
茶の湯研究初歩の瀬踏み (山本)

茶
の
湯
研
究
初
歩
の
瀬
踏
み

-

茶
道
史
研
究
文
献
収
集
途
上
に
お
け
る
印
象
と
見
通
し

は
じ
め
に

タ
イ
ト
ル
は
'
雰
囲
気
的
に
､
国
学
者
の
著
述
'
あ
る
い
は
､
歌
舞
伎
浄
瑠
璃
の
外

題
を
か
す
め
て
付
け
て
み
ま
し
た
｡

さ
て
'
七
月
二
十
八
日
の
山
口
和
子
氏
発
表

｢茶
の
湯
と
ポ
ッ
プ
｣
を
聴
い
て
､
私

は
突
然

｢茶
の
湯
｣
に
つ
い
て
勉
強
し
て
み
る
気
に
な
り
ま
し
た
｡

突
然
と
言
っ
て
も
､
私
が

1
応
専
門
と
し
て
お
り
ま
す
､
上
田
秋
成
と
い
う
人
-
-

申
す
ま
で
も
な
く

『
雨
月
物
語
』
の
作
者
と
し
て
､
日
本
文
学
史
上
で
は
著
名
な

江
戸

時
代
中
後
期
の
文
人
で
す
が
-

こ
の
人
が

『
清
風
墳
言
』
と
い
う
'
茶
道
史
､
特
に

煎
茶
道
史
上
で
は
割
合
有
名

な
､
茶
に
関
す
る
刊
行
書
を
書
い
て
お
り
ま
し
て
､
こ
れ

に

一
応
､
学
部
生
の
時
以
降
'
何
度
か
眼
を
通
し
は
し
ま
し
た
が
､
そ
れ
に
関
し
て
特

に
勉
強
す
る
と
い
う
こ
と
は
'
今
ま
で
放
置
し
て
お
り
ま
し
た
｡

と
申
し
ま
す
の
は
､
学
生
の
時
に
､
勉
強
が
て
ら

一
度
き
り
行

っ
た
茶
の
先
生
の
と

こ
ろ
の
お
稽
古
の
､
お
弟
子
さ
ん
た
ち
と
の
間
の
､
ぬ
っ
ぺ
り
と
し
た
､
と
で
も
申
し

ま
し
ょ
う
か
∵
そ
の
社
交
的
雰
囲
気
が
､
ど
う
も
田
舎
育
ち
の
粗
野
な
私
に
は
合
い
ま

せ
ん
で
､
ど
う
も
茶
は
苦
手
だ
と
思

っ
て
い
た
こ
と
と
､
ど
う
せ
秋
成
は
そ
う
し
た
道

と
し
て
の
茶
を
嫌

っ
て
い
る
の
だ
か
ら
､
と
思
っ
て
い
た
と
こ
ろ
か
ら
な
の
で
す
が
､

敵
を
知
り
､
己
を
知
れ
ば
何
と
や
ら
､
で
､
そ
の
意
味
､
ま
あ
､
今
回
は
､
私
の
専
門

分
野
に
と
っ
て
も
良
い
勉
強
の
機
会
な
の
で
す
｡

山
口
先
生
の
発
表
を
聴
い
て
､
｢茶
の
湯
｣
に
つ
い
て
勉
強
し
て
み
る
気
に
な

っ
た
､

と
申
し
ま
し
た
が
'
そ
れ
は
'
何
よ
り
も
､
第

1
に
､
私
の
側
の

｢茶
の
湯
｣
に
関
す

る
基
本
的
知
識
の
欠
如
と
､
発
表
会
の
時
間
的
制
約
に
よ
る
の
で
し
ょ
う
､
山
口
先
生

岡
山
大
学
文
学
部
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
研
究
発
表
会

日
本
に
お
け
る
美
的
概
念
の
変
遷
-
芸
道
の
成
立
を
巡
っ
て

平
成
十
六
年
十

一
月
二
十
四
日

(水
)
於
文
学
部
会
議
室

山

本

秀

樹

の
発
表
の
説
明
が

(研
究
会
の
発
表
と
し
て
は
当
然
の
こ
と
で
し
ょ
う
が
)
切
り
詰
め

気
味
で
あ
っ
た
こ
と
と
'
美
学
的
説
明
の
ち
ょ
っ
と
し
た
難
解
さ
と
t
に
よ
っ
て
､
山

口
発
表
の
内
容
を
､
自
分
が
､
と
て
も
理
解
で
き
た
と
は
思
え
な
か
っ
た
か
ら
で
す
｡

そ
れ
は
つ
ま
り
､
山
口
発
表
の
持

つ
内
容
が
ど
の
程
度
の
的
確
性
を
持
つ
の
か
､
が
全

く
判
断
で
き
な
か
っ
た
､
と
い
う
こ
と
で
す
｡

私
自
身
は
､
本
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
の
最
初
の
会
合
の
折
に
も
申
し
述
べ
ま
し
た
よ
う
に
､

プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
開
始
時
に
は
､
室
町
か
ら
江
戸
中
期
ま
で
に
お
け
る

｢風
流
｣
と
い
う

美
的
理
念
語
に
関
し
て
考
え
て
み
よ
う
か
､
と
思

っ
て
お
り
ま
し
た
の
で
'
本
日
の
発

表
に
関
す
る
準
備
期
間
は
､
山
口
先
生
の
御
発
表
か
ら
本
日
に
い
た
る
､
わ
ず
か
､
こ

の
4
ケ
月
ほ
ど
-

し
か
も
､
こ
の
間
'
教
員
個
人
評
価
点
検
報
告
書
の
作
成
の
た
め

3
週
間
以
上
を
ほ
と
ん
ど
無
駄
に
費
や
し
ま
し
た
し
､
授
業

･
授
業
準
備

･
会
議
等
の

通
常
業
務
も
､
ま
た
'
そ
の
他
業
務
も
'
し
て
お
り
ま
し
た
し
､
他
の
報
告
論
文
執
筆

の
準
備
作
業
や
自
分
の
先
生
の
著
作
集
の
校
正
作
業
な
ど
も
行

っ
て
お
り
ま
し
た
｡
し

た
が

っ
て
､
ま
っ
た
く
の
時
間
不
足
に
よ
り
私
の
知
識
は
全
く
の
付
け
焼
き
刃
で
す
し
､

ま
た
､
正
直
な
と
こ
ろ
､
｢茶
の
湯
｣
研
究
全
般
に
渡
る
把
握
は
全
く
で
き
て
お
り
ま

せ
ん
｡
そ
れ
ど
こ
ろ
か
､
ま
だ
､
研
究
レ
ベ
ル
で
使
え
る
茶
道
史
の
概
説
書
､
あ
る
い

は
､
研
究
入
門
書
を
さ
が
し
続
け
て
い
る
段
階
で
す
｡

し
か
し
な
が
ら
､
こ
の
プ

ロ
ジ

ェ
ク
ト
研
究
は
､
お
互
い
の
情
報
交
換
の
場
と
し
て

機
能
す
る
よ
-
に
も
す
る
と
い
う
の
が
､
当
初
か
ら
の
目
論
み
で
あ
り
ま
し
た
し
､
ま

た
'
他
の
メ
ン
バ
ー
と
て
'
全
員
が
全
員
､
｢茶
の
湯
｣
研
究
の
た
め
の
素
養
を
充
分

に
備
え
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
で
し
ょ
う
か
ら
､
極
初
歩
的
な
と
こ
ろ
か
ら
述
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べ
て
み
て
も
､
本
研
究
会
に
お
け
る
報
告
の
目
的
は
果
た
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り

