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一
、
茶
筅
研
究
の
現
状
と
茶
筅
の
起
源
に
関
す
る
私
見

茶
筅
は
末
茶
（
粉
末
の
お
茶
）
を
点
て
る
際
に
使
わ
れ
る
代
表
的
な
茶
具
の
一
つ
で

あ
る
。
茶
筅
に
関
す
る
研
究
に
お
い
て
は
、
日
中
両
国
の
学
者
の
間
で
そ
の
起
源
が

宋
代
に
あ
る
と
い
う
認
識
で
基
本
的
に
は
一
致
し
て
い
る
。『
角
川
茶
道
大
事
典
』の

「
茶
筌
」
の
項
目①
や
、
廖
宝
秀
『
宋
代
喫
茶
法
與
茶
器
之
研
究②
』
な
ど
は
、『
大
觀
茶

論
』
の
「
筅
」
の
条

茶
筅
は
、ち

ょ
ち
く竹

（
細
く
て
堅
い

は
し

に
使
わ
れ
る
竹
。
こ
れ
と
は
別
に
筋き

ん
ち
く竹

と
い
う
の

が
あ
り
、
こ
れ
は
太
く
て
堅
く
矛
に
使
わ
れ
る
。

竹
で
は
細
す
ぎ
る
の
で
、
お
そ
ら

く
筋
竹
の
誤
り
で
あ
ろ
う
。）
の
老
い
た
の
で
作
る
。
身
（
手
に
持
つ
部
分
）
は
厚
く

て
重
く
、
筅
は
疏あ

ら

く
て
勁つ

よ

い
の
が
よ
い
。
筅
の
本つ

け
ねは

壮つ
よ

く
、
末さ

き

は
眇ほ

そ

く
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
剣
脊
（
両
刃
の
刀
身
）
状
に
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
と
い

う
の
も
、
身
が
厚
く
重
い
と
、
操
る
と
き
に
力
が
入
っ
て
運つ

か用
い
や
す
く
、
筅

が
疏あ

ら

く
て
勁つ

よ

く
剣
脊
の
よ
う
で
あ
れ
ば
、撃
払
が
す
ぎ
て
も
浮あ

わ沫
（
ぷ
か
ぷ
か
浮

く
大
き
な
泡
）
が
生
じ
な
い
か
ら
で
あ
る③
。

を
そ
の
根
拠
と
し
て
い
る
。

茶
筅
の
使
用
は
南
宋
の
劉
松
年
「
攆
茶
図
」（
図
一
）
に
見
え
る
。
茶
を
点
て
る
者

の
左
手
下
方
に
描
か
れ
た
道
具
が
茶
筅
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
、
北
宋

末
の
茶
筅
出
現
以
前
に
は
ど
の
よ
う
な
道
具
を
使
用
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
問
い
に
つ
い
て
、『
茶
經
』
五
之
煮
に
は
「
第
二
沸
の
と
き
、
湯
一
瓢
を
く
み

茶
筅
の
起
源
と
確
立

関　
　
　

剣　

平図一、攆茶図
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だ
し
、
竹
筴
で
湯
の
中
心
を
環

ぐ
る
ぐ
る
か
き

激
ま
わ
し
」
と
あ
り④
、
こ
こ
か
ら
唐
代
に
お
い
て
茶

筅
の
よ
う
な
働
き
を
す
る
道
具
は
「
竹
筴
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

末
茶
の
飲
用
が
始
ま
っ
た
そ
の
時
か
ら
、
茶
湯
を
攪
拌
す
る
道
具
が
あ
っ
た
と
い

う
こ
と
は
言
を
俟
た
な
い
。
し
か
し
、
唐
代
以
前
に
ど
の
よ
う
な
道
具
を
使
用
し
て

い
た
の
か
に
つ
い
て
は
未
だ
研
究
課
題
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
な
い
。
茶
筅
に
関
す

る
史
料
を
収
集
し
て
み
る
と
、
南
北
朝
時
代
に
は
す
で
に
「
茶
筅
」
の
使
用
が
開
始

さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
、
茶
湯
を
攪
拌
す
る
専
用
の
道
具
と
し
て
は
確

