
名

物

裂

オ己
円

成

.lL 

の

そ

の

と

i

i
美
的
「
さ
び
」
と
の
か
、
わ
り
i

j

名
物
裂
に
関
す
る
研
究
は
こ
れ
ま
で
幾
多
の
人
々
に
よ
り
な
さ
れ
て
き
た
が
、

そ
れ
ら
の
多
く
は
主
と
し
て
染
織
史
的
観
点
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
こ
で
小
論
で
は
、
名
物
裂
の
発
生
が
鎌
倉
時
代
の
禅
宗
の
伝
来
に
遡
る
こ
と

に
鑑
み
、
茶
札
に
伴
っ
て
発
展
し
た
名
物
裂
を
中
世
か
ら
近
世
初
期
の
茶
湯
文
化

の
中
に
特
に
珠
光
以
詳
の
「
わ
び
茶
」
に
視
点
を
置
き
、
茶
会
を
構
成
す
る
重
要

な
要
素
で
あ
る
墨
蹟
・
絵
画
な
ど
の
表
具
類
の
表
装
裂
や
茶
器
・
茶
道
具
の
仕
覆

・
袋
裂
に
つ
い
て
、
「
わ
ぴ
茶
」
の
茶
会
全
体
の
中
で
ど
の
よ
う
に
位
量
し
調
和

し
て
き
た
か
そ
し
て
如
荷
な
る
役
割
を
為
し
た
か
を
そ
れ
ら
の
美
的
表
現
の
中
に

考
察
す
る
も
の
で
あ
る
む

飛
鳥
・
奈
良
時
代
を
中
心
と
し
た
法
珪
寺
裂
や
正
倉
院
裂
な
ど
の
上
代
裂
は
当

時
の
陪
・
著
か
ら
の
将
来
品
で
第
一
次
外
来
品
と
呼
江
れ
る
の
に
対
し
、
名
物
裂

旦
口
小

蔵

重

手口

子

は
中
世
以
降
の
交
易
に
よ
り
も
た
ら
さ
主
た
も
の
と
し
て
第
二
次
外
来
品
と
し
て

扱
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
渡
来
時
期
は
次
の
よ
う
に
区
分
さ
れ
る
。

そ
れ
に
よ
る
と
、

一
、
極
古
渡
り
(
一
回
O
匝
)
勘
合
貿
易
の
始
め
、
こ
の
頃
の
も
の
が
多
い

(
こ
れ
よ
り
弘
前
の
も
の
及
び
一
四
一
一
嘆
迄
の
も
の
)

二
、
古
渡
与
(
一
四
三
三
)
勘
合
貿
易
再
開
(
こ
の
頃
の
も
の
よ
り
一
四
九

三
頃
迄
の
も
の
)

三
、
中
渡
り
(
一
五
O
四
)
(
こ
の
頃
の
も
の
よ
り
一
五
四
七
頃
迄
の
も
の
)

図
、
後
渡
り
(
一
五
五
八
)
(
こ
の
頃
よ
与
一
五
九
二
頃
迄
の
も
の
)

五
、
近
渡
り
ご
六
O
三
)
江
戸
幕
府
を
開
く
(
こ
の
頃
よ
り
一
六
五
二
頃

迄
の
も
の
)

六
、
新
渡
り
(
一
六
五
二
)
(
こ
の
頃
よ
り
一
七
一
一
頃
迄
の
も
の
)

(
神
谷
条
子
編
「
日
本
染
織
年
表
」
)

「
極
吉
渡
り
」
辻
藤
京
期
か
ら
鎌
倉
に
亘
る
も
の
が
多
く
栄
茜
な
ど
禅
常
に
よ

り
宋
か
ら
将
来
さ
れ
た
も
の
。
「
古
渡
り
」
は
足
利
三
代
将
軍
義
溝
時
代
に
暁
と

の
貿
易
に
よ
る
品
が
主
た
る
も
の
。
「
中
渡
り
」
は
そ
の
第
二
期
の
交
易
品
で
八

代
将
軍
義
政
の
東
出
文
化
の
時
期
と
一
致
す
る
。
「
後
渡
り
」
は
そ
れ
ま
で
の
中
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留
の
み
な
ら
ず
中
央
、
甫
ア
ジ
ア
西
欧
な
ど
の
高
室
貿
易
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、

名
物
裂
と
し
て
は
こ
の
「
後
渡
り
」
ま
で
の
も
の
が
況
と
ん
ど
で
あ
る
c

何
故
な

ら
ば
「
近
渡
り
」
は
朱
印
貿
易
に
よ
る
も
の
で
「
後
寝
与
」
の
時
期
の
も
の
と
誌

と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
「
新
渡
り
」
は
家
元
の
鎖
国
時
代
の
も
の
で

清
や
オ
ラ
ン
ダ
の
み
か
ら
の
も
の
で
あ
る
。

次
に
、
名
物
裂
に
関
さ
れ
た
名
称
の
由
来
に
つ
い
て
み
る
と
、

@
所
持
者
の
名
前
を
冠
し
た
も
の

(
弼
)
利
休
間
道
、
珠
光
鍛
子
な
ど

②
文
様
を
冠
し
た
も
の

(
例
)
二
重
蔓
金
欄
、
宝
尽
し
金
調
な
ど

③
寺
社
・
所
在
地
に
拠
る
も
の

(
例
)
(
輿
福
寺
金
欄
、
鎌
倉
間
道
な
ど

主
と
し
て
所
持
者
に
よ
る
も
の
が
多
く
、
こ
れ
は
す
で
に
茶
人
と
し
て
大
成
し

た
者
が
主
な
も
の
で
、
村
田
珠
光
や
宗
珠
、
武
野
紹
鴎
、
千
利
休
、
吉
田
織
部
、

小
堀
遠
州
な
ど
中
世
か
ら
近
世
初
期
に
か
け
て
茶
湯
文
化
を
築
い
た
茶
人
た
ち

で
、
そ
の
卓
越
し
た
鑑
識
設
や
美
的
感
覚
、
好
尚
を
反
映
し
て
そ
の
美
的
彊
値
を

た
か
め
る
と
と
も
に
彼
ら
の
持
つ
茶
器
・
茶
道
具
・
一
指
物
を
も
権
威
づ
け
、
自
身

の
茶
湯
観
を
確
立
し
て
い
っ
た
。
著
名
ゆ
え
に
そ
の
所
持
す
る
茶
器
・
茶
道
具
・

幅
物
等
が
す
ぐ
れ
た
美
意
識
と
選
択
に
よ
っ
て
名
物
と
し
て
の
価
値
を
生
じ
た
の

で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
名
物
裂
の
名
称
及
び
そ
の
選
定
は
い
つ
頃
或
立
し
た
か
は
ま
だ
明

確
に
は
解
明
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
茶
湯
が
普
及
し
た
近
世
拐
期
半
ば
に
小
堀