ま
す
｡
-
-
で
す
が
､
も
し
'
私
に
だ
け
素
養
が
な
か
っ
た
の
で
し
た
ら
､
非
礼
の
段

は
何
卒
御
容
赦
下
さ
り
､
ひ
ら
に
､
本
日
は
御
指
導
御
教
示
を
賜
り
ま
す
よ
う
御
願
い

申
し
上
げ
ま
す
｡

い
ま
だ
先
行
研
究
文
献
を
集
め
て
い
る
最
中
で
は
あ
り
ま
す
が
､
本
日
は
現
状
報
告

を
行

っ
て
お
こ
う
と
思
い
ま
す
｡

l

『
茶
道
学
大
系
』
全
十

一
巻

(淡
交
社
､

J
九
九
九
～
二
〇
〇
こ

と
い
う
も
の
を
見
つ
け
ま
し
た
｡
附
属
図
書
館
の
芸
術
分
類
の
棚

の
前
を
ぶ
ら
ぶ
ら
し

て
み
た
の
で
す
｡
出
版
年
を
見
れ
ば
お
わ
か
り
い
た
だ
け
る
か
､
と
思
い
ま
す
が
'
極

め
て
最
近
の
も
の
で
'
茶
道
研
究
の
最
近
の
動
向
を
察
知
し
得
ま
す
｡
こ
れ
は
教
員
の

研
究
費
で
買
わ
れ
た
も
の
で
は
な
く
､
図
書
館
が
購
入
し
て
く
れ
て
い
た
も
の
で
す
｡

1
応
全
巻
の
構
成
を
示
し
て
み
ま
す
と
､

第
1
巻

茶
道
文
化
論

第
2
巻

茶
道
の
歴
史

第
3
巻

茶
事

･
茶
会

第
4
巻

懐
石
と
菓
子

第
5
巻

茶
の
美
術

第
6
巻

茶
室

･
露
地

第
7
巻

東
洋
の
茶

第
8
巻

茶
の
湯
と
科
学

第
9
巻

茶
と
文
芸

第
l
･
0
巻

茶
の
古
典

別
巻

海
外
の
茶
道

本
体
価
格
6
,
8
0
0
円

～
∞
}0
0
0

円

(税
別
)
､
全
11
巻
合
計
価
格
8
4
.4
0
0
円
也
と
な

っ
て

お
り
､
茶
道
の
持

つ
要
素
ご

と
の
巻
立
て
と
な
っ
て
お
り
ま
す
｡

当
面
､
私
は
第
1
巻
の
茶
道
文
化
論
､
第
2
巻
の
茶
道
の
歴
史
と
第
9
巻
茶
と
文
芸
'

第
10
巻
の
茶
の
古
典
を
､
ざ

っ
と
し
か
見
て
お
り
ま
せ
ん
｡
美
的
概
念
に
関
係
し
そ
ラ

な
'
抽
象
的

･
総
説
的
性
格
の
も
の
か
ら
着
手
し
た
わ
け
で
す
｡

ま
た
'
こ
の
他
に
､
比
較
的
最
近
に
出
版
さ
れ
た
茶
道
の
シ
リ
ー
ズ
も
の
と
い
た
し

ま
し
て
は
､
『
茶
道
学
大
系
』
所
収
論
文
等
で
も
ち
ら
ほ
ら
参
照
さ
れ
て
い
る
も
の
に

『
茶
道
緊
線
』
全
十
三
巻

(小
学
館
'

一
九
八
三
～

一
九
八
七
)

本
体
価
格
各
巻

)2,
0

00
円
､
別
巻
1
冊
の
み
3
.
0
0
0
円
､
が
あ
り
ま
す
｡
『
茶
道
学
大
系
』

所
収
論
文
に
お

け
る
参

照
表
示
の
さ
れ
方
と
値
段
と
か
ら
見
て
､
け
だ
し
'
ち
ょ
っ
と

本
格
的
解
説
附
き
の
豪
華
図
録
集
な
ら
ん
と
推
測
し
て
い
ま
す
が
､
図
書
館
に
は
ご
ざ

い
ま
せ
ん
｡
比
較
的
最
近
の
知
見
を
総
合
し
た
も
の
と
し
て
､
茶
道
史
研
究
で
参
照
さ

れ
る
こ
と
が
比
較
的
多
い
文
献
の
よ
う
で
す
の
で
､
必
要
だ
ろ
う
と
判
断
し
て
お
り
ま

す
が
､
予
算
切
れ
で
購
入
し
か
ね
て
お
り
ま
す
｡

こ
ち
ら
は
､
参
考
ま
で
に
､
ナ
リ
ッ
ジ

･
ワ
ー
カ
ー
お
よ
び
ナ
ク
シ
ス
･
ウ

エ
ブ
キ

ャ
ッ
ト
で
う
か
が
い
得
た
全
巻
の
構
成
を
記
し
て
お
き
ま
す
｡

一

茶
の
文
化

二

茶
の
湯
の
成
立

三

千
利
休

四

織
部

･
遠
州

･
宗
旦

五

茶
の
湯
の
展
開

六

近
代
の
茶
の
湯

七
､
八

座
敷
と
露
地

九

書
と
絵
画

十
～
十
二

茶
の
道
具

別
巻

索
引
小
事
典

こ
の
よ
う
に
'
お
お
む
ね
茶
の
湯
の
歴
史
展
開
と
そ
の
要
素
に
着
目
し
た
構
成
が
取
ら

れ
て
い
る
よ
う
で
す
｡

こ
の

『
茶
道
衆
錦
』
が
我
が
附
属
図
書
館
に
な
い
こ
と
に
も
現
れ
て
い
ま
す
が
､
茶

道
文
化
を
研
究
対
象
と
す
る
教
員
が
い
ら
っ
し
ゃ
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
'

茶
道
史
関
係
の
研
究
書
は
岡
山
大
学
附
属
図
書
館
に
な
い
こ
と
が
多
く
､
書
名
を
知
る

た
び
､
ほ
と
ん
ど
そ
の
都
度
､

一
々
'
発
注
購
入
お
よ
び
相
互
利
用
に
よ
る
コ
ピ
ー
収

集
発
注
と
そ
の
タ
イ
ム
ラ
グ
に
よ
っ
て
､
資
料
収
集
に
時
間
を
ロ
ス
す
る
こ
と
に
な

っ

て
お
り
ま
す
｡
本
学
蔵
書
の
現
状
で
は
､
資
料
収
集
も
な
か
な
か
は
か
ど
り
ま
せ
ん
｡

さ
て
､
比
較
的
新
し
い
研
究
動
向
を
知
り
つ
つ
､
現
段
階
に
お
け
る
研
究
の
成
果
を

汲
み
取
る
た
め
に
は
､
ま
ず
は
､
今
紹
介
し
た
よ
う
な
シ
リ
ー
ズ
も
の
が
有
用
で
あ
ろ

う
と
思
わ
れ
ま
す
が
､
茶
道
研
究
の
変
遷
を
知
る
た
め
に
は
､
研
究
史
の
総
括
論
文
が
､

当
然
'
必
要
で
あ
り
ま
し
ょ
う
｡

今
の
と
こ
ろ
､
私
の
気
が
付
い
た
範
囲
内
で
は
'
『
茶
道
学
大
系
』
各
巻
の
巻
頭
論

文
､
お
よ
び
､
巻
に
よ
っ
て
は
'
各
部
の
最
初
の
論
文
が
'
そ
の
よ
う
な
意
図
を
も
っ

て
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
｡

た
に
は
た

『
茶
道
学
大
系
』
第
二
巻
茶
道
の
歴
史
の
巻
頭
に
は
こ
の
巻
の
編
集
担
当
者

谷

端

昭

夫
氏
に
よ
る

｢茶
道
史
研
究
の
歩
み
と
展
望
｣
が
の
っ
て
お
り
ま
す
｡
そ
の
冒
頭
の
紹

介
に
よ
り
ま
す
と
､
茶
道
史
研
究
の
展
開
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
た
文
献
と
し
て
､
以
下

の
も
の
が
あ
り
ま
す
｡
今
'
仮
に
通
し
番
号
を
付
し
て
記
し
ま
す
｡

1

村
井
康
彦

｢茶
の
湯
研
究
の
回
顧
と
展
望
｣
(『
茶
の
湯
文
化
学
』

一
㌧
平
成

六
年
)
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2

谷
端
昭
夫

『
近
世
茶
道
史
』
(昭
和
六
三
年
)

3

守
屋
毅

｢研
究
の
手
引

･
茶
｣
(『
日
本
の
古
典
芸
能
五

茶

･
花

･
香
』
昭

和
四
五
年
)

4

熊
倉
功
夫

｢近
代
茶
の
湯
研
究
史
序
説
｣
(『伝
統
と
現
代
』

一
〇
､
昭
和
四

四
年
)

5

村
井
康
彦

｢茶
道
史
研
究
の
回
顧
と
展
望
｣
(『芸
能
史
研
究
』
三
､
昭
和
三

八
年
)

こ
の
う
ち
3
を
除
い
て
､他
の
四
つ
も
ま
た
附
属
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
お
り
ま
せ
ん
｡

5
の

『
芸
能
史
研
究
』
は
､
比
較
的
最
近
の
一
九
八
七
年
の
九
七
号
以
降
は
､
日
本
史

の
久
野
先
生
が
購
入
し
て
く
れ
て
い
ま
す
が
､
芸
能
史
の
研
究
を
牽
引
し
て
来
た
こ
の

雑
誌
が
な
い
の
は
,
あ
ま
り
に
不
便
な
の
で
､
最
近
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
/を
古
書
で
購
入

