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　令
和
三
年
十
月

は
じ
め
に

　
本
論
は
、
鎌
倉
中
期
の
入
宋
僧
で
あ
り
、
ま
た
日
本
に
お
け
る
曹
洞

宗
の
祖
と
し
て
知
ら
れ
る
道
元
（
一
二
〇
〇
〜
一
二
五
三
）
と
喫
茶
文

化
に
つ
い
て
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
茶
は
茶
樹
（
チ
ャ
ノ
キ
）
の
葉
を
用
い
た
飲
料
で
あ
る
。
茶
樹
は
、

中
国
の
雲
南
地
方
あ
た
り
を
起
源
と
す
る
常
緑
樹
で
、
茶
は
少
な
く
と

も
紀
元
前
か
ら
中
国
で
飲
ま
れ
始
め
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、
喫
茶
文
化

は
中
国
の
南
方
を
発
祥
と
す
る
民
間
の
習
俗
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
ま

た
、
仏
教
は
イ
ン
ド
発
祥
の
宗
教
で
あ
り
、
お
お
よ
そ
二
五
〇
〇
年
前

の
釈
迦
の
教
え
を
淵
源
と
す
る
。
そ
の
後
、
仏
教
は
イ
ン
ド
か
ら
遠
く

シ
ル
ク
ロ
ー
ド
を
通
っ
て
中
国
に
や
っ
て
き
た
。
中
国
の
南
方
を
発
祥

と
す
る
民
間
の
習
俗
で
あ
る
喫
茶
文
化
と
、
イ
ン
ド
発
祥
の
仏
教
が
、

中
国
の
地
で
融
合
し
た
こ
と
に
な
る
。

（
１
）

　
い
つ
か
ら
仏
教
寺
院
に
喫
茶
文
化
が
入
っ
た
の
か
は
よ
く
わ
か
ら
な

い
が
、
七
世
紀
後
半
に
は
南
方
の
仏
教
寺
院
で
茶
が
飲
ま
れ
て
い
た
ら

し
く
、
禅
寺
を
経
由
し
て
、
北
方
に
も
広
が
り
、
中
国
全
土
で
茶
が
飲

ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。

（
２
）

　
禅
宗
は
、
唐
代
に
な
り
馬
祖
道
一
（
七
〇
九
〜
七
八
八
）
の
頃
に
新

た
な
展
開
を
遂
げ
る
こ
と
に
な
る
。
馬
祖
は
「
即
心
是
仏
」
心
こ
そ
ほ

か
な
ら
ぬ
仏
で
あ
り
、「
平
常
心
是
道
」
日
常
の
心
こ
そ
が
仏
道
で
あ

る
と
説
い
た
。
日
常
生
活
を
重
視
し
た
こ
と
に
よ
り
、
積
極
的
に
修
行

生
活
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
茶
は
、
そ
の
日
常
性
と
合
わ
せ
て
、
禅
の
語

録
に
し
ば
し
ば
登
場
す
る
よ
う
に
な
り
、「
趙
州
喫
茶
去
」
の
公
案
に

代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
禅
の
悟
り
の
機
縁
と
も
な
っ
た
。
そ
し
て
、
機

縁
や
問
答
と
と
も
に
、
茶
に
ま
つ
わ
る
多
く
の
話
が
灯
史
や
語
録
に
記

さ
れ
た
。
そ
の
後
、
こ
れ
ら
の
機
縁
は
公
案
と
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
、禅
と
と
も
に
喫
茶
文
化
も
受
け
継
が
れ
て
い
っ
た
。

　
そ
し
て
、
中
国
の
南
宋
時
代
、
す
な
わ
ち
日
本
の
鎌
倉
時
代
に
な
り
、

栄
西
（
一
一
四
一
〜
一
二
一
五
）、
道
元
を
は
じ
め
と
す
る
禅
僧
た
ち

が
中
国
に
留
学
し
、
南
宋
禅
林
で
修
行
生
活
を
送
り
、
中
国
僧
に
直
接

印
可
証
明
を
受
け
て
、
後
に
日
本
に
禅
を
弘
め
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の

彼
ら
は
必
然
的
に
南
宋
禅
林
で
、
修
行
生
活
の
中
で
茶
を
飲
ん
で
い
た

道
元
と
喫
茶
文
化

�

舘

　
　
　
　隆

　
　志
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は
ず
で
あ
る
。

　
上
記
の
こ
と
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
日
本
に
お
け
る
喫
茶
文
化
の
解

明
と
し
て
、
鎌
倉
時
代
に
入
宋
し
、
南
宋
禅
林
の
茶
を
伝
え
た
と
考
え

ら
れ
る
禅
僧
た
ち
の
考
察
は
必
須
の
課
題
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も

な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
こ
と
に
関
す
る
研
究
は
、
極
め
て
少
な

い
の
が
実
状
で
あ
る
。

（
３
）

鎌
倉
時
代
の
禅
と
茶
に
関
す
る
史
料
が
あ
ま
り

に
も
少
な
い
と
考
え
ら
れ
て
き
た
た
め
、

（
４
）『
喫
茶
養
生
記
』
を
撰
述
し

た
栄
西
は
別
と
す
る
と
、

（
５
）

鎌
倉
時
代
に
お
け
る
禅
寺
の
喫
茶
文
化
の
考

察
は
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
た
と
え
ば
、
茶
に
関
す
る
史
料
を
収
集
し
た
［
熊
倉
一
九
九
五
］
で

は
、
鎌
倉
時
代
の
禅
宗
史
料
は
、
僅
か
に
『
喫
茶
養
生
記
』「
仏
日
庵

公
物
目
録
」
の
み
で
あ
り
、
鎌
倉
時
代
の
喫
茶
文
化
を
述
べ
た
［
橋
本

二
〇
一
八
］
で
は
『
喫
茶
養
生
記
』『
沙
石
集
』
の
み
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
に
、
喫
茶
文
化
の
研
究
で
用
い
ら
れ
て
い
る
鎌
倉
時
代
の
史
料
の

中
に
、
禅
宗
関
係
の
も
の
は
極
め
て
少
な
く
、
論
述
に
際
し
て
ほ
と
ん

ど
用
い
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
［
舘
二
〇
二
一
b
］。

　
そ
こ
で
、
鎌
倉
時
代
の
禅
僧
の
喫
茶
史
料
を
収
集
し
た
と
こ
ろ

二
十
五
人
以
上
の
禅
僧
に
お
け
る
三
百
五
十
以
上
の
膨
大
な
史
料
を
提

示
す
る
こ
と
が
で
き
た
［
舘
二
〇
二
〇
］。
そ
し
て
、
こ
の
史
料
収
集

に
際
し
て
、
最
も
喫
茶
関
連
の
記
事
が
多
か
っ
た
の
が
、
曹
洞
宗
の
道

元
と
瑩
山
紹
瑾
（
一
二
六
四
〜
一
三
二
五
）
で
あ
っ
た
。
特
に
、
道
元

は
五
〇
以
上
、
瑩
山
紹
瑾
は
四
〇
以
上
の
史
料
を
提
示
す
る
こ
と
が
で

き
る
が
、
他
の
同
時
代
の
禅
僧
に
比
べ
て
圧
倒
的
に
茶
に
関
す
る
史
料

が
多
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

（
６
）

　
こ
の
よ
う
な
鎌
倉
期
禅
僧
の
状
況
と
、
道
元
の
著
述
に
茶
の
記
事
が

多
い
と
い
う
こ
と
を
踏
ま
え
た
場
合
、
道
元
は
南
宋
の
禅
林
文
化
で
あ

る
喫
茶
文
化
を
極
め
て
重
視
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
仮
説

を
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
、
日
本
に
お
け
る
喫
茶
文
化
の
解
明
の

中
で
、
一
部
の
史
料
を
用
い
て
道
元
に
つ
い
て
触
れ
ら
れ
る
こ
と
は

あ
っ
て
も
、

（
７
）

道
元
と
喫
茶
文
化
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
研
究
は
な
さ
れ

て
こ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
本
論
は
、
道
元
の
著
述
を
中
心
と
し
て
、

道
元
と
喫
茶
文
化
を
考
察
し
て
、
そ
の
受
容
状
況
を
明
ら
か
に
し
、
上

記
の
仮
説
の
検
証
を
行
な
い
た
い
。
合
わ
せ
て
日
本
に
お
け
る
喫
茶
文

化
の
研
究
の
中
に
、
道
元
を
正
し
く
位
置
づ
け
ん
と
試
み
る
も
の
で
あ

る
。

『
典
座
教
訓
』
に
記
さ
れ
た
茶

　
道
元
の
著
述
の
中
に
は
、
道
元
自
身
の
こ
と
を
述
懐
し
て
い
る
記
事

が
い
く
つ
か
散
見
さ
れ
、
そ
れ
ら
は
道
元
の
事
跡
を
解
明
す
る
手
掛
か

り
に
な
る
場
合
が
多
い
。
こ
の
う
ち
、『
典
座
教
訓
』
で
は
、
道
元
が

宋
地
に
お
け
る
二
人
の
典
座
と
出
会
い
、
そ
の
体
験
を
通
し
て
典
座
と

い
う
職
の
大
切
さ
を
記
し
て
い
た
こ
と
は
良
く
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の

11舘先生 _2段.indd   158 2021/11/26   16:02



道
元
と
喫
茶
文
化
（
舘
）

一
五
九

一
五
九
頁

［
四
校
］
　駒
澤
大
學

　佛
教
學
部
論
集

　第
52
號

う
ち
の
二
人
目
の
典
座
の
話
は
、

又
嘉
定
十
六
年
癸
未
五
月
中
、
在
慶
元
舶
裏
。
倭
使
頭
説
話
次
、

有
一
老
僧
来
。
年
六
十
許
歳
。
一
直
便
到
舶
裏
、
問
和
客
討
買
倭

椹
。
山
僧
請
他
喫
茶
。
問
他
所
在
、便
是
阿
育
王
山
典
座
也
。（
道

元
全
六
・
一
二
）

と
し
て
は
じ
ま
る
。
こ
の
後
、
道
元
と
阿
育
王
山
の
典
座
と
の
会
話
と

問
答
が
収
録
さ
れ
る
が
、
本
論
で
は
そ
こ
は
扱
わ
な
い
。
道
元
と
茶
を

扱
う
本
論
で
重
要
な
の
は
、
道
元
が
老
僧
を
〔
船
内
の
一
室
に
〕
招
き

入
れ
、
茶
を
ふ
る
ま
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
道
元
が
入
宋
の
た
め
に
京
都
を
出
発
し
た
の
が
貞
応
二
年

（
一
二
二
三
）
二
月
二
十
二
日
の
こ
と
で
あ
る
。

（
８
）

京
都
か
ら
博
多
ま
で

は
だ
い
た
い
十
四
日
ほ
ど
で
あ
る
か
ら
、

（
９
）

博
多
に
到
着
し
た
の
は
三
月

六
日
以
降
で
あ
ろ
う
。）

（1
（

お
そ
ら
く
は
、
博
多
で
入
宋
の
準
備
を
整
え
、

三
月
中
に
は
博
多
を
出
航
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
順
調
に
い
け
ば
二
週
間

ほ
ど
で
あ
る
が
、
道
元
の
航
海
に
も
困
難
が
伴
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る

か
ら
、）

（（
（

二
週
間
か
ら
二
十
日
間
程
度
を
か
け
て
明
州
に
到
着
し
た
の
で

は
な
い
か
。）

（1
（

　
そ
し
て
、
中
国
に
到
着
し
た
の
は
、
嘉
定
十
六
年
（
日
本
の
貞
応
二

年
）
四
月
中
の
こ
と
で
あ
る
。）

（1
（

『
正
法
眼
蔵
』「
洗
面
」
に
は
、

嘉
定
十
六
年
癸
未
四
月
の
な
か
に
は
じ
め
て
大
宋
に
諸
山
諸
寺
を

み
る
に
、
僧
侶
の
、
楊
枝
を
し
れ
る
な
く
、
朝
野
の
貴
賎
、
お
な

じ
く
し
ら
ず
。
僧
家
す
べ
て
し
ら
ざ
る
ゆ
え
に
、
も
し
楊
枝
の
法

を
問
著
す
れ
ば
、
失
色
し
て
度
を
失
す
。（
中
略
）
し
か
あ
れ
ば
、

天
下
の
出
家
・
在
家
、と
も
に
そ
の
口
気
、は
な
は
だ
く
さ
し
。（
道

元
全
二
・
四
九
）

と
あ
る
。
こ
の
文
章
を
そ
の
ま
ま
理
解
す
る
な
ら
ば
、
四
月
中
に
は
、

慶
元
府
の
港
の
船
を
起
点
と
し
て
、
諸
山
諸
寺
に
参
拝
し
て
い
た
の
で

あ
ろ
う
。
ま
た
、
中
国
大
陸
で
出
会
っ
た
人
た
ち
の
口
臭
が
気
に
な
っ

て
い
る
よ
う
で
あ
る
か
ら
、
わ
ず
か
な
が
ら
で
あ
っ
て
も
、
僧
侶
た
ち

と
挨
拶
程
度
を
交
わ
す
機
会
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
道
元
が
参
拝
し
た
寺
院
に
は
、
お
そ
ら
く
は
景
福
律
院
な
ど
が
含
ま

れ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。）

（1
（

た
だ
し
、
港
の
船
を
起
点
と
し
て
い

る
た
め
、
行
け
る
寺
院
な
ど
は
寧
波
付
近
の
寺
院
に
限
ら
れ
て
い
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
正
式
な
上
陸
と
滞
在
の
許
可
が
出
て
い
な
か
っ

た
の
で
あ
ろ
う
か
、
道
元
は
未
だ
船
中
に
留
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。）

（1
（

　
こ
の
よ
う
な
状
況
に
あ
っ
て
、
翌
日
の
端
午
の
節
句
で
修
行
僧
に
食

事
の
供
養
を
す
る
た
め
に
、）

（1
（

中
国
の
老
僧
が
日
本
か
ら
の
貿
易
船
に
買

い
物
に
き
た
と
い
う
の
が
『
典
座
教
訓
』
の
記
事
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

道
元
に
と
っ
て
み
れ
ば
、
初
め
て
中
国
禅
僧
と
し
っ
か
り
と
会
話
を
出

来
る
機
会
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
道
元
は
老
僧
を
客
人
と
し
て
も
て
な
す

た
め
に
茶
を
い
れ
、
二
人
の
会
話
が
は
じ
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
ち
な
み

に
、
こ
の
史
料
は
日
本
の
禅
僧
が
客
人
の
た
め
に
茶
を
入
れ
た
こ
と
を

記
録
す
る
最
初
の
史
料
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　
こ
の
『
典
座
教
訓
』
は
、
史
料
上
か
ら
は
、
道
元
と
茶
に
関
連
す
る
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は
ず
で
あ
る
。

　
上
記
の
こ
と
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
日
本
に
お
け
る
喫
茶
文
化
の
解

明
と
し
て
、
鎌
倉
時
代
に
入
宋
し
、
南
宋
禅
林
の
茶
を
伝
え
た
と
考
え

ら
れ
る
禅
僧
た
ち
の
考
察
は
必
須
の
課
題
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も

な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
こ
と
に
関
す
る
研
究
は
、
極
め
て
少
な

い
の
が
実
状
で
あ
る
。

（
３
）

鎌
倉
時
代
の
禅
と
茶
に
関
す
る
史
料
が
あ
ま
り

に
も
少
な
い
と
考
え
ら
れ
て
き
た
た
め
、

（
４
）『
喫
茶
養
生
記
』
を
撰
述
し

た
栄
西
は
別
と
す
る
と
、

（
５
）

鎌
倉
時
代
に
お
け
る
禅
寺
の
喫
茶
文
化
の
考

察
は
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
た
と
え
ば
、
茶
に
関
す
る
史
料
を
収
集
し
た
［
熊
倉
一
九
九
五
］
で

は
、
鎌
倉
時
代
の
禅
宗
史
料
は
、
僅
か
に
『
喫
茶
養
生
記
』「
仏
日
庵

公
物
目
録
」
の
み
で
あ
り
、
鎌
倉
時
代
の
喫
茶
文
化
を
述
べ
た
［
橋
本

二
〇
一
八
］
で
は
『
喫
茶
養
生
記
』『
沙
石
集
』
の
み
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
に
、
喫
茶
文
化
の
研
究
で
用
い
ら
れ
て
い
る
鎌
倉
時
代
の
史
料
の

中
に
、
禅
宗
関
係
の
も
の
は
極
め
て
少
な
く
、
論
述
に
際
し
て
ほ
と
ん

ど
用
い
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
［
舘
二
〇
二
一
b
］。

　
そ
こ
で
、
鎌
倉
時
代
の
禅
僧
の
喫
茶
史
料
を
収
集
し
た
と
こ
ろ

二
十
五
人
以
上
の
禅
僧
に
お
け
る
三
百
五
十
以
上
の
膨
大
な
史
料
を
提

示
す
る
こ
と
が
で
き
た
［
舘
二
〇
二
〇
］。
そ
し
て
、
こ
の
史
料
収
集

に
際
し
て
、
最
も
喫
茶
関
連
の
記
事
が
多
か
っ
た
の
が
、
曹
洞
宗
の
道

元
と
瑩
山
紹
瑾
（
一
二
六
四
〜
一
三
二
五
）
で
あ
っ
た
。
特
に
、
道
元

は
五
〇
以
上
、
瑩
山
紹
瑾
は
四
〇
以
上
の
史
料
を
提
示
す
る
こ
と
が
で

き
る
が
、
他
の
同
時
代
の
禅
僧
に
比
べ
て
圧
倒
的
に
茶
に
関
す
る
史
料

が
多
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

（
６
）

　
こ
の
よ
う
な
鎌
倉
期
禅
僧
の
状
況
と
、
道
元
の
著
述
に
茶
の
記
事
が

多
い
と
い
う
こ
と
を
踏
ま
え
た
場
合
、
道
元
は
南
宋
の
禅
林
文
化
で
あ

る
喫
茶
文
化
を
極
め
て
重
視
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
仮
説

を
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
、
日
本
に
お
け
る
喫
茶
文
化
の
解
明
の

中
で
、
一
部
の
史
料
を
用
い
て
道
元
に
つ
い
て
触
れ
ら
れ
る
こ
と
は

あ
っ
て
も
、

（
７
）

道
元
と
喫
茶
文
化
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
研
究
は
な
さ
れ

て
こ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
本
論
は
、
道
元
の
著
述
を
中
心
と
し
て
、

道
元
と
喫
茶
文
化
を
考
察
し
て
、
そ
の
受
容
状
況
を
明
ら
か
に
し
、
上

記
の
仮
説
の
検
証
を
行
な
い
た
い
。
合
わ
せ
て
日
本
に
お
け
る
喫
茶
文

化
の
研
究
の
中
に
、
道
元
を
正
し
く
位
置
づ
け
ん
と
試
み
る
も
の
で
あ

る
。

『
典
座
教
訓
』
に
記
さ
れ
た
茶

　
道
元
の
著
述
の
中
に
は
、
道
元
自
身
の
こ
と
を
述
懐
し
て
い
る
記
事

が
い
く
つ
か
散
見
さ
れ
、
そ
れ
ら
は
道
元
の
事
跡
を
解
明
す
る
手
掛
か

り
に
な
る
場
合
が
多
い
。
こ
の
う
ち
、『
典
座
教
訓
』
で
は
、
道
元
が

宋
地
に
お
け
る
二
人
の
典
座
と
出
会
い
、
そ
の
体
験
を
通
し
て
典
座
と

い
う
職
の
大
切
さ
を
記
し
て
い
た
こ
と
は
良
く
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
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最
も
古
い
記
事
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
一
方
、
内
容
か
ら
は
そ
れ
以

前
か
ら
茶
を
知
っ
て
い
た
こ
と
が
確
定
で
き
る
。
道
元
は
こ
の
時
点
で

す
で
に
客
僧
に
対
し
て
茶
を
入
れ
る
と
い
う
行
為
を
知
っ
て
い
た
の
で

あ
る
。
さ
ら
に
、
茶
葉
と
茶
器
も
所
持
し
て
い
た
可
能
性
が
十
分
に
想

定
さ
れ
る
。
道
元
は
、
ど
こ
で
茶
を
知
り
、
学
び
、
茶
葉
と
茶
器
を
得

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
道
元
と
茶
の
邂
逅
を
考
察
す
る
必
要
が
生
じ
る
の

で
あ
る
。

道
元
と
茶
の
邂
逅
を
考
え
る

　
茶
は
奈
良
・
平
安
の
時
代
よ
り
日
本
に
入
っ
て
き
て
お
り
、
栄
西
の

時
代
に
も
引
き
続
き
飲
ま
れ
て
い
た
［
中
村
一
九
九
九
］。
こ
の
場
合

の
茶
は
、
唐
式
喫
茶
文
化
の
団
茶
（
固
形
茶
））

（1
（

で
飲
ま
れ
る
の
が
一
般

的
で
あ
り
、
特
に
季
御
読
経
な
ど
の
国
家
的
法
会
で
引
茶
と
し
て
僧
侶

に
茶
が
ふ
る
ま
わ
れ
て
い
た
［
大
槻
二
〇
〇
六
］。
し
か
し
、
道
元
は

季
御
読
経
に
呼
ば
れ
た
こ
と
は
な
い
。

　
ま
た
、
北
斗
法）

（1
（

を
は
じ
め
と
す
る
密
教
儀
礼
で
は
茶
が
供
え
ら
れ
る

こ
と
が
儀
礼
の
中
に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
が
あ
り
［
高
橋
秀

二
〇
〇
五
］［
高
橋
悠
二
〇
一
〇
］、
あ
る
い
は
比
叡
山
修
学
中
に
茶
の

存
在
は
知
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
仮
に
知
っ
て
い
た

と
し
て
も
、
北
斗
法
を
は
じ
め
、
あ
く
ま
で
儀
礼
の
一
つ
と
し
て
茶
を

供
え
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、
僧
侶
が
飲
む
た
め
の
行
事
で
は
な
い
。

　
こ
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
道
元
が
最
初
に
茶
を
飲
ん

だ
場
所
は
、
ま
さ
に
、
京
都
の
建
仁
寺
で
あ
っ
た
と
考
え
る
の
は
極
め

て
自
然
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
清
規
を
部
分
的
に
導
入
し
て
、
宋
朝

の
修
行
生
活
を
行
な
っ
て
い
た
栄
西
の
住
す
る
建
仁
寺
で
は
、
宋
式
喫

茶
文
化
で
あ
る
抹
茶
法
に
基
づ
く
喫
茶
が
行
な
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら

れ
る
か
ら
で
あ
る
。）

（1
（

さ
ら
に
、
栄
西
は
『
喫
茶
養
生
記
』
を
記
し
、
茶

の
薬
と
し
て
の
効
能
を
紹
介
し
た
人
で
も
あ
っ
た
。

　
栄
西
の
『
興
禅
護
国
論
』
を
読
む
と
、『
禅
苑
清
規
』
が
た
び
た
び

引
用
さ
れ
て
お
り
、
栄
西
が
意
図
し
て
い
た
禅
院
に
、
清
規
が
部
分
的

に
は
用
い
ら
れ
て
い
た
と
考
え
て
問
題
な
か
ろ
う
。
た
だ
し
、
後
の
道

元
が
南
宋
の
清
規
に
則
っ
と
り
禅
林
を
再
現
す
る
か
の
よ
う
に
修
行
生

活
を
行
な
っ
た
の
に
対
し
、
建
仁
寺
で
の
清
規
を
部
分
的
に
導
入
し
た

修
行
生
活
は
、
南
宋
禅
林
の
完
全
な
再
現
を
試
み
た
と
は
言
え
な
い
よ

う
な
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
た
と
え
ば
、
禅
林
の
基
本
的
な
修
行
の
一
つ
で
あ
る
上
堂
や
晩
参

を
、）

11
（

道
元
が
は
じ
め
て
日
本
に
導
入
し
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、

袈
裟
の
着
脱
方
法
な
ど
も
、
南
宋
禅
林
で
見
聞
し
た
も
の
は
日
本
で
実

践
し
た
も
の
と
は
違
っ
て
い
た
ら
し
い
。）

1（
（

さ
ら
に
、
栄
西
の
頃
の
建
仁

寺
で
は
、
維
那
は
い
て
も
、
典
座
は
置
か
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ

る
。）

11
（

こ
の
他
、
僧
堂
と
い
う
建
造
物
も
道
元
が
初
め
て
日
本
に
導
入
し

た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。）

11
（

こ
の
点
、鎌
倉
後
期
の
無
住
道
暁（
一
二
二
七

〜
一
三
一
二
）
は
、
栄
西
の
建
仁
寺
の
坐
禅
を
「
挍イ

狭

床
ニ
テ
事
々
シ
坐
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禅
ノ
儀
無
カ
リ
ケ
リ
」
と
記
し
、
道
元
の
坐
禅
を
「
一
向
ノ
禅
院
ノ
儀

式
、
時
至
テ
仏
法
房
ノ
上
人
、
深
草
ニ
テ
如
二

大
唐
一

、
広
牀
ノ
坐
禅
始

テ
行
ズ
」
と
評
価
し
、
道
元
と
栄
西
の
坐
禅
の
違
い
を
、
鎌
倉
後
期
の

『
雑
談
集
』）

11
（

に
記
録
し
て
い
る
。

　
道
元
が
著
述
の
中
で
、
宋
地
で
初
め
て
見
聞
し
た
禅
宗
行
事
を
多
々

記
し
て
い
る
よ
う
に
、
当
時
の
建
仁
寺
は
、
中
国
の
禅
寺
、
天
台
山
万

年
寺
や
天
童
山
景
徳
寺
の
清
規
（
規
式
）
を
そ
の
ま
ま
導
入
し
た
と
は

い
え
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。

　
す
な
わ
ち
、
栄
西
が
日
本
で
最
初
に
清
規
を
部
分
的
に
導
入
し
た
僧

侶
で
あ
る
な
ら
ば
、
道
元
は
日
本
で
最
初
に
清
規
に
則
っ
た
本
格
的
な

禅
の
修
行
生
活
を
導
入
し
た
僧
侶
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
い
ず

れ
に
し
て
も
、
栄
西
が
日
本
で
『
禅
苑
清
規
』
を
導
入
し
た
な
ら
ば
、

宋
式
喫
茶
文
化
は
建
仁
寺
に
導
入
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
く
、
こ
の

こ
と
は
宋
式
喫
茶
文
化
が
記
さ
れ
て
い
る
『
喫
茶
養
生
記
』
の
撰
述
か

ら
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
道
元
は
天
童
山
で
如
浄
（
一
一
六
二
〜
一
二
二
七
）
に
初
め
て
入
室

し
た
際
に
、『
宝
慶
記
』
の
冒
頭
文
に
よ
れ
ば
、「
千
光
禅
師
の
室
に
入

り
、
初
め
て
臨
済
の
宗
風
を
聞
く
」（
道
元
全
七
・
二
）
と
自
身
の
参
学

行
程
の
一
端
を
書
状
に
て
伝
え
て
い
る
。
道
元
自
身
の
言
葉
と
し
て
、

如
浄
に
入
室
し
た
際
に
、
栄
西
に
「
入
室
」
し
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る

こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
、
こ
の
記
事
は
道
元
の
参
学
行
程
を
考
え
る
上

で
極
め
て
重
視
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
る
。）

11
（

す
な
わ
ち
、
道
元
は
建

仁
寺
に
お
も
む
き
、
栄
西
に
入
室
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。）

11
（

　
客
僧
・
客
人
が
入
室
す
る
に
際
し
て
、
住
持
が
ど
の
よ
う
に
し
て
い

た
の
か
は
、『
禅
苑
清
規
』
に
は
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
必
ず
し
も
明
確

で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、『
禅
苑
清
規
』
に
は
「
新
到
茶
湯
特
為
。
不

得
闕
礼
」（
続
蔵
一
一
一
・
四
四
六
ｂ
）
と
あ
り
、
新
到
和
尚
な
ど
は
、

遠
方
か
ら
到
着
し
て
茶
の
接
待
を
受
け
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
一

方
、
大
衆
が
方
丈
に
入
室
し
た
際
に
は
問
答
が
行
な
わ
れ
、
あ
る
と
き

は
「
喫
茶
去
」
と
言
っ
て
茶
で
も
飲
ん
で
出
直
す
よ
う
に
言
い
、
あ
る

時
は
「
且
坐
喫
茶
」
と
言
っ
て
方
丈
で
茶
を
接
待
し
て
さ
ら
な
る
参
禅

を
促
し
た
り
す
る
。
た
だ
、
鎌
倉
時
代
の
記
録
を
み
て
い
く
と
、
ど
う

や
ら
客
僧
、
客
人
と
し
て
参
禅
し
て
い
た
場
合
、
茶
の
接
待
を
受
け
て

い
る
例
が
い
く
つ
か
記
録
さ
れ
て
い
る
。

　
道
元
が
建
仁
寺
の
栄
西
を
訪
ね
た
時
、道
元
は
十
四
・
十
五
歳
で
あ
っ

た
が
、
一
青
年
僧
が
、
何
の
縁
故
も
な
い
権
僧
正
位
に
あ
っ
た
栄
西
に

直
接
参
ず
る
と
い
う
の
は
な
か
な
か
考
え
に
く
い
。
し
か
し
な
が
ら
、

道
元
は
自
身
の
俗
縁
と
そ
の
縁
故
を
頼
り
に
、
当
時
の
仏
教
界
で
希
有

の
地
位
に
あ
っ
た
園
城
寺
公
胤
（
一
一
四
五
〜
一
二
一
六
）
に
参
問
し

て
お
り
、）

11
（

お
そ
ら
く
は
こ
の
よ
う
な
人
間
関
係
に
基
づ
く
紹
介
が
あ
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
時
、
お
そ
ら
く
は
栄

西
か
ら
茶
を
ふ
る
ま
わ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
い
ず
れ
に
し
て
も
、
道
元
は
十
八
歳
の
時
に
正
式
に
比
叡
山
を
下
り

て
建
仁
寺
に
入
門
し
、
栄
西
高
弟
の
明
全
の
も
と
で
禅
を
学
ん
だ
。）

11
（

そ
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最
も
古
い
記
事
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
一
方
、
内
容
か
ら
は
そ
れ
以

前
か
ら
茶
を
知
っ
て
い
た
こ
と
が
確
定
で
き
る
。
道
元
は
こ
の
時
点
で

す
で
に
客
僧
に
対
し
て
茶
を
入
れ
る
と
い
う
行
為
を
知
っ
て
い
た
の
で

あ
る
。
さ
ら
に
、
茶
葉
と
茶
器
も
所
持
し
て
い
た
可
能
性
が
十
分
に
想

定
さ
れ
る
。
道
元
は
、
ど
こ
で
茶
を
知
り
、
学
び
、
茶
葉
と
茶
器
を
得

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
道
元
と
茶
の
邂
逅
を
考
察
す
る
必
要
が
生
じ
る
の

で
あ
る
。

道
元
と
茶
の
邂
逅
を
考
え
る

　
茶
は
奈
良
・
平
安
の
時
代
よ
り
日
本
に
入
っ
て
き
て
お
り
、
栄
西
の

時
代
に
も
引
き
続
き
飲
ま
れ
て
い
た
［
中
村
一
九
九
九
］。
こ
の
場
合

の
茶
は
、
唐
式
喫
茶
文
化
の
団
茶
（
固
形
茶
））

（1
（

で
飲
ま
れ
る
の
が
一
般

的
で
あ
り
、
特
に
季
御
読
経
な
ど
の
国
家
的
法
会
で
引
茶
と
し
て
僧
侶

に
茶
が
ふ
る
ま
わ
れ
て
い
た
［
大
槻
二
〇
〇
六
］。
し
か
し
、
道
元
は

季
御
読
経
に
呼
ば
れ
た
こ
と
は
な
い
。

　
ま
た
、
北
斗
法）

（1
（

を
は
じ
め
と
す
る
密
教
儀
礼
で
は
茶
が
供
え
ら
れ
る

こ
と
が
儀
礼
の
中
に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
が
あ
り
［
高
橋
秀