遠
州
に
よ
っ
て
表
装
裂
・
袋
裂
な
ど
名
物
裂
命
名
の
た
め
の
整
理
が
な
さ
れ
た
こ

と
を
ま
ず
第
一
に
上
げ
な
け
れ
誌
な
ら
な
い
c

彼
辻
利
休
の
高
弟
吉
田
織
部
を
訴

と
し
、
茶
人
と
し
て
の
み
会
ら
ず
茶
室
設
計
や
造
園
家
と
し
て
も
知
ら
れ
、
徳
川

三
代
将
軍
家
元
の
奈
湯
指
南
を
つ
と
め
、
そ
の
優
れ
た
芸
術
的
才
能
を
生
か
し
て

茶
器
-
茶
道
具
・
書
画
な
ど
の
鑑
識
及
び
選
定
に
つ
と
め
、
そ
れ
ま
で
の
名
物
の

上
に
新
た
に
中
興
名
物
を
制
定
し
た
。
そ
し
て
そ
れ
ま
で
の
茶
人
た
ち
所
有
の
茶

器
・
茶
道
具
の
栓
覆
裂
・
幅
物
の
表
装
裂
な
ど
の
染
織
品
を
整
理
し
て
名
物
裂
成

立
の
基
礎
を
築
い
た
人
物
で
あ
る
c

そ
れ
か
ら
一
世
紀
余
を
経
た
元
禄
初
期
、
出

雲
松
江
藩
第
七
代
藩
主
松
平
不
味
(
治
郷
)
に
よ
り
「
吉
今
名
物
類
棄
』
が
編
纂

さ
れ
、
「
名
物
裂
」
'
の
名
称
が
成
立
し
た
の
で
あ
る
。
遠
州
の
功
讃
に
拠
る
所
大

で
あ
る
。
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そ
こ
で
、
こ
こ
に
至
る
ま
で
の
名
物
裂
成
立
に
関
す
る
好
余
曲
折
に
つ
い
て
、

明
石
染
入
「
名
物
錦
繍
類
纂
」
を
手
懸
り
と
し
て
述
べ
て
み
た
い
っ

明
石
氏
辻
そ
の
中
で
、

「
古
今
名
物
類
緊
』
上
梓
の
寛
政
三
年
に
先
立
つ
こ
と
吉
九
十
五
年
前
の
丈

禄
四
年
(
一
五
九
五
)
七
月
十
五
日
の
奥
書
の
あ
る
別
所
吉
兵
禽
の
署
名
に

か
、
る
「
名
器
録
」
と
称
す
る
稿
本
の
中
に
「
銘
物
地
地
」
の
条
目
あ
る
こ

と
を
晃
出
し
た
の
で
、
銘
物
裂
の
名
称
は
す
で
に
桃
山
時
代
に
可
な
り
有
名

と
な
り
茶
人
間
に
珍
重
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
て
、
そ
れ
を

こ
こ
に
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
の
で
あ
る
。

こ
の
「
名
器
録
』
は
大
部
分
藤
田
郎
以
下
の
名
物
茶
入
の
記
事
を
載
せ
て

い
る
が
、
そ
の
巻
末
に
「
小
査
の
由
来
」
と
題
し
て
藤
田
郎
の
略
伝
、
そ
の

家
系
弼
伝
作
品
、
茶
入
流
、
当
時
の
作
者
を
挙
げ
、
末
尾
に
丈
禄
回
議
乙
未



七
月
十
五
司
、
別
所
吉
兵
衛
と
署
名
し
て
あ
ち
、
更
に
そ
の
次
に
「
銘
物
地

(
代
金
他
省
略
)

右
者
片
柄
出
雲
守
様
所
持
其
後
小
堀
遠
江
守
様
ニ
有

一
屠
物
塩
瀬
戸
籍
白
地
丸
竜
椴
子
袋

塩
世
漢
東
袋

珠
光
経
子
袋

士
宮
ツ

地
」
と
題
し
て

漢
東
切
と
云
名
は
古
き
見
事
漢
渡
一
反
買
取
夫
を
袋
切
に
裁
銘
々
に
分
け

て
遣
し
け
る
其
世
活
を
致
た
る
人
の
名
さ
し
て
何
漢
東
と
申
け
る
又
其
品
い

ろ

J
1名
物
と
名
付
け
る
も
有
一
反
と
云
は
市
西
尺
往
に
一
丈
余
ち
の
も
の

春
〕
ツ

士
宮
ツ

也

(
代
金
地
省
略
)

一
害
物
高
根
文
茄

時
代
綾
杉
切
袋

今
春
綾
子
袋

事
〕
ツ

と
言
頭
し
て
、
漢
東
十
九
種
、
吉
金
調
三
十
二
撞
、
鍛
子
十
一
種
の
名
称

と
略
説
並
に
時
代
を
書
い
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
見
る
と
『
古
今
名
物

類
緊
」
や
「
和
漢
錦
繍
一
覧
』
の
底
本
で
あ
る
様
な
気
が
す
る
の
で
あ
る
。

と
に
か
く
『
名
器
録
」
の
出
現
と
こ
の
存
在
の
意
義
は
可
な
り
吾
々
に
と
っ

て
は
深
い
も
の
で
あ
る
と
欣
ん
で
い
る
。

と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
し
か
し
、
桃
山
時
代
の
こ
の
他
の
「
茶
器
名
物
集
」
や

「
神
谷
宗
湛
筆
記
」
に
も
名
物
裂
の
名
称
は
見
受
け
ら
れ
な
い
ば
か
り
，
か
、
当
時

の
茶
人
た
ち
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
裂
類
に
も
そ
の
名
称
は
記
録
さ
れ
て
い
な
い
の

で
あ
る
。
ま
た
「
天
王
寺
霊
会
記
」
や
『
松
屋
会
記
」
に
も
幅
物
の
表
装
や
茶
器

の
仕
覆
に
使
わ
れ
た
裂
類
の
色
彩
や
織
物
に
つ
い
て
の
詳
細
な
記
録
は
見
ら
れ
る

が
、
そ
の
名
称
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
桃
山
時
代
に
は
既
に
名
物
裂
の
名
称
が
発

生
し
て
い
た
と
い
う
確
証
は
ま
だ
な
い
の
で
あ
る
。

時
代
は
く
だ
っ
て
、
元
禄
四
年
の
「
鴻
池
道
具
帳
」
に
は
次
の
よ
う
な
裂
類
の

名
称
の
記
載
が
見
ら
れ
る
。

tv〕ツ

一
唐
物

(
代
金
他
省
略
)

右
者
吉
田
織
部
殿
所
持

大
澄
袈
裟
窃
袋

さ
冶
つ
る
殺
子
袋

塞

事
〕
ツ事

〕
ツ
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(
代
金
他
省
轄
)

右
者
小
堀
遠
江
守
様
錦
所
持

一
夏
由
春
襲
露
首
金
地
二
重
絃
大
牡
丹
袋

綿
子
漢
嶋
袋

士
宮
ツ

亭
〕
ツ

(
代
金
也
省
略
)

