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近
世
武
家
に
お
け
る
神
獣
白
澤
の
受
容

熊　

澤　

美　

弓

は
じ
め
に

　

本
稿
で
は
、
近
世
の
武
家
を
統
括
す
る
立
場
に
あ
る
徳
川
氏
の
霊
廟
と
し
て
建
立
さ
れ
、
様
々
な
霊
獣
の
意
匠
が
施
さ
れ
て
い
る
日
光
東

照
宮
に
お
い
て
描
か
れ
て
い
る
白
澤
に
着
目
し
た
。
こ
れ
ま
で
に
、
東
照
宮
拝
殿
杉
戸
に
描
か
れ
て
い
る
獣
は
王
に
仁
と
徳
が
あ
れ
ば
あ
ら

わ
れ
る
と
さ
れ
る
麒
麟
と
白
澤
で
あ
り
、
そ
の
東
照
宮
の
祭
神
と
し
て
祀
ら
れ
て
い
る
徳
川
家
康
こ
そ
が
麒
麟
・
白
澤
が
あ
ら
わ
れ
る
に
ふ

さ
わ
し
い
徳
の
高
い
為
政
者
で
あ
り
、
徳
川
政
権
の
政
治
理
念
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
い
う
説
が
高
藤
晴
俊
氏
に
よ
り
提
唱）

1
（

さ
れ
、
そ
の
後

の
研
究
で
も
支
持
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
後
の
高
藤
氏
の
調
査
や
四
百
周
年
を
記
念
し
た
日
光
東
照
宮
の
最
新
の
図
録）

2
（

で
は
、
描
か

れ
て
い
る
の
は
麒
麟
・
白
澤
・
獬
豸
の
三
種
類
の
霊
獣
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
考
え
る
と
、
拝
殿
杉
戸
に
は
麒
麟
と
白
澤
の
対
だ
け
で

は
説
明
が
つ
か
な
い
、
さ
ら
な
る
意
図
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
近
世
の
武
家
の
頂
点
に
立
つ
徳
川
氏
の
霊
廟
で
あ
る
日
光
東
照
宮

拝
殿
に
描
か
れ
た
獣
を
と
ら
え
な
お
し
、
徳
川
氏
の
政
策
な
ど
と
絡
め
て
そ
の
意
義
を
考
察
し
た
い
。
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1
．
日
本
的
華
夷
秩
序
と
東
照
宮

　

日
光
東
照
宮
を
考
え
る
前
の
前
提
と
し
て
、
当
時
の
時
代
背
景
を
考
え
た
い
。
そ
も
そ
も
日
光
東
照
宮
は
徳
川
家
康
の
霊
廟
と
し
て
建
立

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
徳
川
家
康
は
江
戸
幕
府
を
開
い
た
人
物
で
あ
る
が
、
そ
の
政
権
が
す
ぐ
に
確
実
と
な
っ
た
わ
け

で
は
な
い
。
さ
ら
に
、
当
時
は
隣
の
中
国
大
陸
で
は
強
大
な
政
権
で
あ
っ
た
明
王
朝
が
衰
亡
の
憂
き
目
に
あ
り
、
ま
た
海
外
か
ら
日
本
に
来

た
宣
教
師
に
よ
る
キ
リ
ス
ト
教
布
教
を
禁
止
す
る
な
ど
、
対
外
的
に
も
余
断
を
許
さ
な
い
状
況
で
あ
っ
た
。
国
際
紛
争
を
回
避
す
る
た
め
に

も
、
諸
外
国
に
対
す
る
国
全
体
と
し
て
の
存
在
を
示
す
こ
と
も
必
要
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
情
勢
の
な
か
で
、
ひ
と
つ
の
意
識
が
確
立
し

て
く
る
。
そ
れ
が
日
本
型
華
夷
秩
序
で
あ
る
。

　

こ
れ
を
提
唱
し
た
朝
尾
直
弘
は
「
わ
が
国
は
古
代
か
ら
中
国
の
冊
封
体
制
に
完
全
に
包
み
こ
ま
れ
ず
、
一
定
度
の
距
離
を
保
っ
て
自
立
し

て
き
た
。
自
立
意
識
が
強
ま
る
と
、
日
本
を
世
界
の
中
心
に
お
き
、
他
を
夷
狄
と
み
る
国
際
概
念
が
成
立
す
る
。
中
国
が
中
華
と
夷
狄
に
分

け
た
の
に
な
ら
っ
て
、
こ
れ
を
日
本
型
華
夷
意
識
と
名
づ
け
よ
う
。
近
世
に
お
け
る
日
本
型
華
夷
意
識
の
中
核
を
な
し
た
の
は
、「
日
本
は

神
国
」
と
の
意
識
で
あ
っ
た
。」
と
述
べ）

3
（

、
中
国
の
華
夷
秩
序
の
よ
う
に
、「
華
夷
意
識
」
に
基
づ
い
て
、
自
ら
の
国
家
領
域
内
を
「
華
」、

そ
の
外
を
「
夷
」
と
し
て
と
ら
え
、「
夷
」
と
の
関
係
を
自
己
を
起
点
に
位
階
制
的
に
構
成
す
る
こ
と
で
で
き
あ
が
っ
た
体
制
の
こ
と
と
し
た
。

そ
し
て
、そ
の
中
心
は
「
日
本
は
神
国
」
と
い
う
考
え
で
あ
り
、そ
れ
が
東
ア
ジ
ア
の
一
中
心
と
な
る
根
拠
は
秀
吉
も
家
康
も
「
武
威
で
あ
っ

た
」
と
し
て
い
る
。
荒
野
泰
典
は
こ
の
提
言
に
基
本
的
に
賛
成
し
な
が
ら
、
そ
こ
に
残
る
「
鎖
国
」
と
い
う
言
葉
の
持
つ
イ
メ
ー
ジ
と
国
家

に
よ
る
積
極
的
な
対
外
関
係
の
イ
メ
ー
ジ
の
乖
離
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
国
家
意
識
の
在
り
方
と
そ
れ
に
基
づ
く
対
外
関
係
の

編
成
の
仕
方
は
、
明
が
「
海
禁
」
を
施
行
し
た
一
四
世
紀
末
以
来
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
家
の
国
際
的
位
置
や
国
情
で
差
異
は
あ
る
も
の
の
「
海

禁
」
と
対
と
し
て
前
近
代
の
東
ア
ジ
ア
諸
国
に
共
通
す
る
国
家
意
識
の
類
型
で
あ
る
と
し
て
、
日
本
に
お
い
て
は
「
統
一
政
権
の
場
合
、
国

内
支
配
と
対
外
関
係
の
媒
介
環
と
な
っ
た
の
が
、
国
家
意
識
と
し
て
の
「
日
本
型
華
夷
意
識
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
自
ら
の
「
武
威
」
と
天
皇
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の
存
在
を
「
華
」
の
根
拠
と
し
、
中
国
（
明
・
清
）
か
ら
の
自
立
を
そ
の
証
し
と
し
て
い
た
。」
と
述
べ
て
い
る）

4
（

。
つ
ま
り
、
将
軍
の
武
威

と
天
皇
の
存
在
を
「
華
」
の
中
心
と
し
て
、
朝
鮮
や
琉
球
と
い
っ
た
ま
わ
り
の
国
々
を
日
本
に
対
し
て
の
「
夷
」
で
あ
り
、
日
本
に
朝
貢
す