二
〇
〇
五
］［
高
橋
悠
二
〇
一
〇
］、
あ
る
い
は
比
叡
山
修
学
中
に
茶
の

存
在
は
知
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
仮
に
知
っ
て
い
た

と
し
て
も
、
北
斗
法
を
は
じ
め
、
あ
く
ま
で
儀
礼
の
一
つ
と
し
て
茶
を

供
え
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、
僧
侶
が
飲
む
た
め
の
行
事
で
は
な
い
。

　
こ
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
道
元
が
最
初
に
茶
を
飲
ん

だ
場
所
は
、
ま
さ
に
、
京
都
の
建
仁
寺
で
あ
っ
た
と
考
え
る
の
は
極
め

て
自
然
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
清
規
を
部
分
的
に
導
入
し
て
、
宋
朝

の
修
行
生
活
を
行
な
っ
て
い
た
栄
西
の
住
す
る
建
仁
寺
で
は
、
宋
式
喫

茶
文
化
で
あ
る
抹
茶
法
に
基
づ
く
喫
茶
が
行
な
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら

れ
る
か
ら
で
あ
る
。）

（1
（

さ
ら
に
、
栄
西
は
『
喫
茶
養
生
記
』
を
記
し
、
茶

の
薬
と
し
て
の
効
能
を
紹
介
し
た
人
で
も
あ
っ
た
。

　
栄
西
の
『
興
禅
護
国
論
』
を
読
む
と
、『
禅
苑
清
規
』
が
た
び
た
び

引
用
さ
れ
て
お
り
、
栄
西
が
意
図
し
て
い
た
禅
院
に
、
清
規
が
部
分
的

に
は
用
い
ら
れ
て
い
た
と
考
え
て
問
題
な
か
ろ
う
。
た
だ
し
、
後
の
道

元
が
南
宋
の
清
規
に
則
っ
と
り
禅
林
を
再
現
す
る
か
の
よ
う
に
修
行
生

活
を
行
な
っ
た
の
に
対
し
、
建
仁
寺
で
の
清
規
を
部
分
的
に
導
入
し
た

修
行
生
活
は
、
南
宋
禅
林
の
完
全
な
再
現
を
試
み
た
と
は
言
え
な
い
よ

う
な
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
た
と
え
ば
、
禅
林
の
基
本
的
な
修
行
の
一
つ
で
あ
る
上
堂
や
晩
参

を
、）

11
（

道
元
が
は
じ
め
て
日
本
に
導
入
し
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、

袈
裟
の
着
脱
方
法
な
ど
も
、
南
宋
禅
林
で
見
聞
し
た
も
の
は
日
本
で
実

践
し
た
も
の
と
は
違
っ
て
い
た
ら
し
い
。）

1（
（

さ
ら
に
、
栄
西
の
頃
の
建
仁

寺
で
は
、
維
那
は
い
て
も
、
典
座
は
置
か
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ

る
。）

11
（

こ
の
他
、
僧
堂
と
い
う
建
造
物
も
道
元
が
初
め
て
日
本
に
導
入
し

た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。）

11
（

こ
の
点
、鎌
倉
後
期
の
無
住
道
暁（
一
二
二
七

〜
一
三
一
二
）
は
、
栄
西
の
建
仁
寺
の
坐
禅
を
「
挍イ

狭

床
ニ
テ
事
々
シ
坐
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の
際
に
は
、
ま
ち
が
い
な
く
、
建
仁
寺
で
の
修
行
を
通
し
て
、
明
全
か

ら
も
栄
西
が
伝
え
た
宋
朝
の
喫
茶
文
化
を
学
ん
で
い
た
こ
と
で
あ
ろ

う
。

　
そ
の
後
、
道
元
は
明
全
と
と
も
に
京
都
か
ら
博
多
に
到
着
し
、
入
宋

す
る
ま
で
の
間
、
博
多
の
地
で
出
港
を
待
つ
こ
と
に
な
る
。
博
多
で
は

栄
西
よ
り
も
半
世
紀
も
早
く
宋
式
喫
茶
文
化
が
導
入
さ
れ
て
い
た
よ
う

で
あ
り
、）

11
（

道
元
も
博
多
で
茶
を
飲
む
機
会
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、

京
都
の
出
発
時
期
と
杭
州
に
到
着
し
た
時
期
か
ら
は
、
博
多
で
の
滞
在

は
最
大
で
も
二
週
間
ほ
ど
で
あ
る
。

　
茶
器
や
茶
葉
の
入
手
可
能
性
に
つ
い
て
は
、建
仁
寺
か
ら
持
参
し
た
、

博
多
で
入
手
し
た
、
中
国
で
入
手
し
た
と
い
う
三
つ
の
可
能
性
が
考
え

ら
れ
る
。
少
し
後
、鎌
倉
中
期
の
事
例
で
は
あ
る
が
、叡
尊
（
一
二
〇
一

〜
一
二
九
〇
）
の
記
録
な
ど
を
み
る
と
、
移
動
中
の
道
中
に
茶
を
飲
む

こ
と
も
不
自
然
で
は
な
い
た
め
、）

11
（

道
中
で
飲
む
用
に
、
建
仁
寺
か
ら
茶

器
や
茶
葉
を
持
参
し
た
と
い
う
可
能
性
は
十
分
に
想
定
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。）

1（
（

ち
な
み
に
、入
宋
後
の
四
月
中
に
い
く
つ
か
の
寺
院
を
巡
っ

て
い
る
か
ら
、客
人
と
し
て
茶
を
飲
む
機
会
は
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
、
道
元
は
、
入
宋
前
、
す
で
に
建
仁
寺
で
宋
式
喫

茶
文
化
を
学
ん
で
い
た
と
す
る
見
解
が
妥
当
で
あ
る
と
考
え
る
も
の
で

あ
る
。

在
宋
中
に
お
け
る
道
元
と
茶

　
道
元
は
、
在
宋
中
に
諸
山
歴
遊
し
、
最
終
的
に
天
童
山
景
徳
寺
の
如

浄
に
参
じ
、
後
に
そ
の
法
を
嗣
い
だ
。
一
二
二
三
年
か
ら
一
二
二
七
年

の
四
・
五
年
の
在
宋
で
あ
り
、
こ
の
間
、
宋
朝
の
禅
林
で
清
規
に
基
づ

い
た
修
行
生
活
を
送
っ
た
。
最
も
長
い
の
は
天
童
山
の
如
浄
の
会
下
で

あ
り
、
お
お
よ
そ
一
二
二
五
〜
一
二
二
七
年
の
二
年
ほ
ど
の
期
間
の
参

学
で
あ
っ
た
。）

11
（

道
元
は
、
在
宋
中
に
南
宋
禅
林
で
一
般
的
に
行
な
わ
れ

て
い
た
喫
茶
文
化
を
、
修
行
経
験
を
通
じ
て
学
ん
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
禅
寺
に
お
け
る
喫
茶
は
、
一
つ
は
毎
日
の
喫

茶
、
一
つ
は
特
別
の
行
事
に
際
し
て
飲
む
喫
茶
、
一
つ
は
仏
祖
に
茶
を

供
え
る
こ
と
に
大
別
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
毎
日
の
喫
茶
に
つ
い
て
は
、
当

時
あ
ま
り
に
当
然
の
こ
と
と
し
て
行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
あ
え
て

は
記
録
さ
れ
づ
ら
い
と
い
う
事
情
も
あ
り
、
記
録
さ
れ
た
事
例
が
少
な

い
。
一
方
、
年
に
一
度
の
行
事
に
際
し
て
の
喫
茶
や
献
茶
が
行
な
わ
れ

た
際
に
は
、
茶
が
説
法
に
用
い
ら
れ
る
場
合
が
あ
っ
た
。
禅
僧
は
茶
が

象
徴
的
で
あ
る
日
を
選
ん
で
、
往
々
、
茶
に
ま
つ
わ
る
説
法
を
行
な
っ

て
い
た
の
で
あ
る
。

　
南
宋
禅
林
に
お
け
る
禅
の
修
行
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
時
に
茶
が

飲
ま
れ
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
は
、『
禅
苑
清
規
』
を
は
じ
め
と
し
た

諸
清
規
を
見
れ
ば
大
ま
か
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
。）

11
（

ま
た
、
こ
れ
以
外
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に
も
禅
語
録
の
説
法
の
中
か
ら
も
、
こ
の
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
あ
る
。

　
た
と
え
ば
、『
如
浄
和
尚
語
録
』
か
ら
、
茶
の
こ
と
を
記
し
た
説
法

を
列
記
し
て
み
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

①
『
如
浄
和
尚
語
録
』
巻
上
「
住
建
康
府
清
涼
寺
語
録
」

臘
八
上
堂
。
六
年
落
草
野
狐
精
跳
。
出
渾
身
是
葛
藤
。
打
失
眼
睛

無
覓
処
、
誑
人
剛
道
悟
明
星
。
清
涼
恁
麼
讃
歎
、
喚
作
知
恩
報
恩
。

其
或
不
然
、
年
年
臘
八
一
甌
茶
、
礼
拝
焼
香
鈍
置
他
。（
大
正
蔵

四
八
・
一
二
二
ｂ
）

　
②
『
如
浄
和
尚
語
録
』
巻
上
「
台
州
瑞
岩
禅
寺
語
録
」

上
堂
。
斬
鯨
竜
頭
角
、
截
虎
豹
爪
牙
。
爛
泥
団
受
用
不
尽
、
踏
著

刺
方
見
作
家
。
其
或
未
然
、
誰
在
画
楼
沽
酒
処
、
相
邀
来
喫
趙
州

茶
。（
大
正
蔵
四
八
・
一
二
三
ｂ
）

　
③
『
如
浄
和
尚
語
録
』
巻
上
「
臨
安
府
浄
慈
禅
寺
語
録
」

二
月
十
五
上
堂
。
不
曽
生
不
曽
死
。
洞
裡
桃
花
紅
照
水
。
可
憐
開

眼
被
渠
瞞
、
人
間
天
上
風
波
起
。
還
有
不
被
瞞
底
麼
。
一
盞
清
茶

一
弁
香
、
分
明
天
暁
打
三
更
。（
大
正
蔵
四
八
・
一
二
四
ａ
）

　
④
『
如
浄
和
尚
語
録
』
巻
上
「
臨
安
府
浄
慈
禅
寺
語
録
」

謝
典
座
上
堂
。
坐
断
老
盧
頂

、
拈
起
無
柄
木
𣏐𣏐
。
𣏐
然
𣏐
出
𣏐

汁
鉄
丸
、
𣏐
然
𣏐
出
醍
醐
酥
酪
。
仏
祖
大
機
難
測
度
、
猶
是
家
常

茶
飯
。
且
道
、
塞
断
咽
喉
一
句
。
又
作
麼
生
。
爛
煮
虚
空
、
無
麫

餺
飥
。（
大
正
蔵
四
八
・
一
二
五
ａ
）

　
⑤
『
如
浄
和
尚
語
録
』
巻
上
「
臨
安
府
浄
慈
禅
寺
語
録
」

元
正
上
堂
。
元
正
啓
祚
、
鼻
孔
発
露
。
万
物
咸
新
、
笑
面
迎
春
。

必
竟
如
何
。
浄
慈
門
下
転
風
流
、
飯
満
鉢
盂
茶
満
甌
。（
大
正
蔵

四
八
・
一
二
五
ｂ
）

　
⑥
『
如
浄
和
尚
語
録
』
巻
下
「
小
参
」

冬
夜
小
参
。
長
至
迎
新
、
如
何
話
会
。
記
得
、
黄
面
比
丘
道
、
如

破
鏡
鳥
以
毒
樹
果
抱
為
其
子
、子
成
父
母
皆
遭
其
食
。
好
箇
消
息
。

今
夜
天
童
、
乞
食
見
小
利
、
未
免

身
捨
命
。
将
現
前
大
衆
、
作

枚
毒
樹
果
、
念
一
道
真
言
、
抱
捕
去
也
。
類
我
類
我
、
出
来
出
来
。

（
中
略
）
且
道
、
如
何
収
拾
得
。
誰
在
画
楼
沽
酒
処
、
相
邀
来
喫

趙
州
茶
。（
大
正
蔵
四
八
・
一
二
九
ｃ
）

　
こ
の
う
ち
、
①
「
臘
八
上
堂
」
は
、
十
二
月
八
日
の
成
道
会
に
際
し

て
釈
尊
に
茶
を
献
じ
た
こ
と
に
因
む
も
の
で
あ
り
、
③
「
二
月
十
五
上

堂
」
は
、
二
月
十
五
日
の
涅
槃
会
に
際
し
て
釈
尊
に
茶
を
献
じ
た
こ
と

に
因
む
も
の
で
あ
る
。
⑤
「
元
正
上
堂
」
は
、
一
月
一
日
に
茶
を
飲
ん

だ
か
、
あ
る
い
は
茶
を
献
じ
た
こ
と
に
因
ん
で
い
る
か
と
思
わ
れ
る
。）

11
（

　
一
方
、
成
道
会
、
涅
槃
会
、
仏
誕
会
の
献
茶
に
つ
い
て
は
、
清
規
に

よ
っ
て
記
載
が
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
。）

11
（

寺
院
行
事
は
、
そ
の
時
代
の
清
規

に
記
録
が
な
く
て
も
、
禅
語
録
な
ど
か
ら
は
行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
場
合
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
清
規
に
記
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
実

際
に
は
行
な
わ
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
後
に
清
規
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
る

こ
と
が
あ
る
た
め
で
あ
ろ
う
。）

11
（
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の
際
に
は
、
ま
ち
が
い
な
く
、
建
仁
寺
で
の
修
行
を
通
し
て
、
明
全
か

ら
も
栄
西
が
伝
え
た
宋
朝
の
喫
茶
文
化
を
学
ん
で
い
た
こ
と
で
あ
ろ

う
。

　
そ
の
後
、
道
元
は
明
全
と
と
も
に
京
都
か
ら
博
多
に
到
着
し
、
入
宋

す
る
ま
で
の
間
、
博
多
の
地
で
出
港
を
待
つ
こ
と
に
な
る
。
博
多
で
は

栄
西
よ
り
も
半
世
紀
も
早
く
宋
式
喫
茶
文
化
が
導
入
さ
れ
て
い
た
よ
う

で
あ
り
、）

11
（

道
元
も
博
多
で
茶
を
飲
む
機
会
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、

京
都
の
出
発
時
期
と
杭
州
に
到
着
し
た
時
期
か
ら
は
、
博
多
で
の
滞
在

は
最
大
で
も
二
週
間
ほ
ど
で
あ
る
。

　
茶
器
や
茶
葉
の
入
手
可
能
性
に
つ
い
て
は
、建
仁
寺
か
ら
持
参
し
た
、

博
多
で
入
手
し
た
、
中
国
で
入
手
し
た
と
い
う
三
つ
の
可
能
性
が
考
え

ら
れ
る
。
少
し
後
、鎌
倉
中
期
の
事
例
で
は
あ
る
が
、叡
尊
（
一
二
〇
一

〜
一
二
九
〇
）
の
記
録
な
ど
を
み
る
と
、
移
動
中
の
道
中
に
茶
を
飲
む

こ
と
も
不
自
然
で
は
な
い
た
め
、）

11
（

道
中
で
飲
む
用
に
、
建
仁
寺
か
ら
茶

器
や
茶
葉
を
持
参
し
た
と
い
う
可
能
性
は
十
分
に
想
定
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。）

1（
（

ち
な
み
に
、入
宋
後
の
四
月
中
に
い
く
つ
か
の
寺
院
を
巡
っ

て
い
る
か
ら
、客
人
と
し
て
茶
を
飲
む
機
会
は
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
、
道
元
は
、
入
宋
前
、
す
で
に
建
仁
寺
で
宋
式
喫

茶
文
化
を
学
ん
で
い
た
と
す
る
見
解
が
妥
当
で
あ
る
と
考
え
る
も
の
で

あ
る
。

在
宋
中
に
お
け
る
道
元
と
茶

　
道
元
は
、
在
宋
中
に
諸
山
歴
遊
し
、
最
終
的
に
天
童
山
景
徳
寺
の
如

浄
に
参
じ
、
後
に
そ
の
法
を
嗣
い
だ
。
一
二
二
三
年
か
ら
一
二
二
七
年

の
四
・
五
年
の
在
宋
で
あ
り
、
こ
の
間
、
宋
朝
の
禅
林
で
清
規
に
基
づ

い
た
修
行
生
活
を
送
っ
た
。
最
も
長
い
の
は
天
童
山
の
如
浄
の
会
下
で

あ
り
、
お
お
よ
そ
一
二
二
五
〜
一
二
二
七
年
の
二
年
ほ
ど
の
期
間
の
参

学
で
あ
っ
た
。）

11
（

道
元
は
、
在
宋
中
に
南
宋
禅
林
で
一
般
的
に
行
な
わ
れ

て
い
た
喫
茶
文
化
を
、
修
行
経
験
を
通
じ
て
学
ん
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
禅
寺
に
お
け
る
喫
茶
は
、
一
つ
は
毎
日
の
喫

茶
、
一
つ
は
特
別
の
行
事
に
際
し
て
飲
む
喫
茶
、
一
つ
は
仏
祖
に
茶
を

供
え
る
こ
と
に
大
別
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
毎
日
の
喫
茶
に
つ
い
て
は
、
当

時
あ
ま
り
に
当
然
の
こ
と
と
し
て
行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
あ
え
て

は
記
録
さ
れ
づ
ら
い
と
い
う
事
情
も
あ
り
、
記
録
さ
れ
た
事
例
が
少
な

い
。
一
方
、
年
に
一
度
の
行
事
に
際
し
て
の
喫
茶
や
献
茶
が
行
な
わ
れ

た
際
に
は
、
茶
が
説
法
に
用
い
ら
れ
る
場
合
が
あ
っ
た
。
禅
僧
は
茶
が

象
徴
的
で
あ
る
日
を
選
ん
で
、
往
々
、
茶
に
ま
つ
わ
る
説
法
を
行
な
っ

て
い
た
の
で
あ
る
。

　
南
宋
禅
林
に
お
け
る
禅
の
修
行
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
時
に
茶
が

飲
ま
れ
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
は
、『
禅
苑
清
規
』
を
は
じ
め
と
し
た

諸
清
規
を
見
れ
ば
大
ま
か
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
。）

11
（

ま
た
、
こ
れ
以
外

11舘先生 _2段.indd   162 2021/11/26   16:02



道
元
と
喫
茶
文
化
（
舘
）

一
六
四

一
六
四
頁

［
四
校
］

　駒
澤
大
學

　佛
教
學
部
論
集

　第
52
號

　
す
な
わ
ち
、
清
規
だ
け
で
は
な
く
、
禅
語
録
の
説
法
の
内
容
か
ら
喫

茶
文
化
を
探
り
、
推
定
し
て
、
史
料
を
通
し
て
復
元
し
て
い
く
こ
と
は
、

当
時
の
喫
茶
文
化
の
受
容
状
況
を
知
る
上
で
の
重
要
な
研
究
方
法
の
一

つ
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
当
然
天
童
山
で
も
行

な
わ
れ
て
い
た
と
類
推
解
釈
で
き
得
る
た
め
、
道
元
が
学
び
受
容
し
た

喫
茶
文
化
を
理
解
す
る
上
で
重
要
で
あ
る
。

　
こ
の
他
、『
正
法
眼
蔵
』「
行
持
下
」（
七
十
五
巻
本
の
十
六
巻
）
に
は
、

先
師
天
童
和
尚
は
、
越
上
人
事
な
り
、
十
九
歳
に
し
て
、
教
学
を

す
て
て
参
学
す
る
に
、
七
旬
に
お
よ
ん
で
な
ほ
不
退
な
り
。
嘉
定

の
皇
帝
よ
り
紫
衣
師
号
を
た
ま
は
る
と
い
へ
ど
も
、
つ
ひ
に
う
け

ず
、
修
表
辞
謝
す
。
十
方
の
雲
衲
と
も
に
崇
重
す
。
遠
近
の
有
識

と
も
に
随
喜
す
る
な
り
。
皇
帝
大
悦
し
て
御
茶
を
た
ま
ふ
。
し
れ

る
も
の
は
奇
代
の
事
と
讃
歓
す
。
ま
こ
と
に
こ
れ
真
実
の
行
持
な

り
。（
道
元
全
一
・
一
九
六
）

と
あ
り
、
道
元
の
師
で
あ
る
如
浄
が
、
寧
宗
皇
帝
（
一
一
六
八
〜

一
二
二
四
）
よ
り
「
御
茶
」
を
送
ら
れ
た
故
事
を
紹
介
し
て
い
る
。
こ

の
故
事
は
、
道
元
の
門
下
に
「
御
茶
」
の
価
値
を
知
ら
し
め
る
こ
と
に

な
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
い
ず
れ
に
し
て
も
、
道
元
に
と
っ
て
は
、
中
国
で
は
如
浄
の
住
持
す

る
天
童
山
景
徳
寺
に
最
も
長
く
滞
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。そ
の
た
め
、

道
元
は
天
童
山
の
喫
茶
文
化
を
学
ん
だ
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
は
、
栄

西
も
天
童
山
で
修
行
し
、
天
童
山
で
虚
庵
懐
敞
の
法
を
嗣
い
で
い
る
の

で
あ
り
、）

11
（

道
元
、
栄
西
は
そ
れ
ぞ
れ
が
天
童
山
で
喫
茶
文
化
を
学
び
、

そ
の
後
、
禅
と
茶
を
日
本
に
請
来
し
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

道
元
の
修
行
生
活
に
お
け
る
喫
茶
文
化
―
清
規
類
か
ら

　
道
元
の
記
し
た
清
規
は
、
後
に
ま
と
め
ら
れ
て
、『
永
平
清
規
』
と

呼
ば
れ
、
江
戸
時
代
に
刊
行
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
う
ち
、『
弁

道
法
』
に
は
、

摺
被
時
、
不
得
教
被
横
而
到
隣
位
単
上
。
不
得
卒
暴
作
声
。
護
身

護
儀
、
随
衆
恭
衆
而
已
。
開
静
以
去
、
不
得
展
単
蓋
被
而
眠
。
粥

了
帰
衆
寮
喫
茶
喫
湯
、
或
復
被
位
打
坐
。（
道
元
全
六
・
三
六
）

と
あ
っ
て
、
日
常
修
行
に
お
け
る
喫
茶
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に

よ
れ
ば
、
粥
が
終
わ
り
、
衆
寮
に
帰
っ
て
か
ら
茶
・
湯
を
飲
む
こ
と
が

記
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
道
元
は
毎
日
の
修
行
生
活
に
お
け
る
喫

茶
を
清
規
に
規
定
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
同
じ
く
『
弁
道
法
』
に
は
、

寮
主
焼
香
之
法
、
先
到
当
面
向
聖
僧
問
訊
罷
、
歩
寄
香
炉
之
前
、

右
手
上
香
罷
、
叉
手
右
転
身
還
到
当
面
、
問
訊
訖
、
叉
手
歩
到
上

間
之
両
板
頭
中
間
、
問
訊
訖
、
叉
手
右
転
身
、
経
正
面
而
歩
到
下

間
之
両
板
頭
中
間
、
問
訊
訖
叉
手
右
転
身
、
歩
到
正
面
向
聖
僧
問

訊
了
叉
手
而
立
。
然
後
行
湯
行
茶
。
茶
湯
罷
又
焼
香
問
訊
。
行
李

如
初
。（
道
元
全
六
・
四
二
〜
四
四
）
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と
あ
っ
て
、
晡
時
坐
禅
後
の
放
参
に
際
し
、
寮
主
が
焼
香
す
る
作
法
が

記
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
寮
主
が
焼
香
し
終
わ
っ
た
ら
、
衆
寮
に
お

い
て
皆
で
一
斉
に
「
行
湯
行
茶
」
す
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
や
は

り
、毎
日
の
修
行
生
活
に
お
け
る
喫
茶
が
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、『
弁
道
法
』
か
ら
は
、
道
元
僧
団
の
修
行
生
活
で
は
、

毎
日
茶
を
飲
ん
で
い
た
こ
と
に
な
る）

11
（

。

　
こ
の
点
、
同
時
代
の
蘭
渓
道
隆
（
一
二
一
三
〜
一
二
七
八
）
の
清
規

『
弁
道
清
規
』）

11
（

に
も
毎
日
の
喫
茶
が
規
定
さ
れ
て
お
り
、
宋
朝
の
修
行

生
活
を
導
入
し
た
場
合
で
あ
れ
ば
、
当
然
、
毎
日
の
喫
茶
は
規
定
さ
れ

る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、少
し
時
代
が
下
っ
た『
大

鑑
清
規
』
に
も
、
毎
日
の
喫
茶
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。）

11
（

　
一
方
、
修
行
僧
が
毎
日
飲
む
ほ
ど
の
茶
が
あ
っ
た
の
か
否
か
、
そ
れ

が
可
能
で
あ
っ
た
の
か
否
か
に
つ
い
て
後
段
に
て
述
べ
た
い
。

　
こ
の
よ
う
な
毎
日
の
喫
茶
を
裏
付
け
て
い
る
の
が
、『
知
事
清
規
』の
、

所
謂
道
心
者
、
不
抛
撒
于
仏
祖
之
大
道
、
深
護
惜
于
仏
祖
之
大
道
。

所
以
名
利
抛
来
、
家
郷
辞
去
、
比
黄
金
於
糞
土
、
比
声
誉
於
涕
唾
、

不
瞞
於
真
、
不
順
於
偽
、
護
規
縄
之
曲
直
、
任
法
度
之
進
退
、
遂

不
以
仏
祖
家
常
之
茶
飯
而
売
弄
於
賎
価
、乃
道
心
也
。（
道
元
全
六
・

一
三
二
）

と
い
う
記
事
で
あ
り
、
修
行
僧
の
日
常
生
活
を
、「
仏
祖
家
常
茶
飯
」

と
表
現
し
て
い
る
。
日
常
修
行
で
喫
茶
が
行
な
わ
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ

の
記
述
で
あ
ろ
う
。「
家
常
茶
飯
」
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

　
ま
た
、『
赴
粥
飯
法
』
に

粥
後
放
参
、
即
住
持
人
出
堂
、
打
放
参
鐘
三
下
。
如
遇
早
参
、
更

不
打
鐘
。
如
為
斎
主
、
三
下
後
陞
堂
、
亦
須
打
放
参
鐘
。
又
大
坐

茶
湯
罷
、
住
持
人
聖
僧
前
問
訊
出
、
即
打
下
堂
鐘
三
下
。
如
監
院

首
座
入
堂
煎
点
、
送
住
持
人
出
、
却
来
堂
内
、
聖
僧
前
上
下
間
問

訊
罷
、
盞
橐
出
方
打
下
堂
鐘
三
下
。（
道
元
全
六
・
七
〇
〜
七
二
）

と
あ
る
記
事
も
、道
元
の
記
し
た
清
規
に
、粥
後
に
放
参
し
た
後
に
、「
大

坐
茶
湯
」（
僧
堂
に
お
け
る
一
斉
行
茶
）
の
作
法
が
記
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
監
院
・
首
座
が
茶
礼
を
行
な
っ
た
場
合
の
作
法
も
記
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
際
の
記
述
か
ら
は
盞
橐
（
茶
盞
と
茶
托
）
が
使
用
さ
れ
て
い

た
と
み
ら
れ
る
。）

1（
（

　
こ
の
ほ
か
、『
知
事
清
規
』
に
は
、

新
到
茶
湯
、
特
為
不
得
闕
礼
。（
道
元
全
六
・
一
五
〇
）

と
あ
り
、
新
し
く
寺
に
到
着
し
た
雲
衲
に
対
し
て
、
特
別
に
設
け
る
茶

湯
を
行
な
う
場
合
は
、
礼
節
を
欠
い
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
記
し
て
い

る
。
新
た
に
寺
院
に
入
山
し
た
修
行
僧
に
対
し
て
茶
湯
を
し
て
い
た
と

み
ら
れ
る
。
雲
水
と
し
て
行
脚
し
、
寺
院
に
到
着
し
た
修
行
僧
を
、
客

人
と
し
て
も
て
な
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
道
元
は

こ
の
茶
礼
を
か
な
り
重
視
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
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す
な
わ
ち
、
清
規
だ
け
で
は
な
く
、
禅
語
録
の
説
法
の
内
容
か
ら
喫

茶
文
化
を
探
り
、
推
定
し
て
、
史
料
を
通
し
て
復
元
し
て
い
く
こ
と
は
、

当
時
の
喫
茶
文
化
の
受
容
状
況
を
知
る
上
で
の
重
要
な
研
究
方
法
の
一

つ
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
当
然
天
童
山
で
も
行

な
わ
れ
て
い
た
と
類
推
解
釈
で
き
得
る
た
め
、
道
元
が
学
び
受
容
し
た

喫
茶
文
化
を
理
解
す
る
上
で
重
要
で
あ
る
。

　
こ
の
他
、『
正
法
眼
蔵
』「
行
持
下
」（
七
十
五
巻
本
の
十
六
巻
）
に
は
、

先
師
天
童
和
尚
は
、
越
上
人
事
な
り
、
十
九
歳
に
し
て
、
教
学
を

す
て
て
参
学
す
る
に
、
七
旬
に
お
よ
ん
で
な
ほ
不
退
な
り
。
嘉
定

の
皇
帝
よ
り
紫
衣
師
号
を
た
ま
は
る
と
い
へ
ど
も
、
つ
ひ
に
う
け

ず
、
修
表
辞
謝
す
。
十
方
の
雲
衲
と
も
に
崇
重
す
。
遠
近
の
有
識

と
も
に
随
喜
す
る
な
り
。
皇
帝
大
悦
し
て
御
茶
を
た
ま
ふ
。
し
れ

る
も
の
は
奇
代
の
事
と
讃
歓
す
。
ま
こ
と
に
こ
れ
真
実
の
行
持
な

り
。（
道
元
全
一
・
一
九
六
）

と
あ
り
、
道
元
の
師
で
あ
る
如
浄
が
、
寧
宗
皇
帝
（
一
一
六
八
〜

一
二
二
四
）
よ
り
「
御
茶
」
を
送
ら
れ
た
故
事
を
紹
介
し
て
い
る
。
こ

の
故
事
は
、
道
元
の
門
下
に
「
御
茶
」
の
価
値
を
知
ら
し
め
る
こ
と
に

な
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
い
ず
れ
に
し
て
も
、
道
元
に
と
っ
て
は
、
中
国
で
は
如
浄
の
住
持
す

る
天
童
山
景
徳
寺
に
最
も
長
く
滞
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。そ
の
た
め
、

道
元
は
天
童
山
の
喫
茶
文
化
を
学
ん
だ
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
は
、
栄

西
も
天
童
山
で
修
行
し
、
天
童
山
で
虚
庵
懐
敞
の
法
を
嗣
い
で
い
る
の

で
あ
り
、）

11
（

道
元
、
栄
西
は
そ
れ
ぞ
れ
が
天
童
山
で
喫
茶
文
化
を
学
び
、

そ
の
後
、
禅
と
茶
を
日
本
に
請
来
し
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

道
元
の
修
行
生
活
に
お
け
る
喫
茶
文
化
―
清
規
類
か
ら

　
道
元
の
記
し
た
清
規
は
、
後
に
ま
と
め
ら
れ
て
、『
永
平
清
規
』
と

呼
ば
れ
、
江
戸
時
代
に
刊
行
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
う
ち
、『
弁

道
法
』
に
は
、

摺
被
時
、
不
得
教
被
横
而
到
隣
位
単
上
。
不
得
卒
暴
作
声
。
護
身

護
儀
、
随
衆
恭
衆
而
已
。
開
静
以
去
、
不
得
展
単
蓋
被
而
眠
。
粥

了
帰
衆
寮
喫
茶
喫
湯
、
或
復
被
位
打
坐
。（
道
元
全
六
・
三
六
）

と
あ
っ
て
、
日
常
修
行
に
お
け
る
喫
茶
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に

よ
れ
ば
、
粥
が
終
わ
り
、
衆
寮
に
帰
っ
て
か
ら
茶
・
湯
を
飲
む
こ
と
が

記
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
道
元
は
毎
日
の
修
行
生
活
に
お
け
る
喫