一
角
倉
飛
鳥
山

花
色
花
、
っ
さ
ぎ
袋

護
鵠
袋

壱
ッ

士
宮
ツ

一
審
物
八
雲
一
肩
管

自
彊
穀
子
袋

宝
珠
切
袋

並
若
狭
四
角
盆
有
茶
入

申
諸
書
巻
物
有

士
宮
ツ

(
代
金
位
省
略
)

一
玉
の
井
根
貫
一
肩
錆

萌
黄
角
竜
切
の
袋

大
内
花
菱
切
の
袋

吉
野
漢
嶋
切
の
袋

右
者
従
権
現
様
松
平
越
後
守
様
へ
被
為
進
其
時
お
そ
桜
と
名
錦
仔
其
後

士
宮
ツ



出 小
堀
達
江
守
様
玉
の
井
と
御
付
越
後
守
様
ち
堀
田
筑
前
守
様
へ
被
為
進
候

(
茶
道
全
集
巻
の
十
五
都
元
社
)

以
上
を
み
て
も
各
々
の
裂
地
に
名
称
が
糾
問
さ
れ
て
お
り
、
中
で
も
「
自
極
殺
子
」

「
珠
光
鍛
子
」
「
今
春
綾
子
」
「
宝
珠
切
」
「
さ
、
つ
る
毅
子
」
「
大
内
花
菱
切
」
「
吉

野
漢
嶋
切
」
「
在
う
さ
ぎ
」
「
金
地
二
重
経
大
牡
丹
」
な
ど
は
の
ち
の
名
物
裂
に
選

定
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

次
に
、
元
禄
七
年
菊
本
嘉
保
編
纂
の
『
万
宝
全
書
』
の
巻
八
『
古
今
和
漢
諸
道

具
見
知
紗
」
の
中
に
載
る
「
古
今
織
物
時
代
靖
之
色
々
」
に
は
、
次
の
よ
う
な
裂

禁
の
名
称
が
み
ら
れ
る
c

大
内
菱

名
物
の
宥
段
子

名
物
の
段
子

名
物
の
段
子

こ
れ
ら
は
先
に
一
記
し
た
裂
類
と
一
致
し
、
そ
れ
ぞ
れ
名
物
の
金
調
ま
た
は
段
子

(
殺
子
)
と
記
さ
れ
て
お
り
、
名
物
裂
を
示
し
て
い
る
。

こ
の
こ
と
よ
り
、
元
禄
七
年
頃
に
は
少
な
く
と
も
名
物
裂
の
名
称
が
障
さ
れ
て

い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
を
整
理
し
、
は
じ
め
に
述
べ
た
小
堀

遠
州
の
業
譲
を
も
と
に
、
以
上
の
よ
う
な
書
物
を
患
本
と
し
、
さ
ら
に
新
た
な
裂

類
を
加
え
名
物
裂
は
松
平
ナ
小
味
に
よ
っ
て
『
吉
今
名
物
類
索
」
に
整
理
さ
れ
、
公

に
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

金
割
切

白
極
切

珠
光
切

紹
鶴
切

袋
端

袋
端

袋
端

袋
端

袋
端

名
物
金
需
菱
之
紋
有

名
物
の
段
子
世

四

名
物
裂
の
発
生
は
、
禅
宗
と
と
も
に
↑
伝
来
し
た
茶
や
墨
蹟
・
絵
画
・
茶
器
・
茶

道
具
そ
し
て
禅
僧
の
袈
裟
・
染
織
品
な
ど
の
将
来
品
に
そ
の
源
が
あ
り
、
禅
宗
の

発
展
に
伴
っ
て
茶
も
普
及
し
い
わ
ゆ
る
茶
禅
一
味
の
文
化
が
禅
宗
の
需
に
生
じ

た
。
こ
こ
で
は
ま
ず
名
物
裂
が
禅
宗
文
化
の
中
で
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
且

つ
発
展
し
て
き
た
か
、
そ
し
て
人
々
の
間
で
ど
の
よ
う
に
受
け
と
め
ら
れ
て
き
た

か
を
、
当
時
の
茶
人
た
ち
の
茶
会
記
な
ど
を
通
し
て
辿
っ
て
み
た
い
c

鎌
倉
時
代
に
中
国
・
宋
よ
り
わ
が
国
に
最
初
に
禅
宗
を
伝
え
た
の
は
栄
酉
(
臨

で
あ
る
と
云
わ
れ
る

G

彼
は
わ
が
国
に
お
け
る
禅
門
の
始
祖
と
し
て
中
世

済
宗
)

の
禅
宗
史
に
大
き
な
足
跡
を
残
し
た
。

栄
西
が
ん
伝
え
た
禅
宗
で
は
茶
辻
香
を
焚
く
の
と
同
様
に
宗
教
的
・
儀
式
的
な
も

の
を
母
胎
と
し
て
お
り
、
彼
は
そ
の
著
「
喫
茶
養
生
記
」
の
中
で
「
茶
辻
人
障
の

身
体
で
最
も
大
切
な
心
蟻
を
建
全
に
課
つ
た
め
の
薬
で
あ
る
、
と
同
時
に
張
与
を

少
な
く
し
て
心
践
を
開
く
精
神
の
啓
発
を
促
す
、
す
な
わ
ち
喫
茶
は
己
の
活
り
を

極
め
る
仏
道
成
就
へ
の
道
で
あ
る
」
と
説
い
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
禅
宗
の
宗
教
的
儀
式
的
立
場
を
母
胎
と
し
た
茶
も
鎌
倉
末
期
か
ら

南
北
朝
に
か
け
二
つ
の
方
向
に
分
か
れ
る
よ
う
に
な
る
。
一
つ
は
そ
れ
ま
で
の
禅

札
と
し
て
の
要
素
を
離
れ
、
正
く
大
衆
的
・
娯
楽
的
意
味
あ
い
の
も
の
に
傾
斜
し

て
い
っ
た
、
「
爵
茶
」
で
為
り
ノ
「
茶
寄
合
」
で
ふ
め
る
。
こ
れ
ら
は
玄
恵
の
「
喫
茶

往
来
』
や
「
太
平
記
」
の
記
述
に
数
多
く
見
ち
れ
る
よ
う
に
、
諸
国
の
茶
を
喫
み

品
種
を
あ
て
る
遊
裁
で
豪
華
な
賓
品
を
賭
し
て
な
お
濯
を
ふ
る
ま
い
、
ま
た
「
茶

寄
合
」
「
連
歌
会
」
の
名
目
で
大
衆
化
し
て
い
っ
た
茶
会
の
こ
と
で
、
本
来
の
禅
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礼
か
ら
す
る
と
「
け
し
か
ら
ず
も
て
な
さ
る
る
茶
」
と
い
う
所
で
あ
る
。