る
国
と
し
て
位
置
付
け
た
の
で
あ
る
。

　

足
利
氏
は
明
の
冊
封
を
受
け
日
本
国
王
と
し
て
通
交
し
、
朝
貢
貿
易
を
行
う
こ
と
で
権
威
付
け
が
行
わ
れ
て
い
た
が
、
織
豊
・
徳
川
権
力

は
実
力
に
よ
る
天
下
統
一
を
背
景
に
変
動
す
る
東
ア
ジ
ア
の
な
か
で
自
ら
を
位
置
付
け
よ
う
と
し
た）

5
（

。
日
本
を
中
華
と
位
置
付
け
、
明
と
の

通
信
を
仲
介
す
る
「
通
信
国
」
朝
鮮
、
親
貢
貿
易
維
持
と
華
夷
秩
序
設
定
の
た
め
の
「
異
国
」
と
位
置
付
け
ら
れ
た
琉
球
、「
通
商
国
」
オ

ラ
ン
ダ
を
設
定
す
る
こ
と
で
、華
夷
秩
序
を
成
立
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
こ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、日
本
の
力
を
示
し
、属
国
で
は
な
く
「
日

本
」
と
い
う
独
立
し
た
、
む
し
ろ
他
の
国
を
従
え
る
ほ
ど
の
力
を
持
ち
諸
外
国
と
何
ら
劣
る
こ
と
の
な
い
国
で
あ
る
こ
と
を
国
際
的
な
位
置

付
け
と
し
て
対
外
的
に
見
せ
よ
う
と
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
日
本
的
華
夷
秩
序
は
対
外
的
な
概
念
と
し
て
生
み
出
さ
れ
た
が
、
対
外
的
の
み
に
と
ど
ま
ら
ず
、
国
内
に
も
適
用
し
て
政

権
の
正
統
性
を
し
め
す
こ
と
に
も
な
っ
た
。
キ
リ
ス
ト
教
を
布
教
す
る
カ
ト
リ
ッ
ク
の
背
後
に
あ
っ
た
外
国
の
存
在
、
明
朝
の
衰
亡
や
国
際

情
勢
を
見
据
え
た
う
え
で
、
中
世
か
ら
の
文
化
掌
握
の
方
法
を
下
敷
き
と
し
て
、
さ
ら
に
中
世
の
武
断
政
治
か
ら
文
治
政
治
に
移
行
す
る
な

か
で
、
対
外
的
に
も
国
内
的
に
も
、
文
化
・
祭
祀
に
よ
る
正
統
性
の
主
張
が
必
要
と
な
っ
た
た
め
で
あ
る
。
先
行
研
究
が
示
す
と
お
り
、
海

禁
な
ど
の
外
国
の
政
策
の
影
響
も
か
ら
み
な
が
ら
、
複
雑
な
国
際
情
勢
の
な
か
で
「
日
本
」
を
示
す
た
め
に
、
な
お
か
つ
国
内
の
統
治
も
意

識
し
な
が
ら
こ
の
秩
序
は
作
り
上
げ
ら
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
さ
き
ほ
ど
述
べ
た
よ
う
に
、
対
外
的
に
「
異
国
」
と
さ

れ
た
朝
鮮
・
琉
球
が
江
戸
に
通
信
使
と
し
て
訪
れ
る
こ
と
を
、
こ
れ
ら
の
国
か
ら
日
本
を
代
表
す
る
将
軍
へ
の
「
朝
貢
」
で
あ
る
と
し
て
国

内
に
広
め
る
こ
と
を
す
る
ほ
か
、
国
内
の
文
化
の
掌
握
に
努
め
よ
う
と
し
た
。

　

織
田
信
長
は
安
土
城
の
襖
絵
に
中
国
伝
統
の
様
々
な
風
景
・
人
物
・
神
話
を
描
い
て
中
華
世
界
を
再
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
中
国
と
の
関

連
を
示
し）

6
（

、
足
利
将
軍
家
は
文
化
の
力
に
よ
っ
て
正
統
性
を
主
張
す
る
た
め
に
土
佐
派
に
命
じ
て
絵
巻
制
作
や
絵
巻
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
行

う
な
ど
、
文
化
の
政
権
正
当
性
主
張
へ
の
利
用
は
中
世
か
ら
行
わ
れ
て
い
た）

7
（

。
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徳
川
政
権
も
そ
の
流
れ
を
受
け
な
が
ら
、
政
権
を
確
立
す
る
働
き
か
け
と
し
て
、
様
々
な
も
の
を
文
化
的
に
政
権
の
正
統
性
を
主
張
す
る

た
め
に
利
用
し
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
松
島
仁
は
、「
新
し
い
〈
王
〉
た
る
徳
川
将
軍
家
に
と
っ
て
は
、
血
統
の
貴
種
化
と
と
も
に
文
化
の

貴
種
化
―
文
化
的
覇
権
の
掌
握
も
不
可
欠
で
あ
り
、
徳
川
将
軍
家
独
自
の
伝
統
の
構
築
が
要
請
さ
れ
た
。」
と
指
摘
す
る）

8
（

。

　

文
化
覇
権
の
掌
握
と
し
て
は
、
た
と
え
ば
、
柳
営
連
歌
、
歌
仙
絵
、「
洛
中
洛
外
図
屏
風
」、「
帝
鑑
図
説
」
な
ど
が
先
行
研
究
に
よ
っ
て

挙
げ
ら
れ
て
い
る）

9
（

。
特
に
、
帝
鑑
図
説
で
は
、
入
口
敦
志
に
よ
っ
て
そ
の
挿
絵
に
つ
い
て
「
明
版
に
は
全
く
見
ら
れ
な
い
も
の
を
付
加
す
る

と
い
う
踏
み
込
ん
だ
変
容
、
つ
ま
り
意
図
的
な
変
更
も
見
ら
れ
る
」
と
指
摘
さ
れ
る）

10
（

よ
う
に
、
秀
頼
板
ま
で
に
た
と
え
ば
破
風
の
描
き
方
に

お
い
て
意
図
的
な
変
更
を
行
い
、
日
本
化
し
て
取
り
こ
ん
で
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
日
本
化
し
た
『
帝
鑑
図
説
』
を
徳
川
家
は
様
々
な

場
所
に
描
か
せ
る
。
た
だ
し
、『
帝
鑑
図
説
』
の
絵
す
べ
て
が
描
か
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
松
島
氏
は
「
障
壁
画
と

し
て
描
か
れ
る
帝
鑑
図
は
、『
帝
鑑
図
説
』
の
う
ち
善
行
を
示
す
主
題
の
み
が
え
ら
ば
れ
、
か
つ
三
皇
五
帝
や
漢
王
朝
の
英
主
な
ど
、
古
代

中
国
の
理
想
的
な
聖
人
の
事
績
に
限
ら
れ
る
。
明
皇
帝
の
官
板
に
由
来
す
る
帝
鑑
図
は
、
徳
川
日
本
を
〈
中
華
〉
と
し
、
朝
鮮
や
琉
球
、
オ

ラ
ン
ダ
を
華
夷
的
に
編
成
す
る
観
念
的
か
つ
仮
想
的
な
外
交
概
念
〈
日
本
型
華
夷
秩
序
〉
の
中
心
に
位
置
し
た
〈
中
華
皇
帝
〉
た
る
徳
川
将

