
経
』
で
は
血
盆
地
獄
か
ら
の
救
済
者
と
し
て
如
意
輪
観
音

を
名
指
し
て
お
ら
ず
、
如
意
輪
観
音
に
よ
る
救
済
の
図
像
は
典
拠
不
明
で
あ
る
が
、
血
盆
地
獄

を
描
く
現
存
最
古
の
例
で
あ
る
岡
崎
・
満
性
寺
の
血
の
池
観
音
図
（
十
六
世
紀
後
半
）
で
す
で

に
こ
の
図
像
は
成
立
し
て
お
り
、
相
応
の
伝
統
と
説
得
力
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

十
王
図
、
そ
し
て
特
に
熊
野
観
心
十
界
図
で
は
、
血
盆
地
獄
と
石
女
地
獄
は
相
互
に
補
完
し

合
い
女
性
堕
地
獄
を
決
定
的
に
印
象
付
け
る
も
の
と
し
て
、
対
の
概
念
の
よ
う
に
扱
わ
れ
た
。

　
　
第
十
一
幅

　

第
十
一
幅
は
画
面
上
部
に
十
王
の
裁
き
の
様
子
、
黒
雲
を
は
さ
ん
で
画
面
下
部
に
は
畜
生
道

と
地
獄
の
諸
相
が
描
か
れ
る
（
図
15
）。

　

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
持
蓮
華
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
机
の
左
脇
に
は
王
に
哀
願
す
る
男
女
二
名
の
亡
者
が
描
か
れ
、
王
の

面
前
で
は
一
人
の
亡
者
を
二
匹
の
鬼
卒
が
杖
と
斧
で
拷
問
す
る
。

　

黒
雲
を
隔
て
た
画
面
下
部
の
上
段
で
は
人
面
の
牛
・
馬
が
二
匹
の
牛
頭
羅
刹
に
鞭
打
た
れ

岩
を
背
負
わ
さ
れ
る
。
人
面
の
牛
馬
は
室
町
時
代
以
降
の
畜
生
道
図
像
の
新
展
開
で
、
お
そ
ら

く
牛
馬
が
人
間
の
転
生
し
た
姿
で
あ
る
と
い
う
輪
廻
信
仰
に
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
付
与
す
る
た
め

に
創
案
さ
れ
た
図
像
と
思
わ
れ
る
。
中
世
の
伝
統
的
な
畜
生
道
図
像
が
、
人
間
に
使
役
さ
れ
狩

猟
の
対
象
と
さ
れ
る
動
物
を
描
き
、
現
実
世
界
に
お
け
る
動

物
存
在
の
苦
痛
を
表
現
す
る
こ
と
に
主
眼
を
置
い
た
の
に
対

し
、
こ
れ
ら
の
図
像
で
は
畜
生
道
を
転
生
し
た
人
間
の
苦
し

み
と
し
て
表
現
す
る
こ
と
に
主
眼
が
移
さ
れ
た
た
め
に
、
極

め
て
幻
想
的
な
状
況
設
定
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

そ
し
て
、
獣
面
人
身
の
鬼
卒
が
人
面
獣
身
の
転
生
者
を
責

め
立
て
る
図
像
は
、
現
世
に
お
い
て
動
物
を
責
め
さ
い
な
ん

だ
人
間
が
来
世
に
お
い
て
一
転
し
て
動
物
に
責
め
さ
い
な
ま

れ
る
状
況
に
追
い
込
ま
れ
る
と
い
う
逆
転
劇
へ
と
、
イ
メ
ー

ジ
を
広
げ
る
可
能
性
を
内
包
す
る
。
実
際
、
こ
の
図
像
の
下

に
展
開
す
る
イ
メ
ー
ジ
は
、
伝
統
的
な
畜
生
道
図
像
か
ら
の

影
響
を
残
し
つ
つ
も
、
畜
生
道
の
表
現
と
い
う
よ
り
は
、
こ

の
よ
う
な
逆
転
劇
を
描
い
た
図
像
と
解
す
る
こ
と
が
ふ
さ
わ

し
い
。
鴉
や
熊
・
狐
に
襲
わ
れ
る
人
間
を
描
い
た
図
像
は
、

弱
肉
強
食
を
表
象
す
る
畜
生
道
の
伝
統
的
図
像
「
鴉
に
啄
ま

れ
る
牛
馬
」
に
そ
の
原
型
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し

こ
こ
で
は
襲
わ
れ
る
亡
者
の
傍
ら
に
は
弓
箭
が
置
か
れ
、
彼

が
か
つ
て
鳥
獣
を
襲
う
狩
猟
者
で
あ
っ
た
こ
と
を
暗
示
し
、

そ
の
立
場
の
逆
転
が
こ
こ
で
お
き
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い

図15　十王図（七宝町徳実地区）第11幅
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る
。
人
間
を
襲
う
す
べ
を
持
た
な
い
鹿
も
、
こ
の
状
況
を
溜
飲
を
下
げ
る
思
い
で
見
つ
め
る
。