立
し
て
い
な
か
っ
た
。

北
魏
の
賈
思
勰
が
著
し
た
『
齊
民
要
術
』
は
、
中
国
の
み
な
ら
ず
世
界
的
に
も
最

も
古
く
、
最
も
完
備
さ
れ
た
農
林
水
産
各
業
を
包
括
し
た
農
学
の
著
作
で
あ
る
。
最

古
の
茶
筅
に
関
す
る
史
料
は
こ
の
『
齊
民
要
術
』
の
中
に
見
え
る
。
賈
思
勰
は
当
時

の
「
茶
湯
」
の
作
り
方
を
借
り
て
白
醪
の
加
工
方
法
を
説
明
し
て
い
る
。

白
醪
を
醸
す
方
法
。
糯
米
一
石
を
取
り
、
冷
水
で
き
れ
い
に
と
ぎ
、
漉
出
し

て

の
中
に
あ
け
る
。
魚
眼
湯
（
沸
騰
し
た
湯
）
を
作
っ
て
こ
れ
を
浸
す
。
一
晩

を
こ
す
と
、米
は
ひ
ど
く
酢
く
な
り
か
か
る
。
そ
れ
を
炊
い
て
一
餾む

し

飯め
し

を
作
り
、

ひ
ろ
げ
て
絶
く
冷
す
。
魚
眼
湯
を
作
っ
て
こ
れ
に
沃
ぐ
。
米
を
浸
し
た
泔
二
斗

を
煮
詰
め
て
、
六
升
ほ
ど
に
し
、

の
中
に
入
れ
て
、
こ
れ
を
竹
掃
で
衝
き
た

て
て
、
茗
の
渤
の
よ
う
に
す
る
。
一
方
、
水
六
斗
に
、
細
羅
し
た
麹
末
一
斗
を

取
り
、
飯
と
合
わ
せ
、
一
時
に
こ
の

の
中
に
納
め
て
和ま

ぜ
、
攪
ぜ
て
飯
を
散

ら
し
…
…⑤

「
竹
掃
」
で
白
醪
を
攪
拌
す
る
こ
と
と
茶
湯
を
攪
拌
す
る
こ
と
、そ
し
て
攪
拌
後
の
両

者
の
様
子
が
よ
く
似
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
当
時
の
人
々
が
竹
掃
を
使
用
し
て
茶
湯

を
攪
拌
し
て
い
た
こ
と
も
う
か
が
え
る
。「
竹
掃
」を
用
い
れ
ば
効
率
よ
く
攪
拌
し
泡

を
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
認
識
が
す
で
に
存
在
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
最
古

の
「
茶
筅
」
で
あ
る
。

賈
思
勰
は
北
朝
の
官
吏
で
あ
る
。
し
か
し
、茶
は
も
と
も
と
南
方
の
飲
料
で
あ
り
、

竹
も
南
方
の
植
物
で
あ
る
。
賈
思
勰
が
茶
湯
の
攪
拌
を
例
に
し
て
麹
の
加
工
方
法
を

説
明
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
南
北
朝
時
代
に
は
北
方
人
も
広
く
茶
湯
の
作
り
方
を
知

り
得
て
お
り
、
喫
茶
の
習
俗
が
北
方
に
も
普
及
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
当

然
の
こ
と
な
が
ら
「
竹
掃
」
を
使
っ
て
茶
湯
を
攪
拌
す
る
こ
と
は
、
南
方
は
北
方
よ

り
も
さ
ら
に
時
代
は
古
く
、
範
囲
は
広
い
。

二
．
日
中
の
学
者
に
よ
る
「
竹
掃
」
史
料
に
対
す
る
解
釈

『
齊
民
要
術
』
中
の
茶
筅
の
史
料
に
関
し
て
は
、
早
く
か
ら
各
専
門
家
が
引
用
し
、

検
討
を
加
え
て
き
た
。
そ
れ
は
こ
れ
が
『
齊
民
要
術
』
の
研
究
に
お
い
て
回
避
で
き

な
い
問
題
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
日
中
の
学
者
た
ち
は
こ
の
史
料
中
に
見
え
る
「
竹

掃
」
と
「
茗
渤
」
に
対
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
解
釈
を
し
て
い
る
。
以
下
に
出

版
順
に
諸
家
の
論
述
を
ま
と
め
、
検
討
を
加
え
た
。

１
、
青
木
正
兒
氏
の
説

青
木
正
兒
氏
は
中
国
飲
食
文
化
史
研
究
に
精
力
を
尽
く
し
、
豊
富
な
著
述
を
残
し

た
。
彼
は
比
較
的
早
期
に
茶
史
研
究
に
お
い
て
『
齊
民
要
術
』
中
の
こ
の
史
料
に
注

目
し
、「
末
茶
源
流
」
と
い
う
日
中
の
茶
史
に
通
じ
る
一
文
の
中
で
こ
の
史
料
を
引
用

し
、

當
時
末
茶
を
煮
る
に
は
何
か
で
「
渤
」
を
衝
い
て
攪か

き
まぜ

る
の
が
普
通
で
あ
っ
た

か
ら
こ
そ
、
此
に
比
喩
と
し
て
出
し
た
わ
け
で
、
是
に
據
つ
て
末
茶
の
煮
法
に

攪
動
し
て
泡
を
立
て
る
操
作
の
行
は
れ
て
ゐ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る⑥
。