軍
に
ふ
さ
わ
し
い
画
題
と
し
て
機
能
し
て
い
く
の
で
あ
る
。」
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
絵
画
が
「
日
本
的
華
夷
秩
序
」
を
示
す
た
め
に
利
用

さ
れ
、
徳
川
の
正
統
性
を
示
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る）

11
（

。
さ
ら
に
、
複
数
の
先
行
研
究
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
が
、
帝
鑑
図
を
描
く

と
き
に
、『
帝
鑑
図
説
』
か
ら
選
択
し
て
画
題
を
選
ん
で
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
無
作
為
に
『
帝
鑑
図
説
』
を
描
く
の
で
は
な
く
、
画
題
を

中
国
の
理
想
的
な
聖
人
の
善
行
と
い
う
主
題
を
選
択
的
に
描
く
こ
と
で
中
華
世
界
を
表
現
し
、
そ
こ
に
同
等
に
並
び
立
つ
政
権
の
正
統
性
を

提
示
し
た
と
い
う
見
方
が
成
り
立
つ
。

　

祭
祀
と
し
て
は
、
家
康
の
神
格
化
で
あ
る
。
家
康
の
遺
言
と
し
て
遺
体
を
久
能
山
に
納
め
、
一
周
忌
が
過
ぎ
た
ら
日
光
山
に
小
さ
な
堂
を

建
て
、
神
と
し
て
祀
れ
ば
関
八
州
の
守
り
と
な
る
と
言
っ
た
と
い
う
話
が
伝
わ
る
が
、
後
継
で
あ
る
徳
川
氏
や
天
海
を
初
め
と
し
た
周
辺
は

そ
れ
だ
け
は
す
ま
せ
な
か
っ
た
。
単
な
る
「
関
八
州
」
だ
け
で
な
く
、
日
本
全
体
の
守
り
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
新
し

い
政
権
と
し
て
樹
立
し
よ
う
と
し
て
い
た
徳
川
将
軍
家
が
、
新
し
い
「〈
国
家
神
〉
東
照
大
権
現
」
を
頂
点
と
し
た
独
自
の
祭
祀
体
系
を
構
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築
し
よ
う
と
努
め
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る）

12
（

。
こ
う
し
て
元
和
三
（
一
六
一
七
）
年
、
日
光
に
、
豪
華
絢
爛
で
は
な
い
も
の
の
広
い
社
殿
が
創

建
さ
れ
、
徳
川
家
康
つ
ま
り
東
照
大
権
現
を
祀
る
が
、
そ
の
後
寛
永
十
三
（
一
六
三
六
）
年
に
は
、
家
康
を
尊
敬
し
崇
拝
し
て
い
た
三
代
将

軍
家
光
が
家
康
の
二
十
一
回
法
要
を
機
会
と
し
て
大
改
装
を
命
じ
、
大
造
替
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
大
造
替
の
結
果
、
家
康
を
中
華
皇
帝
に
な

ぞ
ら
え
た
中
華
世
界
を
つ
く
り
あ
げ
、
陽
明
門
前
に
は
朝
鮮
国
王
か
ら
贈
ら
れ
た
鐘
、
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
か
ら
贈
ら
れ
た
回
転
灯
籠

が
配
置
さ
れ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
、「
日
光
山
の
伽
藍
配
置
に
は
、〈
中
華
皇
帝
〉
た
る
徳
川
将
軍
を
頂
点
に
、
朝
鮮
・
オ
ラ
ン
ダ
を
底
辺
に

配
し
た
〈
日
本
型
華
夷
秩
序
〉
の
三
角
形
構
図
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
」
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る）

13
（

。
こ
こ
か
ら
、
日
光
東
照
宮
は
徳
川
家
康

の
霊
廟
で
あ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、「
日
本
型
華
夷
秩
序
」
の
も
と
で
の
祭
祀
空
間
と
し
て
、
そ
の
な
か
の
彫
刻
な
ど
の
配
置
す
ら
も
計
算
し

て
利
用
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

　

寛
永
十
三
（
一
六
三
六
）
年
の
日
光
東
照
宮
の
大
造
替
に
つ
い
て
は
、「
日
光
山
御
神
事
記）

14
（

」
に

抑
大
社
廿
年
ニ
一
度
造
替
遷
宮
ノ
事
ハ
伊
勢
内
外　

皇
天
ノ
宝
基
ヨ
リ
事
ヲ
コ
レ
リ
。
因
玆
四
方
ノ
大
社
、
宗
廟
・
社
稷
共
ニ
二
十
歳
ノ
星
霜
ヲ

ム
カ
ヘ
テ
遷
御
ア
リ
ト
イ
ヘ
ト
モ
、
神
税
次
第
ニ
散
逸
シ
テ
其
道
ヲ
ト
ロ
ヘ
、
其
事
ス
タ
レ
テ
礼
奠
ス
テ
ニ
怠
リ
、
又
方
今
恭
シ
ク
聖
君
上
ニ
在

シ
テ
仁
海
隅
ヲ
覆
給
フ
カ
ユ
ヘ
ニ
諸
社
造
替
ノ
故
事
ヲ
若
干
歳
ノ
下
ニ
継
興
シ
給
フ
、
然
レ
ハ
則
、
今
年　

当
社
修
営
ノ
天
メ
ク
リ
来
ル
ニ
依

テ　

上
意
下
シ
テ
秋
元
但
馬
守
ニ
課
ス

と
あ
る
と
お
り
、
日
光
東
照
宮
は
既
存
の
大
社
の
諸
制
で
あ
る
二
十
年
に
一
度
の
遷
宮
を
踏
襲
し
た
う
え
で
、
家
光
政
権
で
の
偃
武
を
示
し

た
も
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
大
造
替
以
前
は
将
軍
着
座
の
間
は
な
く
、
主
体
的
な
役
割
が
公
家
に
比
べ
て
徳
川
氏
は
相
対
的
に
低
か
っ
た

が
、
大
造
替
に
よ
っ
て
将
軍
着
座
の
間
が
設
置
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
そ
れ
ま
で
公
家
中
心
で
あ
っ
た
祭
祀
を
積
極
的
に
参
加
す
る
立
場

を
手
に
入
れ
た
。
山
澤
学
は
こ
の
こ
と
を
指
摘
し
た
う
え
で
、「
寛
永
大
造
替
の
意
義
は
、
ま
さ
に
将
軍
着
座
の
間
の
成
立
に
他
な
ら
な
い
。」

と
述
べ
、「
幕
藩
体
制
の
確
立
に
際
し
、
そ
れ
ま
で
天
海
が
主
導
し
天
皇
の
勅
に
基
づ
き
祀
ら
れ
て
き
た
日
光
東
照
社
に
対
し
積
極
的
に
関
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わ
り
、
そ
の
社
殿
も
こ
れ
に
相
応
し
い
空
間
と
し
て
整
備
し
た
」
と
し
て
い
る）

15
（

。

　

こ
う
し
て
新
た
に
設
置
さ
れ
た
将
軍
着
座
の
間
を
含
む
拝
殿
は
、本
殿
と
は
石
の
間
を
通
じ
て
つ
な
が
っ
て
い
る
。拝
殿
の
入
り
口
を
入
っ