し
､
図
書
館
に
納
入
い
た
し
ま
し
た
｡
も
し
御
必
要
の
向
き
は
ど
う
ぞ
御
利
用
下
さ
い
｡

ま
た
､
1
の

『
茶
の
湯
文
化
学
』
は
､
『
茶
道
学
大
系
』
の
複
数
の
巻
頭
総
説
に
そ

の
存
在
が
紹
介
さ
れ
て
お
り
､
茶
の
湯
に
関
す
る
学
際
的
研
究
を
目
指
し
て
結
成
さ
れ

た
学
会
誌
の
よ
う
で
す
が
､
こ
れ
ま
た
'
本
学
に
は
あ
り
ま
せ
ん
｡
こ
れ
も
機
会
を
得

ま
し
た
ら
'
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
を
購
入
し
た
い
と
こ
ろ
で
す
｡

今
､
二
三
の
例
を
あ
げ
て
み
ま
し
た
が
､
こ
れ
だ
け
で
も
も
う
充
分
お
察
し
い
た
だ

け
る
と
思
う
の
で
す
が
､
本
学
の
蔵
書
の
現
状
は
､
茶
の
湯
研
究
に
は
全
く
不
向
き
と

言
っ
て
良
い
状
態
に
あ
り
ま
し
ょ
う
｡
こ
の
研
究
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
等
に
よ
っ
て
､
状
態

が
お
い
お
い
改
善
さ
れ
て
行
く
こ
と
が
望
ま
れ
ま
す
｡

二

次
に
'
私
が
読
ん
だ
範
囲
内
で
察
知
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
茶
道
史
研
究
の
傾
向
に
つ
い

て
述
べ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
｡

『
茶
道
学
大
系
』
第
10
巻
茶
の
古
典
を
ば
ら
ば
ら
と
め
く
っ
て
み
る
と
､
よ
く
伝
わ

っ
て
来
ま
す
が
､
茶
道
史
研
究
に
お
い
て
は
､
最
近
に
な
っ
て
茶
書
の
諸
本
研
究
が
本

格
化
し
た
よ
う
で
す
.
茶
書
の
諸
本
研
究
は
､
そ
れ
が
茶
道
史
研
究
に
新
た
な
知
虜
を

も
た
ら
し
て
く
れ
る
も
の
と
し
て
､
驚
き
と
期
待
と
い
さ
さ
か
の
熱

っ
ぽ
さ
を
も
っ
て

語
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
す
｡

ち
な
み
に
､
諸
本
研
究
と
い
う
こ
と
で
言
え
ば
､
日
本
古
典
文
学
研
究
の
分
野
で
は
､

池
田
亀
鑑
氏
の
､
『
土
佐
日
記
』
を

一
例
と
し
て
な
さ
れ
た
先
駆
的
大
著
も
あ
り
'
ま

た
､
文
献
学
と
文
芸
学
の
対
立
の
一
方
と
し
て

(双
方
と
も
に
そ
の
輸
入
元
は
ド
イ
ツ

に
あ
り
ま
し
ょ
う
け
れ
ど
も
､
)
意
識
さ
れ
'
現
在
で
も
'
中
世

･
近
世
な
ど
､
調
査

し
さ
え
す
れ
ば
い
く
ら
で
も
写
本

･
版
本
の
残
っ
て
い
る
時
代
の
研
究
で
は
'
｢論
文
｣

が
活
発
に
量
産
さ
れ
て
い
る
分
野
と
言
え
ま
し
ょ
う
が
､
現
今
の
､
殊
に
日
本
近
世
文

学
研
究
の
現
状
か
ら
見
れ
ば
､
諸
本
研
究
は
､
そ
れ
が
さ
か
ん
に
行
わ
れ
れ
ば
行
わ
れ

る
ほ
ど
､
研
究
者
の
視
野
を
狭
め
'
各
研
究
を
特
殊
化
個
別
化
細
分
化
L
t
研
究
全
体

を
分
散
化
さ
せ
る
力
と
し
て
働
き
ま
す
か
ら
'
研
究
の
趨
勢
が
極
端
に
こ
れ
に
偏
る
と
､

元
来
何
の
た
め
に
そ
れ
が
行
わ
れ
て
い
た
の
か
が
忘
れ
去
ら
れ
て
し
ま
う
と
い
っ
た
事

も
起
こ
り
､
認
識
の
大
局
的
進
展
を
阻
害
す
る
方
向
に
働
き
か
ね
な
い
も
の
の
よ
う
に

思
わ
れ
ま
す
｡
私
な
ど
に
は
､
何
に
つ
け
､
中
庸
と
い
う
も
の
が
必
要
と
思
わ
れ
ま
す

が
､
研
究
者
は
研
究
論
文
を
書
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
か
ら
､
調
べ
た
ら
確
実
に
1
本

｢論

文
｣
な
る
も
の
が
書
け
る
こ
の
分
野
に
力
を
傾
注
す
る
余
り
､
い
つ
の
ま
に
か
ミ
イ
ラ

取
り
が
ミ
イ
ラ
t
と
い
う
状
態
に
も
陥
り
が
ち
な
も
の
の
よ
う
で
す
｡
こ
の
よ
う
な
現

状
を
い
さ
さ
か
憂
え
て
い
る
私
な
ど
か
ら
す
れ
ば
､
茶
道
研
究
が
こ
れ
に
熱
中
し
始
め

て
い
る
ら
し
き
昨
今
の
熱
を
帯
び
た
書
か
れ
方
を
見
る
に
つ
け
､
｢そ
れ
は
そ
ん
な
に

浮
か
れ
る
ほ
ど
の
解
明
力
は
持
た
な
い
か
も
し
れ
な
い
分
野
な
ん
で
す
よ
｣
と

二
三
一一ロ

っ
て
み
た
く
な
る
気
持
ち
を
抑
え
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
'
認
識
の
基
礎
と
し
て
必

要
な
分
野
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
ま
せ
ん
｡

そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
'
彼
等
に
諸
本
研
究
の
必
要
性
を
痛
感
さ
せ
た
経
験
は
､

比
較
的
最
近

(
一
九
七
五
～
八
四
)
に
あ
っ
た
よ
う
で
す
｡
複
数
の

『
茶
道
学
大
系
』

巻
頭
総
説
そ
の
他
に
､
そ

の
経
験
は
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
が
､
そ
れ
は
'
前
回
の
山
口

発
表
で
も
書
名
が
紹
介
さ
れ
て
い
た
'
千
利
休
の
弟
子
の
一
人
で
あ
り
'
ま
た
､
豊
臣

秀
吉
の
茶
堂
と
し
て
は
利
休
の
同
僚
と
も
言
え
､
そ
し
て
､
利
休
と
同
様
､
秀
吉
に
切

腹
さ
せ
ら
れ
た
茶
人
で
あ
る
､
山
上
宗
二
が
記
し
た
茶
書

『
山
上
宗
二
記
』
に
関
す
る

も
の
で
す
｡

そ
れ
ま
で
は
､
基
本
的
に
茶
道
史
研
究
は
､
『
茶
道
古
典
全
集
』
所
収
の
翻
刻
文
献

を
中
心
と
し
て
行
わ
れ
て
来
た
ら
し
い
の
で
す
が
､
ま
さ
に
そ
の
信
頼
す
べ
き

『
茶
道

古
典
全
集
』
所
収
の
『
山
上
宗
二
記
』
テ
ク
ス
ト
に
問
題
が
あ
っ
た
t
と
い
う
こ
と
が
､

彼
ら
の
得
た
衝
撃
の
核
心
で
あ
っ
た
よ
う
で
す
｡

か
つ
て
､
利
休
の
教
え
を
伝
え
る
聖
典
視
す
ら
も
さ
れ
た

『南
方
録
』
が
､
江
戸
時

代
も
百
年
を
過
ぎ
よ
う
と
す
各
貞
享
年
間
の
成
立
で
あ
る
こ
と
が
確
実
視
さ
れ
､
そ
の

使
用
に
極
度
の
慎
重
さ
を
求
め
ら
れ
る
資
料
と
成
り
下
が

っ
た
今
､
『
山
上
宗
二
記
』
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は
､
茶
道
を
大
成
し
た
と
位
置
付
け
ら
れ
る
利
休
時
代
の
茶
法