こ
の
情
景
の
右
傍
で
は
亡
者
が
縄
に
つ
な
が
れ
鬼
卒
に
鞭
打
た
れ
て
い
る
が
、
こ
の
鬼
卒
は
極

め
て
珍
し
い
猿
面
の
鬼
卒
で
あ
り
、
こ
れ
が
動
物
使
役
の
一
形
態
と
し
て
の
猿
回
し
の
主
客
転

倒
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
人
間
と
畜
類
の
立
場
の
逆
転
を
描
く
こ
れ
ら
の
図

像
は
極
め
て
珍
し
く
、
室
町
時
代
に
新
展
開
を
向
か
え
た
畜
生
道
図
像
の
、
理
念
的
延
長
線
上

に
さ
ら
に
新
展
開
し
た
、
新
種
の
図
像
と
思
わ
れ
る
。

　

本
図
画
面
右
下
端
に
は
、
寒
氷
地
獄
が
描
か
れ
る
。
男
女
の
亡
者
が
氷
に
身
を
取
ら
れ
凍
え

苦
し
む
さ
ま
が
描
か
れ
る
。

　
　
第
十
二
幅

　

第
十
二
幅
は
画
面
上
部
に
十
王
の
裁
き
の
様
子
、
画
面
下
部
に
は
地
獄
と
餓
鬼
道
の
諸
相
と

賽
の
河
原
が
描
か
れ
る
（
図
16
）。

　

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
、
尋
問
を
お
こ
な
う
様
子

を
描
く
。
王
の
面
前
で
は
三
匹
の
鬼
卒
が
、
そ
れ
ぞ
れ
亡
者
を
引
き
立
て
て
往
来
す
る
。

　

こ
の
尋
問
の
さ
ま
に
紛
れ
込
む
か
の
よ
う
に
、
杖
を
用
い
て
夫
婦
者
と
思
し
き
亡
者
の
目
の

前
で
嬰
児
の
腕
を
も
ぎ
取
る
鬼
卒
が
描
か
れ
る
。
こ
れ
は
『
往
生
要
集
』
説
く
と
こ
ろ
の
衆
合

地
獄
・
悪
見
処
四
を
描
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
衆
合
地
獄
の
こ
の
別
処
は
す
で
に
聖
衆
来
迎
寺

本
六
道
絵
で
も
描
か
れ
る
と
こ
ろ
だ
が
、
本
来
、
亡
者
の
子
が
受
け
る
責
苦
は
性
器
へ
の
虐
待

で
あ
り
、
も
し
そ
う
で
な
け
れ
ば
亡
者
の
生
前
の
罪
業
と
釣
り
合
い
が
取
れ
な
い
。
と
こ
ろ
が

こ
こ
で
は
亡
者
の
子
が
受
け
る
責
苦
か
ら
は
性
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
除
か
れ
、
亡
者
自
体
も
本

来
想
定
さ
れ
て
い
た
父
親
だ
け
で
な
く
母
親
も
加
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
経
典
の
記
述
か
ら
の
逸

脱
だ
が
、
そ
う
す
る
こ
と
で
こ
の
図
像
は
特
殊
な
性
的
志
向
を
持
っ
た
男
性
に
限
ら
な
い
子
を

持
つ
父
母
に
共
通
す
る
普
遍
的
な
責
苦
と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
地
獄
図
像
の
左
に
は
餓
鬼
道
の
諸
相
が
描
か
れ
る
。
食
べ
よ
う
と
す
る
と
椀
に
盛
ら
れ

た
飯
が
炎
と
な
っ
て
し
ま
う
餓
鬼
、
飲
も
う
と
す
る
と
水
が
炎
に
変
じ
て
し
ま
う
餓
鬼
は
餓
鬼

道
の
最
も
一
般
的
な
図
像
と
い
っ
て
よ
い
。
自
分
の
足
を
食
べ
て
飢
え
を
し
の
ご
う
と
す
る
餓

鬼
は
典
拠
不
明
で
他
に
類
例
が
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。
蓮
の