茶
を
清
規
に
規
定
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
同
じ
く
『
弁
道
法
』
に
は
、

寮
主
焼
香
之
法
、
先
到
当
面
向
聖
僧
問
訊
罷
、
歩
寄
香
炉
之
前
、

右
手
上
香
罷
、
叉
手
右
転
身
還
到
当
面
、
問
訊
訖
、
叉
手
歩
到
上

間
之
両
板
頭
中
間
、
問
訊
訖
、
叉
手
右
転
身
、
経
正
面
而
歩
到
下

間
之
両
板
頭
中
間
、
問
訊
訖
叉
手
右
転
身
、
歩
到
正
面
向
聖
僧
問

訊
了
叉
手
而
立
。
然
後
行
湯
行
茶
。
茶
湯
罷
又
焼
香
問
訊
。
行
李

如
初
。（
道
元
全
六
・
四
二
〜
四
四
）
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道
元
の
修
行
生
活
に
お
け
る
喫
茶
文
化
―
『
正
法
眼
蔵
』「
安
居
」

か
ら

　
清
規
で
は
な
い
も
の
の
、『
正
法
眼
蔵
』「
安
居
」（
七
十
五
巻
本
の

七
十
二
巻
）
に
は
、
修
行
中
の
細
か
な
規
則
や
状
況
な
ど
が
記
さ
れ
て

い
て
、
当
時
の
修
行
生
活
を
知
る
上
で
重
要
な
史
料
と
位
置
づ
け
ら
れ

よ
う
。『
正
法
眼
蔵
』「
安
居
」
に
は
、

梵
網
経
中
に
冬
安
居
あ
れ
ど
も
、
そ
の
法
つ
た
わ
れ
ず
、
九
夏
安

居
の
法
の
み
つ
た
は
れ
り
。
正
伝
ま
の
あ
た
り
五
十
一
世
な
り
。

清
規
云
、
行
脚
人
欲
就
処
所
結
夏
、
須
於
半
月
前
掛
搭
、
所
貴
茶

湯
人
事
不
倉
卒
。い
は
ゆ
る
半
月
前
と
は
、三
月
下
旬
を
い
ふ
。（
道

元
全
二
・
二
二
一
〜
二
二
二
）

の
一
文
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
道
元
は
「
清
規
云
」
と
し
て
『
禅
苑
清

規
』
を
用
い
、
行
脚
し
て
い
る
僧
侶
が
、
新
た
に
掛
搭
（
入
山
）
し
た

際
に
、
茶
・
湯
で
も
て
な
す
こ
と
貴
ん
で
い
る
こ
と
を
記
し
て
い
る
。）

11
（

こ
の
こ
と
は
『
知
事
清
規
』
に
記
さ
れ
て
い
る
内
容
と
一
致
し
て
お
り
、

ま
た
、
前
述
の
『
知
事
清
規
』
の
「
新
到
茶
湯
、
特
為
不
得
闕
礼
」
と

い
う
記
事
と
も
一
致
し
て
い
る
。

　
現
在
は
、
基
本
的
に
二
十
歳
前
後
の
若
年
の
僧
侶
が
修
行
道
場
に
入

山
す
る
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
た
め
、
入
山
の
儀
式
儀
礼
は
か
な
り
厳

し
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
当
時
と
す
れ
ば
、
遠
く

か
ら
行
脚
し
て
訪
れ
る
の
は
若
年
僧
ば
か
り
で
は
な
い
し
、
移
動
も
徒

歩
で
あ
り
、
行
脚
そ
の
も
の
が
大
変
な
修
行
の
一
つ
で
あ
っ
た
こ
と
で

あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
、
道
元
は
半
年
前
に
は
入
山
し
て
も
ら
う
こ
と
を

勧
め
て
い
る
が
、
茶
湯
の
人
数
分
の
確
保
と
い
う
理
由
も
あ
る
の
か
も

し
れ
な
い
。
そ
し
て
、
礼
を
欠
か
な
い
よ
う
に
、
茶
・
湯
を
行
脚
の
僧

侶
に
い
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
一
方
、『
正
法
眼
蔵
』「
安
居
」
に
は
、

四
月
十
三
日
の
斎
罷
に
、
衆
寮
の
僧
衆
、
す
な
は
ち
本
寮
に
つ
き

て
煎
点
諷
経
す
、
寮
主
こ
と
を
お
こ
な
ふ
。
点
湯
焼
香
、
み
な
寮

主
こ
れ
を
つ
と
む
。（
道
元
全
二
・
二
二
五
）

と
あ
る
が
、こ
の
場
合
の
煎
点
諷
経
で
は
点
湯
焼
香
を
し
て
い
る
の
で
、

こ
こ
で
言
う
「
煎
点
」）

11
（

は
必
ず
し
も
茶
を
い
れ
る
こ
と
を
指
し
て
い
な

い
。

　
こ
の
翌
日
の
十
四
日
の
こ
と
を
、『
正
法
眼
蔵
』「
安
居
」
で
は
、

念
誦
の
法
（
中
略
）
す
べ
か
ら
く
念
誦
已
前
に
写
牓
し
て
首
座
に

呈
す
。
知
事
、
搭
袈
裟
・
帯
坐
具
し
て
、
首
座
に
相
見
す
る
と
き
、

あ
る
ひ
は
両
展
三
拝
し
を
は
り
て
、
牓
を
首
座
に
呈
す
。
首
座
答

拝
す
。
知
事
の
拝
と
お
な
じ
か
る
べ
し
。
牓
は
箱
に
複
袱
子
を
し

き
て
、
行
者
に
も
た
せ
ゆ
く
。
首
座
知
事
を
お
く
り
む
か
ふ
。
牓

式
、
庫
司
今
晩
就
雲
堂
煎
点
、
特
為
首
座
大
衆
、
聊
表
結
制
之
儀
、

伏
冀
衆
慈
同
垂
光
降
、
寛
元
三
年
四
月
十
四
日
庫
司
比
丘
〈
某
甲

等
〉
謹
白
。（
中
略
）
煎
点
を
は
り
ぬ
れ
ば
、
牓
を
を
さ
む
。（
道

元
全
二
・
二
二
六
〜
二
二
八
）
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と
記
し
て
い
る
が
、
こ
の
場
合
の
「
煎
点
」
も
必
ず
し
も
茶
を
指
し
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
。『
禅
苑
清
規
』
卷
五
「
僧
堂
内
煎
点
」）

11
（

に
あ
る

よ
う
に
、
茶
を
用
い
た
「
僧
堂
煎
点
」
は
四
月
十
五
日
に
行
な
わ
れ
た

の
か
も
し
れ
な
い
。

　
こ
れ
を
示
唆
す
る
の
は
、『
正
法
眼
蔵
』「
安
居
」
の
、

堂
頭
、
庫
司
、
首
座
、
次
第
に
煎
点
と
い
ふ
こ
と
あ
り
。
し
か
あ

れ
ど
も
遠
島
深
山
の
あ
ひ
だ
に
は
省
略
す
べ
し
。
た
だ
こ
れ
礼
数

な
り
。
退
院
の
長
老
、
お
よ
ひ
立
僧
の
首
座
、
お
の
お
の
本
寮
に

つ
き
て
知
事
頭
首
の
た
め
に
、特
為
煎
点
す
る
な
り
。（
道
元
全
二
・

二
三
四
）

と
い
う
記
事
で
あ
る
。）

11
（

こ
こ
で
は
、
遠
島
や
深
山
で
は
こ
れ
ら
の
茶
を

用
い
た
儀
式
の
省
略
が
記
さ
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
は
、
茶
が
入
手
困

難
な
状
況
を
想
定
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
点
は
永
平
寺
な
ど
の

深
山
幽
谷
の
地
を
想
定
し
た
儀
礼
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
と
み
て
よ
い

だ
ろ
う
。
そ
の
代
わ
り
と
し
て
で
あ
ろ
う
か
、
住
持
を
退
院
し
た
長
老

や
、
立
僧
の
首
座
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
本
寮
で
知
事
・
頭
首
の
た
め
に
、

特
別
に
茶
を
入
れ
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　
一
方
、
こ
の
記
事
は
、『
禅
苑
清
規
』
巻
五
「
僧
堂
内
煎
点
」
に
記

さ
れ
た
よ
う
な
儀
礼
も
意
識
し
た
も
の
で
あ
り
、
も
と
の
茶
を
用
い
た

儀
礼
が
四
月
十
五
日
に
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
よ
う
。）

11
（

　
四
月
十
三
日
の
事
例
と
同
様
に
、『
正
法
眼
蔵
』「
安
居
」
に
、

解
夏
、
七
月
十
三
日
、
衆
寮
煎
点
諷
経
。
ま
た
そ
の
月
の
寮
主
こ

れ
を
つ
と
む
。
十
四
日
晩
念
誦
、
来
日
陞
堂
、
人
事
、
巡
寮
、
煎

点
、
並
同
結
夏
。
唯
牓
状
詞
語
、
不
同
而
已
。
庫
司
湯
牓
云
、
庫

司
今
晩
、
就
雲
堂
煎
点
。
特
為
首
座
大
衆
、
聊
表
解
制
之
儀
。
伏

冀
衆
慈
同
垂
光
降
。（
道
元
全
二
・
二
三
四
）

と
あ
る
「
煎
点
」
も
必
ず
し
も
茶
を
い
れ
る
こ
と
を
指
し
て
い
な
い
の

か
も
し
れ
な
い
。

　
ほ
か
に
、『
正
法
眼
蔵
』「
安
居
」
に
は
、

知
事
・
頭
首
告
云
、
衆
中
兄
弟
行
脚
、
須
侯
茶
湯
罷
、
方
可
随
意

〈
如
有
緊
急
縁
事
、
不
在
此
限
〉。（
道
元
全
二
・
二
三
五
）

と
あ
る
の
は
重
要
で
あ
る
。
七
月
十
四
日
、
解
夏
の
前
日
に
知
事
が
言

う
言
葉
と
し
て
、
行
脚
は
、
必
ず
茶
湯
が
終
わ
っ
て
か
ら
と
述
べ
る
こ

と
が
修
行
に
組
み
込
ま
れ
て
お
り
、
茶
湯
が
修
行
生
活
で
も
重
要
な
行

事
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
夏
安
居
の
最
初
と
最
後
、
そ

れ
は
す
な
わ
ち
行
脚
す
る
僧
侶
が
到
着
し
た
時
と
、
こ
れ
か
ら
行
脚
す

る
に
際
し
て
茶
を
い
れ
る
こ
と
を
、
道
元
が
修
行
生
活
に
お
い
て
特
に

重
視
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。

道
元
の
修
行
生
活
に
お
け
る
喫
茶
文
化
―
『
永
平
広
録
』
か
ら

　
先
述
し
た
『
如
浄
和
尚
語
録
』
の
よ
う
に
、
禅
語
録
を
詳
細
に
読
み

解
い
て
い
く
と
、当
時
の
喫
茶
文
化
の
受
容
状
況
が
解
る
場
合
が
あ
る
。

た
と
え
ば
、『
永
平
広
録
』
巻
一
「
興
聖
寺
語
録
」（
上
堂
122
）
に
収
録
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道
元
の
修
行
生
活
に
お
け
る
喫
茶
文
化
―
『
正
法
眼
蔵
』「
安
居
」

か
ら

　
清
規
で
は
な
い
も
の
の
、『
正
法
眼
蔵
』「
安
居
」（
七
十
五
巻
本
の

七
十
二
巻
）
に
は
、
修
行
中
の
細
か
な
規
則
や
状
況
な
ど
が
記
さ
れ
て

い
て
、
当
時
の
修
行
生
活
を
知
る
上
で
重
要
な
史
料
と
位
置
づ
け
ら
れ

よ
う
。『
正
法
眼
蔵
』「
安
居
」
に
は
、

梵
網
経
中
に
冬
安
居
あ
れ
ど
も
、
そ
の
法
つ
た
わ
れ
ず
、
九
夏
安

居
の
法
の
み
つ
た
は
れ
り
。
正
伝
ま
の
あ
た
り
五
十
一
世
な
り
。

清
規
云
、
行
脚
人
欲
就
処
所
結
夏
、
須
於
半
月
前
掛
搭
、
所
貴
茶

湯
人
事
不
倉
卒
。い
は
ゆ
る
半
月
前
と
は
、三
月
下
旬
を
い
ふ
。（
道

元
全
二
・
二
二
一
〜
二
二
二
）

の
一
文
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
道
元
は
「
清
規
云
」
と
し
て
『
禅
苑
清

規
』
を
用
い
、
行
脚
し
て
い
る
僧
侶
が
、
新
た
に
掛
搭
（
入
山
）
し
た

際
に
、
茶
・
湯
で
も
て
な
す
こ
と
貴
ん
で
い
る
こ
と
を
記
し
て
い
る
。）

11
（

こ
の
こ
と
は
『
知
事
清
規
』
に
記
さ
れ
て
い
る
内
容
と
一
致
し
て
お
り
、

ま
た
、
前
述
の
『
知
事
清
規
』
の
「
新
到
茶
湯
、
特
為
不
得
闕
礼
」
と

い
う
記
事
と
も
一
致
し
て
い
る
。

　
現
在
は
、
基
本
的
に
二
十
歳
前
後
の
若
年
の
僧
侶
が
修
行
道
場
に
入

山
す
る
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
た
め
、
入
山
の
儀
式
儀
礼
は
か
な
り
厳

し
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
当
時
と
す
れ
ば
、
遠
く

か
ら
行
脚
し
て
訪
れ
る
の
は
若
年
僧
ば
か
り
で
は
な
い
し
、
移
動
も
徒

歩
で
あ
り
、
行
脚
そ
の
も
の
が
大
変
な
修
行
の
一
つ
で
あ
っ
た
こ
と
で

あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
、
道
元
は
半
年
前
に
は
入
山
し
て
も
ら
う
こ
と
を

勧
め
て
い
る
が
、
茶
湯
の
人
数
分
の
確
保
と
い
う
理
由
も
あ
る
の
か
も

し
れ
な
い
。
そ
し
て
、
礼
を
欠
か
な
い
よ
う
に
、
茶
・
湯
を
行
脚
の
僧

侶
に
い
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
一
方
、『
正
法
眼
蔵
』「
安
居
」
に
は
、

四
月
十
三
日
の
斎
罷
に
、
衆
寮
の
僧
衆
、
す
な
は
ち
本
寮
に
つ
き

て
煎
点
諷
経
す
、
寮
主
こ
と
を
お
こ
な
ふ
。
点
湯
焼
香
、
み
な
寮

主
こ
れ
を
つ
と
む
。（
道
元
全
二
・
二
二
五
）

と
あ
る
が
、こ
の
場
合
の
煎
点
諷
経
で
は
点
湯
焼
香
を
し
て
い
る
の
で
、

こ
こ
で
言
う
「
煎
点
」）

11
（

は
必
ず
し
も
茶
を
い
れ
る
こ
と
を
指
し
て
い
な

い
。

　
こ
の
翌
日
の
十
四
日
の
こ
と
を
、『
正
法
眼
蔵
』「
安
居
」
で
は
、

念
誦
の
法
（
中
略
）
す
べ
か
ら
く
念
誦
已
前
に
写
牓
し
て
首
座
に

呈
す
。
知
事
、
搭
袈
裟
・
帯
坐
具
し
て
、
首
座
に
相
見
す
る
と
き
、

あ
る
ひ
は
両
展
三
拝
し
を
は
り
て
、
牓
を
首
座
に
呈
す
。
首
座
答

拝
す
。
知
事
の
拝
と
お
な
じ
か
る
べ
し
。
牓
は
箱
に
複
袱
子
を
し

き
て
、
行
者
に
も
た
せ
ゆ
く
。
首
座
知
事
を
お
く
り
む
か
ふ
。
牓

式
、
庫
司
今
晩
就
雲
堂
煎
点
、
特
為
首
座
大
衆
、
聊
表
結
制
之
儀
、

伏
冀
衆
慈
同
垂
光
降
、
寛
元
三
年
四
月
十
四
日
庫
司
比
丘
〈
某
甲

等
〉
謹
白
。（
中
略
）
煎
点
を
は
り
ぬ
れ
ば
、
牓
を
を
さ
む
。（
道

元
全
二
・
二
二
六
〜
二
二
八
）
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さ
れ
た
、

閉
炉
上
堂
。
云
、
看
看
興
聖
一
紅
炉
、
尽
界
十
枚
合
作
模
。
生
活

練
成
諸
仏
祖
、
今
朝
授
手
点
茶
糊
。（
道
元
全
三
・
六
四
）

か
ら
は
、
閉
炉
に
あ
た
っ
て
仏
祖
に
「
茶
糊
」
を
供
養
し
て
い
る
状
況

が
窺
わ
れ
る
。

　
こ
こ
に
記
さ
れ
た
「
茶
糊
」
に
つ
い
て
は
、）

11
（

「
生
活
練
成
諸
仏
祖
、

今
朝
授
手
点
茶
糊
」
と
の
表
現
か
ら
は
、道
元
が
手
ず
か
ら
仏
祖
に
「
茶

糊
」
を
供
え
た
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。「
茶
糊
」
の
う
ち
、
糊
は
濃
い

粥
の
こ
と
で
あ
る
た
め
、
こ
れ
を
「
茶
粥
」（
茶
を
用
い
て
作
っ
た
粥
）

と
す
る
解
釈
も
成
り
立
ち
得
る
が
、）

11
（

茶
粥
と
い
う
も
の
が
当
時
あ
っ
た

の
か
も
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
そ
の
た
め
、「
点
茶
湯
」
が
「
茶
」
と
「
湯
」

を
点
じ
る
こ
と
を
指
す
よ
う
に
、「
点
茶
糊
」
も
、「
茶
」
と
「
糊
」（
濃

い
粥
）
を
点
ず
る
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
、

茶
が
用
い
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　『
永
平
広
録
』
巻
五
「
永
平
寺
語
録
」（
上
堂
428
）
に
、

上
堂
。
挙
、
世
尊
在
霊
山
会
上
、
百
万
衆
前
拈
優
曇
華
、
告
曰
、

吾
有
正
法
眼
蔵
涅
槃
妙
心
、
附
属
摩
訶
迦
葉
。
于
時
迦
葉
、
破
顔

微
笑
。
世
尊
昔
日
欲
伝
法
、
百
万
衆
前
拈
得
華
、
瞬
目
告
言
吾
有

法
、
破
顔
微
笑
独
逢
㸙
。
這
箇
是
長
連
牀
上
学
得
底
、
向
上
又
作

麼
生
。
大
衆
還
要
委
悉
麼
。
良
久
云
、
莫
問
此
間
何
活
計
。
西
天

也
有
趙
州
茶
。（
道
元
全
四
・
一
二
）

と
あ
る
が
、
本
上
堂
は
仏
生
日
上
堂
の
次
に
収
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
に

注
目
し
た
い
。
内
容
は
釈
尊
に
因
む
も
の
で
あ
り
、
あ
る
い
は
実
際
に

献
茶
し
た
こ
と
に
因
ん
だ
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ

る
。
道
元
の
修
行
し
た
南
宋
禅
林
で
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
三
仏
忌
に

献
茶
が
行
な
わ
れ
、
そ
れ
に
因
ん
だ
説
法
が
行
な
わ
れ
て
い
た
。
道
元

の
説
法
も
こ
れ
に
因
ん
だ
も
の
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。）

11
（

　『
永
平
広
録
』
巻
七
「
永
平
寺
語
録
」（
上
堂
499
）
に
収
録
さ
れ
た
上

堂
は
、上

堂
。
向
日
開
来
手
裏
花
、
与
時
煎
点
趙
州
茶
。
衲
僧
円
相
中
秋

月
、
更
問
如
何
三
斤
麻
。
正
当
恁
麼
時
、
又
作
麼
生
道
得
。
良
久

云
、
伝
衣
処
有
何
意
、
莫
打
牛
須
打
車
。（
道
元
全
四
・
八
四
）

と
あ
る
。「
趙
州
茶
」
と
い
う
表
現
を
も
っ
て
、「
趙
州
喫
茶
去
」
の
公

案
へ
の
参
究
を
暗
示
し
て
い
る
上
堂
で
あ
る
か
ら
、
直
接
的
な
喫
茶
史

料
と
は
言
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
あ
る
い
は
中
秋

に
茶
を
飲
ん
で
い
た
こ
と
に
因
む
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
よ
う
。）

11
（

　
こ
の
ほ
か
、『
永
平
広
録
』
巻
八
「
小
参
」（
小
参
1
）
に
は
、

解
夏
小
参
。
古
今
明
弁
、
彼
此
見
成
。
若
不
知
有
争
得
恁
麼
。
若

也
知
有
争
得
恁
麼
。
雖
然
如
此
、
只
見
把
住
、
未
見
放
行
、
眉
毛

蹉
過
、
正
眼
覰
著
。
要
且
拠
令
而
行
、
尽
大
地
人
喫
茶
。（
道
元

全
四
・
一
一
〇
）

と
あ
り
、
道
元
は
法
令
（
清
規
）
に
従
っ
て
修
行
す
れ
ば
、
す
べ
て
の

人
た
ち
が
喫
茶
す
る
と
述
べ
て
い
る
。
喫
茶
は
あ
く
ま
で
た
と
え
で
あ

る
が
、「
法
令
」
に
た
と
え
ら
れ
た
禅
宗
清
規
と
喫
茶
と
の
関
係
が
語
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ら
れ
て
い
る
こ
と
は
興
味
深
い
。
日
常
生
活
で
茶
飯
を
喫
し
て
い
る
か

ら
こ
そ
、
説
得
力
を
持
つ
言
葉
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
ま
た
、
こ
の
小
参
が
解
夏
に
行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
も
興
味
深
く
、

『
永
平
広
録
』
巻
八
「
小
参
」（
小
参
7
）
に
も
、

解
夏
小
参
。
云
、
要
見
法
歳
周
円
麼
。
作
一
円
相
云
、
因
従
這
裏

做
。
又
作
一
円
相
云
、
是
在
這
裏
成
。
参
得
蘿
蔔
頭
禅
、
満
于
驢

胎
馬
腹
。
参
得
琉
璃
瓶
子
禅
、
打
破
七
華
八
裂
。
参
得
如
来
禅
、

眼
裏
無
筋
一
世
貧
。
参
得
祖
師
禅
、
殃
過
及
児
孫
。
恁
麼
参
得
、

且
道
、永
平
意
作
麼
生
。
但
見
日
頭
東
畔
上
。
誰
能
更
喫
趙
州
茶
。

（
道
元
全
四
・
一
一
八
）

と
あ
っ
て
、
茶
に
因
む
小
参
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
小
参
は
、
古

則
公
案
を
提
示
し
た
も
の
で
あ
り
、直
接
的
な
喫
茶
史
料
で
は
な
い
が
、

解
夏
に
行
な
わ
れ
た
実
際
の
喫
茶
に
因
む
も
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
茶
が
象
徴
的
な
日
を
選
ん
で
茶
に
関
す
る

説
法
を
行
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、『
永
平
広
録
』
巻
十
「
偈
頌
」「
十
二
時
頌
」（
偈
頌
118
）
に
、

　
　
食
時
辰

喫
却
僧
堂
呑
仏
殿
、
高
心
空
腹
愛
雲
霞
。
西
天
展
鉢
新
羅
湿
、
未

討
趙
州
飽
飯
茶
。（
道
元
全
四
・
二
九
四
）

と
あ
り
、
道
元
が
十
二
時
に
頌
を
示
し
た
中
の
「
食
時
辰
」
の
中
に
、

飯
茶
の
記
述
が
見
ら
れ
る
。
食
事
の
後
に
茶
を
飲
む
こ
と
に
因
ん
で
い

る
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
毎
日
の
修
行
生
活
で
茶
を
飲
ん
で
い
た

こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
の
点
は
、『
弁
道
法
』
の
記
事
に

も
符
合
し
て
い
よ
う
。

道
元
の
著
述
に
み
る
茶
に
関
す
る
古
則
公
案
の
提
示

　
道
元
の
著
述
に
は
、茶
に
因
む
公
案
が
多
く
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

公
案
集
で
あ
る
真
字
『
正
法
眼
蔵
』
に
は
、
第
一
〇
六
則
に
、

澧
州
龍
潭
崇
信
禅
師
〈
嗣
天
皇
〉
作
餅
為
業
。
礼
天
皇
和
尚
出
家
。

（
中
略
）
皇
云
、你
若
不
審
、我
則
合
掌
。
我
若
坐
時
、汝
則
侍
立
。

汝
擎
茶
来
、
吾
為
汝
受
。
師
良
久
。
皇
云
、
見
則
便
見
、
擬
思
即

差
。
師
乃
大
悟
。（
道
元
全
五
・
一
八
二
〜
一
八
四
））

1（
（

と
い
う
公
案
が
、）
11
（

真
字
『
正
法
眼
蔵
』
第
一
四
三
則
に
は
、

芙
蓉
山
道
楷
禅
師
、
問
投
子
山
青
禅
師
曰
、
仏
祖
意
句
、
如
家
常

茶
飯
。
離
此
之
余
、還
別
有
為
人
言
句
也
無
。（
中
略
）青
和
尚
云
、

子
到
不
疑
之
地
耶
。
師
掩
耳
而
去
。（
道
元
全
五
・
二
〇
二
）

と
い
う
公
案
が
示
さ
れ
て
い
る
。）

11
（

　
こ
の
ほ
か
、
真
字
『
正
法
眼
蔵
』
第
二
三
三
則
に
は
、

趙
州
、
有
僧
到
。
便
問
、
曽
到
此
否
。
僧
云
、
曽
到
。
師
曰
、
喫

茶
去
。（
中
略
）
師
乃
喚
院
主
。
主
応
諾
。
師
曰
、
喫
茶
去
。（
道

元
全
五
・
二
四
八
）

と
あ
り
、「
趙
州
喫
茶
去
」
の
公
案
が
示
さ
れ
る
が
、
こ
の
公
案
は
道

元
の
著
述
の
中
で
最
も
多
用
さ
れ
た
茶
に
関
す
る
公
案
で
あ
る
。）

11
（
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さ
れ
た
、

閉
炉
上
堂
。
云
、
看
看
興
聖
一
紅
炉
、
尽
界
十
枚
合
作
模
。
生
活

練
成
諸
仏
祖
、
今
朝
授
手
点
茶
糊
。（
道
元
全
三
・
六
四
）

か
ら
は
、
閉
炉
に
あ
た
っ
て
仏
祖
に
「
茶
糊
」
を
供
養
し
て
い
る
状
況

が
窺
わ
れ
る
。

　
こ
こ
に
記
さ
れ
た
「
茶
糊
」
に
つ
い
て
は
、）

11
（

「
生
活
練
成
諸
仏
祖
、

今
朝
授
手
点
茶
糊
」
と
の
表
現
か
ら
は
、道
元
が
手
ず
か
ら
仏
祖
に
「
茶

糊
」
を
供
え
た
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。「
茶
糊
」
の
う
ち
、
糊
は
濃
い

粥
の
こ
と
で
あ
る
た
め
、
こ
れ
を
「
茶
粥
」（
茶
を
用
い
て
作
っ
た
粥
）

と
す
る
解
釈
も
成
り
立
ち
得
る
が
、）

11
（

茶
粥
と
い
う
も
の
が
当
時
あ
っ
た

の
か
も
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
そ
の
た
め
、「
点
茶
湯
」
が
「
茶
」
と
「
湯
」

を
点
じ
る
こ
と
を
指
す
よ
う
に
、「
点
茶
糊
」
も
、「
茶
」
と
「
糊
」（
濃

い
粥
）
を
点
ず
る
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
、

茶
が
用
い
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　『
永
平
広
録
』
巻
五
「
永
平
寺
語
録
」（
上
堂
428
）
に
、

上
堂
。
挙
、
世
尊
在
霊
山
会
上
、
百
万
衆
前
拈
優
曇
華
、
告
曰
、

吾
有
正
法
眼
蔵
涅
槃
妙
心
、
附
属
摩
訶
迦
葉
。
于
時
迦
葉
、
破
顔

微
笑
。
世
尊
昔
日
欲
伝
法
、
百
万
衆
前
拈
得
華
、
瞬
目
告
言
吾
有

法
、
破
顔
微
笑
独
逢
㸙
。
這
箇
是
長
連
牀
上
学
得
底
、
向
上
又
作

麼
生
。
大
衆
還
要
委
悉
麼
。
良
久
云
、
莫
問
此
間
何
活
計
。
西
天

也
有
趙
州
茶
。（
道
元
全
四
・
一
二
）

と
あ
る
が
、
本
上
堂
は
仏
生
日
上
堂
の
次
に
収
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
に

注
目
し
た
い
。
内
容
は
釈
尊
に
因
む
も
の
で
あ
り
、
あ
る
い
は
実
際
に

献
茶
し
た
こ
と
に
因
ん
だ
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ

る
。
道
元
の
修
行
し
た
南
宋
禅
林
で
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
三
仏
忌
に

献
茶
が
行
な
わ
れ
、
そ
れ
に
因
ん
だ
説
法
が
行
な
わ
れ
て
い
た
。
道
元

の
説
法
も
こ
れ
に
因
ん
だ
も
の
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。）

11
（

　『
永
平
広
録
』
巻
七
「
永
平
寺
語
録
」（
上
堂
499
）
に
収
録
さ
れ
た
上

堂
は
、上

堂
。
向
日
開
来
手
裏
花
、
与
時
煎
点
趙
州
茶
。
衲
僧
円
相
中
秋

月
、
更
問
如
何
三
斤
麻
。
正
当
恁
麼
時
、
又
作
麼
生
道
得
。
良
久

云
、
伝
衣
処
有
何
意
、
莫
打
牛
須
打
車
。（
道
元
全
四
・
八
四
）

と
あ
る
。「
趙
州
茶
」
と
い
う
表
現
を
も
っ
て
、「
趙
州
喫
茶
去
」
の
公

案
へ
の
参
究
を
暗
示
し
て
い
る
上
堂
で
あ
る
か
ら
、
直
接
的
な
喫
茶
史

料
と
は
言
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
あ
る
い
は
中
秋

に
茶
を
飲
ん
で
い
た
こ
と
に
因
む
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
よ
う
。）

11
（

　
こ
の
ほ
か
、『
永
平
広
録
』
巻
八
「
小
参
」（
小
参
1
）
に
は
、

解
夏
小
参
。
古
今
明
弁
、
彼
此
見
成
。
若
不
知
有
争
得
恁
麼
。
若

也
知
有
争
得
恁
麼
。
雖
然
如
此
、
只
見
把
住
、
未
見
放
行
、
眉
毛

蹉
過
、
正
眼
覰
著
。
要
且
拠
令
而
行
、
尽
大
地
人
喫
茶
。（
道
元

全
四
・
一
一
〇
）

と
あ
り
、
道
元
は
法
令
（
清
規
）
に
従
っ
て
修
行
す
れ
ば
、
す
べ
て
の

人
た
ち
が
喫
茶
す
る
と
述
べ
て
い
る
。
喫
茶
は
あ
く
ま
で
た
と
え
で
あ

る
が
、「
法
令
」
に
た
と
え
ら
れ
た
禅
宗
清
規
と
喫
茶
と
の
関
係
が
語
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ま
た
、
真
字
『
正
法
眼
蔵
』
第
二
六
三
則
に
は
、