と
推
論
し
て
い
る
。
惜
し
む
べ
き
は
、
彼
の
注
意
は
完
全
に
「
茗
渤
」
の
解
釈
に
向

け
ら
れ
て
お
り
、「
竹
掃
」
へ
の
考
証
が
無
い
こ
と
で
あ
る
。
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２
．
石
声
漢
氏
の
説

中
国
農
業
史
研
究
の
代
表
的
な
学
者
石
声
漢
氏
は
近
代
『
齊
民
要
術
』
研
究
の
第

一
人
者
で
あ
る
。『
齊
民
要
術
今
釋
』
に
は

「
茗
渤
」、「
渤
」
の
字
は
、「

」
の
字
と
相
互
に
通
用
し
て
い
る
。「

」
は

水
面
の
泡
沫
の
意
味
で
あ
る
。
単
に
字
面
か
ら
、こ
の
よ
う
な
解
釈
が
で
き
る
。

で
き
た
て
の
茶
湯
（
宋
代
俗
語
で
、お
湯
を
茶
葉
の
粉
末
に
入
れ
て
作
っ
た
も
の
を
意

味
す
る
。『
茶
録
』
な
ど
の
宋
人
の
記
述
に
見
え
る
）
表
面
の
泡
沫
は
、蘇
軾
が
詞
句

に
お
い
て
「
雪
沫
乳
花
午
盞
に
浮
く
」
と
形
容
し
た
も
の
で
、「
茗
渤
」
と
呼
ば

れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
喫
茶
は
、
唐
宋
両

代
の
習
慣
で
あ
る
。

南
北
朝
時
代
に
は
す
で
に
喫
茶
が
開
始
さ
れ
て
い
た
と
は
い
え
、
こ
の
時
の

茶
と
は
、
ど
の
よ
う
に
「
烹に

」
た
り
「
点た

」
て
た
り
し
た
の
か
推
測
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
必
ず
し
も
唐
宋
代
の
方
法
を
使
っ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
の
で

あ
る
。
ゆ
え
に
当
時
「
茗
渤
」
と
い
う
名
詞
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
、
考
慮
す

べ
き
で
あ
る
。

更
に
重
要
な
の
は
、こ
の
時
期
に
は
江
南
で
し
か
茶
は
生
産
さ
れ
て
お
ら
ず
、

南
朝
の
人
し
か
喫
茶
の
習
慣
が
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
北
朝
の
人
は

南
朝
の
人
の
喫
茶
の
行
為
を
嘲
笑
し
て
「
水
厄
」
と
呼
び
、
一
般
の
士
大
夫
た

ち
は
茶
を
飲
ま
な
か
っ
た
。
こ
の
種
の
白
醪
酒
を
作
っ
た
「
皇
甫
吏
部
」
は
朝

廷
の
エ
リ
ー
ト
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
茶
の
嗜
好
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
自
分
の

文
章
の
な
か
で
公
開
し
た
り
は
し
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
公
開
す
れ
ば
周
囲

に
嘲
笑
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、私
は
こ
の
二
字
に
懐
疑
的
で
あ
り
、

も
と
は
同
音
の
「
癰
勃
」
と
い
う
二
字
（
の
り
状
料
理
の
糊
糊
湯
で
使
う
「
米
粉
」、

６
６
９
頁
を
指
す
煮
癰
第
八
十
四
に
見
え
る
、
そ
こ
に
「
以
癰
箒
舂
取
勃
」
の
句

が
あ
る
で
あ
り
、
宋
代
に
出
版
さ
れ
る
時
に
版
元
が
彫
り
間
違
え
た
の
で
あ
ろ

う⑦
。

と
あ
り
、
石
声
漢
氏
は
末
茶
を
唐
宋
時
代
の
茶
湯
の
作
り
方
で
あ
る
と
し
、
南
北
朝

の
茶
湯
の
作
り
方
は
不
明
で
あ
る
と
し
、
さ
ら
に
北
朝
の
士
大
夫
は
茶
を
飲
ま
な

か
っ
た
と
し
た
。
こ
れ
に
基
づ
い
て
『
齊
民
要
術
』
原
文
に
対
し
て
疑
義
を
呈
し
、

こ
こ
に
見
え
る
「
茗
」
は
宋
人
の
雕
版
印
刷
時
の
誤
刻
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
石
氏
が
提
出
し
た
上
記
二
点
の
意
見
の
判
断
材
料
と
な
る
前
提