葉
に
盛
ら
れ
て
宙
に
浮
く
飯
と
餓
鬼
の
関
係
は
不
明
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
餓
鬼
道
の
図
像
と
は
土
坡
で
区
切
ら
れ
た
手
前
に

描
か
れ
る
の
は
賽
の
河
原
の
情
景
で
あ
る
。
賽
の
河
原
は
幼

く
し
て
死
ん
だ
子
供
た
ち
が
、
親
に
先
立
つ
不
孝
の
た
め
に

陥
る
河
原
で
あ
り
、
そ
の
図
像
化
は
室
町
時
代
に
始
ま
っ
た

と
見
ら
れ
る
。
そ
こ
で
は
小
石
を
積
み
上
げ
塔
を
作
ろ
う
と

す
る
子
供
た
ち
、
地
蔵
菩
薩
を
慕
っ
て
ま
と
わ
り
つ
く
子
供

た
ち
な
ど
が
描
か
れ
る
。
本
図
の
図
像
も
そ
う
し
た
イ
メ
ー

ジ
を
踏
襲
す
る
も
の
だ
が
、
本
来
寂
し
い
河
原
で
あ
る
は
ず

が
、
満
開
の
桜
樹
の
あ
る
爛
漫
と
し
た
河
原
と
し
て
描
か
れ

て
い
る
。

　
　
熊
野
信
仰
と
の
関
連

　

以
上
確
認
し
て
わ
か
る
こ
と
は
、
他
界
イ
メ
ー
ジ
に
関
し

て
、
本
十
王
図
と
熊
野
観
心
十
界
図
に
強
い
共
通
性
が
見
ら

れ
る
こ
と
で
あ
る
。
第
三
幅
で
描
か
れ
る
釘
抜
き
念
仏
・
閻

魔
王
庁
の
施
設
と
し
て
の
業
秤
、
第
五
幅
で
描
か
れ
る
両
婦

図16　十王図（七宝町徳実地区）第12幅
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地
獄
、
第
九
幅
で
描
か
れ
る
武
士
の
戦
と
し
て
阿
修
羅
道
、
第
十
幅
で
描
か
れ
る
対
を
な
し
た

石
女
地
獄
と
血
盆
地
獄
な
ど
は
、
い
ず
れ
も
熊
野
観
心
十
界
図
に
も
定
型
と
し
て
描
か
れ
る
図

像
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
ら
は
十
王
図
に
も
し
ば
し
ば
描
か
れ
る
図
像
で
は
あ
る
。
し
か
し

こ
れ
ら
に
加
え
て
、
那
智
参
詣
曼
荼
羅
に
描
か
れ
る
川
関
と
、
形
状
・
位
置
と
も
に
類
似
性
が

高
い
、
第
八
幅
に
描
か
れ
た
業
関
の
表
現
や
、「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
大
書
さ
れ
た
帆
や
甲
板

を
囲
う
垣
な
ど
の
表
現
が
、
那
智
参
詣
曼
荼
羅
に
描
か
れ
る
補
陀
洛
渡
海
船
と
類
似
す
る
、
第

二
幅
に
描
か
れ
る
浄
土
へ
向
か
う
船
は
、
熊
野
観
心
十
界
図
周
辺
に
限
定
さ
れ
た
図
像
と
し
て

よ
い
。
こ
れ
ら
の
特
徴
を
併
せ
考
え
る
な
ら
、
や
は
り
本
作
品
は
熊
野
観
心
十
界
図
が
普
及
さ

せ
た
他
界
イ
メ
ー
ジ
の
影
響
下
に
作
ら
れ
た
も
の
と
言
っ
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
幅
構
成
の
意
味

　

十
王
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
十
一
王
い
る
と
い
う
こ
と
は
ま
っ
た
く
奇
妙
で
あ
る
。
十
王

信
仰
か
ら
派
生
し
た
信
仰
に
、
十
三
仏
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
十
王
の
本
地
仏
に
三
仏
を
加
え
、

三
十
三
回
忌
に
ま
で
対
応
で
き
る
よ
う
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
十
王
の
十
本
地
仏
か
ら
十
三
仏