い
ま
一
つ
は
、
次
第
に
禅
僧
の
罵
で
五
山
文
学
を
学
ぶ
こ
と
に
よ
り
そ
の
文
学

岳
素
養
か
ら
美
に
め
ざ
め
、
美
的
表
現
、
美
的
な
る
も
の
の
発
見
へ
と
趣
味
的
な

隷
梧
を
帯
び
る
よ
う
に
な
り
、
本
来
の
宗
教
的
・
儀
礼
的
意
味
あ
い
を
残
し
な
が

ち
次
の
東
山
文
化
へ
と
受
け
継
が
れ
、
そ
の
中
で
将
軍
家
の
殿
中
茶
湯
い
わ
ゆ
る

「
書
院
の
茶
」
と
し
て
、
自
然
美
や
審
物
名
物
の
荘
厳
美
が
加
味
さ
れ
発
展
し
て

い
く
の
で
あ
る
。
こ
の
後
者
の
発
展
の
中
に
、
本
旨
、
名
物
裂
の
「
美
的
な
る
も

の
」
が
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。

禅
宗
の
伝
来
以
来
、
特
に
臨
済
宗
の
禅
憎
の
袈
裟
に
は
金
構
が
多
く
用
い
ら
れ

た
。
そ
れ
は
禅
宗
と
と
も
に
宋
か
ら
現
に
か
け
て
交
易
が
盛
ん
に
行
わ
れ
数
多
く

の
害
物
が
将
来
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
。
宋
代
仏
教
の
影
響
を
受
け
た
袈
裟
は
、
九

条
以
上
二
十
五
条
ま
で
の
大
衣
(
大
袈
裟
)
が
中
心
で
、
現
存
す
る
物
で
は
京
都

大
築
寺
塔
頭
龍
光
院
蔵
(
明
代
製
作
)
無
縫
の
二
十
五
条
袈
裟
赤
地
縁
唐
草
文
様

金
調
が
あ
り
、
ま
た
天
龍
寺
関
山
・
夢
窓
国
師
像
の
九
条
金
欄
着
衣
、
さ
ら
に
鎌

倉
・
寿
福
寺
明
庵
栄
西
木
像
の
九
条
袈
裟
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
金
梼
の
袈
裟
は
禅
僧
衣
と
し
て
の
み
で
な
く
、
禅
倍
程
龍
着
用
の

袈
裟
を
用
い
て
墨
蹟
・
絵
画
な
ど
の
表
装
を
お
こ
な
う
こ
と
辻
、
そ
の
墨
蹟
や
絵

画
そ
の
も
の
を
桓
師
自
身
と
し
て
尊
崇
す
る
た
め
の
荘
穀
の
意
味
を
持
っ
た
の
で

あ
る
。
そ
の
金
調
裂
が
ど
の
墨
讃
・
絵
画
に
調
和
す
る
か
そ
し
て
そ
れ
が
掛
け
ら

れ
る
場
所
と
そ
の
哀
切
合
わ
せ
の
見
立
て
に
も
大
い
に
美
的
感
覚
を
要
し
た
で
あ

ろ
、
つ

G
足
利
六
代
将
軍
義
教
の
同
朋
を
つ
と
め
後
に
八
代
将
軍
義
政
に
も
仕
え
た
能
阿

弥
は
、
そ
れ
ま
で
の
唐
様
の
関
茶
か
ら
脱
し
て
茶
の
札
法
を
確
立
、
さ
ら
に
麿
物

の
墨
蹟
・
絵
画
等
の
表
具
を
書
院
の
和
風
用
に
改
装
し
た
。
援
法
和
漢
の
書
冨
の

輩
識
に
す
ぐ
れ
、
著
物
表
具
類
の
改
装
辻
彼
に
よ
っ
て
は
じ
め
ら
れ
た
と
云
わ
れ

る
。
彼
は
ま
た
書
読
飾
り
や
台
子
飾
り
を
考
案
し
て
貴
族
趣
味
の
殿
中
書
院
の
茶

の
和
禄
化
を
進
め
た
人
物
で
も
あ
る
む

の
ち
に
彼
の
引
き
合
わ
せ
で
義
政
に
仕
え
た
村
田
珠
光
も
茶
の
和
様
化
に
つ
と

め
た
人
物
で
、
彼
は
唐
物
の
表
具
・
茶
道
具
等
の
目
利
き
や
改
装
は
能
阿
弥
に
学

ん
だ
の
に
対
し
、
能
阿
弥
も
茶
湯
札
法
は
珠
光
を
範
と
し
た
ら
し
い
。
「
珠
光
一

紙
自
諒
同
に
「
此
一
巻
ハ
珠
光
目
和
措
古
ノ
道
ヲ
能
関
弥
ニ
間
窮
タ
ル
処
ノ
日

記
也
蹟
言
宗
珠
ヘ
相
伝
ス
」
(
「
山
上
宗
二
記
」
)
と
能
阿
弥
に
教
わ
っ
た
目
利
き

の
し
か
た
を
調
子
宗
珠
に
伝
え
て
い
る
。
珠
光
も
ま
た
和
漢
表
具
や
茶
器
・
茶
道

具
の
鑑
識
に
す
ぐ
れ
、
数
多
く
の
表
呈
ハ
の
改
装
を
手
懸
け
た
の
み
で
な
く
、
備
前

や
信
楽
な
ど
の
素
朴
な
民
間
の
雑
器
も
「
冷
え
枯
る
る
」
と
称
し
高
く
評
価
し
て

彼
の
和
罰
則
の
茶
湯
に
取
り
入
れ
た
。
珠
元
は
義
政
に
仕
え
て
還
俗
し
、
儒
教
思
想

を
根
底
に
庶
民
の
茶
を
標
梼
し
て
京
都
六
条
に
草
庵
を
構
え
、
四
畳
半
茶
室
を
造

り
「
わ
ぴ
茶
」
の
点
茶
法
を
考
案
し
た
。
和
様
茶
湯
の
関
山
山
・
始
祖
と
云
わ
れ
る
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所
以
で
あ
る
c

義
政
の
東
山
時
代
は
能
阿
弥
・
珠
光
と
い
う
こ
人
の
擾
れ
た
茶
人
に
よ
っ
て
は

じ
め
て
和
様
の
茶
湯
が
成
立
し
た
時
代
と
さ
れ
る
。

五

珠
光
の
「
わ
び
茶
」
は
、
踊
子
宗
珠
や
武
野
紹
鶴
(
珠
光
の
門
人
宗
諌
・
宗
需

の
弟
子
)
に
よ
っ
て
受
け
継
が
れ
、
さ
ら
に
そ
れ
を
推
進
し
て
紹
議
の
高
弟
利
抹

に
よ
っ
て
大
成
さ
れ
た
。
以
下
、
若
干
そ
れ
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。

珠
光
の
西
呈
半
の
「
わ
び
茶
」
は
将
軍
家
の
「
書
誌
の
茶
」
と
庶
民
の
茶
「
下



京
茶
湯
」
を
融
合
し
た
も
の
と
し
て
宗
珠
に
継
承
さ
れ
た
。
彼
は
そ
こ
か
ら
さ
ら

に
当
時
交
流
の
あ
っ
た
文
人
公
卿
・
二
一
条
西
実
隆
の
影
響
を
受
け
、
彼
の
茶
趣

は
、
意
識
的
に
ま
た
蕪
意
識
的
に
も
公
家
好
み
の
伝
統
的
な
吉
典
趣
味
が
加
わ

り
、
民
流
を
「
わ
び
茶
」
に
取
h

リ
入
れ
る
こ
と
に
よ
り
公
家
社
会
に
も
広
ま
っ
て

い
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
辻
「
わ
び
茶
」
に
積
撞
的
に
和
物
を
寂
り
入
れ
、
墨
韻
・