･
茶
器
に
つ
い
て
教
え

て
く
れ
る
､
ほ
と
ん
ど
唯

一
と
言
っ
て
よ
い
ほ
ど
の
史
料
で
あ
り

(も
ち
ろ
ん
他
に
茶

会
記

(茶
会
の
記
録
)
の
類
は
存
在
し
ま
す
が
'
茶
会
記
は
個
人
の
茶
の
湯
認
識
を
直

接
伝
え
て
く
れ
る
性
質
の
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
し
､
信
頼
す
る
に
足
る
利
休
本
人
の

茶
会
記
は
存
在
し
な
い
よ
う
で
す
)'
そ
れ
以
前
の
茶
の
湯
の
歴
史
に
関
し
て
も
'
『
山

上
宗
二
記
』
に
記
さ
れ
た
認
識
が
使
用
さ
れ
て
考
察
さ
れ
て
い
る
部
分
が
非
常
に
多
う

ご
ざ
い
ま
す
の
で
､
そ
の
衝
撃
た
る
や
､
非
常
に
大
き
い
も
の
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
｡

ひろ
いち

今
､
そ
の
概
略
を
伝
え
る
筒
井
宏

一

氏

の

『茶
事
の
研
究
』
(淡
交
社
､
二
〇
〇
三
)

第

一
章

｢茶
書
の
創
成
｣
第
三
節

｢『
山
上
宗
二
記
』
｣
の
三

｢『
山
上
宗
二
記
』
の
諸

本
研
究
｣
に
記
さ
れ
る
と
こ
ろ
を
'
さ
ら
に
つ
づ
め
て
､
あ
ら
あ
ら
紹
介
し
て
み
ま
す

と
､1

九
七
五

･
六
年
'
五
島
美
術
館

｢茶
書
展
｣
Ⅰ
･
Ⅱ
に
､
天
正
十
六
年
二
月
奥
書

の
あ
る
不
審
奄
文
庫
蔵

『
山
上
宗
二
記
』
(巻
子
本
'
岩
屋
寺
宛
)
が
出
品
さ
れ
ま
し

た
{jそ

れ
ま
で

『
茶
道
古
典
全
集
』
等
に
よ
っ
て
知
ら
れ
て
い
た
も
の
は
､
全
て
､

一
年

後
の
天
正
十
七
年
二
月
'
江
雪
斎
宛
本
の
1
種
の
み
で
､
そ
れ
が
流
布
本
と
し
て
定
着

し
て
い
た
そ
う
で
す
｡

そ
の
不
審
奄
文
庫
本
が
､
I
九
八
四
年
に
な
っ
て

『特
別
展
図
録

茶
の
美
術
』
(東

京
国
立
博
物
館
)
に
全
丁
写
真
掲
載
さ
れ
ま
し
た
｡
そ
れ
に
よ
っ
て
､
不
審
者
文
庫
本

の
本
文
の
全
貌
が
容
易
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
､
従
来
の
流
布
本
の
処
々
に
'
転
写

の
段
階
で
､
宗
二
が
書
い
て
い
た
文
章
に
錯
簡
が
生
じ
､
文
意
が
通
じ
な
く
な
っ
た
部

分
が
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
､
と
言
い
ま
す
｡

同
年
､
茶
の
湯
懇
話
会
が
成
立
､
｢不
審
巻
本
出
現
の
衝
撃
を
も
っ
と
も
真
撃
に
受

け
と
め
｣
(『
山
上
宗
二
記
研
究
』
二

(財
団
法
人
三
徳
庵
､
一
九
九
四
)
｢あ
と
が
き
｣)､

『
山
上
宗
二
記
』
研
究
に
着
手
､
そ
の
後
の
探
索
に
よ
っ
て
'
そ
の
存
在
が
明
ら
か
に

な
っ
た
諸
本
は
二
十
五
本
を
越
え
､
結
果
'
現
在
､
天
正
十
六
年
正
月
本

･
同
年
二
月

本

･
同
年
五
月
本

･
天
正
十
七
年
二
月
本

･
同
年
三
月
本
が
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
で

す
｡そ

の
研
究
の
成
果
は
､
『
山
上
宗
二
記
研
究
』

一
～
三

(三
徳
庵
､

一
九
九
三

･
一

九
九
四

.
l
九
九
七
)
と
し
て
刊
行
さ
れ
て
い
ま
す
が

(
T
は
す
で
に
品
切
れ
状
態
'

三
は
､

l
九
九
五
年
五
島
美
術
館
特
別
展

｢山
上
宗
二
記
-
天
正
十
四
年
の
眼
｣
に
お

い
て
行
わ
れ
た
､
同
年
十

1
月

｢山
上
宗
二
記
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
｣
の
記
録
)'
余
り
に

多
く
の
諸
本
の
存
在
が

一
挙
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
'
ま
た
､
宗
二
自
身
の
改
稿
に

よ
る
本
文
の
変
動
と
い
う
事
情
も
確
実
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
に
'
そ
れ
ら
を

総
合
し
､
最
善
の
校
本
を
作
成
す
る
と
い
う
作
業
は
放
棄
さ
れ
､
ま
だ
そ
れ
以
後
の
課

題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
｡

で
す
か
ら
､
現
状
､
前
掲

『
山
上
宗
二
記
研
究
』
二

(
一
九
九
四
)
に
は
'
武
田
家

乙
本

(天
正
十
六
年
二
月
'
岩
屋
寺
宛
｡
不
審
奄
文
庫
本
に
き
わ
め
て
近
い
本
文
を
持

つ
)
と
､
土
屋
家
本

(天
正
十
六
年
正
月
)
が
翻
刻
さ
れ
､
五
島
美
術
館
特
別
展

｢山

上
宗
二
記
-
天
正
十
四
年
の
眼
｣
図
録

二

九
九
五
)
に
は
'
斎
田
記
念
館
本

(蒼
田

文
化
振
興

財
団
所
蔵
､
天
正
十
六
年
正
月
､
安
養
院
宛
)
が
翻
刻
さ
れ
､
と
､
複
数
の

本
文
が
同
時
に
提
供
さ
れ
る
と
い
う
事
態
と
な

っ
て
お
り
､
本
文
比
較
研
究
論
文

(覗

段
階
で
の
最
終
結
論
的
な
も
の
は
､
前
掲

『
山
上
宗
二
記
研
究
』
三

(
一
九
九
七
)
所

収
)
は
執
筆
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
､

一
目
で
本
文
の
異
同
が
見
知
さ
れ
る
形
態
で
の
本

文
提
供
は
行
わ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
す
｡

さ
て
､
こ
の
よ
う
な
経
験
を
経
て
､
あ
る
い
は
､
他
に
名
物
記
の
類
全
般
を
対
象
と

し
て
大
規
模
な
練
合
的
諸
本
研
究
に
着
手
す
る
研
究
者
が
現
れ
た
り
も
し
て
'
現
在
進

行
形
で
､
茶
道
史
研
究
中
に
､
諸
本
研
究
は
着
々
と
そ
の
地
歩
を
固
め
つ
つ
あ
る
､
と

い
う
情
勢
に
あ
る
よ
う
で
す
｡

で
す
が
､
問
題
は
､
当
然
'
我
々
は
､
そ
の
後
に
ど
う
茶
道
史
認
識
を
改
め
る
べ
き

な
の
か
'
あ
る
い
は
'
結
局
認
識
を
改
め
る
必
要
ま
で
は
生
じ
な
か
っ
た
の
か
､
と
い

う
点
に
あ
り
ま
す
｡
殊
に
､
利
休
時
代

(あ
る
い
は
､
そ
れ
以
前
)
の
茶
道
史
唯

一
の

根
本
史
料
た
る

『
山
上
宗
二
記
』
に
関
し
て
'
そ
の
流
布
本
の
テ
ク
ス
ト
に
錯
簡
と
思

わ
れ
る
異
同
が
処
々
に
あ
り
'
ま
た
､
構
成
上
の
異
同
す
ら
も
そ
の
諸
本
間
に
存
在
し

て
い
る
と
い
う
こ
と
ま
で
が
'
今
日
知
ら
れ
て
お
り
ま
す
以
上
'
こ
れ
は
茶
道
史
を
考

え
る
上
で
重
大
な
問
題
で
す
が
､
近
年
に
な
っ
て

t
挙
に
多
く
の
研
究
が
発
表
さ
れ
て

お
り
ま
す
の
で
'
残
念
な
が
ら
､
今
の
私
に
は
充
分
な
岨
噂
が
で
き
て
お
り
ま
せ
ん
｡

本
日
お
伝
え
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
､
少
な
く
と
も

『
山
上
宗
二
記
』
を
､
『
茶

道
古
典
全
集
』
(あ
る
い
は
､
そ
れ
以
前
の
翻
刻
紹
介
文
献
)
で
読
ん
で
､
何
か
を
考

え
て
は
い
け
な
い
､
と
い
う
こ
と
だ
け
で
す
｡
そ
の
こ
と
だ
け
を
お
伝
え
し
て
､
本
日

は
､
こ
の
問
題
か
ら
離
れ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
｡
な
お
､
『
山
上
宗
二
記
研
究
』
の
二
㌧