襄
州
王
敬
初
常
侍
、
一
日
治
事
次
、
京
兆
米
和
尚
至
。
侍
乃
挙
筆

示
之
。
米
曰
、
還
判
得
虚
空
麼
。
侍
乃
擲
下
筆
入
宅
、
更
不
復
請
。

米
和
尚
致
疑
。
明
日
憑
華
厳
置
茶
筵
次
、
設
問
、
昨
日
米
和
尚
、

有
何
言
句
、
便
不
得
相
見
。（
中
略
）
侍
云
、
這
漢
徹
去
也
。（
道

元
全
五
・
二
六
〇
）

と
い
う
公
案
が
示
さ
れ
、
真
字
『
正
法
眼
蔵
』
第
二
九
八
則
に
は
、

長
慶
有
時
云
、
寧
説
阿
羅
漢
有
三
毒
、
不
説
如
来
有
二
種
語
。（
中

略
）
師
曰
、作
麼
生
是
如
来
語
。
保
福
云
、喫
茶
去
。（
道
元
全
五
・

二
七
四
）

と
い
う
公
案
が
示
さ
れ
て
い
る
。）

11
（

　
こ
の
ほ
か
、
真
字
『
正
法
眼
蔵
』
に
記
さ
れ
て
い
な
い
公
案
と
す
れ

ば
、『
正
法
眼
蔵
』「
仏
性
」
に
、

黄
檗
在
南
泉
茶
堂
内
坐
。（
中
略
）
南
泉
云
、
醤
水
錢
且
致
、
草

鞋
錢
教
什
麼
人
還
。
黄
檗
便
休
。（
道
元
全
一
・
三
六
〜
三
七
）

と
い
う
公
案
が
示
さ
れ
る
が
、『
正
法
眼
蔵
』「
行
持
下
」
に
、

唯
将
本
院
荘
課
一
歳
所
得
、
均
作
三
百
六
十
分
、
日
取
一
分
用
之
。

（
中
略
）
新
到
相
見
茶
湯
而
已
、
更
不
煎
点
。
唯
置
一
茶
堂
、
自

去
取
用
。（
道
元
全
一
・
一
九
一
）

と
い
う
公
案
が
、『
正
法
眼
蔵
』「
神
通
」
に
、

大
潙
禅
師
（
中
略
）
大
潙
つ
ひ
に
洗
面
す
。
洗
面
し
を
は
り
て
、

わ
づ
か
に
坐
す
る
に
、
香
厳
き
た
る
。（
中
略
）
香
厳
す
な
は
ち

一
椀
の
茶
を
点
来
す
。
大
潙
ほ
め
て
い
は
く
、
二
子
の
神
通
・
智

慧
、
は
る
か
に
鶖
子
・
目
連
よ
り
も
す
ぐ
れ
た
り
。（
道
元
全
一
・

三
九
二
〜
三
九
三
）

と
い
う
公
案
が
示
さ
れ
、『
正
法
眼
蔵
』「
栢
樹
子
」
に
も
、

或
時
い
は
く
、
烟
火
徒
労
望
四
鄰
、
饅
頭
䭔
子
前
年
別
。
今
日
思

量
空
嚥
津
、
持
念
少
嗟
歎
頻
。
一
百
家
中
無
善
人
、
来
者
祇
道
覓

茶
喫
、
不
得
茶
噇
去
又
嗔
。（
道
元
全
一
・
四
三
七
）

と
い
う
公
案
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　
以
上
、
簡
単
に
道
元
が
用
い
た
茶
の
公
案
を
列
記
し
た
。
こ
こ
か
ら

解
る
こ
と
は
、
道
元
は
多
種
多
様
の
茶
に
ま
つ
わ
る
公
案
を
用
い
て
い

た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
鎌
倉
時
代
の
他
の
禅
僧
に
く
ら
べ

て
著
述
が
圧
倒
的
に
多
い
こ
と
も
理
由
の
一
つ
と
し
て
あ
げ
ら
れ
よ

う
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
著
述
で
は
な
く
語
録
だ
け
を
み
て
も
、
大
変
多
く

の
茶
に
関
す
る
説
法
が
収
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。も
ち
ろ
ん
、

語
録
は
す
べ
て
の
説
法
を
収
録
し
た
も
の
で
は
な
い
が
、
そ
の
傾
向
を

見
る
こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
道
元
は
茶
に
関
す
る
多
種

多
様
な
古
則
公
案
を
積
極
的
に
用
い
て
説
法
し
、
そ
の
機
会
も
多
か
っ

た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
を
踏
ま
え
れ
ば
、
道
元
は
茶
を
重
視

し
て
い
た
と
も
言
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
次
項
に

て
詳
し
く
述
べ
た
い
。
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道
元
に
お
け
る
家
常
茶
飯

　
道
元
が
説
法
で
よ
く
用
い
た
言
葉
に
、「
家
常
茶
飯
」「
尋
常
茶
飯
」

が
あ
る
。
家
常
と
尋
常
は
同
義
で
あ
り
、
日
常
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

毎
日
の
食
事
を
意
味
し
、そ
こ
か
ら
毎
日
の
あ
り
ふ
れ
た
事
柄
と
し
て
、

現
代
で
は
「
日
常
茶
飯
事
」「
日
常
茶
飯
」
と
言
う
言
葉
は
広
く
知
ら

れ
て
い
る
が
、「
家
常
茶
飯
」「
尋
常
茶
飯
」
と
い
う
の
は
、
よ
う
す
る

に
「
日
常
茶
飯
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
言
葉
は
、
も
と
も
と
は
宋
代
の
禅
語
録
に
登
場
す
る
言
葉

で
あ
る
。）

11
（

た
だ
し
、
世
俗
を
別
と
す
れ
ば
、
日
常
的
に
茶
を
飲
む
こ
と

が
清
規
に
記
さ
れ
て
い
た
の
は
禅
宗
で
あ
り
、
仏
教
関
係
で
は
宋
代
ま

で
は
基
本
的
に
禅
宗
で
の
み
用
い
ら
れ
る
言
葉
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
と

い
う
の
も
、
中
国
で
は
こ
の
時
代
に
は
世
俗
に
お
い
て
日
常
で
茶
を
飲

ん
で
い
た
か
ら
、
禅
院
以
外
で
も
「
家
常
茶
飯
」
の
言
葉
は
用
い
ら
れ

て
い
る
。）

11
（

一
方
、
こ
の
時
代
の
日
本
に
お
い
て
は
、
禅
院
で
は
日
常
的

に
茶
を
飲
ん
で
い
た
が
、
世
俗
で
は
茶
は
一
般
的
と
い
う
に
は
ほ
ど
遠

い
状
況
に
あ
っ
た
。

　
道
元
の
用
い
た
「
家
常
茶
飯
」
は
師
の
如
浄
も
用
い
て
い
る
が
、
も

と
は
投
子
義
青
（
一
〇
三
二
〜
一
〇
八
三
）
と
芙
蓉
道
楷
（
一
〇
四
三

〜
一
一
一
八
）
の
問
答
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
真
字

『
正
法
眼
蔵
』
第
一
四
三
則
に
、

芙
蓉
山
道
楷
禅
師
、
問
投
子
山
青
禅
師
曰
、
仏
祖
意
句
、
如
家
常

茶
飯
。（
中
略
）
師
掩
耳
而
去
。（
道
元
全
五
・
二
〇
二
）

と
あ
り
、『
正
法
眼
蔵
』「
家
常
」（
道
元
全
二
・
一
二
四
〜
一
二
五
）
で

取
り
上
げ
ら
れ
、
ま
た
、『
永
平
広
録
』
巻
九
「
頌
古
」（
頌
古
57
）（
道

元
全
四
・
二
二
〇
）
で
本
公
案
を
用
い
て
い
る
こ
と
は
前
述
し
た
通
り

で
あ
る
。
ま
た
、
前
述
し
た
よ
う
に
『
知
事
清
規
』
に
「
遂
不
以
仏
祖

家
常
之
茶
飯
而
売
弄
於
賎
価
、
乃
道
心
也
」（
道
元
全
六
・
一
三
二
）
と

記
し
て
い
る
。

　
こ
の
ほ
か
、『
正
法
眼
蔵
』「
仏
性
」
に
、

四
祖
い
は
く
、
是
何
姓
は
、
何
は
是
な
り
、
是
を
何
し
き
た
れ
り
。

こ
れ
姓
な
り
、
何
な
ら
し
む
る
は
是
の
ゆ
ゑ
な
り
、
是
な
ら
し
む

る
は
何
の
能
な
り
。
姓
は
是
也
何
也
な
り
。
こ
れ
を
蒿
湯
に
も
点

ず
、茶
湯
に
も
点
ず
、家
常
の
茶
飯
と
も
す
る
な
り
。（
道
元
全
一
・

二
〇
）

と
あ
り
、
ま
た
、『
正
法
眼
蔵
』「
仏
性
」
に
は
、

趙
州
有
僧
問
、
狗
子
還
有
仏
性
也
無
、
こ
の
問
取
は
、
こ
の
僧
の

搆
得
趙
州
の
道
理
な
る
べ
し
。し
か
あ
れ
ば
仏
性
の
道
取
問
取
は
、

仏
祖
の
家
常
茶
飯
な
り
。（
道
元
全
一
・
四
〇
）

と
も
あ
る
。
ま
た
、『
正
法
眼
蔵
』「
行
持
上
」
に
は
、

大
悟
を
ま
つ
こ
と
な
か
れ
、
大
悟
は
家
常
の
茶
飯
な
り
。
不
悟
を

ね
が
ふ
こ
と
な
か
れ
。
不
悟
は
髻
中
の
宝
珠
な
り
。（
道
元
全
一
・

一
六
一
）
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ま
た
、
真
字
『
正
法
眼
蔵
』
第
二
六
三
則
に
は
、

襄
州
王
敬
初
常
侍
、
一
日
治
事
次
、
京
兆
米
和
尚
至
。
侍
乃
挙
筆

示
之
。
米
曰
、
還
判
得
虚
空
麼
。
侍
乃
擲
下
筆
入
宅
、
更
不
復
請
。

米
和
尚
致
疑
。
明
日
憑
華
厳
置
茶
筵
次
、
設
問
、
昨
日
米
和
尚
、

有
何
言
句
、
便
不
得
相
見
。（
中
略
）
侍
云
、
這
漢
徹
去
也
。（
道

元
全
五
・
二
六
〇
）

と
い
う
公
案
が
示
さ
れ
、
真
字
『
正
法
眼
蔵
』
第
二
九
八
則
に
は
、

長
慶
有
時
云
、
寧
説
阿
羅
漢
有
三
毒
、
不
説
如
来
有
二
種
語
。（
中

略
）
師
曰
、作
麼
生
是
如
来
語
。
保
福
云
、喫
茶
去
。（
道
元
全
五
・

二
七
四
）

と
い
う
公
案
が
示
さ
れ
て
い
る
。）

11
（

　
こ
の
ほ
か
、
真
字
『
正
法
眼
蔵
』
に
記
さ
れ
て
い
な
い
公
案
と
す
れ

ば
、『
正
法
眼
蔵
』「
仏
性
」
に
、

黄
檗
在
南
泉
茶
堂
内
坐
。（
中
略
）
南
泉
云
、
醤
水
錢
且
致
、
草

鞋
錢
教
什
麼
人
還
。
黄
檗
便
休
。（
道
元
全
一
・
三
六
〜
三
七
）

と
い
う
公
案
が
示
さ
れ
る
が
、『
正
法
眼
蔵
』「
行
持
下
」
に
、

唯
将
本
院
荘
課
一
歳
所
得
、
均
作
三
百
六
十
分
、
日
取
一
分
用
之
。

（
中
略
）
新
到
相
見
茶
湯
而
已
、
更
不
煎
点
。
唯
置
一
茶
堂
、
自

去
取
用
。（
道
元
全
一
・
一
九
一
）

と
い
う
公
案
が
、『
正
法
眼
蔵
』「
神
通
」
に
、

大
潙
禅
師
（
中
略
）
大
潙
つ
ひ
に
洗
面
す
。
洗
面
し
を
は
り
て
、

わ
づ
か
に
坐
す
る
に
、
香
厳
き
た
る
。（
中
略
）
香
厳
す
な
は
ち

一
椀
の
茶
を
点
来
す
。
大
潙
ほ
め
て
い
は
く
、
二
子
の
神
通
・
智

慧
、
は
る
か
に
鶖
子
・
目
連
よ
り
も
す
ぐ
れ
た
り
。（
道
元
全
一
・

三
九
二
〜
三
九
三
）

と
い
う
公
案
が
示
さ
れ
、『
正
法
眼
蔵
』「
栢
樹
子
」
に
も
、

或
時
い
は
く
、
烟
火
徒
労
望
四
鄰
、
饅
頭
䭔
子
前
年
別
。
今
日
思

量
空
嚥
津
、
持
念
少
嗟
歎
頻
。
一
百
家
中
無
善
人
、
来
者
祇
道
覓

茶
喫
、
不
得
茶
噇
去
又
嗔
。（
道
元
全
一
・
四
三
七
）

と
い
う
公
案
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　
以
上
、
簡
単
に
道
元
が
用
い
た
茶
の
公
案
を
列
記
し
た
。
こ
こ
か
ら

解
る
こ
と
は
、
道
元
は
多
種
多
様
の
茶
に
ま
つ
わ
る
公
案
を
用
い
て
い

た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
鎌
倉
時
代
の
他
の
禅
僧
に
く
ら
べ

て
著
述
が
圧
倒
的
に
多
い
こ
と
も
理
由
の
一
つ
と
し
て
あ
げ
ら
れ
よ

う
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
著
述
で
は
な
く
語
録
だ
け
を
み
て
も
、
大
変
多
く

の
茶
に
関
す
る
説
法
が
収
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。も
ち
ろ
ん
、

語
録
は
す
べ
て
の
説
法
を
収
録
し
た
も
の
で
は
な
い
が
、
そ
の
傾
向
を

見
る
こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
道
元
は
茶
に
関
す
る
多
種

多
様
な
古
則
公
案
を
積
極
的
に
用
い
て
説
法
し
、
そ
の
機
会
も
多
か
っ

た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
を
踏
ま
え
れ
ば
、
道
元
は
茶
を
重
視

し
て
い
た
と
も
言
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
次
項
に

て
詳
し
く
述
べ
た
い
。
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と
、「
大
悟
」
を
「
家
常
の
茶
飯
」
と
も
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
、『
正

法
眼
蔵
』「
渓
声
山
色
」
で
は
、

若
将
耳
聴
は
家
常
の
茶
飯
な
り
と
い
へ
ど
も
、
眼
処
聞
声
こ
れ
何

必
不
必
な
り
。（
道
元
全
一
・
二
八
二
〜
二
八
三
）

と
述
べ
て
い
る
。

　
ま
た
、『
正
法
眼
蔵
』「
家
常
」
で
は
、
真
字
『
正
法
眼
蔵
』
第

一
四
三
則
の
公
案
を
取
り
上
げ
、

お
ほ
よ
そ
仏
祖
の
屋
裏
に
は
、
茶
飯
こ
れ
家
常
な
り
。
こ
の
茶
飯

の
義
、
ひ
さ
し
く
つ
た
は
れ
て
、
而
今
の
現
成
な
り
。
こ
の
ゆ
え

に
仏
祖
茶
飯
の
活
計
き
た
れ
る
な
り
。大
陽
山
楷
和
尚
問
投
子
曰
、

（
中
略
）
大
陽
以
手
掩
耳
而
去
。
し
か
あ
れ
ば
、
あ
き
ら
か
に
保

任
す
べ
し
。
仏
祖
意
句
は
、
仏
祖
家
常
の
茶
飯
な
り
、
家
常
の
麁

茶
淡
飯
は
、
仏
祖
の
意
句
な
り
。
仏
祖
は
茶
飯
を
つ
く
る
、
茶
飯
、

仏
祖
を
保
任
せ
し
む
。
し
か
あ
れ
と
も
、
こ
の
ほ
か
の
茶
飯
力
を

か
ら
す
、こ
の
う
ち
の
仏
祖
力
を
つ
い
や
さ
ざ
る
の
み
な
り
。（
道

元
全
二
・
一
二
四
〜
一
二
五
）

と
記
し
て
い
る
。
投
子
義
青
と
芙
蓉
道
楷
の
問
答
は
、「
家
常
」
と
い

う
テ
ー
マ
で
「
正
法
眼
蔵
」
を
解
き
明
か
す
の
に
、
重
視
さ
れ
た
公
案

だ
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、『
正
法
眼
蔵
』「
家
常
」
に
、

し
か
あ
れ
ば
仏
祖
の
家
常
は
、喫
茶
喫
飯
の
み
な
り
。（
道
元
全
二
・

一
二
八
〜
一
二
九
）

と
あ
る
記
述
も
、
家
常
茶
飯
と
同
義
で
用
い
ら
れ
て
い
よ
う
。）

11
（

　
こ
れ
ら
の
記
述
か
ら
は
、「
仏
祖
」
の
「
家
常
茶
飯
」、あ
る
い
は
「
家

常
茶
飯
」、
そ
の
同
義
語
が
多
々
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

細
か
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
脈
に
よ
っ
て
多
少
の
誤
差
は

あ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、「
家
常
茶
飯
」
を
日
常
茶
飯
と
い
う
意

味
に
用
い
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
、
道
元
の
門
下
で
は
「
家
常
茶
飯
」
を
説
法
と
し

て
用
い
る
の
に
、説
得
力
が
あ
る
状
況
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
道
元
の
門
下
で
は
、「
飯
」
と
同
列
に
扱
え
る
ほ
ど
、
茶

が
日
常
的
に
飲
ま
れ
て
い
た
と
い
う
状
況
が
、
道
元
の
説
法
か
ら
も
確

認
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
道
元
の
記
し
た
清
規
と
も
符
合
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

　「
日
常
茶
飯
」
と
同
義
で
あ
る
「
家
常
茶
飯
」
と
い
う
言
葉
が
日
本

の
文
献
に
登
場
す
る
の
は
、
現
存
史
料
に
お
い
て
は
道
元
の
著
述
が
最

初
で
あ
る
。
そ
し
て
、
鎌
倉
時
代
に
お
い
て
、
こ
の
言
葉
を
多
用
し
た

の
も
道
元
で
あ
っ
た
。
当
時
の
日
本
で
は
未
だ
日
常
茶
飯
と
は
ほ
ど
遠

い
状
況
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、道
元
の
僧
団
の
中
で
は
、既
に
「
家

常
茶
飯
」
の
状
況
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
、
道
元
は
「
家

常
茶
飯
」
の
状
況
を
叢
林
の
中
に
作
り
だ
そ
う
と
し
て
い
た
こ
と
に
な

る
。
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道
元
と
茶
と
宇
治

　『
三
大
尊
行
状
記
』
に
よ
れ
ば
、
道
元
は
帰
国
後
し
ば
ら
く
は
「
建

仁
寺
に
寓
止
」
し
て
い
た
も
の
の
、「
漸
し
て
隠
居
の
地
を
求
め
」、「
暫

し
て
洛
陽
之
東
南
、
深
草
里
、
極
楽
寺
之
旧
跡
に
隠
居
」（
曹
全

一
六
・
三
）
し
た
と
い
う
。
さ
ら
に
、嘉
禎
二
年
（
一
二
三
六
）
秋
に
は
、

十
月
十
五
日
に
興
聖
寺
で
最
初
の
上
堂
を
行
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
説
法
が
記
録
さ
れ
る
『
道
元
和
尚
広
録
』
第
一
は
、「
開
闢
本

京
宇
治
郡
興
聖
禅
寺
語
録
」
と
し
て
編
集
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、『
正

法
眼
蔵
』
の
多
く
の
巻
は
、「
雍
州
宇
治
県
観
音
導
利
興
聖
宝
林
寺
」

で
執
筆
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
、『
伝
光
録
』
に
も
「
且
洛
陽
宇
治
ノ

郡
深
草
ノ
里
極
楽
寺
ノ
辺
ニ
居
ス
」（
乾
坤
院
本
）
と
あ
る
こ
と
か
ら
、

道
元
が
居
し
た
「
洛
陽
之
東
南
深
草
里
、
極
楽
寺
之
旧
跡
」
の
地
、
そ

し
て
そ
の
後
、「
観
音
導
利
興
聖
宝
林
寺
」
は
、「
宇
治
郡
」
あ
る
い
は

「
宇
治
県
」
に
属
し
て
い
た
。

　
現
在
、
興
聖
寺
旧
跡
地）

11
（

は
、
宇
治
市
内
で
は
な
い
が
、
中
世
の
「
宇

治
」
は
広
義
に
は
か
な
り
広
範
囲
で
あ
っ
た
ら
し
い
。）
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む
し
ろ
道
元
の

記
述
が
、
深
草
の
興
聖
寺
旧
跡
地
が
こ
の
時
代
に
は
宇
治
で
も
あ
っ
た

こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
そ
の
後
、
道
元
が
京
都
周
辺
を
離
れ
て
北
陸
に
行
き
、
永
平
寺
を
建

立
す
る
こ
と
に
な
る
。
興
聖
寺
は
し
ば
ら
く
は
存
続
し
て
い
た
が
、
長

く
は
続
か
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
後
、
江
戸
時
代
に
山
城
国
淀

城
主
永
井
尚
政
（
一
五
八
七
〜
一
六
六
八
）
に
よ
っ
て
万
安
英
種

（
一
五
九
一
〜
一
六
五
四
）
が
招
か
れ
、
慶
安
二
年
（
一
六
四
九
）
に

京
都
府
宇
治
市
宇
治
山
田
の
地
に
て
再
興
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
現
在
、
宇
治
の
名
を
世
に
広
く
知
ら
し
め
て
い
る
の
は
、「
宇
治
茶
」

の
存
在
で
あ
ろ
う
。
現
在
の
み
な
ら
ず
、
中
世
か
ら
茶
の
ト
ッ
プ
ブ
ラ

ン
ド
の
一
つ
と
し
て
の
地
位
を
確
立
し
て
い
た
。
一
方
、
そ
の
宇
治
茶

を
上
回
る
地
位
を
確
立
し
て
い
た
の
が
栂
尾
茶
で
あ
る
。
鎌
倉
時
代
の

終
わ
り
か
ら
流
行
し
た
闘
茶
に
際
し
て
、
唯
一
「
本
茶
」
と
さ
れ
た
の

で
あ
り
、
栂
野
茶
は
鎌
倉
時
代
の
末
期
に
は
別
格
の
扱
い
で
あ
っ
た
。

こ
れ
に
次
ぐ
茶
の
ブ
ラ
ン
ド
の
一
つ
が
宇
治
茶
で
あ
り
、
南
北
朝
期
の

史
料
に
そ
の
名
が
登
場
す
る
よ
う
に
な
る
。

　『
異
制
庭
訓
往
来
』（
南
北
朝
期
成
立
）
に
は
、茶
の
産
地
と
し
て
「
宇

治
」
の
名
が
、『
遊
学
往
来
』（
南
北
朝
期
成
立
）
に
は
「
宇
治
朝
日
山
」

と
記
さ
れ
て
い
る
。『
十
問
再
秘
抄
』（
一
三
八
三
）
で
は
、「
栂
尾
茶
」

の
み
な
ら
ず
「
宇
治
茶
」
も
本
茶
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
宇
治
に
も
「
深
瀬
三
本
木
」「
宇
治
七
名
園
」「
駒
蹄
影
」
な
ど

の
茶
に
関
す
る
伝
承
が
伝
わ
る
が
、こ
れ
ら
の
伝
承
は
、「
宇
治
七
名
園
」

の
伝
承
が
『
分
類
草
人
木
』（
一
五
六
四
）
に
記
さ
れ
て
い
る
の
が
文

献
上
の
初
見
で
あ
り
、
か
な
り
後
世
に
作
ら
れ
た
伝
承
の
よ
う
で
あ
る

［
橋
本
二
〇
二
〇
］。
ま
た
、「
宇
治
」
と
茶
の
関
係
を
示
す
史
料
は
、

豊
原
信
秋
の
『
信
秋
記
』
の
応
安
七
年
（
一
三
七
四
）
条
に
、「
宇
治
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と
、「
大
悟
」
を
「
家
常
の
茶
飯
」
と
も
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
、『
正

法
眼
蔵
』「
渓
声
山
色
」
で
は
、

若
将
耳
聴
は
家
常
の
茶
飯
な
り
と
い
へ
ど
も
、
眼
処
聞
声
こ
れ
何

必
不
必
な
り
。（
道
元
全
一
・
二
八
二
〜
二
八
三
）

と
述
べ
て
い
る
。

　
ま
た
、『
正
法
眼
蔵
』「
家
常
」
で
は
、
真
字
『
正
法
眼
蔵
』
第

一
四
三
則
の
公
案
を
取
り
上
げ
、

お
ほ
よ
そ
仏
祖
の
屋
裏
に
は
、
茶
飯
こ
れ
家
常
な
り
。
こ
の
茶
飯

の
義
、
ひ
さ
し
く
つ
た
は
れ
て
、
而
今
の
現
成
な
り
。
こ
の
ゆ
え

に
仏
祖
茶
飯
の
活
計
き
た
れ
る
な
り
。大
陽
山
楷
和
尚
問
投
子
曰
、

（
中
略
）
大
陽
以
手
掩
耳
而
去
。
し
か
あ
れ
ば
、
あ
き
ら
か
に
保

任
す
べ
し
。
仏
祖
意
句
は
、
仏
祖
家
常
の
茶
飯
な
り
、
家
常
の
麁

茶
淡
飯
は
、
仏
祖
の
意
句
な
り
。
仏
祖
は
茶
飯
を
つ
く
る
、
茶
飯
、

仏
祖
を
保
任
せ
し
む
。
し
か
あ
れ
と
も
、
こ
の
ほ
か
の
茶
飯
力
を

か
ら
す
、こ
の
う
ち
の
仏
祖
力
を
つ
い
や
さ
ざ
る
の
み
な
り
。（
道

元
全
二
・
一
二
四
〜
一
二
五
）

と
記
し
て
い
る
。
投
子
義
青
と
芙
蓉
道
楷
の
問
答
は
、「
家
常
」
と
い

う
テ
ー
マ
で
「
正
法
眼
蔵
」
を
解
き
明
か
す
の
に
、
重
視
さ
れ
た
公
案

だ
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、『
正
法
眼
蔵
』「
家
常
」
に
、

し
か
あ
れ
ば
仏
祖
の
家
常
は
、喫
茶
喫
飯
の
み
な
り
。（
道
元
全
二
・

一
二
八
〜
一
二
九
）

と
あ
る
記
述
も
、
家
常
茶
飯
と
同
義
で
用
い
ら
れ
て
い
よ
う
。）
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こ
れ
ら
の
記
述
か
ら
は
、「
仏
祖
」
の
「
家
常
茶
飯
」、あ
る
い
は
「
家

常
茶
飯
」、
そ
の
同
義
語
が
多
々
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

細
か
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
脈
に
よ
っ
て
多
少
の
誤
差
は

あ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、「
家
常
茶
飯
」
を
日
常
茶
飯
と
い
う
意

味
に
用
い
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
、
道
元
の
門
下
で
は
「
家
常
茶
飯
」
を
説
法
と
し

て
用
い
る
の
に
、説
得
力
が
あ
る
状
況
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
道
元
の
門
下
で
は
、「
飯
」
と
同
列
に
扱
え
る
ほ
ど
、
茶

が
日
常
的
に
飲
ま
れ
て
い
た
と
い
う
状
況
が
、
道
元
の
説
法
か
ら
も
確

認
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
道
元
の
記
し
た
清
規
と
も
符
合
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

　「
日
常
茶
飯
」
と
同
義
で
あ
る
「
家
常
茶
飯
」
と
い
う
言
葉
が
日
本

の
文
献
に
登
場
す
る
の
は
、
現
存
史
料
に
お
い
て
は
道
元
の
著
述
が
最

初
で
あ
る
。
そ
し
て
、
鎌
倉
時
代
に
お
い
て
、
こ
の
言
葉
を
多
用
し
た

の
も
道
元
で
あ
っ
た
。
当
時
の
日
本
で
は
未
だ
日
常
茶
飯
と
は
ほ
ど
遠

い
状
況
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、道
元
の
僧
団
の
中
で
は
、既
に
「
家

常
茶
飯
」
の
状
況
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
、
道
元
は
「
家

常
茶
飯
」
の
状
況
を
叢
林
の
中
に
作
り
だ
そ
う
と
し
て
い
た
こ
と
に
な

る
。
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ヨ
リ
茶
七
斤
」
到
来
し
た
と
い
う
記
載
が
、
年
記
の
あ
る
史
料
に
お
け

る
宇
治
茶
の
初
見
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
て
い
る
［
吉
村

一
九
九
三
］。

　
一
方
、
本
論
で
示
し
た
道
元
の
喫
茶
史
料
は
、
多
く
、
宇
治
の
地
で

示
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
喫
茶
史
料
が
収
録
さ
れ
た
も
の
を
列
記
し
て

み
れ
ば
、真
字『
正
法
眼
蔵
』（
一
二
三
五
年
）、『
典
座
教
訓
』（
一
二
三
七

年
）、『
正
法
眼
蔵
』「
渓
声
山
色
」（
一
二
四
〇
年
）、『
正
法
眼
蔵
』「
仏

性
」（
一
二
四
一
年
）、『
正
法
眼
蔵
』「
神
通
」（
一
二
四
一
年
）、『
正

法
眼
蔵
』「
行
持
」（
一
二
四
二
年
）、『
正
法
眼
蔵
』「
栢
樹
子
」（
一
二
四
二

年
）、『
永
平
広
録
』巻
一「
興
聖
寺
語
録
」「
上
堂
」（
上
堂
14
）（
一
二
四
〇

年
）、『
永
平
広
録
』巻
一「
興
聖
寺
語
録
」「
上
堂
」（
上
堂
122
）（
一
二
四
三

年
）
と
な
る
。

　
こ
の
う
ち
、『
永
平
広
録
』
巻
一
「
興
聖
寺
語
録
」「
上
堂
」（
上
堂

122
）（
一
二
四
三
年
）
は
特
に
重
要
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
前
述
し
た

よ
う
に
、
道
元
が
宇
治
興
聖
寺
で
閉
炉
に
あ
た
っ
て
仏
祖
に
「
茶
糊
」

を
供
養
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。こ
れ
は
道
元
が
仏
祖
に
献
茶
、

献
粥
し
た
こ
と
に
因
む
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
確
実
に
茶
が
修
行
生
活

で
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
ま
た
、
道
元
は
『
正
法
眼
蔵
』
の
執
筆
に
際
し
て
は
、
茶
の
記
述
を

含
む
公
案
を
修
行
僧
た
ち
に
多
々
示
し
て
い
る
。
注
目
す
べ
き
は
、『
正

法
眼
蔵
』
で
、「
家
常
の
茶
飯
」
と
い
う
例
を
出
し
て
多
く
の
説
示
を

し
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
日
本
に
お
い
て
、「
家
常
の
茶
飯
」、
す
な

わ
ち
「
日
常
茶
飯
」
と
い
う
状
況
に
ま
で
一
般
社
会
に
茶
が
浸
透
す
る

の
は
、
か
な
り
後
の
時
代
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
一
方
、
こ
の
興
聖
寺
で

は
、
す
で
に
、
修
行
僧
た
ち
は
「
家
常
」
に
「
茶
飯
」
し
て
お
り
、
ゆ

え
に
道
元
が
「
家
常
の
茶
飯
」
を
説
法
に
用
い
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら

で
あ
る
。

　
す
な
わ
ち
、
宇
治
の
興
聖
寺
で
は
、
南
北
朝
期
に
茶
の
産
地
と
し
て

「
宇
治
」
が
登
場
す
る
は
る
か
以
前
か
ら
、
茶
が
飲
ま
れ
て
い
た
の
で

あ
る
。
ま
た
、
鎌
倉
時
代
の
禅
院
や
そ
の
周
辺
で
茶
が
栽
培
さ
れ
る
こ

と
が
多
く
あ
っ
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、）

1（
（

興
聖
寺
や
そ
の
周
辺
で
茶
が
栽

培
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
不
自
然
で
は
な
い
。）
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お
わ
り
に

　
道
元
の
著
述
を
中
心
に
、道
元
と
喫
茶
文
化
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
。