条
件
は
明
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
故
に
こ
う
し
て
出
さ
れ
た
「
茗
渤
」
は
「
癰
勃
」
の

誤
り
で
あ
る
と
い
う
判
断
は
成
立
し
得
な
い
。

興
味
深
い
こ
と
に
、
彼
は
「
癰
箒
」
に
対
す
る
注
釈
で
は
こ
う
も
説
い
て
い
る
。

想
像
す
る
に
、
と
て
も
細
く
と
て
も
長
い
竹
絲
（
竹
ひ
ご
）
を
と
り
、
括
っ
て
一

束
に
す
る
。
長
江
流
域
で
は
「
刷
把
」
と
呼
び
、
両
粤
（
広
東
・
広
西
）
で
は

「
竹
掃
」
と
呼
ん
で
い
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
日
本
の
「
茶
道
」
で
は
、こ
の

よ
う
な
、
茶
湯
を
攪
拌
す
る
専
用
の
道
具
が
あ
り
、
多
く
の
泡
沫
を
生
み
だ
す
。

―
宋
人
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
宋
代
の
喫
茶
時
に
も
、
こ
の
種
の
「
茶
帚
」
が

あ
り
、
こ
れ
を
用
い
て
、
よ
い
茶
を
点
て
、「
雪
沫
乳
花
」
と
表
現
さ
れ
る
泡
を

出
す
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
る
。
こ
の
「
癰
帚
」
或
い
は
「
炊
帚
」
と
い
わ
れ

る
も
の
は
、
古
代
の
厨
房
で
は
、
常
備
さ
れ
た
道
具
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な

い⑧
。

一
方
で
茗
渤
は
「
癰
勃
」
の
誤
り
で
あ
る
と
主
張
し
な
が
ら
、
も
う
一
方
で
は
攪
拌

し
て
「
癰
勃
」
を
出
す
工
具
で
あ
り
、後
代
の
「
刷
把
」「
竹
掃
」
や
日
本
の
茶
道
に

お
け
る
茶
筅
と
お
な
じ
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
石
氏
は
北
朝
で
は
喫
茶
習
俗
は

無
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
た
た
め
に
、
前
後
で
一
致
し
な
い
結
論
と
な
っ

て
い
る
。

中
国
に
お
け
る
魏
晋
南
北
朝
の
喫
茶
状
况
に
対
す
る
研
究
は
九
十
年
代
に
は
じ

ま
っ
た
が
、
現
在
も
な
お
我
々
は
こ
の
時
期
の
茶
史
研
究
の
欠
乏
を
ひ
し
ひ
し
と
感

じ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
四
十
年
前
の
石
氏
に
対
し
て
完
全
無
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欠
で
あ
る
こ
と
を
求
め
る
の
は
無
理
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

３
．
西
山
武
一
・
熊
代
幸
雄
両
氏
の
説

西
山
武
一
氏
と
熊
代
幸
雄
氏
は
『
齊
民
要
術
』
に
訳
註
を
付
け
た
際
、
原
文
の
説

を
そ
の
ま
ま
採
用
し
、
註
に
お
い
て
茗
渤
の
解
釈
を
こ
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

字
義
は
沫
茶
の
水
泡
。
こ
の
白
醪
法
は
糯
稻
米
を
用
い
、
後
世
（
宋
）
の

漿
に
當
る
酸
漿
の
豫
措
法
を
採
用
す
る
こ
と
か
ら
南
朝
系
の
造
酒
法
を
傳
承
す

る
故
、
飲
茶
の
形
容
が
そ
の
ま
ま
轉
承
さ
れ
て
い
る
と
解
す
る⑨
。

４
．
繆
啓
愉
氏
の
説

石
氏
と
西
山
氏
・
熊
代
氏
の
説
と
は
違
い
、
繆
啓
愉
氏
は
『
齊
民
要
術
』
原
文
に

対
す
る
異
議
は
提
出
し
て
い
な
い
。
た
だ
、
注
釈
で
「
癰
箒
」
に
つ
い
て
一
步
進
ん

だ
も
の
を
示
し
て
い
る
。

「
癰
帚
」
は
、
竹
の
皮
を
裂
い
て
細
い
串
状
の
も
の
を
つ
く
り
、
そ
れ
を
括
っ

て
一
束
の
竹
刷
把
を
つ
く
る
。
現
在
の
筅
帚
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
卷
七「
白