絵
画
の
表
具
寸
法
を
四
畳
半
小
関
に
合
わ
せ
て
改
装
し
た

G

宗
珠
の
も
と
を
訪
れ

た
連
歌
師
・
宗
長
は
一
五
二
六
年
に
、

下
京
茶
湯
ト
テ
此
ゴ
ロ
数
奇
ナ
ド
ト
イ
ヒ
テ
、
四
畳
半
敷
、
六
畳
舗
、
ヲ
ノ

ヲ
ノ
輿
行
(
傍
点

筆
者
)

と
記
し
て
お
り
、
こ
こ
で
は
「
数
寄
」
日
「
わ
び
茶
」
と
解
釈
し
て
い
る
よ
う
で

あ
る
む
「
数
脅
さ
が
茶
湯
を
指
す
制
約
に
は
、
歌
論
集
『
正
徹
物
語
」
(
一
四
呂
田
!

五
二
頃
成
立
)
が
あ
り
、
こ
こ
で
は
「
歌
数
寄
」
に
対
し
て
「
茶
数
寄
」
の
語
を

用
い
て
い
る
。
「
数
寄
」
に
関
し
て
「
日
本
教
会
史
』
に
辻
「
数
寄
と
い
う
言
葉

は
、
動
詞
の

E
ぎ
か
ら
出
た
も
の
で
、
欲
し
が
る
、
愛
着
を
持
つ
、
ま
た
気
に

入
っ
た
も
の
に
心
を
寄
せ
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
」
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。

「
紹
鴎
門
弟
ヘ
ノ
法
度
」
に
は

数
寄
者
ハ
捨
レ
タ
ル
道
具
ヲ
見
立
テ
茶
器
ニ
用
候
事
、
況
ン
ヤ
家
人
ヲ
ヤ
(
第

八
条
)
(
樗
点

数
寄
者
ト
イ
フ
ハ
隠
遁
ノ
心
第
一
ニ
花
テ
、
仏
法
ノ
意
味
ヲ
モ
得
知
リ
、
和

歌
ノ
情
ヲ
感
じ
挨
ヘ
カ
シ
(
第
十
条
)
(
努
点
筆
者
)

「
数
寄
者
」
と
は
鑑
識
眼
が
あ
均
、
見
立
て
の
出
来
る
人
で
、
豆
つ
文
学
的
教

養
が
あ
り
精
神
修
養
の
深
い
こ
と
を
条
件
に
挙
げ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
宗
珠
の
「
数
寄
」
に
関
す
る
一
文
と
し
て
、

筆
者
)

「
鷲
尾
隆
康
ヨ
記
」
(
『
二

水
記
』
)
に
、

大
永
六
年
八
月
二
十
三
日
の
条
に
、

午
時
、
青
蓮
院
ニ
参
ズ
、
万
里
小
路
・
阿
野
少
将
・
高
倉
少
納
言
問
道
ス
、

治
ノ
中
島
ニ
於
テ
御
茶
有
リ
、
種
々
ノ
議
モ
ッ
ト
モ
興
有
リ
、
当
時
ノ
数
寄

宗
珠
抵
訣
ス
、
下
京
ノ
地
下
ノ
入
道
虫
、
数
寄
ノ
上
手
也
(
鍔
点
筆
者
)

宗
珠
辻
、
珠
光
の
「
わ
び
茶
」
を
さ
ら
に
推
し
進
め
「
わ
び
茶
」
計
「
数
寄
」
の

域
に
到
達
さ
せ
た
人
物
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
同
時
に
紹
鴎
の
業
績
で
も
あ
る
。
紹

鴎
も
や
辻
り
茶
湯
の
和
様
化
つ
ま
り
、
唐
様
趣
味
に
伝
統
的
な
古
典
趣
味
を
融
合

さ
せ
、
富
貴
・
豪
奪
と
い
う
貴
族
的
で
典
雅
な
美
を
退
け
、
庶
民
的
で
簡
素
な
美

を
志
向
し
た
っ
そ
し
て
、
珠
光
の
西
畳
半
茶
室
に
残
存
し
て
い
た
「
書
院
の
茶
」

的
要
素
を
排
除
障
し
て
一
一
層
「
わ
ぴ
茶
」
を
極
め
て
い
っ
た
。
民
間
の
日
常
生
活
で

使
わ
れ
て
い
る
雑
器
に
素
朴
な
美
を
発
見
し
て
茶
器
に
登
用
さ
せ
、
茶
室
に
自
在

鈴
を
吊
る
し
、
水
指
に
釣
悲
を
、
建
水
に
は
曲
物
の
冨
掃
を
、
さ
ら
に
竹
の
蓋
置

を
覆
い
始
め
た
の
も
、
也
な
ら
ぬ
後
、
詔
鶴
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
復
は
表
具
の
類

や
茶
器
の
み
で
な
く
、
和
歌
に
も
造
詣
が
深
く
定
家
の
色
紙
を
表
装
し
て
床
に
掛

け
、
和
歌
の
優
雅
な
情
趣
の
古
典
趣
味
を
基
調
と
し
た
茶
会
を
成
立
さ
せ
た
。
そ

し
て
こ
の
後
桃
山
時
代
に
入
っ
て
、
こ
れ
が
彼
の
弟
子
利
休
に
よ
っ
て
大
成
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
。
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茶
湯
は
茶
会
に
お
け
る
設
い
の
全
体
的
な
調
和
を
生
命
と
す
る
芸
術
で
あ
る
。

茶
会
で
の
幅
物
・
花
入
と
在
・
茶
入
・
本
指
・
茶
碗
な
ど
の
中
で
も
、
「
掛
物
ホ

ド
第
一
ノ
道
具
ハ
ナ
シ
、
客
・
亭
主
ト
モ
ニ
茶
ノ
湯
三
味
ノ
一
心
得
道
ノ
物
也
。

墨
蹟
ヲ
第
一
ト
ス
己
(
『
南
坊
録
』
)
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
特
に
床
の
間
の



掛
物
は
茶
会
の
主
題
を
提
示
し
、
、
王
建
者
の
趣
向
を
一
不
す
点
で
重
要
会
役
割
を
担

い
、
そ
の
茶
会
講
或
の
中
核
を
な
す
も
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
名
物
裂
の
中
で
も
、
茶
器
・
茶
道
具
の
仕
覆
・
袋
物
は
勿
論
で
あ

る
が
表
装
裂
の
方
が
重
要
な
役
割
を
担
う
こ
と
に
な
る
。

以
下
、
い
く
つ
か
の
「
茶
会
記
」
に
よ
っ
て
迫
っ
て
み
た
い
。

「
松
産
会
記
」
の
「
久
政
茶
会
記
」
に

天
文
十
一
年
卯
丹
盟
匡

一
堺
天
王
寺
墨
宗
達
へ
久
政
少
清
又
五
部
(
前
略
)
手
水
ノ
爵
ニ
盆
ヲ

ロ
シ
テ
、
絵
子
ノ
酉
カ
カ
ル
、
牧
渓
筆
賛
童
堂
上
下
金
地

一
文
字
罰
則
帯
紅
(
後
略
)