へ
は
段
階
的
に
移
行
し
た
と
み
え
、
中
間
形
態
の
十
一
尊
曼
荼
羅
が
香
川
の
神
護
寺
に
伝
来
す

る
五
。
実
は
十
三
仏
に
対
応
し
て
十
三
王
も
構
想
さ
れ
て
お
り
、
と
す
る
な
ら
ば
十
王
に
も
中

間
形
態
で
あ
る
十
一
王
が
あ
っ
て
も
お
か
し
く
は
な
い
。
実
際
、
十
三
王
の
第
十
一
王
は
蓮
上

王
で
あ
り
、
第
十
一
幅
の
王
が
手
に
蓮
華
を
持
す
る
こ
と
が
奇
妙
に
符
合
す
る
。
し
か
し
、
絵

画
化
さ
れ
た
十
三
王
図
は
現
在
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
し
て
や
十
一
王
図
の
類
例
も
確
認
さ

れ
て
い
な
い
こ
と
、
そ
し
て
十
王
信
仰
か
ら
十
三
仏
信
仰
へ
の
派
生
が
南
北
朝
時
代
に
は
完
了

し
て
い
た
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
江
戸
時
代
の
末
期
に
十
一
王
が
意
識
さ
れ
た
と
は
考
え

に
く
い
。

　

む
し
ろ
十
二
幅
対
十
一
王
と
い
う
特
異
な
幅
構
成
は
、
お
そ
ら
く
は
こ
の
作
品
が
施
入
さ
れ

た
普
賢
堂
で
の
陳
列
方
式
と
の
関
係
を
考
慮
し
て
の
こ
と
と
推
測
さ
れ
る
。
十
二
幅
の
内
訳
を

見
る
と
、
空
を
群
青
地
で
表
現
す
る
も
の
が
三
幅
（
第
二
幅
・
第
四
幅
・
第
六
幅
）、
空
を
墨

に
よ
る
湧
雲
で
表
現
す
る
も
の
が
九
幅
と
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
う
ち
後
者
は
机
が
右

向
き
の
も
の
が
六
幅
（
第
一
幅
・
第
五
幅
・
第
九
幅
・
第
十
幅
・
第
十
一
幅
・
第
十
二
幅
）、

机
が
左
向
き
の
も
の
が
三
幅
（
第
三
幅
・
第
七
幅
・
第
八
幅
）
と
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

普
賢
堂
は
現
存
し
な
い
が
、
か
つ
て
の
普
賢
堂
を
知
る
地
元
の
人
々
の
証
言
に
よ
れ
ば
、
普

賢
堂
跡
地
に
建
て
ら
れ
た
公
民
館
奥
に
設
け
ら
れ
た
普
賢
堂
は
、
地
所
こ
そ
若
干
ず
れ
る
も
の

の
旧
普
賢
堂
の
間
取
り
を
ほ
ぼ
踏
襲
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
地
元
の
人
々
の
証
言
で
は
、

十
王
図
が
こ
の
堂
内
に
掛
け
ら
れ
る
と
き
に
は
、
堂
内
外
陣
の
（
本
尊
か
ら
見
て
）
左
側
で
甘

茶
が
点
て
ら
れ
、
十
王
図
は
、
内
陣
と
外
陣
と
を
仕
切
る
襖
の
（
本
尊
か
ら
見
て
）
右
側
の
部

分
・
外
陣
の
（
本
尊
か
ら
見
て
）
右
側
の
障
子
・
外
陣
正
面
入
り
口
の
（
本
尊
か
ら
見
て
）
右

側
の
障
子
に
「
コ
」
字
型
に
掛
け
め
ぐ
ら
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。

　

こ
れ
ら
の
壁
面
は
そ
れ
ぞ
れ
ち
ょ
う
ど
本
作
品
を
三
幅
・
六
幅
・
三
幅
と
掛
け
る
の
に
適
切

な
幅
を
持
っ
て
お
り
、
し
か
も
外
陣
右
側
に
机
が
左
向
き
の
六
幅
、
入
り
口
右
脇
に
机
が
左

向
き
の
三
幅
を
配
す
る
と
、
そ
れ
ら
の
机
は
す
べ
て
堂
の
本
尊
で
あ
る
普
賢
菩
薩
の
ほ
う
を
向

く
よ
う
に
な
る
。
群
青
地
の
空
の
三
幅
に
は
、
机
の
向
き
の
異
な
る
十
王
が
一
幅
ず
つ
と
地
蔵

三
尊
が
含
ま
れ
、
こ
れ
ら
は
地
蔵
を
中
心
と
し
て
十
王
が
向
き
合
う
構
成
を
と
る
こ
と
が
で
き

る
。
そ
し
て
地
蔵
自
体
も
や
や
右
を
向
い
て
お
り
、
十
二
幅
全
体
が
地
蔵
を
中
心
と
し
た
構
成

を
意
識
し
つ
つ
普
賢
堂
本
尊
へ
の
敬
意
を
表
明
で
き
る
よ
う
に
構
想
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か