醪
麹
」
篇
の
「
竹
掃
」、
陸
羽
『
茶
經
』
の
「
竹
筴
」、
こ
れ
ら
は
同
類
の
用
具

で
、
同
様
に
片
栗
粉
の
の
り
状
の
液
体
（
或
い
は
茶
湯
中
）
を
か
き
混
ぜ
て
泡
を

出
す
こ
と
が
で
き
る⑩
。

と
あ
り
、
繆
氏
は
「
癰
箒
」、「
竹
掃
」、「
竹
筴
」
を
同
様
の
用
具
と
見
な
し
て
い
る
。

こ
こ
で
の
竹
掃
と
後
世
の
茶
筅
の
関
係
は
指
摘
し
て
い
な
い
も
の
の
、
事
実
上
そ
れ

ら
の
働
き
が
同
じ
で
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。

５
．
小
崎
道
雄
、
田
中
静
一
両
氏
の
説

一
九
九
七
年
十
月
、
田
中
静
一
氏
ら
は
『
齊
民
要
術－

－

現
存
最
古
の
料
理
書
』

を
編
訳
出
版
し
た
が
、
当
該
史
料
に
つ
い
て
特
に
注
釈
は
無
か
っ
た
。
一
九
九
七
年

十
月
九
日
、味
の
素
食
文
化
セ
ン
タ
ー
は
「『
齊
民
要
術
』
の
世
界
と
現
代
食
文
化－

－

古
代
中
国
よ
り
「
食
」
の
源
流
を
見
る
」
と
題
す
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
主
催
し
た
。

こ
の
会
に
お
い
て
筆
者
は
「
竹
掃
」
に
つ
い
て
質
問
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
他
の
参

加
者
は
約
四
十
年
前
の
石
氏
と
同
様
、
南
北
朝
で
は
喫
茶
習
俗
は
未
だ
形
成
さ
れ
て

い
な
か
っ
た
と
い
う
理
由
で
、「
竹
掃
」
と
茶
筅
に
関
係
が
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
い

な
か
っ
た
。
こ
れ
も
魏
晋
南
北
朝
茶
史
研
究
が
ほ
と
ん
ど
具
体
的
進
展
を
見
せ
て
い

な
い
現
実
を
反
映
し
て
い
る
。

以
上
の
諸
氏
の
見
解
を
総
括
す
る
と
、
日
本
人
研
究
者
は
茶
道
に
対
し
て
経
験
的

実
感
が
あ
り
、
自
然
に
『
齊
民
要
術
』
原
文
の
意
味
を
理
解
し
て
お
り
、
か
え
っ
て

竹
箒
を
問
題
視
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
石
氏
は
当
時
の
茶
史
研
究
に
制
限
さ
れ
、

北
朝
に
は
喫
茶
の
風
習
が
無
い
と
主
張
し
、「
竹
掃
」
と
茶
筅
を
結
び
つ
け
る
こ
と
は

な
か
っ
た
。
繆
氏
は
喫
茶
の
風
習
を
否
定
す
る
こ
と
な
く
、『
齊
民
要
術
』
で
の
「
癰

箒
」・「
竹
掃
」
と
『
茶
經
』
中
の
「
竹
筴
」
の
比
較
を
し
、
同
類
の
道
具
ま
で
指
摘

し
た
が
、
茶
筅
に
繋
ぐ
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

こ
こ
か
ら
、
以
上
の
代
表
的
な
研
究
成
果
に
は
、「
竹
掃
」
に
あ
ま
り
に
軽
く
触
れ

る
程
度
に
留
ま
っ
て
い
る
と
い
う
共
通
点
が
見
ら
れ
る
。
そ
の
原
因
は
、
お
そ
ら
く

こ
の
史
料
の
茶
道
具
発
展
史
上
に
お
け
る
価
値
を
認
識
し
て
い
な
い
こ
と
に
あ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
さ
ら
に
研
究
を
進
め
て
ゆ
く
こ
と
が
茶
史
研
究
者
の
課
題
で
あ

り
、
本
章
に
お
い
て
解
决
す
べ
き
主
要
な
問
題
で
あ
る
。

三
．「
掃
帚
」
の
機
能
の
拡
大

１
．
掃
除
道
具
と
し
て
の
「
掃
帚
」（
ほ
う
き
）

漢
語
の
中
に
は
「
箒
」・「
菷
」・「
帚
」
の
三
つ
の
同
義
字
が
あ
り
、
南
北
朝
時
代

に
は
「
掃
帚
」
と
い
う
言
葉
も
現
れ
た
。『
南
齊
書
』
に
女
性
の
嫉
妬
を
嫌
う
性
格
の
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明
帝
が
、劉
休
の
妻
王
氏
が
嫉
妬
深
い
性
格
で
あ
る
こ
と
を
聞
き
つ
け
、掃ほ