中
萌
黄

南
宋
の
高
名
な
酉
増
・
牧
渓
の
作
品
は
東
山
御
物
に
も
所
収
さ
れ
、
し
か
も
い
虚

堂
の
賛
が
附
さ
れ
て
い
れ
ば
最
高
級
の
名
品
で
あ
る
。
「
茶
器
名
物
集
」
に
も
、

一
虚
堂
之
墨
蹟
関
白
様
ニ
有

比
一
韓
天
下
一
ノ
名
物
也
。
昔
幾
島
所
持
也

と
あ
り
、
こ
の
車
堂
賛
の
窮
さ
れ
た
牧
渓
の
軸
は
秀
吉
も
所
持
し
た
こ
と
の
あ

る
天
下
一
の
名
物
と
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
掛
物
の
表
装
裂
に
は
、
上
下
に
金
地
金

調
、
中
廼
に
辻
窺
黄
金
地
金
棟
、
一
文
字
と
思
帯
は
紅
地
金
額
が
績
は
わ
れ
た
、
そ

の
豪
華
・
華
麓
な
さ
ま
が
う
か
ゾ
わ
れ
る
。

同
「
松
屋
会
記
」

永
禄
十
三
庚
午
年
松
屋
源
三
郎
会

宗
久
宗
叱
二
月
甘
八
百
董

一
ヰ
ロ
ワ

九
ワ
ン
釜
ツ
ワ
テ

終
マ
テ
カ
ケ
テ

肩
ツ
キ
西
方
盆
ニ
ス
ヘ
テ
、

一
床
鷺
ノ
絵

一
水
指
シ
カ
ラ
キ

一
鷺
ノ
童

黒
茶
ワ
ン
メ
ン
ツ
引
切

徐
燕
ノ
筆
、
珠
光
ヨ
リ
伝
来
ノ
由
、
籍
ノ
内
長
サ
三
尺
三
寸
二

分

ヨ
コ
一
尺
七
寸
表
具
上
下
茶
ホ
ケ
ン
、
中
ム
ク
ノ
ミ
色
ト
ン
ス
、
風

帯
中
ト
同
シ
ト
ン
ス
一
文
字
ナ
シ

高
サ
ニ
寸
五
分
半

露
紫

一

一

層

ツ

キ

ハ

調

二

寸

八

分

、

ロ

サ

シ

渡

一

す

五

分

余
、
定
一
寸
六
分
袋
ト
ン
ス
ム
ク
ノ
ミ
色
緒
紫

こ
の
徐
療
の
白
鷺
の
絵
に
つ
い
て
「
茶
器
名
物
集
」
に
、

一
徐
燕
鷺
之
絵
奈
良
漆
陣
屋

右
一
軸
ハ
珠
光
之
昔
所
持
也
。
数
寄
道
具
也
。
赤
色
絹
ニ
書
候
。
紹
議
選
陳

ヲ
拾
メ
古
人
褒
美
ヲ
仕
給
・
也
。
告
代
八
百
貫
計
ト
紹
鶴
申
候

と
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
松
屋
が
所
有
し
て
い
る
鷺
の
絵
は
東
山
御
物
に
屠
し

て
い
た
時
分
に
は
表
装
は
豪
華
な
金
額
裂
で
あ
っ
た
が
、
義
致
か
ち
珠
光
が
拝
議

し
て
の
ち
上
下
を
茶
地
の
北
絹
、
中
廼
と
風
帯
は
同
じ
椋
の
実
色
の
純
子
に
、
一

文
字
は
省
略
、
と
「
わ
び
茶
」
用
に
改
装
さ
れ
た
。
純
子
(
鍛
子
)
は
豪
華
華
麗

な
金
欄
と
は
対
照
的
に
、
唐
草
の
小
文
様
な
ど
の
し
っ
と
り
と
し
た
渋
味
と
控
え

め
沈
静
さ
が
特
味
の
柔
ら
か
い
風
合
い
を
も
っ
織
物
で
あ
る
。
こ
の
改
装
に
示
さ

れ
た
珠
光
の
好
品
と
す
ぐ
れ
た
美
的
感
覚
に
は
、
彼
を
範
と
す
る
紹
蕗
や
そ
の
弟

子
科
休
、
そ
し
て
そ
の
後
織
部
や
遠
州
に
至
る
ま
で
絶
賛
し
た
の
で
あ
ろ
う
c

珠
光
の
「
わ
び
茶
」
の
心
が
、
宗
久
を
担
じ
た
こ
の
茶
会
で
の
茶
室
の
設
い
に

生
か
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
鷺
の
絵
の
表
装
裂
と
名
物
と
さ
れ
る
肩
衝
の
袋
に
は

閉
じ
椋
の
実
急
の
純
子
を
用
い
、
表
具
の
露
と
一
肩
葡
の
袋
の
諸
は
紫
で
統
一
さ

れ
、
ま
た
「
わ
び
茶
」
に
ふ
さ
わ
し
く
素
朴
な
信
楽
の
水
指
、
炉
に
吊
し
た
釜
・
:

・
:
と
い
う
設
い
に
は
珠
光
の
創
始
に
よ
る
「
わ
び
茶
」
の
心
が
受
け
継
が
れ
て
い

る。
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今
少
し
「
松
墨
茶
会
記
」
の
「
茶
湯
飽
会
記
」
に
「
わ
び
茶
」
の
設
い
を
み
る

こ
と
に
す
る
。



永
禄
十
一
年

正
月
五
5
朝

一
堺
薄
多
ヤ
宗
、
ン
ユ

北
向
四
畳
半

A.. 