る
。

　

こ
の
プ
ラ
ン
は
徳
実
村
の
寄
進
者
が
画
家
に
十
王
図
を
発
注
す
る
と
き
に
構
想
さ
れ
た
も
の

で
あ
ろ
う
。
普
賢
堂
と
い
う
特
定
の
環
境
下
で
、
極
め
て
特
殊
で
限
定
的
な
使
用
方
法
を
取
る

た
め
に
制
作
す
る
こ
と
を
優
先
し
た
結
果
、
十
王
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
王
が
十
一
人
い
る

と
い
う
変
則
的
な
事
態
が
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
配
列
の
復
元
案

　

さ
て
こ
こ
で
、
普
賢
堂
へ
掛
け
並
べ
て
い
た
当
初
の
配
列
の
復
元
案
を
仮
に
提
示
し
て
お
き

た
い
（
図
17
）。
こ
の
配
列
案
は
、
六
道
の
諸
相
を
描
く
十
王
図
が
し
ば
し
ば
人
間
の
死
後
の

道
行
の
手
順
を
示
す
と
い
う
傾
向
に
基
づ
く
暫
定
的
な
復
元
案
で
あ
る
。

　

内
陣
と
外
陣
と
を
仕
切
る
襖
の
右
側
の
部
分
の
配
列
は
前
項
で
確
定
し
た
。
こ
こ
で
は
向

か
っ
て
右
よ
り
第
二
幅
・
第
四
幅
・
第
六
幅
が
掛
け
ら
れ
た
と
見
て
間
違
い
な
い
。
こ
の
壁
面

の
特
徴
は
、
死
後
世
界
の
救
済
者
で
あ
る
地
蔵
を
中
心
に
、
死
後
世
界
を
巡
歴
し
た
果
て
の
亡

者
た
ち
の
最
終
的
な
救
済
・
転
生
に
つ
い
て
絵
画
化
し
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
壁
面
が
十

王
図
全
体
の
終
着
地
点
と
な
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
残
る
二
壁
面
は
人
間
の
死
か
ら
こ
の
終
着

点
へ
至
る
過
程
を
描
い
て
い
る
も
の
と
見
て
取
れ
よ
う
。
こ
の
道
行
の
進
行
方
向
は
、
十
王
の

向
き
と
も
矛
盾
し
な
い
。

　

配
列
の
確
定
し
た
壁
面
と
直
接
つ
な
が
っ
て
い
る
の
は
外
陣
右
側
の
障
子
に
掛
け
並
べ
ら
れ

る
六
幅
で
あ
る
。
こ
こ
に
掛
け
並
べ
る
幅
の
う
ち
、
死
後
最
も
早
い
段
階
を
描
い
て
い
る
の

は
、「
死
出
の
山
路
」
と
、
そ
れ
に
先
立
つ
「
冥
途
中
有
の
す
が
た
」
が
描
か
れ
た
第
五
幅
で

あ
る
。
お
そ
ら
く
こ
れ
が
、
終
着
地
点
か
ら
最
も
遠
い
、
壁
面
向
か
っ
て
左
端
に
掛
け
ら
れ
た

の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
壁
面
の
時
間
軸
が
こ
の
よ
う
に
向
か
っ
て
左
か
ら
右
へ
と
展
開
す
る
な
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ら
、
第
五
幅
の
右
に
は
、
死
出
の
山
越
え
の
直
後
に
経
験
す
る
三
途
の
川
を
描
い
た
第
一
幅
が

置
か
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

三
途
の
川
の
隣
に
置
か
れ
る
幅
に
つ
い
て
考
え
よ
う
と
す
る
と
き
、
六
幅
の
う
ち
に
は
こ
の

幅
の
ほ
か
に
画
面
下
端
に
川
を
描
く
も
の
が
も
う
二
幅
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。
そ
れ
は
第
十
幅