て
右
側
が
将
軍
着
座
の
間
、
左
側
が
法
親
王
の
間
で
あ
る
。
こ
の
空
間
に
つ
い
て
、
山
澤
氏
は
、「
例
祭
や
御
神
忌
法
会
で
は
拝
殿
に
将
軍
・

公
家
・
門
跡
以
下
が
座
し
、
そ
の
正
面
の
本
殿
に
い
ま
す
祭
神
を
祝
す
。
視
覚
的
に
は
本
殿
の
深
秘
性
が
強
調
さ
れ
る
が
、
一
方
で
、
人
間

と
祭
神
は
石
の
間
を
通
じ
一
体
化
さ
れ
た
空
間
の
な
か
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。」
と
指
摘
す
る）

16
（

。
つ
ま
り
、
本
殿
・
石
の
間
・
拝

殿
は
そ
れ
ぞ
れ
区
分
け
さ
れ
独
立
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
す
べ
て
が
つ
な
が
っ
た
ひ
と
つ
の
空
間
で
あ
り
、
さ
ら
に
そ
の
場
所
に
つ
い
て

祭
神
と
一
体
化
し
た
空
間
を
演
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
空
間
の
な
か
に
、
彫
刻
、
絵
画
な
ど
の
様
々
な
意
匠
が
施
さ
れ
る
。

本
稿
で
は
そ
の
な
か
の
拝
殿
杉
戸
に
描
か
れ
た
獣
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。

2
．
日
光
東
照
宮
の
拝
殿
杉
戸
に
描
か
れ
た
獣

　

日
光
東
照
宮
大
造
替
は
、
造
営
奉
行
を
秋
元
泰
朝
が
務
め
、
建
築
の
最
高
責
任
者
は
甲
良
宗
広
、
絵
画
の
指
揮
は
狩
野
探
幽
で
あ
っ
た
。

日
光
東
照
宮
拝
殿
杉
戸
の
画
者
は
そ
の
狩
野
探
幽
で
あ
る
。
松
島
氏
が
「
徳
川
将
軍
の
要
請
を
受
け
、新
し
い
様
式
に
よ
る
新
し
い
〈
古
典
〉

や
伝
統
と
な
る
べ
き
絵
画
を
案
出
し
て
い
っ
た
の
が
、
探
幽
以
下
の
江
戸
狩
野
派
だ
っ
た
」
こ
と
、
や
ま
と
絵
こ
そ
が
王
朝
世
界
の
な
か
で

天
皇
・
公
家
社
会
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
で
あ
る
和
歌
・
物
語
文
学
を
母
胎
と
し
た
う
え
で
排
他
的
に
育
ま
れ
た
王
権
に
関
わ
る
文
化
伝
統

で
あ
り
、「
狩
野
探
幽
に
よ
る
新
し
い
や
ま
と
絵
の
構
築
は
、
徳
川
将
軍
権
力
に
よ
る
王
権
確
立
の
道
程
で
も
あ
っ
た
。」
こ
と
を
指
摘
す
る

よ
う
に
、
徳
川
氏
の
政
権
の
正
統
性
を
示
す
た
め
の
絵
画
制
作
に
は
狩
野
派
が
深
く
関
わ
っ
て
き
た
こ
と
が
わ
か
る）

17
（

。
ま
た
、
門
脇
む
つ
み

は
こ
の
時
期
は
「
政
治
的
に
も
文
化
的
に
も
一
大
変
革
期
で
あ
っ
た
」
こ
と
を
述
べ
、
そ
の
な
か
で
多
く
の
画
家
も
生
き
残
り
を
か
け
て
道

を
探
っ
て
お
り
、「
探
幽
は
い
ち
早
く
徳
川
家
に
接
近
し
、
誰
よ
り
も
多
く
の
古
今
の
作
品
に
接
し
、
そ
の
学
習
を
自
己
流
に
咀
嚼
し
て
作

品
を
つ
く
る
こ
と
で
そ
の
要
求
に
応
え
た
」
と
指
摘
し
て
い
る）

18
（

。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
画
家
た
ち
が
生
き
残
り
を
図
る
な
か
で
積
極
的
に
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【図 1】 法親王着座の間側の拝殿杉戸絵図（『国宝・重要文化財東照宮本殿、石の間及び
拝殿・正面唐門・東西透塀・神輿舎・表門附簓子塀修理工事報告書』日光社寺
文化財保存会編　日光東照宮　2013）

文
化
再
編
を
は
か
る
徳
川
氏
と
協
力
体
制
を
と
る
探
幽
が
い
た
こ
と
が
わ

か
る
。

　

こ
う
し
た
な
か
で
東
照
宮
の
大
造
替
が
行
わ
れ
、
そ
の
一
環
で
描
か
れ

た
の
が
東
照
宮
拝
殿
杉
戸
で
あ
る
。
将
軍
着
座
の
間
側
に
は
麒
麟
が
描
か

れ
、
そ
の
対
面
、
法
親
王
着
座
の
間
に
は
白
い
獣
が
描
か
れ
て
い
る
【
図

1
】。
東
照
宮
拝
殿
杉
戸
に
関
す
る
研
究
で
は
、
法
親
王
側
に
描
か
れ
て

い
る
獣
は
白
澤
で
あ
り
、
麒
麟
と
白
澤
が
対
で
描
か
れ
る
こ
と
で
徳
川
家

康
の
聖
人
化
を
促
す
こ
と
、
仁
を
象
徴
す
る
麒
麟
と
徳
を
象
徴
す
る
白
澤

は
善
政
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
り
徳
川
の
政
治
理
念
の
象
徴
で
あ
る
こ
と
が
こ

れ
ま
で
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
高
藤
氏
は
、

東
照
宮
の
拝
殿
の
左
右
に
、
い
わ
ば
善
政
の
シ
ン
ボ
ル
で
も
あ
る
麒
麟
と

白
沢
が
描
か
れ
た
こ
と
は
、
軽
視
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
当
然
、
東

照
宮
の
祭
神
・
徳
川
家
康
こ
そ
が
、
麒
麟
や
白
沢
の
出
現
す
る
政
治
家
で

あ
る
、
と
の
意
味
が
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
あ
る
ま
い
。
描
か

れ
た
場
所
は
拝
殿
で
あ
る
。
江
戸
時
代
、
正
式
に
拝
殿
で
拝
礼
が
許
さ
れ

た
の
は
大
名
で
あ
る
。
旗
本
は
拝
殿
手
前
の
御
縁
、
御
見
得
以
下
の
御
家

人
は
階
段
下
が
拝
礼
の
場
で
あ
っ
た
。
大
名
は
一
国
一
城
の
主
、
そ
の
国

の
政
治
の
責
任
者
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
大
名
た
ち
に
も
「
自
国
で
も

麒
麟
や
白
沢
が
出
現
す
る
よ
う
な
政
治
を
心
が
け
よ
」
と
の
政
治
理
念
を
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表
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

と
述
べ
て
い
る）

19
（

。
近
世
初
期
の
日
本
の
一
般
的
な
政
治
思
想
と
し
て
、
熊
沢
蕃
山
の
『
集
義
解
』
や
久
世
弘
之
の
『
帝
鑑
評
』
に
見
え
る
よ

う
に
、
仁
政
論
が
広
く
行
わ
れ
て
お
り
、
特
に
『
帝
鑑
評
』
で
は
日
本
の
国
の
成
り
立
ち
と
し
て
「
大
慈
大
悲
の
仁
徳
」
こ
そ
が
日
本
国
の