う
き帚

と
皀さ

い
か
ち莢

（
石
鹸
の
代
わ
り
に
用
い
ら
れ
る
）
を
販
売
さ
せ
て
彼
女
を
辱
め
た
と
い
う
記
述
が
あ

る⑪
。「

帚
」
は
も
と
も
と
掃
除
道
具
で
あ
り
、大
型
の
「
掃
帚
」
は
広
い
面
積
の
清
掃
ま

た
は
農
事
に
用
い
た
。（
図
二
）
許
慎
の
『
説
文
解
字
』
に

帚
、
糞
す
る
所
以
な
り
。
又
の
巾
を
持
し
て
冂
内
を

ふ
に
从
う
。
古
者
、

少
康
初
め
て
箕
帚
と

酒
を
作
る
。
少
康
は
杜
康
な
り
、
長
垣
に
葬
ら
る⑫

と
あ
る
。「
少
康
は
箕
帚
を
作
る
」
と
い
う
説
は
『
世
本
』
に
基
づ
く
伝
説
の
類
で⑬
、

茶
は
神
農
に
由
来
す
る
と
い
う
説
と
同
様
に
、
確
実
な
起
源
を
こ
こ
か
ら
追
求
す
る

こ
と
は
出
来
な
い
。

『
漢
語
大
詞
典
』
は
「
帚
」
字
の
解
説
と
し
て
「
多
く
は
植
物
の
幹
を
束
ね
て
、そ

の
先
を
広
げ
、端
を
ほ
そ
く
す
れ
ば
で
き
あ
が
る
。⑭
」
と
し
て
い
る
。
奈
良
東
大
寺
の

正
倉
院
に
收
藏
さ
れ
て
い
る
「
子
日
目
利
箒
」
は
正
月
最
初
の
子
の
日
に
天
皇
が
行

う
親
耕
の
儀
式
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
道
具
で
あ
り
、
そ
れ
は
一
握
り
の
植
物
の
細

枝
を
束
ね
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
農
具
が
祭
祀
の
道
具
へ
と
変
化
し
た
も
の
で

あ
ろ
う
。（
図
三
）２

．
台
所
で
の
「
炊
帚
」（
サ
サ
ラ
）

小
型
の
「
掃
帚
」
は
比
較
的
小
さ
な
部
分
の
汚
れ
を
落
と
す
た
め
に
使
わ
れ
、
台

所
で
は
鍋

の
汚
れ
を
落
と
す
道
具
と
し
て
使
用
さ
れ
る
。
現
代
中
国
で
は「
飯
帚
」

或
い
は
「
炊
帚
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
日
本
語
で
「
さ
さ
ら
」
と
言
わ
れ
る
も
の
で

あ
る
。
古
く
は
漢
代
か
ら
使
用
さ
れ
て
お
り
、（
図
四
）「
庖
厨
図
」
は
漢
代
に
お
け
る

飯
帚
の
使
用
状
况
を
反
映
し
て
い
る
。

『
廣
韻
』
で
は
「

、
洗
帚
、
飯
具
。
筅
、
上
に
同
じ
。⑮
」
と
あ
り
、『
集
韻
』
で
は

「

、
筅
、
飯
帚
な
り
。⑯
」
と
あ
り
、

・
筅
が
台
所
の
炊
事
用
具
を
洗
う
と
き
に
用

い
る
掃
帚
で
あ
る
こ
と
が
見
え
る
。
今
日
で
も
な
お
広
く
使
用
さ
れ
、
一
般
的
に
竹

図二、帚図三、子日目利箒



二
三
五

茶
筅
の
起
源
と
確
立

507

を
原
材
料
と
し
て
い
る
。（
図
五
）

こ
の
よ
う
な
飯
帚
或
い
は
炊
帚
は
極
め
て
単
純
な
清
掃
用
具
か
ら
炊
事
用
具
へ
と

発
展
し
、鍋
の
ほ
か
に
食
品
の
洗
浄
に
も
使
わ
れ
て
い
る
。『
齊
民
要
術
』
に
は
多
く

の
種
類
の
清
掃
、
洗
浄
方
法
が
あ
り
、
第
六
十
六
「
笨
麹

酒
」
内
の
「
浸
薬
酒
法
」

中
で
は
、
餅
麹
の
表
面
を
削
り
取
っ
て
き
れ
い
に
す
る
用
法
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