久
設
壱
人

上
鎖
之
後

主
堂
墨
跡
ヵ
、

す
二タ
分テ
四一
方尺
塩 横 小

二イ
尺ロ
ホワ

シ
ャ
ウ
ハ
リ

yレ

文
字
四
十
三
ヶ
印

上
下
カ
ラ
茶
ホ
ケ
ン
中
自
金
砂
唐
在
コ
ヘ
リ

風
苦

紺
ノ
金
砂

ウ
ス
茶

高
ラ
イ
茶
ワ
ン

手
桶
下
台
天
日
、
ヤ
ラ
ウ
亀
ノ
フ
タ
コ
ト
ク

』
宿
泊
堂
墨
韻
の
表
装
裂
に
は
、
上
下
麿
草
北
綿
、
中
廼
に
白
地
金
紗
、
民
帯
は
緒

地
金
紗
、
一
文
字
の
な
い
揖
物
辻
構
素
で
す
っ
き
り
し
て
お
り
、
「
わ
ぴ
茶
」
に

よ
く
用
い
ら
れ
る
。
金
紗
は
薄
地
の
溝
、
酒
な
織
物
で
沈
静
な
情
趣
の
枯
淡
な
味
わ

い
が
あ
る
c

天
正
十
一
年

十
二
月
十
三
日
朝

一
高
畠
五
郎
左
衛
門
ヘ

枇

杷

絵

舜

挙

筆

上
下
香
ノ
イ
ン
キ
ン

久
政
二
人

宗
治

ヒ
ワ
数
十
八
ヵ

葉
亦
八
ツ

中
ム
ラ
サ
キ
イ
ン
キ
ン

日
本
台

言
在

手
桶
と
セ
ン
水
下

コ
ト
ク

ハ
ヲ
チ
ノ
ツ
ワ
物

ア
カ
フ
天
目

高
ラ
イ
茶
ワ
ン

ヤ
ラ
ウ

舜
挙
筆
枇
杷
絵
の
表
装
裂
に
は
、
上
下
に
香
色
の
印
金
、
中
廼
は
紫
色
の
印
金

が
使
わ
れ
て
い
る
。

印
金
裂
は
箔
重
き
で
、
紗
に
金
箔
を
施
す
こ
と
が
多
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
仕
覆
・

袋
物
に
は
不
向
き
の
た
め
も
つ
ば
ら
表
装
裂
に
使
わ
れ
茶
人
た
ち
に
好
ま
れ
た
っ

中
で
も
紫
地
印
金
は
、
深
く
沈
静
さ
を
湛
え
た
上
に
箔
置
き
し
た
も
の
で
、
清
酒

な
清
涼
惑
が
漂
う
織
物
で
あ
る
c

富
慶
長
十
二
年

丁
未
十

月
上廿
生田
{二日

童

一
西
聖
坊
ヘ

キ
ソ
ウ
筆

二

集

久

治

マ
メ
ホ
ウ
、
鳥
一
、
大
キ
ナ
ル
印
一
ア
リ

久
重
西
人

上
下
コ
ン
ノ
金
砂

中
白
地
小
文
金
調
一
文
字
タ
ン
色
キ
ン
ラ
ン

後
二
信
楽
筒
ニ
ウ
メ
・
水
伯
入
、
真
釜
信
楽
水
指
ツ
ル
ク
乙
茶
入

タ
ウ
茶
碗

ホ
ヤ
香
呂

メ
ン
ツ

議
宗
皇
帝
筆
の
マ
メ
ホ
ウ
の
表
装
裂
に
は
上
下
に
紺
地
金
紗
、
中
廻
は
白
地
に

小
丈
の
金
様
、
一
文
字
に
あ
か
生
の
金
輔
が
捷
わ
れ
、
薄
地
の
紗
と
の
対
照
に
興

趣
が
あ
る
。
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七

「
わ
び
」
「
さ
び
」
に
関
し
て
究
明
す
る
時
、
ま
ず
こ
れ
ら
を
一
般
的
音

的
意
味
に
つ
い
て
述
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
わ
び
」
も
「
さ
び
」
も
単
に
感
覚
的
な
も
の
と
し
て
の
象
徴
化
を
い
う
だ
け

で
は
「
美
的
な
る
も
の
」
に
な
る
と
は
限
ら
な
い
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
こ
れ

ら
の
象
畿
北
そ
の
も
の
に
も
、
美
的
と
非
美
的
の
区
加
が
あ
り
縛
る
か
ら
で
あ

る
。
「
わ
び
」
「
さ
び
」
の
意
味
内
容
の
象
徴
が
そ
れ
だ
け
で
単
独
に
抽
象
的
に
寂

り
出
し
て
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
単
な
る
感
覚
的
・
心
理
的
現
象
と
し
て
の
象

徴
に
止
ま
り
、
内
容
的
意
味
の
一
面
性
か
ら
云
っ
て
も
そ
の
象
徴
化
形
式
の
単
純

性
か
ら
も
美
的
本
質
と
し
て
の
「
わ
び
」
「
さ
び
」
を
表
現
す
る
も
の
で
は
な
く
、



単
に
素
材
的
・
要
素
的
分
子
を
意
味
す
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
「
わ
び
」
「
さ
び
」
を
美
的
範
轄
と
し
て
究
明
し
て
い
く
た
め
に

は
、
こ
れ
ら
は
、
そ
の
歴
史
的
に
明
確
な
芸
術
の
世
界
と
い
う
背
景
の
も
と
に
狭

義
の
、
客
観
的
・
分
析
的
に
対
象
の
美
的
性
格
を
規
定
す
る
概
念
と
し
て
で
は
な

く
、
そ
の
芸
術
の
世
界
の
中
に
自
然
発
生
し
た
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
広
義
の
「
美

的
な
る
も
の
」
と
し
て
そ
の
芸
術
分
野
の
中
心
概
念
・
理
想
概
念
と
な
り
綜
合
的

意
味
あ
い
を
も
っ
時
、
我
々
は
こ
こ
に
は
じ
め
て
美
的
価
値
を
認
め
美
的
範
轄
と

し
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

茶
湯
芸
術
の
場
合
美
的
意
味
と
し
て
は
正
し
く
広
義
に
用
い
ら
れ
、
主
観
的
・

精
神
的
観
点
に
重
き
を
置
き
茶
湯
の
も
つ
趣
味
性
を
も
包
含
し
た
理
想
概
念
と
し

て
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
c

そ
の
概
念
の
意
味
は
、
深
さ
・
法
さ
に
お
い
て
自
ず

か
ら
発
展
す
る
こ
と
に
よ
り
多
様
で
護
雑
な
諸
契
機
を
統
一
し
た
、
も
は
や
理
論

的
分
析
の
不
可
能
な
撞
め
て
敏
妙
な
内
容
を
も
つ
も
の
と
し
て
綜
合
的
に
把
握
さ

れ
ね
ば
会
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

「
わ
び
」
「
さ
び
」
の
よ
う
な
極
め
て

E
本
的
な
問
題
は
、
個
々
に
究
明
す
る
よ

り
も
綜
合
的
に
一
つ
の
美
的
範
轄
と
し
て
取
り
上
げ
、

E
本
の
精
神
的
な
も
の
と

し
て
の
究
明
が
望
ま
し
い
。
そ
れ
は
単
に
芸
術
的
領
域
に
の
み
限
ら
れ
た
も
の
で

は
な
く
、
広
く
宗
教
・
竪
史
・
道
穏
と
深
く
か
冶
わ
り
、
そ
の
源
は
超
芸
術
的
境

地
か
ら
出
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
か
ら
辻
じ
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

茶
湯
に
お
け
る
「
わ
び
」
「
さ
び
」
も
、
究
極
の
理
念
的
意
味
に
ま
で
発
展
す

れ
ば
両
者
と
も
略
同
一
境
地
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
と
言
っ
て
差
支
え
な
い
で
あ