「
内
照
根
本
」
で
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
入
口
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
お
り）

20
（

、
ま
さ
に
仁
徳
と
し
て
符
合
す
る
よ
う
に
見

え
る
。

　

し
か
し
、
そ
の
後
の
高
藤
氏
の
詳
細
な
調
査
や
四
〇
〇
周
年
記
念
写
真
集
『
東
照
宮
』
で
は
、
描
か
れ
て
い
る
獣
の
一
部
に
つ
い
て
獬
豸

で
あ
る
と
比
定
し
、
麒
麟
・
白
澤
・
獬
豸
の
三
種
類
の
獣
が
拝
殿
杉
戸
の
内
側
に
描
か
れ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る）

21
（

。
こ
れ
に
つ
い
て
、
高

藤
氏
は
こ
れ
ま
で
白
澤
と
し
て
き
た
資
料
の
正
確
性
に
つ
い
て
異
を
唱
え
、
三
種
類
の
獣
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
な
が
ら
も
、「
狩

野
探
幽
が
描
く
東
照
宮
の
拝
殿
杉
戸
の
麒
麟
や
白
澤
は
、
家
康
公
、
及
び
徳
川
幕
府
の
政
治
理
念
を
象
徴
す
る
瑞
獣
で
あ
り
、
獬
豸
も
ま
た
、

法
の
平
等
・
正
し
い
裁
判
を
象
徴
す
る
瑞
獣
で
あ
る
か
ら
、
東
照
宮
に
は
真
に
相
応
し
い
主
題
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。」
と
し
て
、
中
心

は
あ
く
ま
で
麒
麟
と
白
澤
の
組
み
合
わ
せ
と
考
え
て
い
る）

22
（

。
し
か
し
、
三
つ
の
画
題
が
描
か
れ
て
い
る
な
か
、
二
つ
だ
け
を
取
り
上
げ
て
対

で
あ
る
と
み
な
し
て
し
ま
っ
て
も
良
い
の
だ
ろ
う
か
。

　

こ
こ
で
、
描
か
れ
て
い
る
画
題
に
つ
い
て
、
特
に
同
じ
法
親
王
着
座
の
間
側
に
描
か
れ
て
い
る
白
澤
と
獬
豸
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。

獬
豸
は
、

説
文
曰
獬
豸
似
牛
一
角
古
者
決
訟
命
觸
不
直
者
瑞
応
図
曰
獬
豸
王
者
獄
訟
平
則
出
神
異
経
曰
獬
豸
毛
青
似
熊
性
忠
直
見
人
鬭
則
觸
不
直
者
聞
人
論

則
咋
不
正
者
論
衡
曰
獬
豸
者
一
角
之
羊
也
性
知
有
義
皋
陶
治
獄
其
罪
疑
者
令
羊
觸
之
有
罪
則
觸
之
無
罪
則
不
觸
斯
葢
天
生
一
角
聖
獣
助
獄
為

故

皋
陶
跪
座
事
之
則
神
奇
瑞
応
也

（
説
文
曰
く
獬
豸
は
牛
に
似
て
一
角
。
古
は
訟
を
決
す
。
命
ず
れ
ば
不
直
な
る
者
に
觸
れ
る
。
瑞
応
図
曰
は
く
獬
豸
は
王
者
の
獄
訟
平
か
な
れ
ば
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則
ち
出
る
。
神
異
経
曰
は
く
、
獬
豸
は
毛
、
青
、
熊
に
似
て
性
忠
直
。
人
鬭
を
見
て
則
ち
不
直
な
る
者
に
触
れ
、
人
論
を
聞
き
則
ち
不
正
の
者
を

咋
ら
ふ
。
論
衡
曰
は
く
獬
豸
は
一
角
の
羊
な
り
、
性
罪
有
る
を
知
る
。
皋
陶
獄
を
治
む
る
や
、
其
の
罪
の
疑
は
し
き
者
は
羊
を
し
て
之
に
觸
れ
し

め
ん
と
す
る
に
、
罪
有
れ
ば
則
ち
觸
る
る
も
、
罪
無
け
れ
ば
則
ち
觸
れ
ず
。
斯
れ
蓋
し
天
一
角
の
聖
獣
を
生
じ
、
獄
を
助
け
て
験
を
為
す
な
ら
ん
。

故
に
皋
陶
は
跪
座
し
て
之
に
事
ふ
。
則
ち
神
奇
瑞
応
な
り
）

と
し
て
『
唐
開
元
占
経
』
巻
一
百
十
六
に
諸
書
を
引
い
て
書
か
れ
て
い
る）

23
（

よ
う
に
、
牛
・
あ
る
い
は
羊
に
似
て
一
角
の
獣
で
あ
り
、
王
者
の

獄
訟
（
訴
訟
、
裁
判
）
が
平
等
な
ら
ば
あ
ら
わ
れ
る
生
き
物
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
獣
は
、
裁
判
の
場
で
、
罪
が
あ
る
も
の
に
触
れ
る
、

あ
る
い
は
か
む
、
食
べ
る
と
さ
れ
る
。
多
く
は
竜
に
似
た
獣
の
姿
で
描
か
れ
て
い
る
獬
豸
で
あ
る
が
、
東
照
宮
杉
戸
が
描
か
れ
た
時
代
よ
り

も
後
の
日
本
の
作
品
で
、
日
光
東
照
宮
の
絵
に
似
た
獣
が
獬
豸
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
【
図
2）24
（

】。
さ
ら
に
東
照
宮
に
描
か
れ
た
白
澤
や
獅

子
と
の
比
較
、
さ
ら
に
前
述
の
高
藤
氏
の
調
査
か
ら
も
、
白
澤
と
は
別
の
存
在
で
あ
り
、
獬
豸
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。
白

澤
は
『
軒
轅
本
紀）

25
（

』
に

帝
巡
狩
東
至
海
登
桓
山
於
海
濱
得
白
澤
神
獣
能
言
達
於
萬
物
之
情
因
問
天
下
鬼
神

之
事
自
古
精
氣
爲
物
遊
魂
爲
變
者
凡
萬
一
千
五
百
二
十
種
白
澤
言
之
帝
令
以
圖
寫

之
以
示
天
下
帝
乃
作
祝
邪
之
文
以
祝
之

（
帝
東
を
巡
狩
し
て
海
に
至
り
て
桓
山
に
登
る
。
海
濱
に
於
い
て
白
澤
を
得
る
。

神
獣
な
り
。
能
く
言
す
。
萬
物
の
情
に
達
す
。
因
り
て
天
下
の
鬼
神
の
事
を
問
う
。

古
よ
り
精
氣
の
物
を
爲
し
遊
魂
の
變
を
爲
す
者
凡
そ
萬
一
千
五
百
二
十
種
。
白
澤

之
を
言
い
帝
以
て
圖
寫
せ
し
む
。
之
を
以
て
天
下
に
示
す
。
帝
乃
ち
邪
を
祝
ら
か

に
作
す
。
之
の
文
を
以
て
之
を
祝
ら
か
に
す
る
）

【図 2】 「新板絵本重宝記」『重宝記資料
集成』三七巻（長友千代治編　
臨川書店）
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と
あ
る
よ
う
に
、
神
獣
で
あ
り
、
話
す
こ
と
が
で
き
、
天
下
の
鬼
神
の
こ
と
を
知
り
、