と
第
十
二
幅
だ
が
、
第
十
二
幅
に
つ
い
て
は
こ
れ
が
賽
の
河
原
で
あ
る
の
で
、
川
を
描
く
こ
と

に
合
理
性
が
あ
る
の
に
対
し
、
第
十
幅
で
は
、
亡
者
や
死
後
世
界
と
の
関
係
を
何
ら
示
唆
し
な

い
ま
ま
に
画
面
下
端
に
川
が
描
か
れ
、
そ
の
機
能
に
疑
問
が
残
る
。
し
か
し
比
較
確
認
す
る
な

ら
、
第
十
幅
の
川
の
水
面
描
写
は
第
一
幅
の
そ
れ
と
第
十
二
幅
の
そ
れ
と
の
中
間
形
態
の
よ
う

な
描
写
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
、
両
者
を
つ
な
ぐ
機
能
が
こ
こ
に
想
定
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
こ

と
が
わ
か
る
。
と
す
る
な
ら
ば
第
十
幅
を
間
に
挟
む
こ
と
、
す
な
わ
ち
向
か
っ
て
左
か
ら
第
一

幅
・
第
十
幅
・
第
十
二
幅
と
並
べ
ら
れ
て
ゆ
く
こ
と
が
こ
の
三
幅
に
想
定
さ
れ
て
い
た
並
べ
方

と
み
て
よ
か
ろ
う
。

　

こ
の
配
列
は
、
十
王
図
全
体
の
配
列
に
き
わ
め
て
繊
細
な
配
慮
を
し
た
近
世
十
王
図
の
大
作

で
あ
る
奈
良
・
長
岳
寺
の
六
道
十
王
図
（
十
六
世
紀
）
の
図
像
配
列
六
と
も
矛
盾
し
な
い
。
長

岳
寺
本
で
は
、
三
途
の
川
を
渡
っ
た
直
後
に
血
盆
地
獄
・
石
女
地
獄
、
続
い
て
地
獄
以
外
の

罪
の
軽
微
な
悪
道
が
罪
の
最
も
軽
微
な
悪
道
で
あ
る
阿
修
羅
道
へ
向
か
っ
て
配
列
さ
れ
、
賽
の

河
原
は
三
途
の
川
の
ほ
と
り
と
し
て
描
写
さ
れ
る
。
上
述
の
配
列
を
行
な
う
な
ら
、
本
作
品
で

も
、
第
一
幅
の
三
途
の
川
の
次
に
は
第
十
幅
の
血
盆
地
獄
・
石
女
地
獄
が
配
さ
れ
、
そ
れ
に
続

い
て
第
十
二
幅
の
餓
鬼
道
が
配
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
賽
の
河
原
も
第
十
二
幅
で
あ
る
の
で
、

三
途
の
川
か
ら
や
や
遠
い
印
象
を
受
け
る
が
、
第
十
幅
下
端
の
川
の
描
写
に
よ
り
賽
の
河
原
と

三
途
の
川
は
接
続
さ
れ
、
賽
の
河
原
が
三
途
の
川
の
ほ
と
り
で
あ
る
こ
と
は
保
障
さ
れ
る
。

　

残
る
二
幅
も
ま
た
、
長
岳
寺
本
の
配
列
を
モ
デ
ル
に
、
第
十
二
幅
と
の
連
続
の
う
ち
に
配
列

を
仮
定
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
第
十
二
幅
と
第
九
幅
・
第
十
一
幅
は
い
ず
れ
も
地
獄
以
外

の
罪
の
軽
微
な
悪
道
を
中
心
主
題
と
し
て
扱
う
。
長
岳
寺
本
で
は
こ
れ
ら
の
悪
道
を
阿
修
羅
道

に
向
か
っ
て
配
列
す
る
方
式
を
と
る
が
、
本
作
品
で
も
も
ち
ろ
ん
そ
う
し
た
配
列
は
可
能
で
あ

る
。
こ
の
構
想
に
基
づ
く
な
ら
、
壁
面
の
向
か
っ
て
右
端
に
は
阿
修
羅
道
を
描
く
第
九
幅
が
置

か
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
残
る
第
十
一
幅
は
十
二
幅
と
九
幅
の
間
に
お
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ

れ
に
よ
っ
て
悪
道
の
配
列
は
、
餓
鬼
・
畜
生
・
阿
修
羅
と
徐
々
に
軽
微
な
も
の
へ
上
昇
す
る
整

合
性
あ
る
配
列
と
な
り
、
そ
の
果
て
に
地
蔵
を
中
心
と
す
る
救
済
の
図
像
が
連
結
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
ま
と
め
る
な
ら
、
外
陣
右
側
の
障
子
に
掛
け
並
べ
ら
れ
る
六
幅
の
配
列
順
序
は
向
か
っ