以
下
に
そ
の
大
略
を
ま
と
め
て
み
た
い
。

　
ま
ず
、
道
元
僧
団
で
の
修
行
生
活
で
は
、
主
に
三
つ
の
場
面
で
茶
が

飲
ま
れ
、
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
一
つ
は
毎
日
の
修
行
生

活
で
飲
む
こ
と
、
一
つ
は
特
別
な
行
事
に
際
し
て
飲
む
こ
と
、
一
つ
は

仏
祖
に
茶
を
献
ず
る
こ
と
で
あ
る
。

　
毎
日
の
茶
に
つ
い
て
は
、
粥
後
の
僧
堂
に
お
け
る
大
座
茶
が
あ
り
、

終
わ
っ
て
衆
寮
に
戻
っ
て
か
ら
の
喫
茶
、
さ
ら
に
晡
時
坐
禅
後
に
、
僧

堂
か
ら
衆
寮
に
戻
っ
て
か
ら
の
喫
茶
が
記
さ
れ
て
い
る
。
中
食
後
の
僧
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堂
喫
茶
に
つ
い
て
は
明
記
が
さ
れ
て
お
ら
ず
、
現
在
残
さ
れ
て
い
る
史

料
か
ら
は
不
明
で
あ
る
。

　
特
別
の
行
事
に
際
し
て
飲
む
茶
に
つ
い
て
は
、
道
元
が
特
に
重
視
し

て
い
た
と
み
ら
れ
る
の
が
、
新
到
和
尚
が
到
着
し
た
時
と
、
修
行
僧
の

修
行
が
終
わ
っ
た
時
に
、
茶
を
供
養
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
遠

方
よ
り
の
客
人
を
、
茶
で
も
て
な
す
こ
と
を
重
視
し
て
い
た
と
も
言
え

る
だ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
夏
安
居
が
始
ま
っ
て
す
ぐ
の
「
堂
頭
、
庫

司
、
首
座
、
次
第
に
煎
点
」
に
つ
い
て
は
「
遠
島
深
山
の
あ
ひ
だ
に
は

省
略
す
べ
し
」
と
記
し
て
い
る
こ
と
と
は
対
象
的
で
あ
る
。

　
仏
祖
に
茶
を
献
ず
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
閉
炉
上
堂
か
ら
も
確
認
す

る
こ
と
が
で
き
、『
如
浄
録
』
か
ら
、
恐
ら
く
は
三
仏
忌
な
ど
に
は
同

様
の
供
養
を
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
ま
た
、
説
法
に
関
し
て
は
、
多
く
の
公
案
を
取
り
上
げ
て
、
茶
に
関

す
る
説
法
を
し
て
お
り
、
鎌
倉
時
代
の
他
の
禅
僧
と
比
較
し
て
も
、
多

く
の
茶
に
関
す
る
説
法
が
残
さ
れ
て
い
る
。
道
元
は
茶
を
説
法
に
用
い

る
こ
と
を
重
視
し
た
と
考
え
て
問
題
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
な
か
で
、「
趙
州
喫
茶
去
」
の
公
案
と
、
投
子
義
青
と
芙
蓉
道

楷
の
問
答
に
登
場
す
る
「
家
常
茶
飯
」
が
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
。
し

か
し
な
が
ら
、「
家
常
茶
飯
」
は
公
案
に
登
場
す
る
言
葉
で
は
あ
る
が
、

日
常
茶
飯
ほ
ど
の
意
味
で
、
多
く
用
い
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と

は
、
道
元
僧
団
で
茶
が
日
常
に
飲
ま
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の

で
あ
る
。

　
一
方
、
毎
日
の
茶
に
必
要
な
だ
け
の
茶
葉
を
ど
の
よ
う
に
入
手
し
て

い
た
の
か
、
ど
の
程
度
の
茶
樹
が
栽
培
さ
れ
て
い
た
の
か
、）

11
（

あ
る
い
は

そ
れ
が
入
手
可
能
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
疑
問
も
生
ず
る
。）

11
（

当
時
、
道

元
の
僧
団
が
ど
の
程
度
の
人
数
で
あ
っ
た
の
か
を
記
し
た
史
料
は
な
い

が
、『
正
法
眼
蔵
』「
安
居
」
に
記
さ
れ
た
情
報
か
ら
、
三
十
人
程
度
で

あ
っ
た
可
能
性
が
想
定
さ
れ
る
。）

11
（

　
一
度
の
喫
茶
に
ど
の
く
ら
い
の
茶
葉
を
用
い
て
い
た
の
か
が
解
ら
な

い
。「
麁
茶
」
と
あ
る
の
が
謙
遜
表
現
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
実
際

に
「
ア
ラ
キ
茶
」
で
あ
っ
た
ら
し
く
、）

11
（

日
常
に
飲
む
茶
が
薄
い
味
の
茶

で
あ
っ
た
可
能
性
は
か
な
り
高
い
の
で
は
な
い
か
。
す
な
わ
ち
、
日
常

の
喫
茶
に
つ
い
て
は
、
極
め
て
少
な
い
茶
葉
を
用
い
て
い
た
可
能
性
も

考
え
る
必
要
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。

　
こ
の
点
、
瑩
山
紹
瑾
は
茶
葉
が
な
い
と
き
に
松
葉
を
も
っ
て
茶
を
入

れ
て
い
た
と
述
べ
て
い
る
。）

11
（

こ
れ
は
茶
で
は
な
く
、
緑
色
の
茶
の
よ
う

な
飲
み
物
な
の
で
あ
り
、
実
際
に
こ
の
よ
う
に
し
た
の
か
は
不
明
で
あ

る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
茶
を
飲
む
と
い
う
儀
礼
そ
の
も
の
が
重
視
さ

れ
て
い
た
様
は
伝
わ
っ
て
こ
よ
う
。
道
元
の
僧
団
に
お
い
て
も
、
茶
を

飲
む
行
為
、
さ
ら
に
、
茶
を
飲
む
と
い
う
儀
礼
を
重
視
し
て
い
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
瑩
山
紹
瑾
と
喫
茶
文
化
に
つ
い
て
は
、
別
の
機
会

を
設
け
論
じ
た
い
。

　
た
だ
し
、
道
元
の
清
規
で
明
ら
か
に
茶
葉
が
入
手
困
難
な
状
況
も
想

定
し
て
規
定
を
設
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
十
分
で
は
な
か
っ
た
か
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ヨ
リ
茶
七
斤
」
到
来
し
た
と
い
う
記
載
が
、
年
記
の
あ
る
史
料
に
お
け

る
宇
治
茶
の
初
見
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
て
い
る
［
吉
村

一
九
九
三
］。

　
一
方
、
本
論
で
示
し
た
道
元
の
喫
茶
史
料
は
、
多
く
、
宇
治
の
地
で

示
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
喫
茶
史
料
が
収
録
さ
れ
た
も
の
を
列
記
し
て

み
れ
ば
、真
字『
正
法
眼
蔵
』（
一
二
三
五
年
）、『
典
座
教
訓
』（
一
二
三
七

年
）、『
正
法
眼
蔵
』「
渓
声
山
色
」（
一
二
四
〇
年
）、『
正
法
眼
蔵
』「
仏

性
」（
一
二
四
一
年
）、『
正
法
眼
蔵
』「
神
通
」（
一
二
四
一
年
）、『
正

法
眼
蔵
』「
行
持
」（
一
二
四
二
年
）、『
正
法
眼
蔵
』「
栢
樹
子
」（
一
二
四
二

年
）、『
永
平
広
録
』巻
一「
興
聖
寺
語
録
」「
上
堂
」（
上
堂
14
）（
一
二
四
〇

年
）、『
永
平
広
録
』巻
一「
興
聖
寺
語
録
」「
上
堂
」（
上
堂
122
）（
一
二
四
三

年
）
と
な
る
。

　
こ
の
う
ち
、『
永
平
広
録
』
巻
一
「
興
聖
寺
語
録
」「
上
堂
」（
上
堂

122
）（
一
二
四
三
年
）
は
特
に
重
要
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
前
述
し
た

よ
う
に
、
道
元
が
宇
治
興
聖
寺
で
閉
炉
に
あ
た
っ
て
仏
祖
に
「
茶
糊
」

を
供
養
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。こ
れ
は
道
元
が
仏
祖
に
献
茶
、

献
粥
し
た
こ
と
に
因
む
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
確
実
に
茶
が
修
行
生
活

で
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
ま
た
、
道
元
は
『
正
法
眼
蔵
』
の
執
筆
に
際
し
て
は
、
茶
の
記
述
を

含
む
公
案
を
修
行
僧
た
ち
に
多
々
示
し
て
い
る
。
注
目
す
べ
き
は
、『
正

法
眼
蔵
』
で
、「
家
常
の
茶
飯
」
と
い
う
例
を
出
し
て
多
く
の
説
示
を

し
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
日
本
に
お
い
て
、「
家
常
の
茶
飯
」、
す
な

わ
ち
「
日
常
茶
飯
」
と
い
う
状
況
に
ま
で
一
般
社
会
に
茶
が
浸
透
す
る

の
は
、
か
な
り
後
の
時
代
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
一
方
、
こ
の
興
聖
寺
で

は
、
す
で
に
、
修
行
僧
た
ち
は
「
家
常
」
に
「
茶
飯
」
し
て
お
り
、
ゆ

え
に
道
元
が
「
家
常
の
茶
飯
」
を
説
法
に
用
い
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら

で
あ
る
。

　
す
な
わ
ち
、
宇
治
の
興
聖
寺
で
は
、
南
北
朝
期
に
茶
の
産
地
と
し
て

「
宇
治
」
が
登
場
す
る
は
る
か
以
前
か
ら
、
茶
が
飲
ま
れ
て
い
た
の
で

あ
る
。
ま
た
、
鎌
倉
時
代
の
禅
院
や
そ
の
周
辺
で
茶
が
栽
培
さ
れ
る
こ

と
が
多
く
あ
っ
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、）

1（
（

興
聖
寺
や
そ
の
周
辺
で
茶
が
栽

培
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
不
自
然
で
は
な
い
。）

11
（

お
わ
り
に

　
道
元
の
著
述
を
中
心
に
、道
元
と
喫
茶
文
化
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
。

以
下
に
そ
の
大
略
を
ま
と
め
て
み
た
い
。

　
ま
ず
、
道
元
僧
団
で
の
修
行
生
活
で
は
、
主
に
三
つ
の
場
面
で
茶
が

飲
ま
れ
、
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
一
つ
は
毎
日
の
修
行
生

活
で
飲
む
こ
と
、
一
つ
は
特
別
な
行
事
に
際
し
て
飲
む
こ
と
、
一
つ
は

仏
祖
に
茶
を
献
ず
る
こ
と
で
あ
る
。

　
毎
日
の
茶
に
つ
い
て
は
、
粥
後
の
僧
堂
に
お
け
る
大
座
茶
が
あ
り
、

終
わ
っ
て
衆
寮
に
戻
っ
て
か
ら
の
喫
茶
、
さ
ら
に
晡
時
坐
禅
後
に
、
僧

堂
か
ら
衆
寮
に
戻
っ
て
か
ら
の
喫
茶
が
記
さ
れ
て
い
る
。
中
食
後
の
僧
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も
し
れ
な
い
が
、
修
行
に
必
要
な
程
度
の
茶
葉
が
入
手
で
き
た
と
考
え

る
こ
と
は
あ
る
程
度
妥
当
な
解
釈
で
あ
ろ
う
。

　
当
時
の
喫
茶
の
状
況
が
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
の
か
、
た
と
え
ば
、
禅

寺
に
お
け
る
喫
茶
法
が
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
の
か
、）

11
（

茶
盞）
11
（

や
茶
筅）
11
（

な
ど

の
茶
器
は
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
の
か
な
ど
に
つ
い
て
は
、
道
元
の
喫
茶

史
料
の
み
か
ら
の
解
明
は
で
き
な
い
た
め
、
そ
の
他
の
史
料
を
加
味
し

な
が
ら
、禅
籍
を
中
心
史
料
と
し
て
考
察
を
試
み
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　
最
後
に
な
る
が
、
茶
の
眠
気
覚
ま
し
の
効
能
は
、
鎌
倉
時
代
よ
り
前

か
ら
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
栄
西
の
『
喫
茶
養
生

記
』
を
見
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
一
般
的
に
は
、
眠
気
覚
ま
し
の
効
能

が
あ
る
の
で
、
禅
寺
で
は
眠
気
覚
ま
し
を
主
た
る
理
由
と
し
て
茶
が
飲

ま
れ
て
お
り
、そ
れ
が
流
行
し
て
い
っ
た
と
理
解
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
。

一
方
、
道
元
の
説
法
で
は
、
一
つ
と
し
て
茶
の
眠
気
覚
ま
し
の
効
能
に

は
触
れ
て
い
な
い
。

　
す
な
わ
ち
、
道
元
は
茶
を
眠
気
覚
ま
し
の
効
能
を
期
待
し
て
飲
ん
で

い
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
、
鎌
倉

時
代
の
ほ
か
の
禅
僧
の
記
録
を
み
て
も
、
茶
の
眠
気
覚
ま
し
の
効
能
を

説
法
で
述
べ
て
い
る
例
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
茶
の
み
で
は
睡
魔
に
対
抗

で
き
な
い
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。）

1（
（

金
沢
文
庫
所
蔵『
覚

禅
抄
』「
軍
荼
利
法
」
に
は
、「
元
亨
元
年
病
月
廿
一
日
夜
、
七
椀
之
茶

後
、
伏
睡
魔
、
九
枝
之
灯
前
、
終
書
功
訖
」）

11
（

と
あ
り
、
鎌
倉
後
期
に
『
覚

禅
抄
』
を
書
写
し
た
乗
一
が
茶
を
七
杯
飲
ん
で
眠
気
を
覚
ま
し
た
と
い

う
記
事
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
こ
と
は
一
方
で
眠
気
を
覚
ま

す
た
め
に
七
杯
飲
ん
で
い
た
わ
け
で
あ
り
、
禅
寺
に
お
け
る
喫
茶
の
量

で
は
眠
気
が
覚
め
な
い
こ
と
も
多
々
あ
っ
た
可
能
性
を
強
く
示
し
て
い

よ
う
。
眠
気
覚
ま
し
と
し
て
、
ど
れ
ほ
ど
の
効
能
が
あ
る
と
当
時
の
人

た
ち
が
思
っ
て
い
た
の
か
は
、
よ
く
よ
く
考
え
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

鎌
倉
時
代
の
禅
と
茶
に
つ
い
て
も
、
別
の
機
会
を
設
け
て
論
じ
る
予
定

で
あ
る
。

　
道
元
の
僧
団
で
は
、日
常
の
当
た
り
前
の
修
行
生
活
、す
な
わ
ち
「
家

常
茶
飯
」と
し
て
修
行
僧
と
と
も
に
毎
日
茶
を
飲
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。

道
元
に
と
っ
て
、
茶
を
飲
む
こ
と
そ
の
も
の
が
、
家
常
で
あ
り
、
茶
を

飲
む
こ
と
そ
の
も
の
が
修
行
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し

た
が
っ
て
、
道
元
の
僧
団
で
は
茶
を
飲
む
こ
と
そ
の
も
の
が
重
視
さ
れ

て
い
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
な
お
、
本
論
は
道
元
の
著
述
を
中
心
に
道
元
と
喫
茶
文
化
に
つ
い
て

述
べ
た
も
の
で
あ
り
、
瑩
山
紹
瑾
の
著
述
を
中
心
と
し
た
瑩
山
紹
瑾
と

喫
茶
文
化
、
中
世
曹
洞
宗
に
お
け
る
喫
茶
文
化
、
江
戸
期
の
曹
洞
宗
に

お
け
る
喫
茶
文
化
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
課
題
と
し
、
別
の
機
会
を
設

け
て
論
じ
て
い
き
た
い
。

〈
略
称
〉

『
大
正
新
修
大
蔵
経
』、
大
正
一
切
経
刊
行
会
、
一
九
二
四
〜
一
九
三
四

年
＝
大
正
蔵
。
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『
大
日
本
続
蔵
経
』
京
都
蔵
経
書
院
編
集
・
刊
行
、
一
九
〇
五
〜

一
九
一
二
年
（
影
印
版
、
新
文
豊
出
版
、
一
九
七
七
年
）
＝
続
蔵
。

『
大
日
本
仏
教
全
書
』
仏
書
刊
行
会
、
一
九
一
二
〜
一
九
二
二
年
＝
日

仏
全
。

『
道
元
禅
師
全
集
』
春
秋
社
、
一
九
八
八
〜
一
九
九
三
年
＝
道
元
全
。

『
五
山
文
学
新
集
』
東
京
大
學
出
版
會
、
一
九
六
七
〜
一
九
八
一
年
＝

五
山
新
。

『
曹
洞
宗
全
書
』
曹
洞
宗
全
書
刊
行
会
、
一
九
二
九
〜
一
九
七
八
年
＝

曹
全
。

『
諸
本
対
校
永
平
開
山
道
元
禅
師
行
状
 
建
撕
記
』
大
修
館
書
店
、

一
九
七
五
年
＝
諸
本
建
。

〈
拙
論
〉

・
舘
隆
志
「
栄
西
の
入
滅
と
そ
の
周
辺
」『
駒
沢
大
学
禅
研
究
所
年
報
』

二
一
、二
〇
〇
九
年
。

・
舘
隆
志
『
園
城
寺
公
胤
の
研
究
』
春
秋
社
、
二
〇
一
〇
年
。

・
舘
隆
志
「
蘭
渓
道
隆
『
弁
道
清
規
』
に
つ
い
て
」（『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』

五
九
―
一
、二
〇
一
〇
年
。

・
舘
隆
志
「
蘭
渓
道
隆
の
清
規
に
つ
い
て
―
駒
澤
大
学
図
書
館
永
久
文
庫
所

蔵
『
弁
道
清
規
』
を
中
心
に
」（『
駒
沢
大
学
禅
研
究
所
年
報
』

二
二
、二
〇
一
〇
年
。

・
舘
隆
志
「
鎌
倉
期
の
禅
林
に
お
け
る
中
国
語
と
日
本
語
」『
駒
沢
大
学
仏

教
学
部
論
集
』
四
五
、二
〇
一
四
年
。

・
舘
隆
志
「
建
仁
寺
両
足
院
所
蔵
『
大
覚
禅
師
弁
道
清
規
』
に
つ
い
て
」『
印

度
学
仏
教
学
研
究
』
六
三
―
一
、二
〇
一
四
年
。

・
舘
隆
志
「
肥
後
広
福
寺
所
蔵
『
宝
慶
記
』
に
つ
い
て
―
寒
巌
義
尹
・
大
智

に
伝
わ
っ
た
伝
本
」『
駒
沢
大
学
禅
研
究
所
年
報
』
二
七
、二
〇
一
五
年
。

・
舘
隆
志
「
中
世
禅
林
に
お
け
る
菖
蒲
茶
―
宋
朝
禅
文
化
の
復
元
的
考
察
」

『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
六
六
―
一
、二
〇
一
七
年
＝
［
舘
二
〇
一
七
ａ
］。

・
舘
隆
志
「
栄
西
の
入
滅
地
に
つ
い
て
―
『
吾
妻
鏡
』
の
栄
西
入
滅
記
事
を

踏
ま
え
」『
曹
洞
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
学
術
大
会
紀
要
』

一
八
、二
〇
一
七
年
＝
［
舘
二
〇
一
七
ｂ
］。

・
舘
隆
志
「
中
世
禅
林
に
お
け
る
重
陽
の
喫
茶
文
化
―
茱
萸
茶
・
菊
花
茶
を

め
ぐ
っ
て
」『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
六
七
―
一
、二
〇
一
八
年
。

・
舘
隆
志
「『
元
亨
釈
書
』
の
栄
西
伝
に
つ
い
て
」、『
国
際
禅
研
究
』
四
、

二
〇
一
九
年
。

・
舘
隆
志
「
鎌
倉
期
禅
僧
の
喫
茶
史
料
集
成
な
ら
び
に
訓
註
」（
上
〜
下
二
）

『
花
園
大
学
国
際
禅
学
研
究
所
論
叢
』
一
二
〜
一
五
、二
〇
一
七
〜

二
〇
二
〇
年
、
未
完
＝
［
舘
二
〇
二
〇
］。

・
舘
隆
志
「
道
元
と
茶
と
宇
治
―
『
永
平
広
録
』
に
お
け
る
茶
糊
に
つ
い
て
」

『
曹
洞
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
学
術
大
会
紀
要
』
二
二
、二
〇
二
一
年
、

＝
［
舘
二
〇
二
一
ａ
］。

・
舘
隆
志
「
禅
宗
に
お
け
る
茶
の
受
容
―
禅
と
茶
の
関
係
を
考
え
る
」『
国

際
禅
研
究
』
七
号
、
二
〇
二
一
年
、
＝
［
舘
二
〇
二
一
ｂ
］。
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も
し
れ
な
い
が
、
修
行
に
必
要
な
程
度
の
茶
葉
が
入
手
で
き
た
と
考
え

る
こ
と
は
あ
る
程
度
妥
当
な
解
釈
で
あ
ろ
う
。

　
当
時
の
喫
茶
の
状
況
が
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
の
か
、
た
と
え
ば
、
禅

寺
に
お
け
る
喫
茶
法
が
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
の
か
、）

11
（

茶
盞）
11
（

や
茶
筅）
11
（

な
ど

の
茶
器
は
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
の
か
な
ど
に
つ
い
て
は
、
道
元
の
喫
茶

史
料
の
み
か
ら
の
解
明
は
で
き
な
い
た
め
、
そ
の
他
の
史
料
を
加
味
し

な
が
ら
、禅
籍
を
中
心
史
料
と
し
て
考
察
を
試
み
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　
最
後
に
な
る
が
、
茶
の
眠
気
覚
ま
し
の
効
能
は
、
鎌
倉
時
代
よ
り
前

か
ら
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
栄
西
の
『
喫
茶
養
生

記
』
を
見
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
一
般
的
に
は
、
眠
気
覚
ま
し
の
効
能

が
あ
る
の
で
、
禅
寺
で
は
眠
気
覚
ま
し
を
主
た
る
理
由
と
し
て
茶
が
飲

ま
れ
て
お
り
、そ
れ
が
流
行
し
て
い
っ
た
と
理
解
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
。

一
方
、
道
元
の
説
法
で
は
、
一
つ
と
し
て
茶
の
眠
気
覚
ま
し
の
効
能
に

は
触
れ
て
い
な
い
。

　
す
な
わ
ち
、
道
元
は
茶
を
眠
気
覚
ま
し
の
効
能
を
期
待
し
て
飲
ん
で

い
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
、
鎌
倉

時
代
の
ほ
か
の
禅
僧
の
記
録
を
み
て
も
、
茶
の
眠
気
覚
ま
し
の
効
能
を

説
法
で
述
べ
て
い
る
例
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
茶
の
み
で
は
睡
魔
に
対
抗

で
き
な
い
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。）

1（
（

金
沢
文
庫
所
蔵『
覚

禅
抄
』「
軍
荼
利
法
」
に
は
、「
元
亨
元
年
病
月
廿
一
日
夜
、
七
椀
之
茶

後
、
伏
睡
魔
、
九
枝
之
灯
前
、
終
書
功
訖
」）

11
（

と
あ
り
、
鎌
倉
後
期
に
『
覚

禅
抄
』
を
書
写
し
た
乗
一
が
茶
を
七
杯
飲
ん
で
眠
気
を
覚
ま
し
た
と
い

う
記
事
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
こ
と
は
一
方
で
眠
気
を
覚
ま

す
た
め
に
七
杯
飲
ん
で
い
た
わ
け
で
あ
り
、
禅
寺
に
お
け
る
喫
茶
の
量

で
は
眠
気
が
覚
め
な
い
こ
と
も
多
々
あ
っ
た
可
能
性
を
強
く
示
し
て
い

よ
う
。
眠
気
覚
ま
し
と
し
て
、
ど
れ
ほ
ど
の
効
能
が
あ
る
と
当
時
の
人

た
ち
が
思
っ
て
い
た
の
か
は
、
よ
く
よ
く
考
え
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

鎌
倉
時
代
の
禅
と
茶
に
つ
い
て
も
、
別
の
機
会
を
設
け
て
論
じ
る
予
定

で
あ
る
。

　
道
元
の
僧
団
で
は
、日
常
の
当
た
り
前
の
修
行
生
活
、す
な
わ
ち
「
家

常
茶
飯
」と
し
て
修
行
僧
と
と
も
に
毎
日
茶
を
飲
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。

道
元
に
と
っ
て
、
茶
を
飲
む
こ
と
そ
の
も
の
が
、
家
常
で
あ
り
、
茶
を

飲
む
こ
と
そ
の
も
の
が
修
行
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し

た
が
っ
て
、
道
元
の
僧
団
で
は
茶
を
飲
む
こ
と
そ
の
も
の
が
重
視
さ
れ

て
い
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
な
お
、
本
論
は
道
元
の
著
述
を
中
心
に
道
元
と
喫
茶
文
化
に
つ
い
て

述
べ
た
も
の
で
あ
り
、
瑩
山
紹
瑾
の
著
述
を
中
心
と
し
た
瑩
山
紹
瑾
と

喫
茶
文
化
、
中
世
曹
洞
宗
に
お
け
る
喫
茶
文
化
、
江
戸
期
の
曹
洞
宗
に

お
け
る
喫
茶
文
化
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
課
題
と
し
、
別
の
機
会
を
設

け
て
論
じ
て
い
き
た
い
。

〈
略
称
〉

『
大
正
新
修
大
蔵
経
』、
大
正
一
切
経
刊
行
会
、
一
九
二
四
〜
一
九
三
四

年
＝
大
正
蔵
。
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〈
参
考
文
献
〉

・
伊
藤
古
鑑
『
茶
と
禅
』、
春
秋
社
、
一
九
六
六
年
。

・
村
井
康
彦
『
茶
の
湯
の
歴
史
』、
淡
交
社
、
一
九
六
九
年
。

・
古
田
紹
欽
『
禅
と
茶
の
文
化
』、
読
売
新
聞
社
、
一
九
七
〇
年
。

・
守
屋
茂
「
道
元
初
開
の
興
聖
寺
旧
跡
に
つ
い
て
」『
印
度
学
仏
教
学

研
究
』
二
三
―
一
、一
九
七
四
年
。

・
石
田
雅
彦
「『
関
東
往
還
記
』
に
云
う
“
儲
茶
”
に
つ
い
て
」『
茶
湯
』

一
七
、
木
の
芽
文
庫
、
一
九
八
一
年
。

・
伊
藤
秀
憲
「
道
元
禅
師
の
在
宋
中
の
動
静
」『
駒
沢
大
学
仏
教
学
部

研
究
紀
要
』
四
二
、一
九
八
四
年
。

・
芳
賀
幸
四
郎
「
茶
と
禅
（
そ
の
一
）
―
茶
禅
融
合
に
い
た
る
ま
で
の

過
程
」『
茶
道
文
化
研
究
』
三
、一
九
八
八
年
。

・
熊
倉
功
夫
『
茶
の
湯
の
歴
史
―
千
利
休
ま
で
』、
朝
日
新
聞
社
、

一
九
九
〇
年
。

・
吉
村
享
『
宇
治
茶
の
文
化
史
』、宇
治
市
教
育
委
員
会
、一
九
九
三
年
。

・
森
本
朝
子
「
博
多
遺
跡
群
出
土
の
天
目
」、
特
別
展
図
録
『
唐
物
天

目
―
福
建
省
建
窯
出
土
天
目
と
日
本
伝
世
の
天
目
』、
茶
道
資
料
館
、

一
九
九
四
年
。

・
熊
倉
功
夫
・
筒
井
紘
一
・
中
村
利
則
・
中
村
修
也
『
史
料
に
よ
る
茶

の
湯
の
歴
史
』
上
・
下
、
主
婦
の
友
社
、
一
九
九
四
〜
一
九
九
五
年

＝
［
熊
倉
一
九
九
五
］。

・
孔
令
敬
「
禅
清
規
に
於
け
る
礼
の
表
現
形
式
と
喫
茶
」『
大
正
大
学

大
学
院
研
究
論
集
』
一
九
、一
九
九
五
年
。

・
佐
藤
秀
孝
「
道
元
在
宋
中
の
参
学
行
程
に
関
す
る
諸
問
題
（
上
・
下
）」

『
駒
沢
大
学
禅
研
究
所
年
報
』六
・
八
、一
九
九
五
・
一
九
九
七
年
＝［
佐

藤
一
九
九
七
］。

・
高
橋
忠
彦
「『
茶
具
図
賛
』
に
就
き
て
―
研
究
と
訳
注
（
上
・
下
）」『
東

京
学
芸
大
学
紀
要 

第
二
部
門 

人
文
科
学
』
四
八
・
四
九
、一
九
九
七

〜
一
九
九
八
年
＝
［
高
橋
一
九
九
八
］。

・
中
村
修
也「
栄
西
以
前
の
茶
」『
茶
道
学
大
系
』第
二『
茶
道
の
歴
史
』、

淡
交
社
、
一
九
九
九
年
。

・
古
田
紹
欽
『
栄
西 

喫
茶
養
生
記
』、
講
談
社
学
術
文
庫
、
二
〇
〇
〇

年
。

・
尾
崎
正
善
「
翻
刻
・
聴
松
院
蔵
『
大
鑑
清
規
』」『
鶴
見
大
学
仏
教
文

化
研
究
所
紀
要
』
五
、二
〇
〇
〇
年
。

・
橋
本
素
子
「
鎌
倉
時
代
に
お
け
る
宋
式
喫
茶
文
化
の
受
容
と
展
開
に

つ
い
て
―
顕
密
寺
院
を
中
心
に
」『
寧
楽
史
苑
』
四
六
、二
〇
〇
一
年
。

・
石
田
雅
彦
『「
茶
の
湯
」
前
史
の
研
究
―
宋
代
片
茶
文
化
完
成
か
ら

日
本
の
茶
の
湯
へ
』、
雄
山
閣
、
二
〇
〇
三
年
。

・
祢
津
宗
伸
「
大
鑑
清
規
と
五
山
文
学
に
お
け
る
喫
茶
の
諸
形
態
―
中

世
信
濃
か
ら
の
視
角
」『
長
野
県
立
歴
史
館
研
究
紀
要
』
九
、

二
〇
〇
三
年
。

・
高
橋
秀
榮
「
鎌
倉
時
代
の
密
教
書
に
み
る
茶
」『
金
沢
文
庫
研
究
』
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三
一
五
、二
〇
〇
五
年
＝
［
高
橋
秀
二
〇
〇
五
］。

・
大
槻
暢
子
「
季
御
読
経
の
引
茶
」『
古
代
史
の
研
究
』

一
二
、二
〇
〇
六
年
。

・
劉
淑
芬
「『
禅
苑
清
規
』
に
み
る
茶
礼
と
湯
礼
」『
中
国
宗
教
文
献
研

究
』、
臨
川
書
店
、
二
〇
〇
七
年
。

・
榎
本
渉
「『
喫
茶
養
生
記
』
の
時
代
に
お
け
る
中
国
の
文
物
・
文
化
」、

特
別
展
図
録
『
鎌
倉
時
代
の
喫
茶
文
化
』、
茶
道
資
料
館
、

二
〇
〇
八
年
。

・
米
田
真
理
子
「
栄
西
の
入
宋
―
栄
西
伝
に
お
け
る
密
と
禅
」『
海
を

渡
る
天
台
文
化
』、
勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
八
年
。

・
神
津
朝
夫
『
茶
の
湯
の
歴
史
』、
角
川
学
芸
出
版
、
二
〇
〇
九
年
。

・
藤
本
孝
一
「
山
城
国
宇
治
郡
と
久
世
郡
境
界
考
―
二
つ
の
宇
治
郷
を

中
心
に
し
て
」『
中
世
史
料
学
叢
論
』
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
九
年
。