そ
れ
を
黄
帝
に
教
え
た
と
さ
れ
て
い
る
。
日
本
で
の
初
出
は
九
二
七
年
の『
延
喜
式
』

に
祥
瑞
の
獣
と
し
て
見
え
る
の
み
だ
っ
た
が
、
そ
の
後
、
江
戸
中
期
に
民
間
で
流
行

す
る
。
そ
の
際
に
は
、
妖
怪
や
病
な
ど
を
防
ぐ
と
標
榜
さ
れ
て
お
り
、
お
守
り
や
病

気
避
け
と
し
て
人
面
牛
身
の
姿
で
描
か
れ
た
絵
が
利
用
さ
れ
て
い
た
。

　

中
世
の
辞
書
で
あ
る
節
用
集
（
弘
治
二
年
本
・
永
禄
二
年
本
・
尭
空
本
・
両
足
院

本）
26
（

）
に
は
、「
避
怪
獣
也
能
言
黄
帝
時
出
也
人
面
四
足
背
上
有
両
角
」（
避
怪
の
獣
な

り
。
能
く
言
す
。
黄
帝
の
時
に
出
る
な
り
。
人
面
四
足
に
し
て
背
上
に
両
角
有
り
）

と
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、『
月
庵
酔
醒
記）

27
（

』
で
も
、「
白
沢
ハ
人
面
身
獣
に
し
て
如

牛
世
人
ハ
悪
夢
を
食
様
に
い
へ
と
も
一
切
物
怪
を
避
る
と
云
七
聲
を
念
す
れ
は
災
禍

悉
消
滅
云
々
傳
燈
録
在
之
七
聲
ハ
弥
陀
名
号
七
反
唱
事
也
」
と
記
さ
れ
る
。
こ
の
こ

と
か
ら
、
一
般
的
に
は
人
面
牛
身
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま

た
、
祭
祀
空
間
に
お
い
て
も
、
五
百
羅
漢
寺
に
あ
る
白
澤
像
や
、
風
越
山
白
山
神
社

扉
絵
で
は
人
面
牛
身
で
描
か
れ
て
い
る
の
が
確
認
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
白
澤
は

中
世
か
ら
す
で
に
一
般
に
は
人
面
牛
身
と
い
う
姿
で
広
ま
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る

が
、
日
光
東
照
宮
と
い
う
祭
祀
空
間
に
描
か
れ
る
と
き
は
あ
え
て
獣
の
姿
で
描
か
れ

て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
な
お
、
先
行
研
究
で
は
東
照
宮
の
白
澤
は
人
面
に
近
い
と

指
摘
が
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
同
様
に
東
照
宮
に
描
か
れ
た
獅
子
の
絵
と
比
べ
て

み
る
と
左
右
対
称
で
は
あ
る
が
、
非
常
に
よ
く
似
て
い
る
【
図
3
】【
図
4
】。
こ
の

た
め
、
描
か
れ
た
意
識
と
し
て
は
や
は
り
人
面
で
は
な
く
獣
を
想
定
し
て
い
た
と
考

【図 3】 日光東照宮拝殿杉戸白澤絵図（『日
光東照宮の装飾文様　人物・動物・
絵画』グラフィック社　1994）

【図 4】 日光東照宮に描かれた獅子の絵図
（『日光東照宮の装飾文様　人物・
動物・絵画』グラフィック社　
1994）
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え
ら
れ
る
。

4
．
拝
殿
の
獣
の
意
義

　

こ
こ
で
、
日
光
東
照
宮
拝
殿
杉
戸
に
描
か
れ
て
い
る
獣
を
も
う
一
度
整
理
し
て
み
る
と
、
将
軍
着
座
の
間
に
は
麒
麟
が
、
法
親
王
着
座
の

間
に
は
白
澤
と
獬
豸
が
描
か
れ
て
い
る
。『
三
才
図
会
』
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
記
述）

28
（

を
見
て
み
る
と
、

・
麒
麟
「
大
戴
禮
毛
蟲
三
百
六
十
而
麒
麟
為
之
長
説
文
牝
曰
麒
牡
曰
麟
牡
鳴
則
曰
遊
聖
牝
鳴
曰
歸
和
春
鳴
曰
扶
幼
夏
鳴
曰
養
綏
春
秋
感
精
符
王
者

不
刳
胎
不
破
卵
則
出
于
郊
孫
卿
子
曰
王
者
好
生
惡
殺
則
麟
遊
于
野
或
云
麟
有
角
麒
似
麟
而
無
角
宋
均
曰
麒
麟
色
青
黄
説
苑
云
麒
麟

身
牛
尾
足

圓
蹄
一
角
角
上
有
肉
」

（
大
戴
礼
に
毛
蟲
三
百
六
十
に
し
て
麒
麟
は
之
の
長
と
為
す
、
説
文
に
牝
を
曰
は
く
麒
、
牡
を
曰
は
く
麟
。
牡
の
鳴
く
を
則
ち
曰
は
く
遊
聖
、

牝
の
鳴
く
を
曰
は
く
歸
和
。
春
に
鳴
く
を
曰
は
く
扶
幼
、
夏
に
鳴
く
を
曰
は
く
養
綏
、
春
秋
感
精
符
に
王
者
刳
胎
せ
ず
卵
を
破
ら
ね
ば
則
ち
郊

に
出
る
。
孫
卿
子
曰
は
く
王
者
の
生
を
好
み
殺
を
悪
め
ば
則
ち
麟
の
野
に
遊
ぶ
。
或
い
は
云
ふ
、
麟
は
角
有
り
て
麒
は
麟
に
似
て
角
無
し
。
宋

均
曰
は
く
、
麒
麟
は
色
青
、
黄
。
説
苑
云
は
く
麒
麟
は

の
身
、
牛
の
尾
、
足
は
圓
蹄
、
一
角
に
し
て
角
上
に
肉
有
り
）

・
白
澤
「
東
望
山
有
澤
獣
者
一
名
曰
白
澤
能
言
語
王
者
有
徳
明
照
幽
遠
則
至
昔
黄
帝
巡
狩
至
東
海
此
獣
有
言
為
時
除
害
」

（
東
望
山
に
澤
獸
と
い
う
者
有
り
。
一
名
を
曰
く
白
澤
。
能
く
言
語
す
。
王
者
德
有
り
て
明
照
幽
遠
た
れ
ば
則
ち
至
る
。
昔
黄
帝
巡
狩
し
て
東

海
に
至
る
。
此
の
獸
の
言
有
り
て
時
の
為
に
害
を
除
く
）

・
獬
豸
「
東
望
山
有
獬
豸
者
神
獣
也
尭
前
有
之
能
觸
邪
状
羊
一
角
四
足
王
者
獄
訟
平
則
至
御
史
䑓
故
事
云
御
史
法
冠
一
名
犭
觧
豸
神
羊
也
有
一
角

楚
王
嘗
獲
之
」

（
東
望
山
に
獬
豸
な
る
者
有
り
、
神
獣
な
り
。
尭
の
前
に
之
れ
有
り
、
能
く
邪
に
觸
れ
る
。
状
は
羊
に
し
て
一
角
四
足
。
王
者
の
獄
訟
平
ら
か
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な
れ
ば
則
ち
至
る
。
御
史
䑓
故
事
に
云
ふ
、
御
史
法
冠
の
一
名
を
犭
。
觧
豸
は
神
羊
な
り
。
一
角
有
り
。
楚
王
嘗
て
之
を
獲
る
）