て
左
か
ら
第
五
幅
・
第
一
幅
・
第
十
幅
・
第
十
二
幅
・
第
十
一
幅
・
第
九
幅
と
な
る
だ
ろ
う
。

　

さ
て
三
壁
面
の
残
る
ひ
と
つ
で
あ
る
外
陣
正
面
入
り
口
右
側
の
障
子
に
掛
け
ら
れ
る
三
幅
に

図1７　誕生会における普賢堂の堂内配置



近世の十王図・六道絵（二）　あま市七宝町徳実地区本十王図　―十一人の十王―（下）

八

― 91 ―

つ
い
て
は
、
配
列
方
法
に
は
二
つ
の
可
能
性
が
残
る
。
う
ち
ひ
と
つ
は
、
対
面
す
る
壁
面
の
地

蔵
を
中
心
に
す
る
構
成
と
対
を
な
す
意
味
で
閻
魔
王
を
中
心
に
配
置
さ
れ
る
配
列
で
あ
る
。
し

か
し
、
こ
の
壁
面
に
当
て
ら
れ
た
三
幅
の
十
王
の
向
き
は
す
べ
て
左
向
き
で
あ
り
、
三
幅
の
ど

れ
か
を
中
央
に
据
え
て
そ
こ
に
残
る
二
幅
を
従
属
さ
せ
る
構
成
は
と
り
に
く
い
。
こ
こ
で
は
む

し
ろ
第
二
の
可
能
性
、
す
な
わ
ち
隣
接
す
る
壁
面
の
死
出
の
道
行
の
起
点
と
こ
の
壁
面
で
の
死

出
の
道
行
の
起
点
を
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
を
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
こ
の
壁
面
で
は
向
か
っ
た

右
端
か
ら
左
端
へ
向
か
っ
て
、
死
出
の
道
行
が
展
開
さ
れ
る
。
こ
の
道
行
の
進
行
方
向
は
、
十

王
の
向
き
と
も
矛
盾
し
な
い
。

　

三
幅
の
中
で
最
も
早
い
時
間
を
扱
う
の
は
、
死
の
前
後
を
描
く
第
七
幅
で
あ
る
。
次
い
で
、

三
途
の
川
を
描
く
第
八
幅
。
こ
の
よ
う
に
見
る
な
ら
ば
こ
の
壁
面
は
向
か
っ
て
右
よ
り
第
七

幅
・
第
八
幅
・
第
三
幅
と
、
死
か
ら
閻
魔
王
庁
へ
向
か
う
過
程
と
し
て
配
列
さ
れ
て
い
た
と
考

え
る
こ
と
が
最
も
妥
当
だ
ろ
う
。

　
本
作
品
の
意
義

　

以
上
検
討
し
て
き
た
こ
と
か
ら
本
作
品
の
意
義
を
ま
と
め
て
お
こ
う
。

　

本
作
品
は
江
戸
時
代
末
期
に
制
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
全
国
に
数
多
く
残
る
十
王
図
の
遺

例
の
中
で
も
決
し
て
古
例
に
属
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
画
家
の
技
量
も
決
し
て
高
い
と

は
い
え
ず
、
さ
ら
に
紙
本
に
描
か
れ
た
、
仏
画
と
し
て
は
比
較
的
安
価
な
も
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
そ
う
し
た
点
を
差
し
引
い
て
な
お
、
本
作
品
に
は
以
下
の
よ
う
な
意
義
が
あ
る
。

①　

 

寄
進
者
名
・
画
家
名
・
制
作
年
・
寄
進
先
が
文
字
資
料
と
し
て
明
確
に
残
さ
れ
て
お
り
、

作
品
成
立
の
背
景
を
確
定
で
き
る
。

②　

 

展
示
空
間
と
の
整
合
性
を
優
先
し
た
特
異
な
構
成
で
あ
る
。

③　

 

熊
野
観
心
十
界
図
と
密
接
な
関
連
性
を
持
つ
、
近
世
的
な
他
界
観
が
濃
厚
に
表
現
さ
れ
て

い
る
。

④　

 

他
に
類
例
を
見
な
い
独
創
的
な
図
像
を
数
多
く
含
む
。

　