・
芳
澤
勝
弘
「「
禅
宗
上
堂
図
」
に
見
え
る
茶
具
に
つ
い
て
―
付
・
大

徳
寺
蔵
「
五
百
羅
漢
図
」
に
見
え
る
茶
具
」『
花
園
大
学
国
際
禅
学

研
究
所
論
叢
』
五
、二
〇
一
〇
年
。

・
高
橋
悠
介
「
密
教
儀
礼
に
お
け
る
茶
」、
特
別
展
図
録
『
武
家
の
都

　
鎌
倉
の
茶
』、
神
奈
川
県
立
金
沢
文
庫
、
二
〇
一
〇
年
＝
［
高
橋

悠
二
〇
一
〇
］。

・
祢
津
宗
伸
「
大
鑑
清
規
に
お
け
る
喫
茶
と
喫
湯
」『
信
濃
』
六
三
―

一
二
、二
〇
一
一
年
。

・
沢
村
信
一
「
中
世
以
前
の
抹
茶
の
粒
度
と
味
」『
日
本
調
理
科
学
会

誌
』、
四
四
―
三
、二
〇
一
一
年
。

・
廣
田
吉
崇
・
沢
村
信
一
「
中
国
宋
代
の
“
抹
茶
法
”
を
め
ぐ
っ
て
―

茶
を
粉
末
化
す
る
方
法
と
そ
の
意
味
」『
日
本
文
化
論
年
報
』

一
五
、二
〇
一
二
年
＝
［
廣
田
沢
村
二
〇
一
二
］。

・
榎
本
渉
『
南
宋
・
元
代
日
中
渡
航
僧
伝
記
集
成
―
附
江
戸
時
代
に
お

け
る
僧
伝
集
積
過
程
の
研
究
』、
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
三
年
。

・
橋
本
素
子
「
中
世
茶
の
生
産
に
つ
い
て
―
『
金
沢
文
庫
古
文
書
』
を

中
心
に
」『
鎌
倉
遺
文
研
究
』
三
四
、二
〇
一
四
年
。

・
熊
倉
功
夫
・
姚
国
坤
編
『
栄
西
『
喫
茶
養
生
記
』
の
研
究
』、
宮
帯

出
版
社
、
二
〇
一
四
年
＝
［
熊
倉
二
〇
一
四
］。

・
岩
間
眞
知
子『
喫
茶
の
歴
史
―
茶
薬
同
源
を
さ
ぐ
る
』、大
修
館
書
店
、

二
〇
一
五
年
。

・
橋
本
素
子
『
日
本
茶
の
歴
史
』、
淡
交
社
、
二
〇
一
六
年
。

・
筒
井
紘
一
「
茶
の
湯
と
仏
教
（
第
七
回
）
禅
院
茶
礼
と
道
元
」『
淡
交
』

七
〇
―
七
、
淡
交
社
、
二
〇
一
六
年
。

・
米
沢
玲
「
仏
教
儀
礼
と
茶
―
仙
薬
か
ら
は
じ
ま
っ
た
」、
特
別
展
図

録
『
仏
教
儀
礼
と
茶
―
仙
薬
か
ら
は
じ
ま
っ
た
』、
茶
道
資
料
館
編
、

二
〇
一
七
年
。

・
米
沢
玲
「
大
徳
寺
伝
来
五
百
羅
漢
図
に
つ
い
て
―
僧
院
生
活
の
描
写

と
『
禅
苑
清
規
』」『
仏
教
芸
術
』
一
、
中
央
公
論
美
術
出
版
、

二
〇
一
八
年
。

・
橋
本
素
子
『
中
世
の
喫
茶
文
化
―
儀
礼
の
茶
か
ら
「
茶
の
湯
」
へ
』、
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〈
参
考
文
献
〉

・
伊
藤
古
鑑
『
茶
と
禅
』、
春
秋
社
、
一
九
六
六
年
。

・
村
井
康
彦
『
茶
の
湯
の
歴
史
』、
淡
交
社
、
一
九
六
九
年
。

・
古
田
紹
欽
『
禅
と
茶
の
文
化
』、
読
売
新
聞
社
、
一
九
七
〇
年
。

・
守
屋
茂
「
道
元
初
開
の
興
聖
寺
旧
跡
に
つ
い
て
」『
印
度
学
仏
教
学

研
究
』
二
三
―
一
、一
九
七
四
年
。

・
石
田
雅
彦
「『
関
東
往
還
記
』
に
云
う
“
儲
茶
”
に
つ
い
て
」『
茶
湯
』

一
七
、
木
の
芽
文
庫
、
一
九
八
一
年
。

・
伊
藤
秀
憲
「
道
元
禅
師
の
在
宋
中
の
動
静
」『
駒
沢
大
学
仏
教
学
部

研
究
紀
要
』
四
二
、一
九
八
四
年
。

・
芳
賀
幸
四
郎
「
茶
と
禅
（
そ
の
一
）
―
茶
禅
融
合
に
い
た
る
ま
で
の

過
程
」『
茶
道
文
化
研
究
』
三
、一
九
八
八
年
。

・
熊
倉
功
夫
『
茶
の
湯
の
歴
史
―
千
利
休
ま
で
』、
朝
日
新
聞
社
、

一
九
九
〇
年
。

・
吉
村
享
『
宇
治
茶
の
文
化
史
』、宇
治
市
教
育
委
員
会
、一
九
九
三
年
。

・
森
本
朝
子
「
博
多
遺
跡
群
出
土
の
天
目
」、
特
別
展
図
録
『
唐
物
天

目
―
福
建
省
建
窯
出
土
天
目
と
日
本
伝
世
の
天
目
』、
茶
道
資
料
館
、

一
九
九
四
年
。

・
熊
倉
功
夫
・
筒
井
紘
一
・
中
村
利
則
・
中
村
修
也
『
史
料
に
よ
る
茶

の
湯
の
歴
史
』
上
・
下
、
主
婦
の
友
社
、
一
九
九
四
〜
一
九
九
五
年

＝
［
熊
倉
一
九
九
五
］。

・
孔
令
敬
「
禅
清
規
に
於
け
る
礼
の
表
現
形
式
と
喫
茶
」『
大
正
大
学

大
学
院
研
究
論
集
』
一
九
、一
九
九
五
年
。

・
佐
藤
秀
孝
「
道
元
在
宋
中
の
参
学
行
程
に
関
す
る
諸
問
題
（
上
・
下
）」

『
駒
沢
大
学
禅
研
究
所
年
報
』六
・
八
、一
九
九
五
・
一
九
九
七
年
＝［
佐

藤
一
九
九
七
］。

・
高
橋
忠
彦
「『
茶
具
図
賛
』
に
就
き
て
―
研
究
と
訳
注
（
上
・
下
）」『
東

京
学
芸
大
学
紀
要 

第
二
部
門 

人
文
科
学
』
四
八
・
四
九
、一
九
九
七

〜
一
九
九
八
年
＝
［
高
橋
一
九
九
八
］。

・
中
村
修
也「
栄
西
以
前
の
茶
」『
茶
道
学
大
系
』第
二『
茶
道
の
歴
史
』、

淡
交
社
、
一
九
九
九
年
。

・
古
田
紹
欽
『
栄
西 

喫
茶
養
生
記
』、
講
談
社
学
術
文
庫
、
二
〇
〇
〇

年
。

・
尾
崎
正
善
「
翻
刻
・
聴
松
院
蔵
『
大
鑑
清
規
』」『
鶴
見
大
学
仏
教
文

化
研
究
所
紀
要
』
五
、二
〇
〇
〇
年
。

・
橋
本
素
子
「
鎌
倉
時
代
に
お
け
る
宋
式
喫
茶
文
化
の
受
容
と
展
開
に

つ
い
て
―
顕
密
寺
院
を
中
心
に
」『
寧
楽
史
苑
』
四
六
、二
〇
〇
一
年
。

・
石
田
雅
彦
『「
茶
の
湯
」
前
史
の
研
究
―
宋
代
片
茶
文
化
完
成
か
ら

日
本
の
茶
の
湯
へ
』、
雄
山
閣
、
二
〇
〇
三
年
。

・
祢
津
宗
伸
「
大
鑑
清
規
と
五
山
文
学
に
お
け
る
喫
茶
の
諸
形
態
―
中

世
信
濃
か
ら
の
視
角
」『
長
野
県
立
歴
史
館
研
究
紀
要
』
九
、

二
〇
〇
三
年
。

・
高
橋
秀
榮
「
鎌
倉
時
代
の
密
教
書
に
み
る
茶
」『
金
沢
文
庫
研
究
』
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吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
八
年
。

・
筒
井
紘
一
『
茶
の
湯
と
仏
教
―
僧
侶
の
事
跡
か
ら
辿
る
』、
淡
交
社
、

二
〇
一
九
年
。

・
橋
本
素
子
「
宇
治
茶
の
伝
説
と
史
実
」『
歴
史
民
俗
研
究
』
第
十
八

回
桜
井
徳
太
郎
賞
受
賞
論
文
・
作
文
集
、
二
〇
二
〇
年
。

・
永
井
晋
編
『
ア
ジ
ア
遊
学
』
二
五
二
、
中
世
日
本
の
茶
と
文
化
、

二
〇
二
〇
年
。

註（
1
）
禅
宗
に
お
け
る
喫
茶
文
化
の
受
容
と
継
承
に
つ
い
て
は
［
舘

二
〇
二
一
ｂ
］
参
照
。

（
2
）
北
宗
、
南
宗
、
保
唐
宗
な
ど
五
祖
か
ら
分
か
れ
た
系
統
に
お
い
て
、

早
い
段
階
で
そ
れ
ぞ
れ
喫
茶
史
料
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
分
派
前
の

五
祖
弘
忍
下
ま
で
に
は
禅
寺
に
お
け
る
喫
茶
文
化
が
は
じ
ま
っ
て
い
た

可
能
性
を
想
定
し
て
い
る
［
舘
二
〇
二
一
ｂ
］。

（
3
）
身
近
に
思
え
る
「
禅
と
茶
」
の
関
係
は
、
主
に
茶
の
湯
の
歴
史
、
茶

道
史
を
論
ず
る
中
で
、
部
分
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
テ
ー
マ
だ
っ
た
た

め
、「
禅
と
茶
」
に
直
接
的
な
焦
点
を
当
て
た
研
究
は
決
し
て
多
く
は
な

い
。
茶
の
湯
の
歴
史
、茶
道
史
の
研
究
と
す
れ
ば
、［
村
井
一
九
六
九
］［
熊

倉
一
九
九
〇
］［
神
津
二
〇
〇
九
］
な
ど
が
知
ら
れ
る
。「
禅
と
茶
」「
茶

と
禅
」
に
直
接
的
に
焦
点
を
当
て
て
論
じ
た
も
の
と
し
て
、［
伊
藤

一
九
六
六
］［
古
田
一
九
七
〇
］［
芳
賀
一
九
八
八
］
な
ど
が
あ
る
。
た

だ
し
、
い
ず
れ
の
研
究
に
お
い
て
も
、
鎌
倉
時
代
の
禅
僧
に
つ
い
て
は
、

史
料
上
の
制
約
か
ら
、
栄
西
を
除
い
て
ほ
と
ん
ど
扱
わ
れ
て
い
な
い
。

（
4
）［
石
田
二
〇
〇
三
］の
六
章「
日
本
に
於
け
る
喫
茶
の
萌
芽
と
そ
の
普
及
」

で
、「
未
だ
関
心
は
茶
道
成
立
に
関
連
し
た
室
町
期
か
ら
江
戸
期
に
か
け

て
集
中
し
て
お
り
、
日
本
の
古
代
並
び
に
鎌
倉
期
の
研
究
は
他
の
時
代

に
比
べ
る
と
少
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
こ
れ
ま
で
考

察
し
て
き
た
中
国
と
違
っ
て
、
寥
々
た
る
史
料
し
か
見
い
だ
せ
な
い
た

め
」（
三
六
三
頁
）
と
指
摘
す
る
。

（
5
）『
喫
茶
養
生
記
』
の
訳
註
と
し
て
［
古
田
二
〇
〇
〇
］
が
あ
り
、
ま
た
、

『
喫
茶
養
生
記
』
を
中
心
と
し
た
近
年
の
研
究
成
果
と
し
て
［
熊
倉

二
〇
一
四
］
が
あ
る
。

（
6
）［
舘
二
〇
二
〇
］
の
掲
載
済
、
掲
載
予
定
分
も
含
め
て
そ
の
数
を
列
記

す
る
。
栄
西
５
（『
喫
茶
養
生
記
』
を
除
く
）、
道
元
55
、
蘭
渓
道
隆
９
、

月
峰
了
然
４
、
兀
庵
普
寧
１
、
円
爾
２
、
無
学
祖
元
12
、
大
休
正
念
21
、

東
山
湛
照
１
、
白
雲
慧
暁
８
、
寒
巌
義
尹
１
、
徹
通
義
介
４
、
山
叟
慧

雲
１
、
無
象
静
照
13
、
鏡
堂
覚
円
17
、
南
浦
紹
明
11
、
詮
慧
・
経
豪
８
、

無
住
道
暁
４
、虚
庵
祖
円
15
、高
峰
顕
日
11
、奇
山
円
然
３
、一
山
一
寧
３
、

約
翁
徳
倹
４
、
秋
澗
道
泉
27
、
瑩
山
紹
瑾
42
、
鉄
庵
道
生
３
、
元
翁
本

元
２
と
な
る
。
数
は
増
減
す
る
可
能
性
が
あ
り
、
あ
く
ま
で
参
考
程
度

に
止
め
て
頂
き
た
い
。

（
7
）
道
元
と
喫
茶
文
化
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
と
し
て
、
僧
侶
の
事
蹟
と

と
も
に
茶
と
の
関
連
を
記
し
た
［
筒
井
二
〇
一
六
］
が
あ
る
。［
筒
井
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二
〇
一
八
］
に
再
録
。

（
8
）『
明
全
戒
牒
奥
書
』
に
「
先
師
諱
明
全
。
貞
応
癸
未
二
月
二
十
二
日
、

出
建
仁
寺
赴
大
宋
国
、
見
四
十
歳
。
本
是
比
叡
山
首
楞
厳
院
僧
也
」（
道

元
全
七
・
二
三
四
）
と
あ
る
。

（
9
）『
延
喜
式
』
巻
二
十
四
「
主
計
上
」
に
は
、「
太
宰
府
〈
行
程
上
廿
七
日
、

下
十
四
日
〉。
海
路
卅
日
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』『
延
喜
式
』
中
篇
、

吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
一
年
、
六
一
九
頁
）
と
あ
り
、
平
安
中
期
の
史

料
で
は
あ
る
が
、
京
都
か
ら
博
多
ま
で
は
十
四
日
ほ
ど
で
あ
る
こ
と
が

記
さ
れ
て
い
る
。

（
10
）
こ
の
年
の
二
月
は
大
月
で
あ
り
、
三
十
日
間
あ
る
こ
と
を
前
提
に
日

数
を
算
出
。

（
11
）『
正
法
眼
蔵
随
聞
記
』
巻
六
に
「
我
も
当
時
み
、
入
宋
の
時
き
、
船
中

に
し
て
痢
病
を
せ
し
に
、
悪
風
出
来
て
船
中
さ
わ
ぎ
し
時
、
病
忘
て
止

ま
り
ぬ
」（
道
元
全
七
・
一
四
四
）
と
あ
り
、
船
中
で
痢
病
と
な
っ
た
が
、

悪
風
で
海
が
荒
れ
た
た
め
、
痢
病
を
忘
れ
て
い
つ
の
間
に
治
っ
て
い
た

こ
と
を
述
べ
て
い
る
。「
痢
病
」
を
す
っ
か
り
忘
れ
る
ほ
ど
、
入
宋
時
の

航
海
は
海
が
荒
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

（
12
）
博
多
か
ら
の
日
数
が
分
か
る
例
で
は
、
戒
覚
「
渡
宋
記
」
に
よ
れ
ば
、

戒
覚
は
永
保
二
年
（
一
〇
八
二
）
九
月
五
日
に
乗
船
し
、
九
月
十
三
日

に
博
多
を
出
航
し
て
二
十
二
日
に
明
州
に
到
着
し
て
い
る
（
小
野
勝
年

「
戒
覚
の
「
渡
宋
記
」」『
龍
谷
大
学
論
集
』 

四
〇
〇
・
四
〇
一
、一
九
七
三

年
、
五
〇
七
〜
五
三
一
頁
）。
ま
た
、『
不
可
棄
法
師
伝
』
に
よ
れ
ば
、

俊
芿
は
一
一
九
九
年
四
月
十
八
日
に
博
多
を
出
港
し
、
五
月
初
に
江
陰

に
到
着
し
て
い
る
の
で
、
お
よ
そ
二
週
間
程
度
か
か
っ
て
い
る
（
上
村

貞
郎
編
『
御
寺
泉
涌
寺
と
開
山
月
輪
大
師
』、
泉
涌
寺
、
二
〇
一
一
年
）。

ま
た
、『
栄
西
入
唐
縁
起
』
に
よ
れ
ば
、
栄
西
は
一
一
六
八
年
四
月
三
日

に
博
多
を
出
発
し
、
四
月
二
十
四
日
に
寧
波
に
到
着
し
て
い
る
の
で
、

お
お
よ
そ
二
十
一
日
間
か
か
っ
て
い
る
［
榎
本
二
〇
一
三
］。
な
お
、
博

多
か
ら
中
国
到
着
ま
で
に
か
か
っ
た
日
数
に
つ
い
て
は
、
日
本
文
化
研

究
セ
ン
タ
ー
の
榎
本
渉
先
生
の
ご
教
授
に
よ
る
。

（
13
）
草
案
本
『
正
法
眼
蔵
』「
洗
面
」（
六
十
巻
本
系
・
洞
雲
本
所
収
）
に
は
、

「
大
宋
国
、
見
在
嘉
禎
十
六
年
癸
未
四
月
の
は
じ
め
こ
れ
を
み
る
に
」（
道

元
全
二
・
五
八
八
）
と
あ
る
た
め
、
こ
れ
を
論
拠
と
し
て
道
元
の
中
国
到

着
を
四
月
初
旬
と
す
る
場
合
も
あ
る
［
竹
内
一
九
九
二
］。
一
方
、『
正

法
眼
蔵
』「
洗
面
」（
七
十
五
巻
本
系
統
）
に
は
、「
嘉
定
十
六
年
癸
未
四

月
の
な
か
に
、
は
じ
め
て
大
宋
に
諸
山
諸
寺
を
み
る
に
」（
道
元
全
二
・

四
九
）
と
あ
り
、
草
案
本
『
正
法
眼
蔵
』「
洗
面
」
に
「
四
月
の
は
じ
め

こ
れ
を
み
る
に
」
と
あ
る
の
は
、
四
月
の
は
じ
め
と
い
う
時
期
の
意
味

で
は
な
く
、
四
月
に
は
じ
め
て
こ
れ
を
見
た
と
い
う
意
味
と
し
て
用
い

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
14
）
明
全
が
入
宋
後
、
た
だ
ち
に
景
福
寺
に
行
っ
た
こ
と
が
『
明
全
和
尚

戒
牒
奥
書
』「
全
公
入
宋
之
時
、
乃
大
宋
嘉
定
十
六
年
癸
未
也
。
初
到
明

州
景
福
寺
、
于
時
講
師
明
雲
講
師
為
堂
頭
」（
道
元
全
七
・
二
三
四
）
と

あ
る
。
そ
し
て
、『
正
法
眼
蔵
』「
洗
面
」
を
み
る
か
ぎ
り
、
四
月
中
に
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吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
八
年
。

・
筒
井
紘
一
『
茶
の
湯
と
仏
教
―
僧
侶
の
事
跡
か
ら
辿
る
』、
淡
交
社
、

二
〇
一
九
年
。

・
橋
本
素
子
「
宇
治
茶
の
伝
説
と
史
実
」『
歴
史
民
俗
研
究
』
第
十
八

回
桜
井
徳
太
郎
賞
受
賞
論
文
・
作
文
集
、
二
〇
二
〇
年
。

・
永
井
晋
編
『
ア
ジ
ア
遊
学
』
二
五
二
、
中
世
日
本
の
茶
と
文
化
、

二
〇
二
〇
年
。

註（
1
）
禅
宗
に
お
け
る
喫
茶
文
化
の
受
容
と
継
承
に
つ
い
て
は
［
舘

二
〇
二
一
ｂ
］
参
照
。

（
2
）
北
宗
、
南
宗
、
保
唐
宗
な
ど
五
祖
か
ら
分
か
れ
た
系
統
に
お
い
て
、

早
い
段
階
で
そ
れ
ぞ
れ
喫
茶
史
料
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
分
派
前
の

五
祖
弘
忍
下
ま
で
に
は
禅
寺
に
お
け
る
喫
茶
文
化
が
は
じ
ま
っ
て
い
た

可
能
性
を
想
定
し
て
い
る
［
舘
二
〇
二
一
ｂ
］。

（
3
）
身
近
に
思
え
る
「
禅
と
茶
」
の
関
係
は
、
主
に
茶
の
湯
の
歴
史
、
茶

道
史
を
論
ず
る
中
で
、
部
分
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
テ
ー
マ
だ
っ
た
た

め
、「
禅
と
茶
」
に
直
接
的
な
焦
点
を
当
て
た
研
究
は
決
し
て
多
く
は
な

い
。
茶
の
湯
の
歴
史
、茶
道
史
の
研
究
と
す
れ
ば
、［
村
井
一
九
六
九
］［
熊

倉
一
九
九
〇
］［
神
津
二
〇
〇
九
］
な
ど
が
知
ら
れ
る
。「
禅
と
茶
」「
茶

と
禅
」
に
直
接
的
に
焦
点
を
当
て
て
論
じ
た
も
の
と
し
て
、［
伊
藤

一
九
六
六
］［
古
田
一
九
七
〇
］［
芳
賀
一
九
八
八
］
な
ど
が
あ
る
。
た

だ
し
、
い
ず
れ
の
研
究
に
お
い
て
も
、
鎌
倉
時
代
の
禅
僧
に
つ
い
て
は
、

史
料
上
の
制
約
か
ら
、
栄
西
を
除
い
て
ほ
と
ん
ど
扱
わ
れ
て
い
な
い
。

（
4
）［
石
田
二
〇
〇
三
］の
六
章「
日
本
に
於
け
る
喫
茶
の
萌
芽
と
そ
の
普
及
」

で
、「
未
だ
関
心
は
茶
道
成
立
に
関
連
し
た
室
町
期
か
ら
江
戸
期
に
か
け

て
集
中
し
て
お
り
、
日
本
の
古
代
並
び
に
鎌
倉
期
の
研
究
は
他
の
時
代

に
比
べ
る
と
少
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
こ
れ
ま
で
考

察
し
て
き
た
中
国
と
違
っ
て
、
寥
々
た
る
史
料
し
か
見
い
だ
せ
な
い
た

め
」（
三
六
三
頁
）
と
指
摘
す
る
。

（
5
）『
喫
茶
養
生
記
』
の
訳
註
と
し
て
［
古
田
二
〇
〇
〇
］
が
あ
り
、
ま
た
、

『
喫
茶
養
生
記
』
を
中
心
と
し
た
近
年
の
研
究
成
果
と
し
て
［
熊
倉

二
〇
一
四
］
が
あ
る
。

（
6
）［
舘
二
〇
二
〇
］
の
掲
載
済
、
掲
載
予
定
分
も
含
め
て
そ
の
数
を
列
記

す
る
。
栄
西
５
（『
喫
茶
養
生
記
』
を
除
く
）、
道
元
55
、
蘭
渓
道
隆
９
、

月
峰
了
然
４
、
兀
庵
普
寧
１
、
円
爾
２
、
無
学
祖
元
12
、
大
休
正
念
21
、

東
山
湛
照
１
、
白
雲
慧
暁
８
、
寒
巌
義
尹
１
、
徹
通
義
介
４
、
山
叟
慧

雲
１
、
無
象
静
照
13
、
鏡
堂
覚
円
17
、
南
浦
紹
明
11
、
詮
慧
・
経
豪
８
、

無
住
道
暁
４
、虚
庵
祖
円
15
、高
峰
顕
日
11
、奇
山
円
然
３
、一
山
一
寧
３
、

約
翁
徳
倹
４
、
秋
澗
道
泉
27
、
瑩
山
紹
瑾
42
、
鉄
庵
道
生
３
、
元
翁
本

元
２
と
な
る
。
数
は
増
減
す
る
可
能
性
が
あ
り
、
あ
く
ま
で
参
考
程
度

に
止
め
て
頂
き
た
い
。

（
7
）
道
元
と
喫
茶
文
化
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
と
し
て
、
僧
侶
の
事
蹟
と

と
も
に
茶
と
の
関
連
を
記
し
た
［
筒
井
二
〇
一
六
］
が
あ
る
。［
筒
井
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す
で
に
船
外
に
出
て
諸
寺
諸
山
を
見
て
い
る
た
め
、
道
元
も
景
福
寺
に

行
っ
て
い
た
と
考
え
る
ほ
う
が
自
然
で
は
な
か
ろ
う
か
。
明
州
慶
元
府

の
船
中
を
起
点
と
し
て
、
道
元
が
行
っ
た
「
諸
寺
諸
山
」
に
、
景
福
寺

が
含
ま
れ
る
と
考
え
た
い
。

（
15
）『
舎
利
相
伝
記
』
に
は
、「
五
月
十
三
日
に
、
慶
元
府
太
白
名
山
天
童

景
徳
禅
寺
に
い
た
る
。
こ
の
と
こ
ろ
に
錫
を
と
ど
む
る
ゆ
ゑ
は
、
こ
の

み
ぎ
り
、
か
の
本
師
千
光
の
旧
游
な
れ
ば
な
り
」（
道
元
全
七
・
二
一
六
）

と
あ
り
、
明
全
が
天
童
山
に
最
初
に
登
山
し
た
日
を
五
月
十
三
日
と
記

す
。
こ
の
時
、
道
元
も
明
全
と
共
に
天
童
山
に
入
山
し
て
い
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。『
舎
利
相
伝
記
』『
明
全
戒
牒
奥
書
』
に
は
、
道
元
と

の
上
山
が
記
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
が
、
そ
も
そ
も
、
明

全
の
業
績
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
そ
れ
は
当
然
で
あ
り
、
道
元
の

名
そ
の
も
の
が
二
つ
の
史
料
と
も
に
記
さ
れ
て
い
な
い
。

（
16
）
禅
林
と
端
午
の
節
句
の
関
係
に
つ
い
て
は
、［
舘
二
〇
一
八
］
を
参
照
。

（
17
）
茶
の
飲
み
方
、
い
れ
方
に
つ
い
て
の
分
類
や
呼
称
は
、
研
究
者
に
よ
っ

て
多
種
多
様
で
あ
る
。
従
来
は
、「
団
茶
」「
抹
茶
」「
煎
茶
」
と
い
う
区

分
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
現
在
で
は
、
こ
の
呼
称
が
適
切
で
は
な
い
と

し
て
さ
ま
ざ
ま
な
呼
称
が
研
究
者
に
よ
っ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
学

術
的
に
統
一
さ
れ
た
よ
う
な
用
語
は
ま
だ
な
い
。
こ
の
う
ち
、［
橋
本

二
〇
〇
一
］
で
は
、団
茶
（
固
形
茶
）
を
用
い
た
唐
代
の
喫
茶
文
化
を
「
唐

式
喫
茶
文
化
」、
抹
茶
（
茶
末
）
を
用
い
た
宋
代
の
喫
茶
文
化
を
「
宋
式

喫
茶
文
化
」
と
呼
称
し
て
い
る
。
宋
朝
禅
林
の
喫
茶
文
化
を
学
ん
だ
道

元
を
扱
う
本
論
で
も
、
こ
の
呼
称
を
用
い
る
こ
と
に
す
る
。
た
だ
し
、

禅
林
の
中
で
継
承
さ
れ
た
「
宋
式
喫
茶
文
化
」
と
そ
の
後
の
日
本
で
展

開
し
た
「
茶
の
湯
」
は
分
け
る
べ
き
で
あ
り
、
本
論
に
お
け
る
「
宋
式

喫
茶
文
化
」
は
、
あ
く
ま
で
、
鎌
倉
時
代
に
南
宋
よ
り
将
来
し
、
継
承

さ
れ
た
も
の
を
指
し
て
い
る
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
き
た
い
。

（
18
）
北
斗
法
に
つ
い
て
は
、
戸
田
雄
介
「
宿
曜
道
祭
祀
に
つ
い
て
の
一
考

察
―
北
斗
本
拝
供
と
北
斗
法
」『
仏
教
大
学
大
学
院
紀
要
』

三
六
、二
〇
〇
八
年
）、
西
弥
生
「
中
世
社
会
と
密
教
修
法
―
北
斗
法
を

通
し
て
」（『
日
本
女
子
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要
』
八
、二
〇
〇
一

年
）
な
ど
を
参
照
。

（
19
）『
喫
茶
養
生
記
』
に
桑
の
葉
に
関
す
る
記
述
と
し
て
「
四
月
初
採
影
干
。

秋
九
月
、
十
月
、
三
分
之
二
落
。
一
分
殘
枝
、
採
又
影
干
。
和
合
末
一

如
茶
法
」
と
あ
り
、
茶
法
と
同
じ
よ
う
に
末
に
し
て
飲
む
こ
と
が
記
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
記
事
か
ら
、
栄
西
が
導
入
し
た
喫
茶
文
化
は
、
茶
葉

を
粉
末
に
し
て
湯
を
注
い
で
撹
拌
し
て
飲
む
と
い
う
い
わ
ゆ
る
抹
茶
法

で
あ
り
、
宋
式
喫
茶
文
化
を
請
来
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

（
20
）『
永
平
広
録
』
巻
二
「
大
仏
寺
語
録
」「
亦
行
晩
参
、
是
則
我
朝
之
最

初
也
」（
道
元
全
三
・
七
二
）、『
永
平
広
録
』
巻
五
「
永
平
寺
語
録
」「
上
堂
。

日
本
国
人
聞
於
上
堂
之
名
最
初
、
永
平
之
伝
也
」（
道
元
全
三
・
二
三
〇
）

と
あ
る
。

（
21
）『
正
法
眼
蔵
』「
伝
衣
」
に
は
、「
予
、
在
宋
の
そ
の
か
み
、
長
連
床
に

功
夫
せ
し
と
き
、
斉
肩
の
隣
単
を
み
る
に
、
毎
暁
の
開
静
の
と
き
、
袈
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裟
を
さ
さ
げ
て
頂
上
に
安
置
し
、
合
掌
恭
敬
し
て
、
一
偈
を
黙
誦
す
。

と
き
に
予
、
未
曾
見
の
お
も
ひ
を
な
し
、
歓
喜
み
に
あ
ま
り
、
感
涙
ひ

そ
か
に
お
ち
て
衣
襟
を
う
る
ほ
す
」（
道
元
全
一
・
三
六
九
）
と
あ
る
。

建
仁
寺
で
は
、
こ
の
よ
う
な
南
宋
禅
林
の
作
法
は
行
な
っ
て
い
な
か
っ

た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

（
22
）『
典
座
教
訓
』「
山
僧
帰
国
以
降
、
駐
錫
於
建
仁
一
両
三
年
、
彼
寺
愗

置
此
職
、
唯
有
名
字
、
全
無
人
実
。
未
識
是
仏
事
」（
道
元
全
六
・

一
八
）、『
永
平
広
録
』
巻
二
「
大
仏
寺
語
録
」「
謝
典
座
上
堂
。
我
日
本

国
寺
院
典
座
之
法
、
大
仏
初
伝
」（
道
元
全
三
・
八
四
）
と
あ
る
。

（
23
）『
永
平
広
録
』
巻
四
「
永
平
寺
語
録
」「
上
堂
」（
上
堂
319
）
に
「
上
堂
。

（
中
略
）。
当
山
始
而
有
僧
堂
。
是
日
本
国
始
聞
之
、
始
見
之
、
始
入
之
、

始
而
坐
之
。
学
仏
道
人
之
幸
運
也
」（
道
元
全
三
・
二
〇
八
）
と
あ
り
、

自
身
の
建
立
し
た
僧
堂
が
日
本
の
最
初
で
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