三
は
'
す
で
に
図
書
館
に
購
入
済
み
で
あ
る
こ
と
を
付
け
加
え
て
お
き
ま
す
｡
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三

先
に
も
御
紹
介
し
ま
し

た
『茶
道
学
大
系
』
第
二
巻
は

｢茶
道
の
歴
史
｣
と
し
て
立

て
ら
れ
て
お
り
ま
す
｡
こ
れ
を
見
て
非
常
に
印
象
付
け
ら
れ
る
こ
と
は
､
茶
道
の
歴
史

を
体
系
的
に
語
っ
て
は
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
｡

こ
の
巻
に
収
め
ら
れ
て
い
る
の
は
各
論
で
あ
り
ま
し
て
､
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
こ

れ
ま
で
研
究
史
的
に
手
薄
だ
っ
た
分
野
ば
か
り
､
す
な
わ
ち
､
本
巻
所
収
論
文
は
､
研

究
を
先
に
進
め
て
い
る
の
で
あ
っ
て
､
こ
れ
ま
で
の
成
果
を
､
あ
る
い
は
'
研
究
史
を
､

包
括
的
に
総
合
し
よ
う
と
す
る
意
図
は
き
わ
め
て
薄
い
､
と
言
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
O

で
す
か
ら
､
端
的
に
言
っ
て
､
こ
の
巻
を
読
ん
だ
か
ら
と
言
っ
て
'
茶
道
史
に
関
す
る

基
本
情
報
が
把
握
で
き
る
訳
で
は
な
い
よ
う
で
す
｡
そ
の
割
に
は
､
今
日
､
信
頼
す
べ

き
茶
道
史
文
献
を
紹
介
し
よ
う
と
す
る
､
ま
と
ま
っ
た
部
分
も
見
当
た
ら
ず
､
私
を
ふ

く
め
て

一
般
読
者
に
と
つ
て
は
､
き
わ
め
て
不
親
切
な
内
容
と
な
っ
て
い
ま
す
O
買
っ

て
見
て
が
っ
か
り
で
す
｡

特
に
印
象
的
な
の
は
､
(そ
れ
は
､
前
掲
茶
道
史
研
究
総
括
論
文
の
3
､
守
屋

｢研

究
の
手
引
き
｣
を
見
れ
ば
否
応
な
し
に
印
象
に
残
る
'
こ
れ
ま
で
の
研
究
史
の
偏
向

へ

の
反
省
の
結
果
と
思
わ
れ
ま
す
が
､
)
素
人
が
最
も
知
り
た
い
で
あ
ろ
う
､
歴
史
上
の

茶
人
'
各
個
人
に
つ
い
て
の
研
究
情
報
の
紹
介
の
完
全
な
る

(と
言
い
切
っ
て
し
ま
っ

て
も
良
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
が
)
欠
如
で
す

(本
シ
リ
ー
ズ
は

｢体
系
｣
で
は
な
く
'

｢大
系
｣
な
の
で
す
か
ら
'
そ
れ
は
無
い
も
の
ね
だ
り
に
す
ぎ
な
い
､
と
い
う
こ
と
に

な
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
)0

ま
あ
'
研
究
者
と
し
て
は
､
そ
う
い
っ
た
こ
と
は
他
で
勉
強
し
た
上
で
'
こ
の
本
を

読
め
t
と
い
う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
が
'
そ
れ
は
さ
て
お
き
'
茶
道
史
研
究
が
こ
う
し

た
段
階
に
あ
る
と
い
う
こ
と
'
こ
れ
が
ま
た
'
こ
こ
で
お
話
し
す
べ
き
こ
と
が
ら
に
つ

な
が
る
の
で
は
な
い
か
､
と
思
わ
れ
ま
す
｡

要
す
る
に
､

(私
の
僻
目
に
す
ぎ
な

い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
､
)
茶
道
史
は
､

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

専
門
的
に
は
､
各
要
素
､
及
び
､
肺
分
け
さ
れ
た
各
事
象
'
に
細
分
化
さ
れ
て
語
ら
れ

る
段
階
に
あ
る
､
と
い
う
こ
と
を
本
巻
は
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
｡

そ
し
て
､
こ
う
し
た
こ
と
は
日
本
近
世
文
学
史
研
究
で
も
お
な
じ
み
の
こ
と
な
の
で

す
が
､
そ
う
し
た
場
合
､
研
究
者
は
あ
る
個
別
事
象
の
説
明
を
L
t
事
象
に
即
し
た
分

析

･
考
察
を
す
れ
ば

｢論
文
｣
を
執
筆
す
る
こ
と
が
で
き
､
そ
れ
が
､
よ
り
大
き
な
ど

う
い
う
問
題
の
解
明
に
つ
な
が
っ
て
い
く
の
か
､
元
来
何
が
本
質
的
な
問
題
だ
っ
た
の

か
､
と
い
う
こ
と
が
忘
れ
去
ら
れ
て
し
ま
う
､
と
い
う
こ
と
が
生
じ
が
ち
で
あ
る
よ
う

に
思
わ
れ
ま
す
｡

で
は
'
｢茶
道
｣
の
成
立
を
考
え
る
上
で
'
何
が
本
質
的
な
問
題
と
な
る
か
0

茶
道
史
に
つ
い
て
勉
強
し
始
め
た
ば
か
り
の
私
が
そ
れ
に
つ
い
て
指
定
す
る
こ
と
は

ま
こ
と
に
不
遜
で
は
あ
り
ま
す
が
､
私
に
は
'
あ
れ
が

｢所
作
｣
(普
通

｢点
前
｣
と

呼
ば
れ
る
ら
し
い
で
す
が
.
私
が
承
知
し
て
い
る
と
こ
ろ
の

｢所
作
｣
は
'
芸
能
の
7

つ
歌
舞
伎
に
つ
い
て
使
用
さ
れ
る
語
で
す
)
を
ふ
く
ん
だ
上
で
成
立
し
た
ら
し
い

(い

つ
の
時
点
を

｢成
立
｣
と
い
う
の
か
､
も
ま
た
､
問
題
で
す
が
､
今
は
漠
然
と
利
休
前

後
を
考
え
て
お
き
ま
す
｡
｢茶
道
｣
外
語
の
使
用
は
､
そ
れ
よ
り
遅
れ
る
と
さ
れ
ま
す
)､

と
い
う
こ
と
が
非
常
に
重
要
な
問
題
の
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
｡

先
の
研
究
史
総
括
論
文
1
と
5
､
昭
和
三
八
年

(
1
九
六
三
)
と
平
成
六
年

(
1
九

九
四
)
に
､
三
十
年
も
の
年
月
を
は
さ
ん
で
､
学
会
を
異
に
し
て
研
究
史
の
総
括
論
文

を
担
当
し
て
い
る

(そ
れ
は
そ
れ
な
り
の
重
み
を
示
し
て
い
る
事
実
で
あ
ろ
う
と
'
こ

れ
か
ら
御
紹
介
申
し
上
げ
る
､
氏
の

『
千
利
休
』
の
論
述
に
う
か
が
い
得
る
冷
静
さ

･

明
噺
性
を
根
拠
に
､
私
は
推
測
し
て
い
ま
す
)
村
井
康
彦
氏
が
､
そ
の
著
書

『
千
利
休
』

(講
談
社
学
術
文
庫
]639
1
10
〇
四
o
N
H
K
ブ
ッ
ク
ス
と
し
て
出
さ
れ
た

l
九
七
七

年
改
訂
版
に
よ
る
｡
初
版
は
日
本
放
送
出
版
協
会
t

l
九
七

一
)
｢利
休
と
茶
湯
～
-

む
す
び
に
か
え
て
-
I
L
p
.3
30
で

茶
湯
に
対
す
る
感
想
な
り
批
判
と
し
て
し
ば
し
ば
口
に
さ
れ
る
の
が
､
こ
の
点
前

作
法
の
煩
填
､
堅
苦
し
さ
で
あ
る
｡
ど
う
し
て
茶
を
わ
ざ
わ
ざ
堅
苦
し
い
思
い
を

し
て
飲
ま
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
'
と
い
う
の
は
'
多
く
の
人
々
の
抱
く
実
感
で
あ