麹
を
治
す
る
方
法
は
、
四
縁
、
四
角
、
上
下
両
面
を
斫き

り
去
り
、
三
分
の
一
を

捨
て
、
孔
中
も
亦
た

り
去
る⑰
。

水
を
用
い
て
餅
麹
を
洗
う
例
は
「
白
醪
麹
」
中
に
「
そ
の
麹
を
あ
ら
か
じ
め
三
日
前

に
水
で
き
れ
い
に
し
、
曝て

ん
ぴ
ぼ
し干し

て
か
ら
使
う
。⑱
」
の
よ
う
に
見
え
る
。
た
だ
し
、
こ
の

作
業
に
ど
の
よ
う
な
道
具
を
用
い
た
か
は
描
写
さ
れ
て
い
な
い
。
餅
麹
の
表
面
を
き

れ
い
に
す
る
際
に
、
道
具
を
使
用
す
れ
ば
、
作
業
効
率
を
大
幅
に
高
め
る
こ
と
が
で

き
る
。
料
理
人
が
身
近
で
利
用
し
て
い
る
そ
れ
に
適
し
た
道
具
が
「
炊
帚
」
で
あ
る
。

『
齊
民
要
術
』
に
は

酒
の
造
り
か
た
。
す
べ
て
の
餅
麹
は
、
五
日
ば
か
り
太
陽
に
晒
し
、
日
に
三

度
炊
帚
で
刷
い
て
こ
れ
を
き
れ
い
に
し
、
す
っ
か
り
き
れ
い
に
す
る⑲
。

と
あ
る
。
炊
帚
に
つ
い
て
、
石
氏
は
以
下
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
。

こ
れ
は
一
握
り
の
細
い
竹た

け
ひ
ご条

を
括
っ
て
帚
を
作
り
、
米
粒
を
搗
い
た
時
に
出

た
粉
を
掃
う
の
に
用
い
る
。
こ
の
よ
う
な
道
具
は
、
通
常
は
食
物
を
作
る
と
き

用
い
る
も
の
で
あ
り
、
比
較
的
き
れ
い
で
あ
る
。
麹
餅
外
面
の
ご
み
や
表
面
の

チ
リ
を
刷
く
た
め
に
使
わ
れ
た⑳
。

ま
た
、
繆
氏
は
、

「
炊
帚
」、

具
を
刷
く
た
め
に
用
い
る
ハ
ケ
、
こ
れ
も
台
所
で
用
い
る

帚

と
同
類
の
用
具
で
あ
る㉑
。

と
注
し
て
い
る
。

図五、現在の炊帚 図四、庖厨図
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３
．
食
品
加
工
に
用
い
る
「
掃
帚
」（
サ
サ
ラ
）

「
掃
帚
」
の
製
法
に
つ
い
て
は
諸
氏
と
も
に
異
議
は
無
く
、も
と
も
と
掃
除
に
つ
か

わ
れ
て
い
た
炊
帚
を
、食
品
加
工
に
借
用
し
た
も
の
と
い
う
見
解
で
一
致
し
て
い
る
。

餅
麹
の
洗
浄
に
つ
い
て
、
食
品
加
工
の
準
備
段
階
で
炊
帚
を
を
使
用
し
た
に
す
ぎ

ず
、
あ
く
ま
で
も
洗
浄
用
具
だ
と
言
う
の
で
あ
れ
ば
、
下
例
に
お
け
る
「
帚
」
は
正

真
正
銘
食
品
加
工
の
道
具
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

煮
癰
：『
食
次
』
に
「
客
が
泊
ま
っ
た
な
ら
ば
足
し
て
、
癰
籷
を
作
る
」
と
あ

る
。
癰
の
粉
一
升
に
沸
騰
す
る
お
湯
一
升
を
入
れ
る
。
脂
ぎ
っ
た
器
は
使
わ
な

い
。
箕
で
こ
し
滓
を
と
り
さ
る
。
癰
箒
を
以
て
舂か

き
まぜ

て
勃あ

わ

を
出
す
。
勃
は
別
に

出
し
て
器
の
中
に
入
れ
る
。
と
い
だ
米
を
水
で
煮
て
、
汁
を
取
っ
て
お
も
ゆ
と

す
る
。
お
も
ゆ
二
升
を
癰
汁
中
に
入
れ
る㉒
。

「
癰
籷
」
と
呼
ば
れ
る
食
品
を
作
る
中
で
、専
用
の
「
癰
箒
」
と
い
う
竹
掃
を
使
用

し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
使
用
目
的
は
攪
拌
し
て
泡
を
出
す
こ
と
で
あ
り
、
末