ろ、っ。千
利
休
も
、
そ
の
逸
話
の
中
で
、
「
わ
び
」
「
さ
び
」
を
全
く
同
義
と
し
て
解
し

て
い
た
よ
う
で
あ
る
(
「
茶
話
指
用
集
」
)
。

松
平
不
味
伝
「
茶
の
湯
心
得
五
ヶ
条
」
の
第
一
条
に
、
「
茶
の
湯
は
い
か
に
も

奇
麗
に
い
さ
ぎ
よ
く
、
さ
び
た
る
中
に
も
晃
所
あ
る
を
本
と
す
」
(
持
活
点
筆
者
)
(
茶

道
全
集
一
「
さ
今
茶
説
集
」
)
と
「
さ
び
」
の
美
的
諸
積
極
的
意
味
を
認
め
て
い
る

G

以
上
の
よ
う
に
「
わ
ぴ
」
「
さ
び
」
は
美
的
執
念
ま
た
は
美
的
範
轄
と
し
て
は

帰
一
す
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
両
者
を
略
同
義
の
概
念
と
し
て
見
て
よ
い

で
あ
ろ
、
っ
。

茶
室
の
設
い
の
構
成
は
、
茶
会
を
主
憧
す
る
茶
人
の
茶
心
を
表
出
し
て
各
分
子

関
で
互
い
の
美
的
調
和
を
保
ち
つ
つ
綜
合
的
に
茶
趣
・
茶
会
の
傾
向
を
演
出
す

る
。
茶
室
の
設
い
や
壁
や
床
の
間
の
色
・
茶
器
の
粧
の
色
や
表
具
と
表
装
裂
の
翠

色
・
茶
道
具
の
選
択
を
配
置
に
と
っ
て
、
惑
覚
的
・
視
覚
的
辻
も
ち
ろ
ん
惑
性
的

な
美
的
表
現
が
、
茶
室
の
設
い
と
茶
趣
を
決
定
す
る
重
要
な
要
素
で
あ
る
。

茶
室
の
も
つ
関
寂
性
・
遊
戯
性
・
自
由
性
と
い
う
特
性
も
ま
た
茶
湯
の
「
わ
び
」

「
さ
び
」
の
演
出
に
と
っ
て
重
要
な
事
柄
で
あ
る
。
外
部
か
ら
隔
離
さ
れ
た
静
寂

な
小
空
間
、
あ
か
り
と
り
の
小
窓
、
穴
居
へ
の
出
入
口
の
よ
う
な
摺
口
、
四
畳
半

や
二
畳
半
な
ど
と
い
う
制
約
さ
れ
た
空
間
で
、
自
然
を
遮
顕
し
て
自
由
自
在
に
視

覚
的
・
精
神
的
に
創
意
を
疑
ら
し
心
の
沈
静
化
を
辻
か
る
c

そ
こ
で
辻
、
色
桔
の

複
雑
な
詮
繋
の
、
培
褐
色
や
錆
色
、
ま
た
熟
し
た
渋
柿
の
色
・
諒
の
実
色
・
鈍
色

あ
か

・
丹
色
・
香
色
・
紺
色
・
菊
黄
な
ど
反
多
彩
主
義
で
は
あ
る
が
単
彩
で
も
を
い
。

そ
し
て
寒
色
系
統
で
統
一
し
た
色
調
、
そ
こ
に
「
わ
び
」
「
さ
び
」
の
惑
党
的
・

視
覚
的
な
美
の
み
で
な
い
茶
湯
全
捧
の
醸
し
出
さ
れ
る
美
的
雰
囲
気
が
人
々
の
心

に
訴
え
る
の
で
あ
る
む
こ
の
色
彩
に
お
け
る
美
的
「
さ
び
」
は
、
こ
の
頃
出
現
し
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た
辻
ヶ
花
染
の
色
調
に
も
相
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。



J¥ 

美
的
「
さ
び
」
に
表
現
さ
れ
た
色
彩
の
象
徴
効
果
は
大
き
く
、
茶
室
や
茶
道
具

等
に
お
い
て
名
物
裂
の
果
し
た
役
割
は
大
き
い
。

茶
人
そ
れ
ぞ
れ
の
好
み
の
表
具
の
表
装
裂
や
茶
器
・
茶
道
具
の
仕
覆
・
袋
裂
に

使
用
さ
れ
た
名
物
裂
に
は
、
そ
れ
ら
の
道
具
同
様
茶
人
の
心
が
込
め
ら
れ
、
そ
の

美
的
倍
憧
は
時
代
を
越
え
て
受
け
継
が
れ
、
文
化
の
伝
統
の
中
に
一
つ
の
美
的
概

念
・
美
的
範
曙
と
し
て
生
き
て
い
る
の
で
あ
る
。

(
{
一
克
)

註
及
び
参
考
文
献

一
山
江
世
泰
翁
編
輯
文
化
元
年
九
月

畑
山
上
宗
二
(
続
群
書
類
徒
十
九
輯
)

矧

神

谷

宗

堪

(

全

右

)

川
明
「
山
上
宗
二
記
」
(
堺
市
史
西
巻
高
本
)

回
大
西
克
穫
「
風
雅
議
」
岩
波
書
庖

制
嬉
遊
笑
覧
巻
一
(
「
狐
格
子
」
)

間
前
出
「
現
雅
論
」

。
荻
須
純
道
「

B
本
中
世
禅
宗
史
」
木
耳
社

。
桜
井
景
雄
「
禅
宗
文
化
史
の
研
究
」
患
丈
閤
出
版

。
守
田
公
夫
「
名
物
裂
の
成
立
」
奈
皇
国
立
文
化
討
研
究
所

。
小
堀
宗
妻
「
名
物
裂
壷
金
銀
輔
」

。
「
茶
道
全
集
九
巻
」
(
「
松
屋
会
記
」
)
淡
交
社

。
「
全
右
二
巻
」
(
「
喫
茶
往
来
」
)

。
「
八
ヱ
四
巻
」
(
「
南
坊
録
巻
五
、
六
」
)

。
「
人
工
七
、
八
巻
」
(
「
宗
達
茶
湯
日
記
他
会
記
」
)

C

「
全
十
巻
」
(
「
今
井
宗
久
茶
湯
日
記
抜
書
」
)

。
永
島
福
太
郎
「
利
体
の
茶
道
大
成
』
(
続
茶
道
文
化
論
集
)
淡
交
社

。
「
類
繁
三
代
詩
巻
十
九
禁
制
事
」
(
国
史
大
系
二
十
五
巻
)

。
「
茶
道
全
集
巻
ノ
一
」
(
「
茶
道
史
講
話
」
)
創
元
社

。
「
八
ヱ
在
巻
ノ
三
」
(
「
茶
室
の
思
想
的
背
景
と
そ
の
構
成
」
)

0

「
全
巻
ノ
十
五
」
(
「
鶏
池
道
具
張
」
)

。
井
箭
雅
訊
「
袈
裟
史
」
誰
出
器
出
張

。
芳
賀
幸
西
部
「
東
山
丈
北
の
確
究
(
上
)
」
忠
文
間
出
版

。
人
工
右
『
近
世
文
化
の
形
成
と
伝
統
」
思
丈
隠
出
版

。
鈴
木
敬
也
『
東
洋
美
術
史
要
説
」
吉
川
弘
文
館
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