る
に
ち
が
い
な
い
｡

と
述
べ
､
こ
の
箇
所
に
関
し
て
'
そ
の
講
談
社
学
術
文
庫
版

｢解
説
｣
で
熊
倉
功
夫
氏

が

村
井
さ
ん
か
ら
若
き
日
の
体
験
と
し
て
う
か
が

っ
た
こ
と
が
あ
る
｡
そ
れ
は
伝
統

芸
術
の
会

(-

同
じ

｢解
説
｣
の
中
で
､
｢村
井
さ
ん
は
学
部
生
の
こ
ろ
か
ら
､

林
屋
辰
三
郎
先
生
の
ご
縁
で

｢伝
統
芸
術
の
会
｣
に
関
係
し
た
D
そ
の
後
'
芸
能

史
研
究
会
の
発
足
と
と
も
に
そ
の
中
軸
と
な
っ
た
｣
と
触
れ
ら
れ
て
い
ま
す
｡
｢芸

能
史
研
究
会
｣
は
､
先
に
紹
介
し
た
雑
誌

『
芸
能
史
研
究
』
の
発
行
母
体
で
す
｡

本
書
奥
の
略
歴
に
よ
れ
ば
､
村
井
氏
は

一
九
三
〇
年
生
ま
れ
で
す
か
ら
､
文
中
の

｢学
部
生
｣
を
仮
に
二
〇
歳
と
す
る
と
､
概
算

で
一
九
五
〇
年
の
こ
と
に
な
り
ま
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す
｡
-

山
本
注
)
で
茶
の
湯
を
取
り
あ
げ
た
と
き
､
学
生
で
あ
っ
た
村
井
さ
ん

が
司
会
を
し
て
い
た
｡
す
る
と
会
場
か
ら
突
然
､
岡
本
太
郎
さ
ん
が
質
問
し
て
｢ど

う
し
て
-
-
｣
と
さ
き
の
疑
問
を
呈
し
た
と
い
う
｡
こ
れ
に
ど
う
こ
た
え
る
か
が
､

村
井
さ
ん
の
茶
の
湯
研
究
の
1
つ
の
出
発
点
に
な
っ
て
い
る
O

と
補
足
さ
れ
て
い
ま
す
Q

こ
れ
は
私
の
感
覚
が

一
般
性
を
持
つ
可
能
性
を
保
証
し
て
く
れ
て
い
る

1
資
料
な
の

で
す
が
､
す
な
わ
ち
､
我
々
の
感
覚
で
言
う
と
､
無
く
て
も
よ
い
と
思
わ
れ
る
要
素
､

そ
れ
が
無
く
て
は
な
ら
な
い
要
素
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
､
こ
の
要
素
の
'

考
察
対
象
と
し
て
の
重
要
性
が
看
取
さ
れ
る
の
だ
と
思
い
ま
す
O

茶
の
,*
は
､
な
ぜ
所
作
を
保
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
｡

茶
室
は
､
そ
れ
は
そ
れ
で

1
風
風
変
わ
り
な
建
築
物
と
し
て
'
美
と
も
感
じ
得
ま
し

ょ
う
｡
茶
碗
も
ま
た
美
で
あ
り
得
ま
し
ょ
う

(歪
ん
で
い
る
物
も
ふ
く
め
て
)｡
種
々

道
具
類
も
ま
た
し
か
り
'
掛
け
軸
も
ま
た
し
か
り
｡

そ
し
て
'
我
々
は
､
定
め
ら
れ
た
所
作
を
も
ま
た
美
と
し
て
と
ら
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
を
要
請
さ
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
｡
で
は
､
な
ぜ
所
作
は
美
な
の
か
｡

実
は
､
茶
室
も
茶
碗
も
種
々
道
具
類
も
掛
け
軸
も
､
そ
し
て
所
作
も
､
あ
る
も
の
が

美
で
あ
り
､
あ
る
も
の
が
そ
れ
に
劣
る
､
と
い
っ
た
価
値
の
序
列
∴
体
系
は
､
(｢茶
道
｣

の
内
部
で
は
)
決
し
て
我
々
そ
れ
ぞ
れ
の
感
覚
が
産
み
出
す
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
｡

そ
れ
は

｢茶
道
｣
の
内
部
に
入
っ
た
と
き
に
､
既
に
あ
る
も
の
と
し
て

一
括
し
て
与
え

ら
れ
る
も
の
と
し
て
あ
り
ま
し
ょ
う
.
も
ち
ろ
ん

｢茶
道
｣
の
深
奥
に
ま
で
通
じ
た
と

き
に
､
そ
れ
を
個
人
的
に
改
変
す
る
余
地
は
あ
る
に
し
て
も
｡

と
す
れ
ば
'
や
は
り
､
そ
こ
に
､
あ
る
権
威
あ
る
者
が
産
み
出
す

｢型
｣
を
美
と
す

る
文
化
の
存
在
を
､
そ
し
て
､
そ
れ
の
改
変
を
容
易
に
許
そ
う
と
は
し
な
い
文
化
の
存

在
を
､
我
々
は
考
え
る
べ
き
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
｡

だ
と
す
れ
ば
､
私
に
は
､
成
立
時
の
茶
道
を
支
え
て
い
る
美
意
識
を
､
茶
道
の
み
を

と
ら
え
て
考
究
し
て
い
て
は
い
け
な
い
の
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
｡
私
に
は
い
ま
だ
ま

っ
た
く
不
案
内
な
分
野
で
す
の
で
､
ま
っ
た
く
の
見
当
違
い
の
可
能
性
も
あ
り
ま
す
が
､

た
と
え
ば
小
笠
原
流
嫉
方
の
定
着
'
等
と
関
連
さ
せ
た
考
察
な
ど
は
不
要
な
の
で
し
ょ

-
か

(も
っ
と
も
､
す
で
に
考
究
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
ら
な
い
だ
け
と
い
-
可

能
性
も
大
あ
り
で
す
)0

た
と
え
ば
､
前
回
の
山
口
発
表
で
も
名
前
の
出
て
い
た
谷
川
徹
三
氏
の
『茶
の
美
学
』

で
は
､
茶
を
構
成
し
て
い
る
重
要
な
フ
ァ
ク
タ
ー
と
し
て
四
つ
の
要
素
を
提
示
し
た
､

と
言
い
ま
す
｡

｢と
言
い
ま
す
｣
と
今
言
い
ま
す
の
は
'
私
は
今
､
筒
井
紘

l
氏
の

｢茶
道
点
前
の

成
立
｣
(『茶
の
湯
事
始
』
講
談
社
学
術
文
庫

]00
9i
九
九
二
〇
初
版
講
談
社

1
九
八
六
O

所
収
論
文
の
初
出
情
報
は
記
し
て
い
な
い
)

に
よ
っ
て
'
谷
川
氏
の
説
を
孫
紹
介
し
ょ

う
と
し
て
い
る
の
で
す
が
､
筒
井
氏
の
紹
介
に
よ
り
ま
す
と
､
谷
川
氏
が
茶
の
重
要
な

四
つ
の
フ
ァ
ク
タ
ー
と
し
た
も
の
は
､
お
お
む
ね

①
社
交
的
な
も
の

②
修
業
肘
な
も
の

③
芸
術
的
な
も
の

④
儀
式
的
な
も
の

で
あ
る
､
と
言
い
ま
す
｡

(ち
な
み
に
'
単
行
本
と
し
て
の
谷
川

『
茶
の
美
学
』
に
は
､
ウ

エ
ブ
キ
ャ
ッ
ト
で
知

る
限
り
に
お
い
て
､
生
活
社
販
日
本
叢
書
一8
i
九
四
五
年
発
行

(昭
和
十
九
年

(
1
九

四
四
)
十

一
月
十
二
日
､
茶
道
文
化
研
究
会
に
於
け
る
講
演
を
収
録
し
た
も
の
と
い
う
)

と
淡
交
社

一
九
七
七
年
発
行
の
二
種
あ
る
よ
う
で
す
｡
少
な
く
と
も

『
茶
の
美
学
』
淡

交
社
版
の
方
は
､
現
在
､
附
属
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
す
か
ら
､
二
種

の
内
容
上
の
関
連
は
不
明
､
筒
井
氏
の
言
う

『
茶
の
美
学
』
が
'
こ
の
二
種
の
う
ち
の

ど
ち
ら
な
の
か
も
未
詳
で
す

(あ
る
い
は
､
ど
ち
ら
も
､
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
)｡)

①
社
交
的
要
素
は
､

一
人
で
茶
を
飲
む
の
で
な
い
限
り
'
他
人
に
対
す
る
配
慮
で
発

生
し
得
ま
す
.