特
に
②
に
つ
い
て
は
、
展
示
空
間
と
の
関
連
性
を
明
確
に
確
認
で
き
る
掛
幅
仏
画
が
全
国
的

に
も
中
世
・
近
世
を
通
じ
て
ご
く
わ
ず
か
し
か
知
ら
れ
て
い
な
い
現
状
を
考
え
る
な
ら
、
極
め

て
重
要
で
あ
る
。
展
示
空
間
と
作
品
と
の
関
連
性
が
明
確
な
作
品
は
、
そ
の
作
品
を
用
い
た
儀

礼
を
復
元
考
察
で
き
る
可
能
性
も
高
い
。
十
王
図
を
め
ぐ
る
儀
礼
に
つ
い
て
は
未
解
明
の
部
分

が
多
く
、
そ
の
意
味
で
は
極
め
て
貴
重
で
あ
る
。

　

ま
た
、
③
に
つ
い
て
も
、
熊
野
観
心
十
界
図
は
、
そ
の
作
品
自
体
、
近
世
の
他
界
観
形
成
に

重
要
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
お
り
、
か
つ
研
究
対
象
と
し
て
も
近
世
他
界
観
画
像
研
究
の
中
で

近
年
最
も
進
展
が
著
し
い
。
そ
う
し
た
熊
野
観
心
十
界
図
と
密
接
な
つ
な
が
り
を
持
つ
本
作
品

は
、
熊
野
観
心
十
界
図
と
と
も
に
、
近
世
に
お
け
る
他
界
観
の
視
覚
化
を
め
ぐ
る
状
況
を
検
討

す
る
上
で
の
重
要
な
史
料
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一　

明
長
寺
本
十
王
図
は
展
覧
会
図
録
『
閻
魔
登
場
』（
川
崎
市
市
民
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
、
一
九

八
九
年
）
に
全
幅
の
カ
ラ
ー
全
図
が
あ
る
。

二　

こ
の
母
子
の
図
像
を
め
ぐ
る
表
現
内
容
の
変
遷
に
つ
い
て
は
、
鷹
巣
純
「
悪
道
の
母
子

―
日
中
に
お
け
る
図
像
と
意
味
内
容
の
変
遷
―
」（
立
川
武
蔵
編
『
曼
荼
羅
と
輪
廻 

そ

の
思
想
と
美
術
』
所
収
、
佼
成
出
版
社
、
一
九
九
三
年
）
で
詳
し
く
論
じ
た
。

三　
『
大
蔵
正
教
血
盆
経
』（『
大
日
本
続
蔵
経
』
第
八
七
冊
所
収
）。

四　
「
他
の
児
子
を
取
り
、
強
い
て
邪
行
を
逼
り
、
号
哭
せ
し
め
た
る
者
、
こ
こ
に
堕
ち
て
苦

を
受
く
。
謂
く
、
罪
人
、
自
ら
の
児
子
を
見
る
に
、
地
獄
の
中
に
あ
り
。
獄
卒
、
も
し
は
鉄

杖
を
も
っ
て
、
も
し
は
鉄
錐
を
も
っ
て
、
そ
の
陰
中
を
刺
し
、
も
し
は
鉄
鉤
を
も
っ
て
、
そ

の
陰
中
に
釘
う
つ
。
既
に
自
ら
の
子
の
か
く
の
ご
と
き
苦
事
を
見
て
愛
心
悲
絶
し
て
堪
え
忍

ぶ
べ
か
ら
ず
。」『
往
生
要
集
』

五　

香
川
・
神
護
寺
本
十
一
尊
曼
荼
羅
に
つ
い
て
は
、
武
田
和
昭
「
十
三
仏
図
の
成
立
に
つ
い

て
―
十
一
尊
曼
荼
羅
図
か
ら
の
展
開
―
」（『
密
教
文
化
』
一
六
九
号
所
収
、
一
九
九
〇

年
）
お
よ
び
武
田
和
昭
「
十
三
仏
図
の
成
立
再
考　

岡
山
・
木
山
寺
蔵
十
王
十
本
地
仏
図
を

中
心
と
し
て
」（『
密
教
文
化
』
一
八
八
号
所
収
、
一
九
九
四
年
）
に
お
い
て
十
王
図
か
ら
十

三
仏
図
へ
の
展
開
の
中
に
位
置
づ
け
る
分
析
が
な
さ
れ
て
い
る
。

六　

長
岳
寺
本
の
図
像
構
成
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
）
で

論
じ
た
。

※
本
稿
は
「
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
）」（
本
誌
第
六
一
輯
所
収
、
二
〇
一
二
年
）
の
続
稿
で
あ
る
。

 

（
平
成
24
年
9
月
7
日
受
理
）