（
24
）『
雑
談
集
』
巻
八
「
中
比
、
建
仁
寺
ノ
本
願
、
入
唐
シ
テ
、
禅
門
・
戒

律
ノ
儀
伝
ラ
レ
シ
モ
、
只
挍イ
狭

床
ニ
テ
事
々
シ
坐
禅
ノ
儀
無
カ
リ
ケ
リ
、

国
ノ
風
儀
ニ
マ
カ
セ
テ
、
天
台
・
真
言
ナ
ド
ア
ヒ
ナ
ラ
ベ
テ
。
一
向
ノ

禅
院
ノ
儀
式
、
時
至
テ
仏
法
房
ノ
上
人
、
深
草
ニ
テ
如
二

大
唐
一

、
広
牀

ノ
坐
禅
始
テ
行
ズ
」（『
雑
談
集
』、
中
世
の
文
学
、
三
弥
井
書
店
、

一
九
七
三
年
）
と
あ
る
。

（
25
）『
宝
慶
記
』冒
頭
文
の
史
料
的
評
価
に
つ
い
て
は［
舘
二
〇
一
五
］参
照
。

（
26
）
道
元
の
栄
西
へ
の
参
学
・
入
室
は
、［
舘
二
〇
〇
九
］［
舘
二
〇
一
〇

a
］［
舘
二
〇
一
七
ｂ
］
を
参
照
。

（
27
）
公
胤
、栄
西
、道
元
の
関
係
性
に
つ
い
て
は
、［
舘
二
〇
〇
九
］
を
参
照
。

（
28
）『
三
大
尊
行
状
記
』「
建
保
五
年
丁
丑
、
十
八
歳
秋
、
始
離
本
山
、
投

洛
陽
建
仁
寺
、
従
明
全
和
尚
、
猶
極
顕
密
之
奥
源
、
習
律
蔵
之
威
儀
、

兼
聞
臨
済
宗
風
、
即
列
黄
龍
之
十
世
」（
曹
全
一
六
・
一
二
）
と
あ
る
。

（
29
）
博
多
で
は
栄
西
の
帰
朝
よ
り
も
前
の
十
二
世
紀
前
半
の
天
目
が
出
土

し
て
い
る
［
森
本
一
九
九
四
］。
こ
の
天
目
を
茶
器
と
み
な
す
な
ら
ば
、

博
多
で
は
こ
の
頃
か
ら
す
で
に
茶
が
飲
ま
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
［
榎

本
二
〇
〇
八
］。

（
30
）［
石
田
一
九
八
一
］
を
参
照
。
叡
尊
の
鎌
倉
下
向
は
弘
長
二
年

（
一
二
六
二
）
で
あ
り
、
道
元
の
入
宋
が
貞
応
二
年
（
一
二
二
三
）
で
あ

る
た
め
、
正
確
な
比
較
は
で
き
な
い
が
、
道
中
の
喫
茶
文
化
と
い
う
観

点
か
ら
は
参
考
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
31
）
道
元
の
場
合
、
博
多
で
の
滞
在
時
間
が
か
な
り
短
い
と
考
え
ら
れ
る

た
め
、
準
備
期
間
が
豊
富
に
あ
っ
た
建
仁
寺
時
代
に
茶
と
茶
器
を
入
手

し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
こ
と
を
提
示
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
32
）
道
元
の
在
宋
時
の
動
静
に
つ
い
て
は
、［
伊
藤
一
九
八
四
］［
佐
藤

一
九
九
七
］
参
照
。

（
33
）『
禅
苑
清
規
』
に
記
さ
れ
た
喫
茶
に
つ
い
て
は
、［
劉
二
〇
〇
七
］
を

参
照
さ
れ
た
い
。

（
34
）
道
元
下
で
の
正
月
の
喫
茶
文
化
は
不
明
で
あ
る
が
、『
瑩
山
清
規
』
巻

下
「
年
中
行
事
第
三
」
に
は
、正
月
一
日
、粥
時
必
五
味
粥
。
歎
偈
如
常
。

粥
時
点
茶
。
侍
者
所
管
也
」（
曹
全
二
・
四
六
二
）
と
あ
り
、
ま
た
、「
祝
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す
で
に
船
外
に
出
て
諸
寺
諸
山
を
見
て
い
る
た
め
、
道
元
も
景
福
寺
に

行
っ
て
い
た
と
考
え
る
ほ
う
が
自
然
で
は
な
か
ろ
う
か
。
明
州
慶
元
府

の
船
中
を
起
点
と
し
て
、
道
元
が
行
っ
た
「
諸
寺
諸
山
」
に
、
景
福
寺

が
含
ま
れ
る
と
考
え
た
い
。

（
15
）『
舎
利
相
伝
記
』
に
は
、「
五
月
十
三
日
に
、
慶
元
府
太
白
名
山
天
童

景
徳
禅
寺
に
い
た
る
。
こ
の
と
こ
ろ
に
錫
を
と
ど
む
る
ゆ
ゑ
は
、
こ
の

み
ぎ
り
、
か
の
本
師
千
光
の
旧
游
な
れ
ば
な
り
」（
道
元
全
七
・
二
一
六
）

と
あ
り
、
明
全
が
天
童
山
に
最
初
に
登
山
し
た
日
を
五
月
十
三
日
と
記

す
。
こ
の
時
、
道
元
も
明
全
と
共
に
天
童
山
に
入
山
し
て
い
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。『
舎
利
相
伝
記
』『
明
全
戒
牒
奥
書
』
に
は
、
道
元
と

の
上
山
が
記
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
が
、
そ
も
そ
も
、
明

全
の
業
績
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
そ
れ
は
当
然
で
あ
り
、
道
元
の

名
そ
の
も
の
が
二
つ
の
史
料
と
も
に
記
さ
れ
て
い
な
い
。

（
16
）
禅
林
と
端
午
の
節
句
の
関
係
に
つ
い
て
は
、［
舘
二
〇
一
八
］
を
参
照
。

（
17
）
茶
の
飲
み
方
、
い
れ
方
に
つ
い
て
の
分
類
や
呼
称
は
、
研
究
者
に
よ
っ

て
多
種
多
様
で
あ
る
。
従
来
は
、「
団
茶
」「
抹
茶
」「
煎
茶
」
と
い
う
区

分
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
現
在
で
は
、
こ
の
呼
称
が
適
切
で
は
な
い
と

し
て
さ
ま
ざ
ま
な
呼
称
が
研
究
者
に
よ
っ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
学

術
的
に
統
一
さ
れ
た
よ
う
な
用
語
は
ま
だ
な
い
。
こ
の
う
ち
、［
橋
本

二
〇
〇
一
］
で
は
、団
茶
（
固
形
茶
）
を
用
い
た
唐
代
の
喫
茶
文
化
を
「
唐

式
喫
茶
文
化
」、
抹
茶
（
茶
末
）
を
用
い
た
宋
代
の
喫
茶
文
化
を
「
宋
式

喫
茶
文
化
」
と
呼
称
し
て
い
る
。
宋
朝
禅
林
の
喫
茶
文
化
を
学
ん
だ
道

元
を
扱
う
本
論
で
も
、
こ
の
呼
称
を
用
い
る
こ
と
に
す
る
。
た
だ
し
、

禅
林
の
中
で
継
承
さ
れ
た
「
宋
式
喫
茶
文
化
」
と
そ
の
後
の
日
本
で
展

開
し
た
「
茶
の
湯
」
は
分
け
る
べ
き
で
あ
り
、
本
論
に
お
け
る
「
宋
式

喫
茶
文
化
」
は
、
あ
く
ま
で
、
鎌
倉
時
代
に
南
宋
よ
り
将
来
し
、
継
承

さ
れ
た
も
の
を
指
し
て
い
る
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
き
た
い
。

（
18
）
北
斗
法
に
つ
い
て
は
、
戸
田
雄
介
「
宿
曜
道
祭
祀
に
つ
い
て
の
一
考

察
―
北
斗
本
拝
供
と
北
斗
法
」『
仏
教
大
学
大
学
院
紀
要
』

三
六
、二
〇
〇
八
年
）、
西
弥
生
「
中
世
社
会
と
密
教
修
法
―
北
斗
法
を

通
し
て
」（『
日
本
女
子
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要
』
八
、二
〇
〇
一

年
）
な
ど
を
参
照
。

（
19
）『
喫
茶
養
生
記
』
に
桑
の
葉
に
関
す
る
記
述
と
し
て
「
四
月
初
採
影
干
。

秋
九
月
、
十
月
、
三
分
之
二
落
。
一
分
殘
枝
、
採
又
影
干
。
和
合
末
一

如
茶
法
」
と
あ
り
、
茶
法
と
同
じ
よ
う
に
末
に
し
て
飲
む
こ
と
が
記
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
記
事
か
ら
、
栄
西
が
導
入
し
た
喫
茶
文
化
は
、
茶
葉

を
粉
末
に
し
て
湯
を
注
い
で
撹
拌
し
て
飲
む
と
い
う
い
わ
ゆ
る
抹
茶
法

で
あ
り
、
宋
式
喫
茶
文
化
を
請
来
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

（
20
）『
永
平
広
録
』
巻
二
「
大
仏
寺
語
録
」「
亦
行
晩
参
、
是
則
我
朝
之
最

初
也
」（
道
元
全
三
・
七
二
）、『
永
平
広
録
』
巻
五
「
永
平
寺
語
録
」「
上
堂
。

日
本
国
人
聞
於
上
堂
之
名
最
初
、
永
平
之
伝
也
」（
道
元
全
三
・
二
三
〇
）

と
あ
る
。

（
21
）『
正
法
眼
蔵
』「
伝
衣
」
に
は
、「
予
、
在
宋
の
そ
の
か
み
、
長
連
床
に

功
夫
せ
し
と
き
、
斉
肩
の
隣
単
を
み
る
に
、
毎
暁
の
開
静
の
と
き
、
袈
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聖
修
正
者
、
天
下
叢
林
之
一
大
事
也
。
一
衆
必
可
出
仕
。
若
如
無
出
仕
、

維
那
以
行
者
可
催
集
。
仏
前
可
備
弁
仏
供
。
餅
可
重
積
。
今
年
始
供

五
十
枚
。
後
年
以
多
為
慇
重
。
仏
前
茶
湯
可
供
。
主
人
勤
之
。
両
班
可

問
訊
」（
曹
全
二
・
四
六
三
）
と
あ
る
。
正
月
は
仏
祖
へ
の
献
茶
の
み
な

ら
ず
、
修
行
僧
の
喫
茶
も
行
な
わ
れ
て
い
た
。

（
35
）
諸
清
規
に
お
け
る
三
仏
忌
の
献
茶
で
あ
る
が
、
清
規
の
内
容
や
記
さ

れ
た
回
向
か
ら
、清
規
別
に
献
茶
の
有
無
の
状
況
を
提
示
し
て
お
く
。『
禅

苑
清
規
』
な
し
。『
叢
林
校
定
清
規
総
要
』
仏
誕
会
あ
り
、
涅
槃
会
あ
り
。

『
禅
林
備
用
清
規
』
な
し
。『
勅
修
百
丈
清
規
』
仏
誕
会
あ
り
、
成
道
会

あ
り
、
涅
槃
会
あ
り
。

（
36
）
た
と
え
ば
、
菖
蒲
茶
、
茱
萸
茶
な
ど
で
あ
り
、
北
宋
代
、
南
宋
代
の

語
録
に
散
見
さ
れ
る
が
、
実
際
に
清
規
に
記
さ
れ
た
の
は
元
代
の
『
勅

修
百
丈
清
規
』
で
あ
る
［
舘
二
〇
一
七
ａ
］［
舘
二
〇
一
八
］。

（
37
）［
米
田
二
〇
〇
八
］
で
は
、
栄
西
は
天
童
山
で
虚
庵
懐
敞
か
ら
法
を
嗣

い
で
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
の
説
が
提
示
さ
れ
て
い
る
が
、『
攻
媿
集
』

巻
五
十
七
「
記
」
所
収
『
天
童
山
千
仏
閣
記
』
や
『
祠
堂
記
』
か
ら
は
、

懐
敞
が
書
や
法
衣
な
ど
を
栄
西
に
授
け
た
の
は
、
天
童
山
で
あ
っ
た
と

考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
詳
し
く
は
［
舘
二
〇
一
九
］
を
参
照
。

（
38
）
古
写
本
『
建
撕
記
』（
明
州
本
）
に
道
元
が
永
平
寺
の
十
一
境
を
詠
ん

だ
「
永
平
十
一
境
并
頌
」
と
し
て
「
樵
屋
茶
烟
」「
斧
柯
在
握
日
丁
々
、

紫
筍
香
飄
鶴
夢
醒
。
坐
臥
経
行
誰
作
伴
、
白
雲
為
侶
碧
為
屏
」（
諸
建
撕
・

一
三
四
）
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。『
建
撕
記
』
は
十
五
世
紀
成
立
の
道
元

の
伝
記
史
料
で
あ
る
が
、
同
偈
頌
は
正
法
寺
本
『
正
法
眼
蔵
雑
文
』
に

も
収
録
さ
れ
る
。「
樵
屋
」
と
は
永
平
寺
を
た
と
え
た
言
葉
だ
と
考
え
ら

れ
、
茶
を
い
れ
る
に
際
し
て
立
ち
上
る
煙
を
詩
に
詠
ん
だ
わ
け
で
あ
り
、

中
世
の
永
平
寺
に
お
け
る
喫
茶
の
状
況
を
考
え
る
上
で
も
興
味
深
い
。

（
39
）
蘭
渓
道
隆
の
『
弁
道
清
規
』
に
つ
い
て
は
、［
舘
二
〇
一
〇
ｂ
］［
舘

二
〇
一
〇
ｃ
］［
舘
二
〇
一
四
b
］
を
参
照
。

（
40
）『
大
鑑
清
規
』
に
つ
い
て
は
［
尾
崎
二
〇
〇
〇
］、『
大
鑑
清
規
』
の
喫

茶
に
つ
い
て
は
［
祢
津
二
〇
〇
三
］［
祢
津
二
〇
一
一
］
を
参
照
。

（
41
）
当
時
の
図
像
史
料
に
、
当
時
の
茶
器
の
お
お
ま
か
な
姿
が
描
か
れ
て

お
り
、
天
目
台
の
上
に
天
目
茶
碗
を
置
い
て
使
用
し
て
い
た
と
想
定
さ

れ
る
。
図
像
史
料
か
ら
当
時
の
喫
茶
の
状
況
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
研

究
と
し
て
は
、宋
代
の
『
茶
具
図
賛
』
を
中
心
史
料
と
し
て
考
察
し
た
［
高

橋
一
九
九
八
］、「
禅
宗
上
堂
図
」
か
ら
当
時
の
喫
茶
の
状
況
を
考
察
し

た
［
芳
澤
二
〇
一
〇
］、
五
百
羅
漢
図
か
ら
考
察
し
た
［
米
沢

二
〇
一
七
］［
米
沢
二
〇
一
八
］
な
ど
が
あ
る
。

（
42
）『
叢
林
校
定
清
規
総
要
』
巻
上
「
夏
前
特
為
新
挂
搭
茶
」
に
「
方
丈
喫
茶
。

就
寝
堂
、
或
法
堂
、
知
事
就
庫
堂
、
頭
首
就
照
堂
。
如
人
数
多
、
照
堂

湫
隘
。
亦
只
就
法
堂
。
三
処
茶
作
一
日
。
首
座
都
寺
、
同
詣
方
丈
、
借

茶
座
。
茶
鼓
。
候
方
丈
茶
畢
。
再
鳴
鼓
。
頭
首
知
事
、
互
為
賓
主
、
各

再
行
礼
。
各
鳴
鼓
退
座
。
毎
次
茶
畢
。
新
到
参
頭
、
同
衆
人
起
身
。
進

前
謝
茶
。
作
展
坐
具
勢
、
主
人
当
免
之
〈
自
古
茶
礼
最
重
。
有
謝
茶
、

不
謝
食
之
説
。
清
規
云
、
山
門
如
特
為
、
礼
意
重
於
山
。
趍
赴
依
時
節
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身
心
莫
等
閑
〉」（
続
蔵
一
一
二
・
一
一
ａ
）
と
あ
る
よ
う
に
、
南
宋
で
も

新
た
に
挂
搭
し
た
僧
侶
へ
の
「
茶
礼
」
は
「
最
も
重
」
い
も
の
で
あ
っ
た
。

（
43
）「
煎
点
」
に
つ
い
て
の
解
釈
は
諸
説
あ
る
が
、『
永
平
広
録
』
巻
七
「
永

平
寺
語
録
」
に
「
煎
点
趙
州
茶
」（
道
元
全
四
・
八
四
）
と
あ
る
よ
う
に
、

道
元
は「
煎
点
」を
茶
を
い
れ
る
と
い
う
意
味
で
も
用
い
て
い
る
。
ま
た
、

禅
籍
の
類
例
か
ら
は
、「
茶
」「
茶
湯
」
を
入
れ
る
意
味
で
も
「
煎
点
」

と
い
う
言
葉
は
用
い
ら
れ
て
い
る
。「
煎
点
」
に
つ
い
て
は
、
別
に
考
察

を
設
け
た
い
。

（
44
）『
禅
苑
清
規
』
巻
五
「
僧
堂
内
煎
点
」
に
「
堂
頭
結
夏
茶
牓
〈
堂
頭
和

尚
今
晨
斎
退
就
雲
堂
煎
点
。
特
為
首
座
大
衆
聊
表
結
制
之
儀
。
兼
請
諸

知
事
光
伴
。
今
月
日
。
侍
者
某
人
敬
白
〉。
堂
頭
解
夏
茶
牓
〈
首
尾
同
前
。

但
改
云
聊
表
解
制
之
儀
〉。
庫
司
結
夏
茶
牓
〈
庫
司
今
晨
斎
退
就
雲
堂
点

茶
。
特
為
首
座
大
衆
聊
表
結
制
之
儀
。
伏
望
衆
慈
同
垂
光
降
。
今
月
日
、

庫
司
比
丘
某
甲
敬
白
〉。
庫
司
解
夏
茶
牓
〈
首
尾
同
前
。
但
改
云
聊
表
解

制
之
儀
〉。
首
座
結
夏
状
〈
首
座
比
丘
某
右
某
。
啓
取
今
晨
斎
後
就
雲
堂

点
茶
。
特
為
書
記
大
衆
聊
表
結
制
之
儀
。
仍
請
諸
知
事
。
伏
望
衆
慈
同

垂
光
降
。
謹
状
。
月
日
。
首
座
比
丘
某
状
。
封
皮
云
、
状
請
書
記
大
衆
。

首
座
比
丘
某
甲
謹
封
〉」（
続
蔵
一
一
一
・
四
五
二
ｃ
）
と
あ
る
よ
う
に
、

結
夏
の
茶
牓
を
見
る
か
ぎ
り
、
茶
を
い
れ
る
こ
と
を
「
煎
点
」
と
も
「
点

茶
」
と
も
表
記
し
て
い
る
。

（
45
）『
正
法
眼
蔵
』「
安
居
」
の
記
事
は
、「
か
く
の
ご
と
く
結
夏
し
て
よ
り

功
夫
弁
道
す
る
な
り
」
と
続
く
た
め
、
こ
の
記
事
は
結
夏
日
の
こ
と
と

な
る
。『
禅
苑
清
規
』
卷
五
「
僧
堂
内
煎
点
」
に
お
け
る
「
煎
点
」
を
踏

ま
え
る
な
ら
ば
、
こ
こ
で
の
「
煎
点
」
は
茶
を
入
れ
る
こ
と
を
指
し
て

い
る
と
考
え
て
問
題
な
い
で
あ
ろ
う
。

（
46
）
古
写
本
『
建
撕
記
』（
明
州
本
）
に
は
、「
同
年
四
月
、始
而
当
寺
結
夏
、

上
堂
前
後
、
天
花
乱
墜
、
師
法
席
及
衆
僧
座
上
、
茶
盞
中
散
入
、
古
今

未
曽
有
瑞
相
」（
諸
建
撕
・
五
五
）
と
あ
り
、
永
平
寺
で
の
最
初
の
結
夏

で
天
花
が
茶
盞
に
散
入
し
た
と
の
伝
が
記
さ
れ
て
い
る
。『
建
撕
記
』
は

十
五
世
紀
成
立
の
道
元
の
伝
記
史
料
で
あ
る
が
、
中
世
永
平
寺
に
お
け

る
結
夏
に
際
し
て
茶
を
飲
む
こ
と
が
当
然
の
こ
と
と
し
て
受
容
さ
れ
て

い
る
状
況
が
確
認
で
き
る
た
め
参
考
に
な
ろ
う
。

（
47
）『
永
平
広
録
』
巻
一
「
興
聖
寺
語
録
」
の
「
閉
炉
上
堂
」（
上
堂
122
）

や
「
茶
糊
」
に
つ
い
て
は
、［
舘
二
〇
二
一
a
］
を
参
照
。

（
48
）『
原
文
対
照
現
代
語
訳
　
道
元
禅
師
全
集
』
巻
一
〇
（
春
秋
社
、九
〇
頁
、

一
九
九
九
年
）
で
は
、「
茶
糊
」
は
「
茶
粥
」
と
解
釈
。「
茶
粥
」（
茶
を

用
い
て
作
っ
た
粥
）
と
す
る
解
釈
も
成
り
立
ち
得
る
が
、
茶
粥
は
こ
の

時
代
の
史
料
や
禅
籍
に
は
登
場
し
な
い
。

（
49
）
古
写
本
『
建
撕
記
』（
明
州
本
）
に
、「〔
九
月
〕
同
十
二
日
、
申
刻
方

丈
入
涅
槃
儀
式
、
茶
果
珍
羞
灯
燭
備
供
養
致
、
法
事
勤
行
、
孝
礼
悉
在
之
、

塔
本
山
西
之
隅
、
今
承
陽
庵
之
也
」（
諸
建
撕
・
八
五
）
と
あ
り
、
涅
槃

会
の
献
茶
が
記
さ
れ
、
古
写
本
『
建
撕
記
』（
明
州
本
）「
二
祖
忌
」「
年

忌
月
忌
、
菓
子
、
茶
湯
、
仏
餉
以
下
諷
経
等
、
開
山
祖
師
御
前
在
之
」（
諸

建
撕
・
一
〇
六
）
と
し
て
、
道
元
の
頃
に
お
け
る
祖
師
忌
の
献
茶
が
記
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聖
修
正
者
、
天
下
叢
林
之
一
大
事
也
。
一
衆
必
可
出
仕
。
若
如
無
出
仕
、

維
那
以
行
者
可
催
集
。
仏
前
可
備
弁
仏
供
。
餅
可
重
積
。
今
年
始
供

五
十
枚
。
後
年
以
多
為
慇
重
。
仏
前
茶
湯
可
供
。
主
人
勤
之
。
両
班
可

問
訊
」（
曹
全
二
・
四
六
三
）
と
あ
る
。
正
月
は
仏
祖
へ
の
献
茶
の
み
な

ら
ず
、
修
行
僧
の
喫
茶
も
行
な
わ
れ
て
い
た
。

（
35
）
諸
清
規
に
お
け
る
三
仏
忌
の
献
茶
で
あ
る
が
、
清
規
の
内
容
や
記
さ

れ
た
回
向
か
ら
、清
規
別
に
献
茶
の
有
無
の
状
況
を
提
示
し
て
お
く
。『
禅

苑
清
規
』
な
し
。『
叢
林
校
定
清
規
総
要
』
仏
誕
会
あ
り
、
涅
槃
会
あ
り
。

『
禅
林
備
用
清
規
』
な
し
。『
勅
修
百
丈
清
規
』
仏
誕
会
あ
り
、
成
道
会

あ
り
、
涅
槃
会
あ
り
。

（
36
）
た
と
え
ば
、
菖
蒲
茶
、
茱
萸
茶
な
ど
で
あ
り
、
北
宋
代
、
南
宋
代
の

語
録
に
散
見
さ
れ
る
が
、
実
際
に
清
規
に
記
さ
れ
た
の
は
元
代
の
『
勅

修
百
丈
清
規
』
で
あ
る
［
舘
二
〇
一
七
ａ
］［
舘
二
〇
一
八
］。

（
37
）［
米
田
二
〇
〇
八
］
で
は
、
栄
西
は
天
童
山
で
虚
庵
懐
敞
か
ら
法
を
嗣

い
で
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
の
説
が
提
示
さ
れ
て
い
る
が
、『
攻
媿
集
』

巻
五
十
七
「
記
」
所
収
『
天
童
山
千
仏
閣
記
』
や
『
祠
堂
記
』
か
ら
は
、

懐
敞
が
書
や
法
衣
な
ど
を
栄
西
に
授
け
た
の
は
、
天
童
山
で
あ
っ
た
と

考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
詳
し
く
は
［
舘
二
〇
一
九
］
を
参
照
。

（
38
）
古
写
本
『
建
撕
記
』（
明
州
本
）
に
道
元
が
永
平
寺
の
十
一
境
を
詠
ん

だ
「
永
平
十
一
境
并
頌
」
と
し
て
「
樵
屋
茶
烟
」「
斧
柯
在
握
日
丁
々
、

紫
筍
香
飄
鶴
夢
醒
。
坐
臥
経
行
誰
作
伴
、
白
雲
為
侶
碧
為
屏
」（
諸
建
撕
・

一
三
四
）
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。『
建
撕
記
』
は
十
五
世
紀
成
立
の
道
元

の
伝
記
史
料
で
あ
る
が
、
同
偈
頌
は
正
法
寺
本
『
正
法
眼
蔵
雑
文
』
に

も
収
録
さ
れ
る
。「
樵
屋
」
と
は
永
平
寺
を
た
と
え
た
言
葉
だ
と
考
え
ら

れ
、
茶
を
い
れ
る
に
際
し
て
立
ち
上
る
煙
を
詩
に
詠
ん
だ
わ
け
で
あ
り
、

中
世
の
永
平
寺
に
お
け
る
喫
茶
の
状
況
を
考
え
る
上
で
も
興
味
深
い
。

（
39
）
蘭
渓
道
隆
の
『
弁
道
清
規
』
に
つ
い
て
は
、［
舘
二
〇
一
〇
ｂ
］［
舘

二
〇
一
〇
ｃ
］［
舘
二
〇
一
四
b
］
を
参
照
。

（
40
）『
大
鑑
清
規
』
に
つ
い
て
は
［
尾
崎
二
〇
〇
〇
］、『
大
鑑
清
規
』
の
喫

茶
に
つ
い
て
は
［
祢
津
二
〇
〇
三
］［
祢
津
二
〇
一
一
］
を
参
照
。

（
41
）
当
時
の
図
像
史
料
に
、
当
時
の
茶
器
の
お
お
ま
か
な
姿
が
描
か
れ
て

お
り
、
天
目
台
の
上
に
天
目
茶
碗
を
置
い
て
使
用
し
て
い
た
と
想
定
さ

れ
る
。
図
像
史
料
か
ら
当
時
の
喫
茶
の
状
況
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
研

究
と
し
て
は
、宋
代
の
『
茶
具
図
賛
』
を
中
心
史
料
と
し
て
考
察
し
た
［
高

橋
一
九
九
八
］、「
禅
宗
上
堂
図
」
か
ら
当
時
の
喫
茶
の
状
況
を
考
察
し

た
［
芳
澤
二
〇
一
〇
］、
五
百
羅
漢
図
か
ら
考
察
し
た
［
米
沢

二
〇
一
七
］［
米
沢
二
〇
一
八
］
な
ど
が
あ
る
。

（
42
）『
叢
林
校
定
清
規
総
要
』
巻
上
「
夏
前
特
為
新
挂
搭
茶
」
に
「
方
丈
喫
茶
。

就
寝
堂
、
或
法
堂
、
知
事
就
庫
堂
、
頭
首
就
照
堂
。
如
人
数
多
、
照
堂

湫
隘
。
亦
只
就
法
堂
。
三
処
茶
作
一
日
。
首
座
都
寺
、
同
詣
方
丈
、
借

茶
座
。
茶
鼓
。
候
方
丈
茶
畢
。
再
鳴
鼓
。
頭
首
知
事
、
互
為
賓
主
、
各

再
行
礼
。
各
鳴
鼓
退
座
。
毎
次
茶
畢
。
新
到
参
頭
、
同
衆
人
起
身
。
進

前
謝
茶
。
作
展
坐
具
勢
、
主
人
当
免
之
〈
自
古
茶
礼
最
重
。
有
謝
茶
、

不
謝
食
之
説
。
清
規
云
、
山
門
如
特
為
、
礼
意
重
於
山
。
趍
赴
依
時
節
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さ
れ
て
い
る
。『
建
撕
記
』
は
十
五
世
紀
成
立
の
道
元
の
伝
記
史
料
で
あ

る
が
、
中
世
永
平
寺
に
お
け
る
三
仏
忌
、
祖
師
忌
の
献
茶
を
伝
え
る
史

料
と
し
て
参
考
に
な
ろ
う
。

（
50
）
中
秋
と
茶
つ
い
て
は
、『
大
慧
普
覚
禅
師
語
録
』
巻
二
「
径
山
能
仁
禅

院
語
録
」「
上
堂
。
去
年
人
看
中
秋
月
。
今
年
人
看
中
秋
月
。
今
年
人
是

去
年
人
。
去
年
月
是
今
年
月
。
還
有
人
向
這
裏
著
得
一
隻
眼
麼
。
若
也

著
得
。
径
山
分
半
院
与
伊
住
。
其
或
未
然
。
帰
堂
喫
茶
」（
大
正
蔵

四
七
・
八
一
七
ｃ
）が
あ
る
。「
下
座
巡
堂
喫
茶
」を
一
日
と
十
五
日
に
行
っ

て
い
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
八
月
十
五
日
の
喫
茶
が
、
実
際
に
茶
を
飲

ん
だ
こ
と
に
因
む
と
考
え
る
の
は
自
然
で
あ
る
。

（
51
）
真
字
『
正
法
眼
蔵
』
を
は
じ
め
と
す
る
公
案
の
引
用
に
際
し
て
は
煩

雑
に
な
る
た
め
、「
茶
」
の
部
分
を
中
心
に
、
中
略
を
用
い
て
引
用
し
た
。

公
案
の
全
文
に
つ
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
原
文
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
52
）
こ
の
公
案
は
、『
永
平
広
録
』
巻
九
「
頌
古
」（
頌
古
55
）（
道
元
全
四
・

二
一
八
）
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。

（
53
）
こ
の
公
案
は
、『
正
法
眼
蔵
』「
家
常
」（
道
元
全
二
・
一
二
四
〜

一
二
五
）、『
永
平
広
録
』
巻
九
「
頌
古
」（
頌
古
57
）（
道
元
全
四
・

二
二
〇
）
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。

（
54
）『
正
法
眼
蔵
』「
仏
性
」（
道
元
全
一
・
四
〇
）、『
正
法
眼
蔵
』「
家
常
」（
道

元
全
二
・
一
二
八
〜
一
二
九
）で
用
い
ら
れ
、ま
た「
趙
州
茶
」と
し
て『
永

平
広
録
』
巻
五
「
永
平
寺
語
録
」（
上
堂
380
）（
道
元
全
三
・
二
四
二
〜

二
四
四
）、『
永
平
広
録
』
巻
六
「
永
平
寺
語
録
」（
上
堂
455
）（
道
元
全
四
・

四
二
〜
四
四
）、『
永
平
広
録
』
巻
七
「
永
平
寺
語
録
」（
上
堂
499
）（
道

元
全
四
・
八
四
）、『
永
平
広
録
』
巻
七
「
永
平
寺
語
録
」（
上
堂
522
）（
道

元
全
四
・
一
〇
二
）、『
永
平
広
録
』
巻
八
「
小
参
」（
小
参
７
）（
道
元
全
四
・

一
一
八
）
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。

（
55
）
こ
の
公
案
は
、『
永
平
広
録
』
巻
九
「
頌
古
」（
道
元
全
四
・
二
二
四
〜

二
二
六
）
で
用
い
ら
れ
て
い
る

（
56
）「
家
常
茶
飯
」
の
言
葉
が
最
初
に
登
場
す
る
の
は
、
臨
済
下
四
世
の
雲

峰
文
悦
（
九
九
八
〜
一
〇
六
二
）『
古
尊
宿
語
録
』
巻
四
〇
『
雲
峰
悦
禅

師
後
住
雲
峰
語
録
』「
上
堂
」
の
「
餬
餅
蒸
作
、
家
常
茶
飯
」（
続
蔵

一
一
八
・
三
四
三
ａ
）
で
あ
る
が
、『
聯
灯
会
要
』
巻
二
八
「
東
京
浄
因

道
楷
禅
師
」
に
収
録
さ
れ
る
投
子
義
青
と
芙
蓉
道
楷
と
の
問
答
「
師
問

投
子
。
仏
祖
意
句
、
如
家
常
茶
飯
」（
続
蔵
一
三
六
・
四
五
九
ａ
）
が
広

く
知
ら
れ
、
後
世
は
こ
の
問
答
に
基
づ
く
言
葉
と
し
て
も
用
い
ら
れ
た
。

（
57
）「
家
常
茶
飯
」「
尋
常
茶
飯
」
に
つ
い
て
は
、
別
に
考
察
を
設
け
て
論

じ
る
予
定
で
あ
る
。

（
58
）
こ
の
ほ
か
、『
永
平
広
録
』
巻
二
「
大
仏
寺
語
録
」（
上
堂
133
）
に
、「
上

堂
。
去
年
冬
間
、
特
示
兄
弟
。
若
於
堂
内
・
廊
下
・
渓
辺
・
樹
下
兄
弟

毎
相
見
処
、
互
相
合
掌
低
頭
、
如
法
問
訊
、
然
後
説
話
。
未
問
訊
前
不

許
相
語
大
小
要
事
。
永
為
恒
規
。
是
仏
祖
相
見
之
家
常
茶
飯
也
。
仏
祖

豈
無
礼
儀
。（
後
略
）」（
道
元
全
三
・
七
八
）、『
永
平
広
録
』
巻
四
「
永

平
寺
語
録
」（
上
堂
315
）
に
、「
上
堂
。
諸
法
因
縁
生
。
是
法
説
因
縁
。

是
法
縁
及
尽
。
大
師
如
是
説
。
参
這
箇
道
理
、
又
作
麼
生
。
若
阿
湿
鞞
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聞
而
命
根
断
絶
、舎
利
弗
聞
而
面
目
裂
開
也
。
是
仏
祖
屋
裏
、尋
常
茶
飯
」