こ
の
記
述
を
見
る
と
麒
麟
は
王
者
が
孕
ん
だ
獣
の
腹
を
裂
い
て
胎
児
を
取
り
出
し
、
戯
れ
に
鳥
の
卵
を
た
た
き
破
る
こ
と
を
し
な
け
れ
ば
、

あ
る
い
は
王
者
が
生
を
好
み
、
殺
を
嫌
え
ば
、
白
澤
は
王
者
の
徳
が
遠
く
ま
で
及
べ
ば
、
獬
豸
は
王
者
の
獄
訟
が
公
平
で
あ
れ
ば
あ
ら
わ
れ

る
生
き
物
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
獣
の
共
通
項
と
し
て
は
、「
王
者
」
と
の
関
連
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
特
に
、
白
澤
と
獬
豸
は
黄
帝
・

堯
と
い
っ
た
古
代
の
帝
王
の
名
前
も
と
も
に
記
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、『
大
明
会
典
』
や
『
三
才
図
会
』
で
も
、
官
服
の
意
匠
と
し
て
使

用
も
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
す
ぐ
れ
た
王
の
と
き
に
あ
ら
わ
れ
る
獣
で
あ
り
、
そ
の
王
に
従
う
臣
下
の
服
の
意
匠
と
し
て
描
か
れ
る
こ
れ

ら
三
種
類
の
獣
が
東
照
宮
杉
戸
に
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
少
し
時
代
が
下
る
が
、
狩
野
素
川
の
『
畫
道
傳
授
口
訣）

29
（

』
に
は
、

又
天
地
間
に
あ
ら
は
れ
る
物
み
な
二
つ
づ
つ
な
り
、
天
地
、
陰
陽
、
日
月
、
神
佛
、
晝
夜
、
男
女
、
君
臣
、
父
子
、
夫
婦
、
善
悪
、
貧
福
、
草
木

二
葉
に
出
る
、
人
身
又
同
じ
、
身
と
心
、
眼
二
つ
、
耳
二
つ
、
鼻
穴
二
つ
、
口
に
二
道
有
、
下
に
二
便
、
両
手
両
足
是
な
り
、
し
か
れ
ど
も
全
物
と
ヽ

な
ふ
は
三
つ
な
り
、
さ
れ
ば
天
地
人
の
三
才
、
日
月
星
の
三
光
、
天
照
、
八
幡
、
春
日
の
三
神
、
三
種
の
神
寶
、
天
竺
、
震
旦
、
日
本
の
三
國
、

彌
陀
、
観
音
、
勢
至
の
三
尊
、
君
臣
、
父
子
、
夫
婦
の
三
綱
、
過
、
現
、
未
の
三
世
、
地
獄
、
餓
鬼
、
畜
生
の
三
途
、
色
慾
無
の
三
界
、
神
儒
佛

の
三
道
、
又
は
理
、
智
、
信
の
三
つ
、
智
仁
勇
の
三
徳
、
佛
家
法
報
應
の
三
身
、
空
假
中
の
三
諦
、
戒
定
惠
の
三
字
、
父
母
子
と
具
し
、
草
木
二

葉
の
中
に
お
の
づ
か
ら
眞
あ
っ
て
三
つ
、
其
の
外
何
事
も
三
つ
具
す
に
よ
つ
て
物
の
用
を
な
す
、
智
識
の
法
語
に
も
、
肉
眼
の
外
に
、
心
の
ま
な

こ
を
入
れ
、
三
つ
な
く
て
は
、
み
ら
れ
ぬ
所
は
み
へ
ぬ
と
お
し
へ
給
ふ
、
さ
れ
ば
鼎
三
足
無
く
て
は
す
は
り
不
定
、
物
三
つ
あ
る
時
は
、
能
事
を

な
す
故
に
、
神
儒
佛
の
三
道
、
も
つ
ぱ
ら
世
に
勝
劣
な
く
お
こ
な
は
る

と
あ
る
。
こ
こ
に
あ
る
よ
う
に
、「
又
天
地
間
に
あ
ら
は
れ
る
物
み
な
二
つ
づ
つ
な
り
」「
し
か
れ
ど
も
全
物
と
ヽ
な
ふ
は
三
つ
な
り
」
と
し
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て
、
完
全
な
る
も
の
を
あ
ら
わ
す
場
合
は
「
三
」
と
い
う
数
字
が
肝
に
な
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

さ
ら
に
、
こ
こ
で
獬
豸
に
つ
い
て
も
う
一
度
見
て
み
る
と
、『
論
衡
』
是
応
第
五
十
二）

30
（

に
は
、「

者
一
角
之
羊
也
性
知
有
罪
皋
陶
治
獄

其
罪
疑
者
令
羊
觸
之
有
罪
則
觸
之
無
罪
則
不
觸
」（

は
一
角
の
羊
な
り
、
性
罪
有
る
を
知
る
。
皋
陶
獄
を
治
む
る
や
、
其
の
罪
の
疑
は

し
き
者
は
羊
を
し
て
之
に
觸
れ
し
め
ん
と
す
る
に
、
罪
有
れ
ば
則
ち
觸
る
る
も
、
罪
無
け
れ
ば
則
ち
觸
れ
ず
）
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で

出
て
く
る
皋
陶
と
は
、『
史
記
』
五
帝
本
紀　

第
一
に
お
い
て
帝
舜
の
家
臣
で
刑
罰
・
訴
訟
を
司
る
士
と
な
り
、
公
平
な
判
決
を
行
っ
た
人

物
で
あ
る
。
堯
の
頃
に
も
い
た
と
は
さ
れ
る
が
、
刑
罰
・
訴
訟
を
司
る
の
は
舜
の
臣
と
な
っ
た
の
ち
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、『
論
衡
』

に
も
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
皋
陶
が
訴
訟
の
際
、
罪
状
の
疑
わ
し
い
者
を
獬
豸
に
触
れ
さ
せ
て
判
断
し
て
い
た
と
さ
れ
る
。
こ
れ
は
舜
の
時
代

の
こ
と
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
獬
豸
と
舜
と
を
つ
な
げ
て
考
え
た
と
い
う
可
能
性
も
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

松
島
氏
は
、
万
治
四
年
（
一
六
六
一
）
の
作
で
、
鳥
取
藩
主
の
池
田
家
に
伝
わ
っ
た
狩
野
探
幽
筆
《
両
帝
図
屏
風
》
を
取
り
上
げ
、

向
か
っ
て
右
隻
に
黄
帝
、
左
隻
に
舜
の
治
績
を
え
が
く
狩
野
探
幽
筆
《
両
帝
図
屏
風
》（
根
津
美
術
館
蔵
）
は
、
寛
文
と
改
元
さ
れ
る
万
治
四
年

（
一
六
六
一
）
の
作
で
、
鳥
取
藩
主
の
池
田
家
に
伝
わ
っ
た
。
…
（
中
略
）
…
探
幽
の
《
両
帝
図
屏
風
》
と
同
じ
構
図
と
図
様
構
成
を
と
る
屏
風