1
人
で
飲
む
茶
の
方
式
が

｢茶
道
｣
に
な

っ
て
も
よ
か
っ
た
は
ず
で
す

が
'
そ
れ
は
文
化
的
に
重
要
と
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
｡
｢茶
道
｣
は

基
本
的
に
見
ら
れ
る
形
式
で
あ
っ
た
と
言
え
ま
し
ょ
う
｡
②
修
行
は
､
何
か
に
通
暁
し

よ
う
と
し
た
場
合
､
何
に
で
も
発
生
し
得
る
要
素
で
し
ょ
う
｡
そ
れ
に
関
し
て
､
『
山

上
宗
二
記
』
あ
る
い
は

『南
方
録
』
そ
の
他
に
顕
著
に
見
ら
れ
る
禅
宗
修
行
と
の
相
同

関
係
は
､
当
時
の
文
化
的
環
境
か
ら
見
て
､
容
易
に

｢茶
道
｣
内
部
に
取
り
込
ま
れ
得

ま
す
｡
③
芸
術
的
要
素
も
'
茶
室

･
庭

･
使
用
す
る
道
具

･
掛
け
軸
等
'
良
い
物
が
使

用
し
た
け
れ
ば

(あ
る
い
は
､
意
図
的
に
悪
と
さ
れ
る
物
を
使
用
し
た
い
場
合
も
含
め

て
)
容
易
に
取
り
込
み
得
ま
す
｡
そ
し
て
､
④
の
儀
式
的
要
素

･
儀
礼
的
要
素
も
ま
た
､

同
様
に
'
当
時
の
文
化
と
の
関
連
が
探
ら
れ
る
べ
き
だ
t
と

一
応
､
学
的
課
題
と
し
て

想
定
し
得
ま
す
｡

一
昔
流
行
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
と
し
て
の
注
目

･
考
察
が

｢茶
道
｣
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に
関
し
て
は
ど
こ
さ
れ
た
か
ど
う
か
､
こ
れ
も
ま
だ
こ
れ
か
ら
確
認
し
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
が
'
｢茶
道
｣
を
し
ぐ
さ
の
文
化
の
一
環
と
し
て
と
ら
え
る
'
視
野
を
広
げ
た

考
察
の
必
要
は
､
こ
の
よ
う
に
論
理
的
帰
結
と
し
て
想
定
さ
れ
ま
す
｡

私
に
は
､
結
局
茶
の
湯
は
､
文
化
的
諸
要
素
を
雪
達
磨
式
に
取
り
込
ん
で
成
立
し
た

雪
達
磨
の
固
定
が
､
部
分
的
改
変
を
ふ
く
ん
だ
上
で
図
ら
れ
よ
う
と
し
た
も
の
'
の
よ

う
に
見
透
さ
れ
ま
す
｡
そ
の
核
は
､
お
そ
ら
く
'
も
て
な
し
の
体
験
と
し
て
の
心
地
好

さ
の
み
な
の
で
は
な
い
か
｡
そ
し
て
､
だ
と
す
れ
ば
､
雪
達
磨
式
に
取
り
込
ま
れ
た
､

ど
の
諸
要
素
も
､
生
活
を
飾
る

｢
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
｣
と
し
て
の
意
味
を
持
つ

(あ
る
い

は
t
L
か
持
っ
て
い
な
い
)
の
で
は
な
い
か
､
と
考
え
ら
れ
ま
す
｡
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
は

記
号
と
し
て
の
意
味
し
か
持
た
な
い
本
質
の
な
い
も
の
で
し
ょ
う
｡
結
局
ど
の
よ
う
に

高
い
抽
象
的
価
値
を
持
つ
も
の
も
､
良
く
も
悪
し
く
も
生
活
の
レ
ベ
ル
で
取
り
込
ん
で

し
ま
う
文
化
的
構
造
を
'
私
は
茶
の
湯
に
見
て
取
る
べ
き
な
の
で
は
な
い
か
､
と
思
い

ま
す
｡

そ
の
こ
と
は
､
茶
禅

1
致
論
に
端
的
に
看
取
さ
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
｡
｢茶

を
飲
む
こ
と
が
悟
り
を
開
く
禅
に
通
じ
る
｣｡
こ
れ
は
い
か
に
も
禅
の
日
本
的
変
容
､

禅
の
日
常
レ
ベ
ル
へ
の
引
き
下
げ
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
｡
た
と
え
ば
､
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
'
小
乗
仏
教
を
伝
え
る
東
南
ア
ジ
ア
諸

国
'
あ
る
い
は
､
密
教
の
最
終
段
階
を
伝
え
る
チ
ベ
ッ
ト
､
等
で
､
受
け
入
れ
ら
れ
る

余
地
が
あ
る
の
か
ど
う
か
､
私
に
は
､
そ
こ
に
関
心
を
働
か
せ
る
べ
き
な
の
で
は
な
い

か
と
思
わ
れ
ま
す
｡

ま
た
'
茶
の
湯
を
雪
達
磨
と
し
て
見
た
場
合
､
そ
の
具
体
物
質
的
核
が
､
ほ
か
な
ら

ぬ

｢茶
｣
で
あ
る
と
い
う
こ
と
､
こ
れ
ま
た
､
｢茶
道
｣
の
存
在
を
前
提
と
し
て
研
究

し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
茶
道
研
究
で
は
お
そ
ら
く
見
過
ご
さ
れ
る
こ
と
に

な
り
が
ち
で
あ
ろ
う
本
質
的
な
問
題
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
｡
茶
の
湯
を
外
部
の
視

点
か
ら
見
た
時
'
な
に
ゆ
え

｢茶
｣
が
選
択
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
の
か
､
そ
の
説
明

が
必
須
で
あ
る
こ
と
が
初
め
て
顕
在
化
し
ま
す
｡
も
ち
ろ
ん
､
こ
れ
に
関
し
て
も
､
す

で
に
研
究
が
あ
る
こ
と
を
私
が
知
ら
な
い
だ
け
か
も
し
れ
ま
せ
ん
の
で
､
今
後
な
お
､

先
行
研
究
を
探
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
｡
特
に
歌
舞
伎

･
民
俗
芸
能

･
興
行
制
度
史

･
茶
の
伝
播
に
関
し
て
詳
密
な
研
究
を
発
表
し
て
居
ら
れ
る
守
屋
毅
氏
が
中
心
と
な
っ

た
と
思
わ
れ
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
記
録

『茶
の
文
化
-

-
そ
の
総
合
的
研
究
』
第

L
部

･
第
二
部

(淡
交
社
､
一
九
八

こ

の
存
在
は
'
気
に

か
か
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
が
'

こ
れ
ま
た
附
属
図
書
館
に
な
く
､
版
元
品
切
れ
状
態
で
､
い
ま
だ
見
る
を
得
て
お
り
ま

せ
ん
｡

な
お
､
筒
井
氏
の
著
作
を
利
用
し
た
つ
い
で
に
､
前
回
の
山
口
先
生
の
発
表
内
容
と

関
わ
る
説
を
､
補
足
紹
介
し
て
お
き
ま
す
｡
筒
井
前
掲
論
文
の

｢は
じ
め
に
｣
に
､
先

の
谷
川
氏
の
見
方
の
紹
介
に
続
い
て
､
次
に
引
く
林
屋
辰
三
郎
氏
の
見
方
が
紹
介
さ
れ

て
い
ま
す
｡

林
屋
辰
三
郎
氏
は

『
日
本
芸
能
の
世
界
』
の
な
か
で
､
茶
会
を
総
合
芸
術
と
と
ら

え
､
具
体
的
に
演
劇
と
比
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
｡

①

演
劇
を
構
成
す
る
俳
優
は
茶
会
を
催
す
亭
主

②

劇
場
は
茶
室

③

観
客
は
茶
会
に
招
か
れ
た
客
人

④

台
本
は
茶
会
記

で
あ
る
と
い
い
'
以
上
の
四
つ
の
要
素
の
調
和
が
茶
会
芸
術
の
完
成
で
あ
る
と
考

え
て
い
る
｡

こ
の
見
方
は
､
能
と
茶
の
相
同
に
つ
い
て
考
え
る
際
に
､
林
屋
氏
の
著
作
が
参
照
さ

れ
る
べ
き
研
究
文
献
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
で
し
ょ
う
｡

四

雪
達
磨
と
し
て
の
茶
の
湯
は
､
当
然
表
層
に
通
時
的
変
化
を
来
た
し
ま
す
｡

前
掲

『
茶
道
学
大
系
』
第
二
巻
茶
道
の
歴
史
所
収
谷
端
総
説
論
文
の
一

｢基
礎
史
料

の
公
刊
｣
の

(
1
)
｢中
世
の
飲
茶
に
つ
い
て
｣
冒
頭

(p
.7)
に
､
簡
明
に

鎌
倉

･
室
町
期
の
飲
茶
に
つ
い
て
は
室
町
後
期
以
降
に
現
れ
る
形
態
-

い
わ

ゆ
る

｢わ
び
茶
｣
の
出
現
と
そ
れ
以
前
で
は
い
さ
さ
か
様
相
が
異
な

っ
て
お
り
､

後
期
以
前
に
は
い
く
ら
か
の
形
態
が
平
行
し
て
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
想
定
さ
れ