（
道
元
全
三
・
二
〇
四
〜
二
〇
六
）
と
、『
永
平
広
録
』
巻
九
「
頌
古
」（
頌

古
57
）
に
「
芙
蓉
楷
和
尚
、参
投
子
乃
問
、仏
祖
言
句
家
常
茶
飯
。（
中
略
）

楷
、
以
手
掩
耳
」
に
対
し
て
「
仏
祖
家
常
茶
飯
麁
、
為
人
知
礼
只
寒
笳
、

莫
君
掩
耳
擬
開
口
、膠
柱
調
絃
曲
更
加
」（
道
元
全
四
・
二
二
〇
）
と
、「
家

常
茶
飯
」
を
用
い
た
説
法
や
偈
頌
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

（
59
）
興
聖
寺
の
旧
跡
地
は
、
京
都
市
伏
見
区
深
草
町
大
門
町
と
藪
之
内
町

の
あ
た
り
と
推
定
さ
れ
て
い
る
［
守
屋
一
九
七
四
］。

（
60
）［
藤
本
二
〇
〇
九
］
に
「
古
来
よ
り
和
歌
・
物
語
な
ど
に
お
け
る
宇
治

の
地
は
、
宇
治
川
西
岸
を
含
め
宇
治
郡
を
中
核
と
す
る
巨
椋
池
の
東
か

ら
南
に
か
け
た
漠
然
と
し
た
呼
び
方
で
あ
っ
た
」、『
角
川
日
本
地
名
大

辞
典
』「
宇
治
」（
京
都
府
、
上
巻
、
一
九
八
二
年
）「
京
都
か
ら
す
れ
ば
、

伏
見
・
木
幡
以
南
は
宇
治
で
あ
り
、
奈
良
か
ら
み
れ
ば
、
宇
治
川
以
北

は
宇
治
で
は
な
い
と
い
う
具
合
で
あ
る
」
と
あ
る
。

（
61
）
た
と
え
ば
、白
雲
慧
暁
（
？
〜
一
二
九
七
）『
仏
照
禅
師
語
録
』「
偈
頌
」

「
普
請
種
茶
」（
大
正
蔵
八
〇
・
四
四
ｂ
）
は
、
修
行
僧
総
出
で
茶
の
種
を

植
え
た
こ
と
に
因
ん
だ
偈
頌
で
あ
る
。『
鏡
堂
和
尚
語
録
』
巻
二
「
偈
頌
」

「
新
茶
上
太
守
」
の
「
春
露
親
収
穀
雨
前
、工
夫
磨
煉
味
完
全
」
の
「
親
収
」

は
手
ず
か
ら
の
茶
摘
み
意
味
す
る
。
規
庵
祖
円
（
一
二
六
一
〜

一
三
一
三
）『
南
院
国
師
語
録
』
巻
下
「
偈
頌
」「
和
移
茶
韻
四
首
」
の

第
一
首
に
「
分
得
壑
源
些
子
種
、
満
園
散
作
万
株
春
」
と
あ
り
、
茶
を

植
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
高
峰
顕
日（
一
二
四
一
〜
一
三
一
六
）『
仏

国
禅
師
語
録
』
巻
上
「
東
山
雲
巌
寺
語
録
」「
摘
茶
上
堂
」
が
あ
り
、
山

内
の
修
行
僧
が
普
請
で
茶
を
摘
ん
だ
時
に
因
む
上
堂
と
考
え
ら
れ
る
。

『
洞
谷
記
』「
同
六
月
廿
三
日
、
五
老
峰
戌
亥
隅
、
霊
水
湧
出
。
覚
明
禅

人
曰
、
此
山
誠
霊
地
也
、
茶
是
霊
木
也
、
自
然
生
水
、
又
高
原
水
、
必

霊
水
也
」（
曹
全
二
・
五
一
二
）
と
あ
り
、
元
亨
三
年
（
一
三
二
三
）
に

孤
峰
覚
明
（
一
二
七
一
〜
一
三
六
一
）
が
瑩
山
紹
瑾
に
、
茶
樹
が
自
然

に
生
え
て
い
る
こ
と
を
霊
験
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
が
、
当
時
の
禅
寺

が
自
然
に
山
に
生
え
て
い
る
茶
樹
を
利
用
し
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
て

い
る
。

（
62
）
道
元
と
茶
と
宇
治
の
関
連
に
つ
い
て
は
、
詳
し
く
は
［
舘
二
〇
二
一

a
］
を
参
照
。

（
63
）
南
北
朝
期
の
『
異
制
庭
訓
往
来
』「
三
月
復
状
」
に
は
、「
我
が
朝
の
〔
産

茶
の
〕
名
山
は
、
栂
尾
を
以
て
第
一
と
為
す
。
仁
和
寺
、
醍
醐
、
宇
治
、

葉
室
、
般
若
寺
、
神
尾
寺
を
、
是
れ
輔
佐
と
為
す
。
此
の
外
、
大
和
室
尾
、

伊
賀
八
島
、
伊
勢
八
島
、
駿
河
清
見
、
武
蔵
河
越
の
茶
、
皆
な
是
れ
天

下
の
指
し
て
言
う
所
な
り
」
と
あ
り
、
栂
尾
茶
を
第
一
と
す
る
茶
の
名

産
地
が
記
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
に
挙
げ
ら
れ
た
の
は
、
あ
く

ま
で
名
産
地
で
あ
り
、
他
の
多
く
の
場
所
で
も
茶
が
栽
培
さ
れ
て
い
た

は
ず
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
お
茶
を
必
要
と
す
る
禅
寺
の
境
内
、
あ
る

い
は
そ
の
周
辺
で
は
茶
が
栽
培
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
数
々
の
史
料
か
ら

読
み
解
け
る
。

（
64
）『
異
制
庭
訓
往
来
』
に
記
さ
れ
た
名
産
地
と
し
て
臨
済
宗
寺
院
は
駿
河
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さ
れ
て
い
る
。『
建
撕
記
』
は
十
五
世
紀
成
立
の
道
元
の
伝
記
史
料
で
あ

る
が
、
中
世
永
平
寺
に
お
け
る
三
仏
忌
、
祖
師
忌
の
献
茶
を
伝
え
る
史

料
と
し
て
参
考
に
な
ろ
う
。

（
50
）
中
秋
と
茶
つ
い
て
は
、『
大
慧
普
覚
禅
師
語
録
』
巻
二
「
径
山
能
仁
禅

院
語
録
」「
上
堂
。
去
年
人
看
中
秋
月
。
今
年
人
看
中
秋
月
。
今
年
人
是

去
年
人
。
去
年
月
是
今
年
月
。
還
有
人
向
這
裏
著
得
一
隻
眼
麼
。
若
也

著
得
。
径
山
分
半
院
与
伊
住
。
其
或
未
然
。
帰
堂
喫
茶
」（
大
正
蔵

四
七
・
八
一
七
ｃ
）が
あ
る
。「
下
座
巡
堂
喫
茶
」を
一
日
と
十
五
日
に
行
っ

て
い
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
八
月
十
五
日
の
喫
茶
が
、
実
際
に
茶
を
飲

ん
だ
こ
と
に
因
む
と
考
え
る
の
は
自
然
で
あ
る
。

（
51
）
真
字
『
正
法
眼
蔵
』
を
は
じ
め
と
す
る
公
案
の
引
用
に
際
し
て
は
煩

雑
に
な
る
た
め
、「
茶
」
の
部
分
を
中
心
に
、
中
略
を
用
い
て
引
用
し
た
。

公
案
の
全
文
に
つ
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
原
文
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
52
）
こ
の
公
案
は
、『
永
平
広
録
』
巻
九
「
頌
古
」（
頌
古
55
）（
道
元
全
四
・

二
一
八
）
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。

（
53
）
こ
の
公
案
は
、『
正
法
眼
蔵
』「
家
常
」（
道
元
全
二
・
一
二
四
〜

一
二
五
）、『
永
平
広
録
』
巻
九
「
頌
古
」（
頌
古
57
）（
道
元
全
四
・

二
二
〇
）
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。

（
54
）『
正
法
眼
蔵
』「
仏
性
」（
道
元
全
一
・
四
〇
）、『
正
法
眼
蔵
』「
家
常
」（
道

元
全
二
・
一
二
八
〜
一
二
九
）で
用
い
ら
れ
、ま
た「
趙
州
茶
」と
し
て『
永

平
広
録
』
巻
五
「
永
平
寺
語
録
」（
上
堂
380
）（
道
元
全
三
・
二
四
二
〜

二
四
四
）、『
永
平
広
録
』
巻
六
「
永
平
寺
語
録
」（
上
堂
455
）（
道
元
全
四
・

四
二
〜
四
四
）、『
永
平
広
録
』
巻
七
「
永
平
寺
語
録
」（
上
堂
499
）（
道

元
全
四
・
八
四
）、『
永
平
広
録
』
巻
七
「
永
平
寺
語
録
」（
上
堂
522
）（
道

元
全
四
・
一
〇
二
）、『
永
平
広
録
』
巻
八
「
小
参
」（
小
参
７
）（
道
元
全
四
・

一
一
八
）
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。

（
55
）
こ
の
公
案
は
、『
永
平
広
録
』
巻
九
「
頌
古
」（
道
元
全
四
・
二
二
四
〜

二
二
六
）
で
用
い
ら
れ
て
い
る

（
56
）「
家
常
茶
飯
」
の
言
葉
が
最
初
に
登
場
す
る
の
は
、
臨
済
下
四
世
の
雲

峰
文
悦
（
九
九
八
〜
一
〇
六
二
）『
古
尊
宿
語
録
』
巻
四
〇
『
雲
峰
悦
禅

師
後
住
雲
峰
語
録
』「
上
堂
」
の
「
餬
餅
蒸
作
、
家
常
茶
飯
」（
続
蔵

一
一
八
・
三
四
三
ａ
）
で
あ
る
が
、『
聯
灯
会
要
』
巻
二
八
「
東
京
浄
因

道
楷
禅
師
」
に
収
録
さ
れ
る
投
子
義
青
と
芙
蓉
道
楷
と
の
問
答
「
師
問

投
子
。
仏
祖
意
句
、
如
家
常
茶
飯
」（
続
蔵
一
三
六
・
四
五
九
ａ
）
が
広

く
知
ら
れ
、
後
世
は
こ
の
問
答
に
基
づ
く
言
葉
と
し
て
も
用
い
ら
れ
た
。

（
57
）「
家
常
茶
飯
」「
尋
常
茶
飯
」
に
つ
い
て
は
、
別
に
考
察
を
設
け
て
論

じ
る
予
定
で
あ
る
。

（
58
）
こ
の
ほ
か
、『
永
平
広
録
』
巻
二
「
大
仏
寺
語
録
」（
上
堂
133
）
に
、「
上

堂
。
去
年
冬
間
、
特
示
兄
弟
。
若
於
堂
内
・
廊
下
・
渓
辺
・
樹
下
兄
弟

毎
相
見
処
、
互
相
合
掌
低
頭
、
如
法
問
訊
、
然
後
説
話
。
未
問
訊
前
不

許
相
語
大
小
要
事
。
永
為
恒
規
。
是
仏
祖
相
見
之
家
常
茶
飯
也
。
仏
祖

豈
無
礼
儀
。（
後
略
）」（
道
元
全
三
・
七
八
）、『
永
平
広
録
』
巻
四
「
永

平
寺
語
録
」（
上
堂
315
）
に
、「
上
堂
。
諸
法
因
縁
生
。
是
法
説
因
縁
。

是
法
縁
及
尽
。
大
師
如
是
説
。
参
這
箇
道
理
、
又
作
麼
生
。
若
阿
湿
鞞
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の
清
見
寺
だ
け
で
あ
り
、
そ
の
他
の
名
産
地
が
禅
寺
や
そ
の
周
辺
で
は

な
い
た
め
、
こ
の
時
代
の
茶
の
栽
培
は
禅
寺
以
外
の
顕
密
寺
院
が
中
心

で
あ
っ
た
と
考
え
る
説
も
あ
る
［
橋
本
二
〇
〇
一
］。
し
か
し
な
が
ら
、

禅
寺
で
栽
培
さ
れ
る
大
量
の
茶
は
自
分
た
ち
の
修
行
生
活
で
消
費
す
る

も
の
で
あ
り
、
鎌
倉
時
代
に
お
け
る
一
般
の
流
通
に
の
る
も
の
で
は
な

か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
名
産
地
と
し
て
名
前
が
記
録
さ
れ
る

と
い
う
こ
と
は
、
一
方
で
、
そ
れ
が
多
く
生
産
さ
れ
て
い
る
と
い
う
だ

け
で
は
な
く
、
そ
の
場
所
に
お
け
る
茶
の
使
用
量
に
対
し
て
、
茶
の
生

産
量
が
勝
っ
て
い
た
か
ら
と
い
う
点
は
考
慮
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
前
述

し
た
よ
う
に
、
少
な
く
と
も
、
各
禅
寺
で
こ
の
時
代
に
茶
が
あ
る
程
度

は
生
産
さ
れ
て
い
た
と
考
え
た
い
。

（
65
）『
正
法
眼
蔵
』「
安
居
」
に
「
牓
式
カ
ク
ノ
コ
ト
シ
、某
国
某
州
某
山
寺
。

今
夏
結
夏
。
海
衆
ノ
戒
臘
如
シ
。
後
ノ
陳
如
尊
者
、
堂
頭
和
尚
。
建
保

元
戒
、
某
甲
上
座
、
某
甲
蔵
主
、
某
甲
上
座
、
某
甲
上
座
。
建
保
二
戒
、

某
甲
西
堂
、
某
甲
維
那
、
某
甲
首
座
、
某
甲
知
客
、
某
甲
上
座
、
某
甲

浴
主
。
元
暦
元
戒
、
某
甲
直
歳
、
某
甲
侍
者
、
某
甲
首
座
、
某
甲
首
座
、

某
甲
化
主
、
某
甲
上
座
、
某
甲
典
座
、
某
甲
堂
主
。
建
暦
三
戒
、
某
甲

書
記
、
某
甲
上
座
、
某
甲
西
堂
、
某
甲
首
座
、
某
甲
上
座
、
某
甲
上
座
。

右
謹
具
呈
。
若
有
誤
錯
。
各
請
指
揮
。
謹
状
。
某
年
四
月
三
日
。
堂
司

比
丘
某
甲
謹
状
」（
道
元
全
二
・
二
二
三
〜
二
二
五
）
と
、
安
居
中
の
牓

式
の
例
文
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
踏
ま
え
、
道
元
が
想
定
し
て
い

る
当
時
の
僧
団
の
規
模
が
、
こ
の
書
式
に
準
ず
る
程
度
の
も
の
で
あ
っ

た
可
能
性
を
想
定
し
て
い
る
。
ま
た
、『
永
平
広
録
』巻
一「
興
聖
寺
語
録
」

の
仁
治
二
年
（
一
二
四
一
）
の
上
堂
（
上
堂
41
）
に
、「
良
久
云
、
立
志

愛
山
各
異
山
、
三
十
一
人
同
一
山
」（
道
元
全
三
・
三
〇
）
と
あ
る
の
は
、

興
聖
寺
で
の
状
況
で
は
あ
る
が
、
当
時
に
お
け
る
道
元
僧
団
の
修
行
者

の
実
数
を
考
え
る
上
で
重
要
で
あ
る
。

（
66
）『
正
法
眼
蔵
』「
家
常
」
の
「
仏
祖
意
句
は
、
仏
祖
家
常
の
茶
飯
な
り
、

家
常
の
麁
茶
淡
飯
は
、
仏
祖
の
意
句
な
り
」（
道
元
全
二
・
一
二
五
）
に

対
し
、『
正
法
眼
蔵
抄
』
で
「
麁
茶
淡
飯
ト
ハ
、
ア
ラ
キ
茶
、
ア
ハ
キ
飯

ト
云
也
。
コ
レ
只
茶
飯
ト
心
得
へ
キ
、
麁
淡
ノ
詞
ニ
付
テ
、
別
ノ
了
見

不
可
有
」（
曹
全
一
一
・
三
一
九
）
と
注
釈
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
麁

茶
と
あ
る
の
が
、謙
遜
表
現
と
し
て
の
「
粗
茶
」
で
は
な
く
、実
際
に
「
ア

ラ
キ
茶
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
当
時
、
実

際
の
喫
茶
が
と
も
な
っ
て
い
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
表
現
が

な
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。

（
67
）『
洞
谷
記
』「
仍
結
茅
屋
、
接
待
方
来
、
茶
湯
点
松
葉
、
器
物
用
栢
葉
。

始
受
施
供
、
以
合
子
為
枡
、
枡
未
治
定
、
人
施
函
丈
、
接
得
雲
水
」（
曹

全
二
・
五
〇
五
〜
五
〇
六
）
と
あ
る
。

（
68
）［
沢
村
二
〇
一
一
］
で
は
、「
餅
茶
を
薬
研
で
粉
砕
す
る
「
茶
経
」
に

記
載
さ
れ
て
い
る
点
茶
法
に
準
じ
て
再
現
し
た
抹
茶
」
の
「
水
色
は
茶

色
」、「
露
天
栽
培
の
碾
茶
を
薬
研
で
粉
砕
す
る
「
喫
茶
養
生
記
」
に
記

載
さ
れ
て
い
る
抹
茶
を
再
現
し
た
茶
」
の
「
水
色
は
緑
色
」
で
あ
る
こ

と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
鎌
倉
中
期
か
ら
後
期
に
か
け
て
の
禅
籍
に
、
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茶
が
緑
色
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
少
な
く
と
も
鎌
倉

期
の
禅
寺
で
宋
式
喫
茶
文
化
が
行
な
わ
れ
て
い
た
と
考
え
た
方
が
妥
当

で
あ
ろ
う
［
舘
二
〇
二
〇
］。
茶
の
色
が
緑
で
あ
っ
た
こ
と
は
、『
大
休

和
尚
語
録
』「
建
長
寺
語
録
」「
端
午
上
堂
。
不
懸
青
艾
虎
、不
貼
白
沢
図
。

玉
蒲
浮
緑
茗
啜
了
」（
日
仏
全
九
六
・
一
九
）、『
大
休
和
尚
語
録
』「
建
長

寺
語
録
」「
重
陽
上
堂
。
砕
擘
黄
花
浮
緑
茗
、
南
山
凝
望
思
沈
吟
」（
日

仏
全
九
六
・
二
九
）、『
大
休
和
尚
語
録
』「
寿
福
寺
語
録
」「
家
醜
不
須
向

外
揚
。
一
盃
緑
茗
一
炉
香
」（
日
仏
全
九
六
・
五
五
）
な
ど
を
は
じ
め
と

す
る
い
く
つ
か
の
史
料
に
記
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、『
禅
苑
清
規
』
に
お

け
る
喫
茶
の
方
法
や
、
当
時
の
禅
寺
で
抹
茶
を
用
い
た
宋
式
喫
茶
文
化

が
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
対
し
て
否
定
的
な
見
解
も
あ
る
［
祢
津

二
〇
一
一
］。
た
だ
し
、
こ
の
説
に
お
け
る
論
拠
の
一
つ
が
茶
筅
の
使
用

の
有
無
で
あ
り
、
茶
筅
の
使
用
の
有
無
は
宋
代
の
喫
茶
法
を
考
え
る
上

で
の
論
拠
に
は
な
ら
な
い
た
め
、
本
論
で
は
こ
の
説
は
と
ら
な
い
。
当

時
の
禅
寺
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
喫
茶
方
法
が
混
在
し
て
い
た
可
能
性
は
あ

る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
よ
り
慎
重
な
考
察
を
重
ね
た
い
。

（
69
）
道
元
『
赴
粥
飯
法
』「
盞
橐
出
方
打
下
堂
鐘
三
下
」（
道
元
全
六
・
七
〇

〜
七
二
）
と
あ
る
よ
う
に
、
少
な
く
と
も
茶
碗
と
茶
托
が
用
い
ら
れ
て

い
る
。
ま
た
、
日
本
の
鎌
倉
中
期
、「
禅
房
十
事
」
と
い
う
禅
寺
の
十
種

の
重
要
な
道
具
と
し
て
、「
茶
盞
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
当
時

の
茶
器
の
使
用
状
況
を
考
え
る
上
で
重
要
で
あ
る
［
舘
二
〇
二
〇
］。

（
70
）［
廣
田
沢
村
二
〇
一
二
］
で
は
、「
喫
茶
養
生
記
」
に
記
載
さ
れ
て
い

る
抹
茶
を
再
現
し
た
茶
の
粒
度
を
踏
ま
え
、「
粉
末
化
し
た
茶
は
、
湯
に

投
じ
て
も
（
粉
末
煮
出
法
）、
上
か
ら
湯
を
注
い
で
も
（
す
な
わ
ち
粉
末

懸
濁
法
）、
か
ん
た
ん
に
懸
濁
し
、
す
ぐ
に
沈
殿
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

抹
茶
法
に
は
当
然
必
要
な
茶
筅
で
あ
る
が
、
11
世
紀
中
頃
の
茶
経
に
は

み
ら
れ
ず
、
12
世
紀
初
め
の
『
大
鑑
茶
論
』
に
は
じ
め
て
茶
筅
の
説
明

が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
示
す
通
り
、
宋
代
に
は
茶
筅
が
重
要
視
さ
れ

て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
粒
度
で
は
、
精
巧
な
茶
筅

を
用
い
な
く
て
も
、
簡
単
に
撹
拌
し
て
懸
濁
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
あ
る
」
と
指
摘
す
る
。
こ
の
指
摘
は
極
め
て
重
要
で
あ
り
、
諸
清
規

に
茶
筅
が
登
場
し
な
い
の
は
、
こ
れ
が
理
由
か
と
考
え
ら
れ
、
禅
寺
で

は
茶
筅
は
必
ず
し
も
用
い
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
上

記
の
指
摘
と
、
日
本
の
鎌
倉
時
代
の
清
規
類
に
も
茶
筅
が
登
場
し
な
い

こ
と
、
日
本
の
禅
籍
で
は
『
鏡
堂
和
尚
語
録
』
に
「
茶
筅
」
が
初
め
て

登
場
す
る
こ
と
な
ど
を
踏
ま
え
、
日
本
の
鎌
倉
時
代
、
茶
器
に
粉
末
状

の
茶
を
入
れ
、
湯
を
上
か
ら
注
い
で
撹
拌
す
る
と
い
う
飲
み
方
が
基
本

だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
推
定
し
て
お
き
た
い
。
こ
の
点
は
、
宋
代

の
清
規
に
お
け
る
「
茶
筅
」
の
記
述
の
有
無
と
も
関
わ
る
た
め
、
別
の

機
会
に
詳
し
く
論
じ
た
い
。

（
71
）
鏡
堂
覚
円
（
一
二
四
四
〜
一
三
〇
六
）『
鏡
堂
和
尚
語
録
』
巻
二
「
偈
頌
」

「
煎
茶
」「
寒
泉
爛
煑
建
渓
春
、
鼎
沸
松
濤
万
壑
声
。
一
啜
清
風
生
両
腋
、

睡
魔
欲
退
百
千
兵
」（
五
山
新
六
・
四
八
五
）、『
鏡
堂
和
尚
語
録
』
巻
二
「
偈

頌
」「
求
茶
」「
睡
魔
為
悩
蒙
君
援
、
未
展
鎗
旗
尽
倒
戈
。
日
暖
昼
長
魔

11舘先生 _2段.indd   189 2021/11/26   16:02

道
元
と
喫
茶
文
化
（
舘
）

一
八
八

一
八
八
頁

［
四
校
］

　駒
澤
大
學

　佛
教
學
部
論
集

　第
52
號

の
清
見
寺
だ
け
で
あ
り
、
そ
の
他
の
名
産
地
が
禅
寺
や
そ
の
周
辺
で
は

な
い
た
め
、
こ
の
時
代
の
茶
の
栽
培
は
禅
寺
以
外
の
顕
密
寺
院
が
中
心

で
あ
っ
た
と
考
え
る
説
も
あ
る
［
橋
本
二
〇
〇
一
］。
し
か
し
な
が
ら
、

禅
寺
で
栽
培
さ
れ
る
大
量
の
茶
は
自
分
た
ち
の
修
行
生
活
で
消
費
す
る

も
の
で
あ
り
、
鎌
倉
時
代
に
お
け
る
一
般
の
流
通
に
の
る
も
の
で
は
な

か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
名
産
地
と
し
て
名
前
が
記
録
さ
れ
る

と
い
う
こ
と
は
、
一
方
で
、
そ
れ
が
多
く
生
産
さ
れ
て
い
る
と
い
う
だ

け
で
は
な
く
、
そ
の
場
所
に
お
け
る
茶
の
使
用
量
に
対
し
て
、
茶
の
生

産
量
が
勝
っ
て
い
た
か
ら
と
い
う
点
は
考
慮
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
前
述

し
た
よ
う
に
、
少
な
く
と
も
、
各
禅
寺
で
こ
の
時
代
に
茶
が
あ
る
程
度

は
生
産
さ
れ
て
い
た
と
考
え
た
い
。

（
65
）『
正
法
眼
蔵
』「
安
居
」
に
「
牓
式
カ
ク
ノ
コ
ト
シ
、某
国
某
州
某
山
寺
。

今
夏
結
夏
。
海
衆
ノ
戒
臘
如
シ
。
後
ノ
陳
如
尊
者
、
堂
頭
和
尚
。
建
保

元
戒
、
某
甲
上
座
、
某
甲
蔵
主
、
某
甲
上
座
、
某
甲
上
座
。
建
保
二
戒
、

某
甲
西
堂
、
某
甲
維
那
、
某
甲
首
座
、
某
甲
知
客
、
某
甲
上
座
、
某
甲

浴
主
。
元
暦
元
戒
、
某
甲
直
歳
、
某
甲
侍
者
、
某
甲
首
座
、
某
甲
首
座
、

某
甲
化
主
、
某
甲
上
座
、
某
甲
典
座
、
某
甲
堂
主
。
建
暦
三
戒
、
某
甲

書
記
、
某
甲
上
座
、
某
甲
西
堂
、
某
甲
首
座
、
某
甲
上
座
、
某
甲
上
座
。

右
謹
具
呈
。
若
有
誤
錯
。
各
請
指
揮
。
謹
状
。
某
年
四
月
三
日
。
堂
司

比
丘
某
甲
謹
状
」（
道
元
全
二
・
二
二
三
〜
二
二
五
）
と
、
安
居
中
の
牓

式
の
例
文
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
踏
ま
え
、
道
元
が
想
定
し
て
い

る
当
時
の
僧
団
の
規
模
が
、
こ
の
書
式
に
準
ず
る
程
度
の
も
の
で
あ
っ

た
可
能
性
を
想
定
し
て
い
る
。
ま
た
、『
永
平
広
録
』巻
一「
興
聖
寺
語
録
」

の
仁
治
二
年
（
一
二
四
一
）
の
上
堂
（
上
堂
41
）
に
、「
良
久
云
、
立
志

愛
山
各
異
山
、
三
十
一
人
同
一
山
」（
道
元
全
三
・
三
〇
）
と
あ
る
の
は
、

興
聖
寺
で
の
状
況
で
は
あ
る
が
、
当
時
に
お
け
る
道
元
僧
団
の
修
行
者

の
実
数
を
考
え
る
上
で
重
要
で
あ
る
。

（
66
）『
正
法
眼
蔵
』「
家
常
」
の
「
仏
祖
意
句
は
、
仏
祖
家
常
の
茶
飯
な
り
、

家
常
の
麁
茶
淡
飯
は
、
仏
祖
の
意
句
な
り
」（
道
元
全
二
・
一
二
五
）
に

対
し
、『
正
法
眼
蔵
抄
』
で
「
麁
茶
淡
飯
ト
ハ
、
ア
ラ
キ
茶
、
ア
ハ
キ
飯

ト
云
也
。
コ
レ
只
茶
飯
ト
心
得
へ
キ
、
麁
淡
ノ
詞
ニ
付
テ
、
別
ノ
了
見

不
可
有
」（
曹
全
一
一
・
三
一
九
）
と
注
釈
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
麁

茶
と
あ
る
の
が
、謙
遜
表
現
と
し
て
の
「
粗
茶
」
で
は
な
く
、実
際
に
「
ア

ラ
キ
茶
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
当
時
、
実

際
の
喫
茶
が
と
も
な
っ
て
い
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
表
現
が

な
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。

（
67
）『
洞
谷
記
』「
仍
結
茅
屋
、
接
待
方
来
、
茶
湯
点
松
葉
、
器
物
用
栢
葉
。

始
受
施
供
、
以
合
子
為
枡
、
枡
未
治
定
、
人
施
函
丈
、
接
得
雲
水
」（
曹

全
二
・
五
〇
五
〜
五
〇
六
）
と
あ
る
。

（
68
）［
沢
村
二
〇
一
一
］
で
は
、「
餅
茶
を
薬
研
で
粉
砕
す
る
「
茶
経
」
に

記
載
さ
れ
て
い
る
点
茶
法
に
準
じ
て
再
現
し
た
抹
茶
」
の
「
水
色
は
茶

色
」、「
露
天
栽
培
の
碾
茶
を
薬
研
で
粉
砕
す
る
「
喫
茶
養
生
記
」
に
記

載
さ
れ
て
い
る
抹
茶
を
再
現
し
た
茶
」
の
「
水
色
は
緑
色
」
で
あ
る
こ

と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
鎌
倉
中
期
か
ら
後
期
に
か
け
て
の
禅
籍
に
、
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又
盛
、
更
求
一
策
勦
除
他
」（
五
山
新
六
・
四
九
〇
）
の
二
つ
の
偈
頌
は
、

茶
で
は「
睡
魔
」に
対
抗
で
き
て
い
な
い
こ
と
が
詠
ま
れ
て
い
る
。「
睡
魔
」

に
茶
は
有
効
で
は
あ
る
が
、
現
実
の
修
行
生
活
で
は
、
眠
気
覚
ま
し
は

気
休
め
程
度
の
効
能
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
示
唆
さ
れ
る
。

（
72
）
特
別
展
図
録
『
鎌
倉
時
代
の
茶
』
神
奈
川
県
立
金
沢
文
庫
、

一
九
九
八
年
。

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉 

道
元
、
栄
西
、
如
浄
、
正
法
眼
蔵
、
永
平
広
録
、
永

平
清
規
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