絵
は
、
徳
川
時
代
後
期
の
画
家
・
狩
野
伊
川
院
栄
信
に
よ
っ
て
も
製
作
さ
れ
、
宇
和
島
藩
主
の
伊
達
家
に
伝
来
し
た
。
黄
帝
と
舜
は
と
も
に
中
国

古
代
の
五
帝
に
数
え
ら
れ
る
伝
説
的
な
聖
王
で
あ
り
、〈
中
華
〉
を
自
認
す
る
徳
川
将
軍
を
頂
点
と
す
る
上
層
武
士
階
級
が
自
ら
を
仮
託
す
る
に

は
ふ
さ
わ
し
か
っ
た
。

と
述
べ
て
い
る）

31
（

。「
向
か
っ
て
右
隻
に
黄
帝
、
左
隻
に
舜
の
治
績
を
え
が
」
い
て
お
り
、「
黄
帝
と
舜
は
と
も
に
中
国
古
代
の
五
帝
に
数
え
ら

れ
る
伝
説
的
な
聖
王
」
で
あ
っ
た
わ
け
だ
が
、
日
光
東
照
宮
法
親
王
着
座
の
間
の
杉
戸
の
絵
画
と
し
て
、
黄
帝
と
関
係
の
あ
る
白
澤
、
舜
と

関
係
の
あ
る
獬
豸
が
こ
の
屏
風
に
描
か
れ
た
黄
帝
と
舜
帝
と
同
様
に
左
右
に
描
か
れ
て
い
る
こ
と
は
、
聖
王
の
存
在
を
連
想
さ
せ
る
に
は
十

分
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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こ
う
し
て
、
拝
殿
に
麒
麟
・
白
澤
・
獬
豸
を
描
く
こ
と
で
、
日
本
的
華
夷
秩
序
に
基
づ
き
中
華
と
対
等
で
あ
る
こ
と
の
演
出
で
あ
る
と
同

時
に
、
正
統
な
る
王
と
い
う
資
格
の
持
ち
主
の
出
現
を
あ
ら
わ
す
完
全
な
る
空
間
の
演
出
が
な
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
東
照

宮
は
各
地
に
勧
請
さ
れ
て
い
る
が
、
山
澤
氏
は
「
将
軍
家
光
が
政
権
を
掌
握
し
、
日
光
東
照
宮
を
「
宗
廟
」
と
す
る
姿
勢
が
明
確
と
な
っ
て

以
降
、
東
照
宮
の
勧
請
に
は
将
軍
の
認
可
を
受
け
る
事
例
が
増
加
し
た
。
そ
の
さ
い
、
社
殿
は
小
規
模
と
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
、
権
現
造

建
築
と
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
と
く
に
天
海
と
そ
の
弟
子
が
勧
請
に
関
わ
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
傾
向
が
著
し
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
事
実

上
の
建
築
規
制
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。」
と
し
て
、
東
照
宮
の
勧
請
に
は
将
軍
の
許
可
が
必
要
で
あ
る
こ
と
、
反
対
に
い
え
ば
許
可

が
出
て
勧
請
で
き
る
こ
と
が
政
権
と
の
関
わ
り
を
示
す
こ
と
に
な
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る）

32
（

。
ま
た
、
野
津
龍
は
『
因
幡
の
獅
子
舞
研
究）
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』

に
お
い
て
、
鳥
取
だ
け
に
あ
る
麒
麟
獅
子
舞
は
池
田
光
仲
が
樗
谿
に
因
幡
東
照
宮
を
勧
請
し
た
こ
と
に
よ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
さ
き

ほ
ど
の
狩
野
探
幽
筆
《
両
帝
図
屏
風
》
が
伝
わ
っ
た
の
も
、
同
じ
池
田
家
で
あ
る
。
鳥
取
藩
初
代
藩
主
は
池
田
光
仲
で
あ
る
が
、
彼
は
徳
川

家
康
の
外
孫
で
も
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
点
か
ら
、
池
田
家
と
徳
川
政
権
や
狩
野
派
と
の
密
接
な
関
係
が
う
か
が
え
、
領
地
に
お
い
て
も
政
権

と
の
関
わ
り
を
積
極
的
に
示
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
東
照
宮
の
勧
請
は
政
権
と
の
つ
な
が
り
を
主
張
す
る
こ
と
で
あ
り
、
な

る
べ
く
簡
素
で
あ
る
こ
と
を
命
じ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
こ
に
描
か
れ
た
り
彫
刻
さ
れ
た
り
し
て
い
る
も
の
は
、
そ
の
な
か
で
も
と
り

わ
け
必
要
だ
と
厳
選
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
が
何
か
を
確
定
す
る
た
め
に
は
全
国
に
現
存
す
る
東
照
宮
の
意
匠
や
過
去

に
存
在
し
て
い
た
東
照
宮
の
意
匠
に
つ
い
て
の
記
録
が
ど
う
な
っ
て
い
る
か
が
問
題
と
な
る
が
、こ
れ
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

5
．
ま
と
め

　

日
光
東
照
宮
の
拝
殿
杉
戸
に
狩
野
探
幽
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
獣
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
白
澤
と
麒
麟
の
対
で
あ
り
、
徳
川
政
権
の
理
念
を

示
す
と
と
ら
え
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
さ
ら
に
獬
豸
も
描
か
れ
て
い
る
と
す
る
と
、
単
な
る
対
で
は
な
く
、
す
べ
て
王
権
に
関
わ
る
と
考

え
ら
れ
た
生
き
物
が
揃
え
ら
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
中
国
の
三
皇
五
帝
を
連
想
さ
せ
る
獣
が
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
こ
こ
に
は
一
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般
的
に
受
容
さ
れ
て
い
た
日
本
的
な
人
面
獣
身
で
は
な
く
、
獣
の
白
澤
が
描
か
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
、
中
世
か
ら
中
華
空
間
を
再
現
・
演
出

す
る
こ
と
に
よ
り
武
威
を
示
し
て
い
た
こ
と
を
引
き
継
ぎ
つ
つ
、
政
権
の
正
統
性
を
示
す
た
め
の
文
化
や
祭
祀
の
把
握
の
一
環
と
し
て
日
光

東
照
宮
を
中
心
と
し
た
日
本
型
華
夷
秩
序
を
演
出
す
る
た
め
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
拝
殿
に
描
か
れ
て
い
る
獣
と
し
て
白
澤
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
徳
川
政
権
や
そ
の
文
化
政
策
に
一
役
買
っ
た
狩

野
派
と
結
び
付
い
た
う
え
で
、
大
名
や
東
照
宮
の
勧
請
を
通
じ
た
文
化
の
伝
播
に
も
関
係
し
て
い
た
可
能
性
が
指
摘
で
き
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
白
澤
だ
け
で
は
な
く
獬
豸
の
よ
う
な
幻
獣
や
そ
の
ほ
か
の
生
き
物
の
意
匠
に
つ
い
て
も
、
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
て
い

た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
製
作
者
の
意
図
や
当
時
の
文
化
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
っ
て
い
く
だ
ろ
う
。
東
照

宮
の
造
替
を
主
導
し
た
天
海
を
初
め
と
し
た
当
時
の
将
軍
徳
川
家
光
の
周
辺
や
、
狩
野
探
幽
が
関
わ
っ
て
い
た
文
化
サ
ロ
ン
の
影
響
な
ど
も

考
慮
し
つ
つ
、
今
後
さ
ら
に
検
討
を
重
ね
た
い
。
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