て
い
る
｡
｢会
所
｣
に
お
け
る
室
礼
の
な
か
の
飲
茶
､
禅
宗
寺
院
に
お
け
る
茶
礼
'

ま
た
闘
茶
や
路
傍
で
の
飲
茶

〓

服

一
銭
)
な
ど
で
あ
る
｡

と
あ
り
ま
す
｡

つ
ま
り
､
本
来
'
｢わ
び
茶
｣
と
､
そ
の
他
の
飲
茶
に
､
価
値
的
差
異
な
ど
は
な
い

は
ず
で
す
｡
そ
れ
が

｢わ
び
｣
的
要
素
が
価
値
の
表
層
に
､
大
き
く
表
面
積
を
広
げ
､

支
配
的
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
も
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
､
と
い
う
こ
と
で
す
｡
こ
れ
に

囚
わ
れ
'
こ
れ
を
本
質
視
す
る
こ
と
は
'
幻
想
と
も
言
い
得
ま
し
ょ
う
｡

後
に
支
配
的
要
素
と
な
っ
た
も
の
か
'
も
と
も
と
支
配
的
要
素
で
あ
っ
た
も
の
か
､
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こ
れ
に
つ
い
て
は
､
注
意
深
く
観
察
し
､
惑
わ
さ
れ
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
｡

た
と
え
ば
､
『
茶
道
学
大
系
』
九
茶
と
文
芸

(
二
〇
〇
〓

所
収
森
川
昭
氏

｢茶
の

湯
と
俳
諸
｣
の

1

｢茶
の
湯
と
俳
語
と
｣
p.)
38
で
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
ま
す
O

茶
の
湯
と
季
節
感
の
親
し
さ
は
､

茶
事
の
歳
時
の
全
体
か
ら
'
茶
席
の
菓
子
に

至
る
ま
で
､
切
っ
て
も
切
れ
な
い
関
係
に
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
｡

そ
し
て
､
そ
れ
を
前
提
と
し
て
､
連
句
の
､
各
季
節
に
関
わ
る
付
け
合
い
に
見
ら
れ

る
連
想
と
､
茶
の
湯
の
道
具
組

(掛
け
物
の
古
歌

･
各
道
具
の
銘
)
に
見
ら
れ
る
季
節

へ
の
配
慮
に
共
通
性
が
見
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
､
と
い
う
こ
と
を
､
延
宝
四
年

(
一

六
七
六
)
の
芭
蕉
連
句
の
一
部
お
よ
び
同
年
刊
の
付
合
辞
書

『
類
船
集
』
と
'

一
方
'

昭
和
九
年
と
い
う
近
代
も
も
う
遅
い
時
期
の
高
橋
等
庵
の

『
十
二
ケ
月
茶
の
湯
』
の
道

具
組
の
7
例
を
対
照
さ
せ
て
論
じ
て
い
ま
す
が
､
使
用
し
て
い
る
書
物
の
年
代
の
余
り

の
隔
た
り
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
､
そ
の
前
提
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
認
識
そ
の
も
の

が
非
歴
史
的
な
認
識
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
可
能
性
に
､
論
者
は
無
自
覚
で
あ
る
t
と

言
わ
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
で
す
｡

た
と
え
ば
､
熊
倉
功
夫
氏
の

｢茶
の
湯
の
連
歌
的
性
格
｣
(『
国
文
学

解
釈
と
教
材

の
研
究
』

一
九
九
八
年
十
二
月
)
に
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
｡
少
し
長
く
な

り
ま
す
が
'
引
用
し
て
み
ま
す
｡
(傍
線
山
本
)

少
な
く
と
も
茶
の
湯
の
季
節
感
や
趣
向
が
明
確
に
意
識
さ
れ
る
の
は
叫
州
側
融
以

降
で
は
な
い
か
と
思
う
｡
つ
ま
り
､
俳
諮
趣
味
の
発
達
が
'
茶
の
湯
に
お
け
る
連

歌
的
性
格
を
か
え
っ
て
強
化
す
る
の
で
は
な
い
か

(p
.
)0
6)

花
の
記
載
が
な
い
場
合
が
多
い
｡
-
-
ま
た
初
期
茶
会
で
は
梅
､
椿
､
水
仙
､
菊

が
ほ
と
ん
ど
で
､
奇
妙
な
ほ
ど
季
節
離
れ
し
た
花
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
珍
し
く

な
い
｡

道
具
の
取
合
せ
や
花
に
よ
っ
て
茶
会
の
趣
向
を
物
語
り
に
表
現
す
る
に
は
'
道

具
に
そ
れ
ぞ
れ
物
語
り
の
要
素
と
な
る
銘
や
書
付
け
が
必
要
で
あ
る
が
'
初
期
の

道
具
に
は
ほ
と
ん
ど
そ
れ
が
な
い
｡
逆
に
い
え
ば
､
季
節
を
表
し
'
趣
向

(例
え

ば
祝
意
な
ど
)
を
表
現
す
る
銘
な
ど
が
道
具
に
豊
富
に
付
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る

の
は
十~
州
期
矧
叫
封
司
別型
叫
誠
司
矧
以
降
で
あ
ろ
う
O
(p
.

1

4))

森
川
氏
は
'
俳
譜
研
究
の
専
門
家
で
は
あ
り
ま
す
が
､
茶
の

湯

研究
の
専
門
家
で
は

な
い
｡
茶
の
湯
に
関
す
る
考
察
は
～

い
や
､
何
に
つ
い
て
も
そ
う
で
す
が
､
今
の
戟

々
が

(実
は
)
無
根
拠
に
有
し
て
い

る

固
定
観
念
の
､
史
的
知
識
に
よ
る
相
対
化
の
作

業
と
無
縁
の
と
こ
ろ
で
は
成
立
し
得
ま
せ
ん
｡

以
上
､
種
々
様
々
な
レ
ベ
ル
の
問
題
を
羅
列
す
る
雑
駁
な
報
告
に
終
始
し
ま
し
た
が
､

本
日
の
発
表
を
終
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
｡
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連
歌
に
お
け
る
付
合
い
の
技
法
や
見
立
の
趣
向
は
､
そ
の
ま
ま
茶
会
の
道
具
組
み
'

趣
向
と
共
通
す
る
よ
う
に
い
わ
れ
て
き
た
｡
ま
た
私
自
身
､
そ
の
よ
う
に
述
べ
て

剖
封

1
正
確
に
は
､
茶
の
湯
に
お
い
て
こ
う
し
た
技
法
が
前
面
に
出
て
く
る
の

は
刊
州
世-
紀~
の
こ
と
で
､
十
六
世
紀
の
紹
鴎
や
利
休
の
時
代
に
は
､
ほ
と
ん
ど
､

そ
う
し
た
工
夫
は
ま
れ
で
あ
る
｡
道
具
組
み
で
も
､
あ
ま
り
変
化
は
な
く
､
こ
と

に

1
定
の
道
具
は
は
じ
め
か
ら
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
い
て
-
･･･､

一
点
ず
つ
自
由
に

取
合
せ
て
物
語
り
を
つ
く
る
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡

季
節
感
に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
い
え
る
｡
-
-
初
期
の
茶
会
に
は
季
節
感

が
ま
こ
と
に
と
ぼ
し
い
｡
せ
い
ぜ
い
季
節
を
表
現
す
る
の
は
花
で
あ
る
が
､
そ
の

花
も
常
に
床
に
出
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
､
興
味
も
薄
か
っ
た
の
か
'
茶
会
記
に