茶
と
完
全
に
一
致
し
て
い
る
。
こ
の
攪
拌
に
使
用
す
る
「
癰
箒
」
は
そ
の
名
か
ら
考

え
て
も
「
癰
籷
」
専
用
の
道
具
で
あ
り
、茶
を
点
て
る
道
具
を
茶
筅
と
い
う
よ
う
に
、

そ
の
名
の
付
け
方
も
同
じ
で
あ
る
。

「
癰
籷
」
と
末
茶
は
基
本
同
じ
道
具
を
同
じ
目
的
で
使
用
し
て
い
る
。
そ
れ
で
は
、

ど
う
し
て
賈
思
勰
は
「
癰
箒
」「
癰
勃
」
を
使
用
せ
ず
、「
竹
掃
」「
茗
渤
」
で
「
醸
白

醪
」
の
方
法
を
解
説
し
た
の
か
？
そ
の
最
も
簡
単
な
答
え
は
「
癰
籷
」
よ
り
も
、
末

茶
の
つ
く
り
か
た
の
ほ
う
が
よ
り
広
く
知
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
相
対
的
に
言
っ

て
決
し
て
普
及
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い「
癰
籷
」で
す
ら
す
で
に
専
用
の
道
具「
癰

箒
」
を
使
用
し
て
い
た
の
だ
か
ら
、
あ
る
程
度
普
及
し
、
か
つ
特
殊
な
文
化
的
シ
ン

ボ
ル
と
い
う
意
味
合
い
を
備
え
て
い
た
喫
茶
は
な
お
さ
ら
専
用
の
工
具
を
持
っ
て
い

て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
前
掲
史
料
で
は
竹
掃
を
用
い
て
攪
拌
し
茗
渤
の

よ
う
な
泡
沫
を
出
す
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
、
当
時
茶
筅
と
い
う
名
が

す
で
に
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
別
に
し
て
、
茶
筅
の
使
用
自
体
は
認
め
ら
れ
る
。
な
お

か
つ
当
時
の
末
茶
は

で
末
茶
を
煮
て
作
る
も
の
で
あ
り
、
ゆ
え
に
比
較
的
大
き
な

炊
帚
を
直
接
利
用
す
る
必
要
こ
と
が
で
き
、
さ
ら
に
「
炊
帚
」
が
茶
の
世
界
に
入
る

機
会
を
提
供
し
た
の
で
あ
っ
た
。

興
味
深
い
の
は
河
北
満
城
に
あ
る
漢
代
の
墓
か
ら
、
五
件
の
銅
の
箍た

が

、
一
件
の
銅

の
鐓
が
見
つ
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
（
図
六
）。
銅
の
鐓
は
八
角
形
で
、
中
部
に
筋
が
出

て
お
り
、
面
ご
と
に
乳
釘
が
一
つ
ず
つ
付
き
、
表
面
に
は
金
メ
ッ
キ
が
施
さ
れ
て
い

る
。
出
土
時
は
竹
の
枝
を
束
ね
る
形
で
み
つ
か
り
、
竹
は
す
で
に
朽
ち
て
は
い
た
も

の
の
、
ま
だ
10
・
2
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
残
っ
て
い
た
。
銅
の
鐓
も
金
メ
ッ
キ
さ

れ
、
そ
の
中
に
は
同
様
に
竹
の
枝
が
残
存
し
て
い
た㉓
。
こ
の
出
土
文
物
か
ら
は
ご
く

自
然
に
竹
掃
が
想
像
で
き
る
。ま
た
こ
れ
は
非
常
に
精
緻
な
竹
掃
で
、す
べ
て
金
メ
ッ

キ
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
精
美
な
竹
掃
で
は
あ
る
が
、
そ
の
用
途
は
未
だ
に
解

明
さ
れ
て
は
い
な
い
。
た
だ
言
え
る
こ
と
は
、
そ
れ
が
単
な
る
掃
除
用
具
で
あ
る
は

ず
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

筆
者
は
こ
の
考
古
資
料
が
、
通
常
と
は
異
な
る
竹
掃
の
存
在
を
明
示
し
て
い
る
と

指
摘
し
た
い
。
そ
し
て
茶
を
攪
拌
す
る
竹
掃
も
ま
た
台
所
の
サ
サ
ラ
か
ら
変
化
し
て

き
た
特
別
な
「
竹
掃
」
の
一
つ
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

図六、銅のたがと銅のいしづ
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四
．茶
筅
の
確
立

―
竹
掃
か
ら
竹
筴・茶
匙
に
経
て
茶
筅
へ

―

１
．
唐
宋
時
代
に
お
け
る
茶
を
攪
拌
す
る
道
具

魏
晋
南
北
朝
時
代
、
末
茶
を
飲
む
と
き
に
は
、『
食
次
』
に
あ
る
よ
う
に
、「
竹
掃
」

を
使
用
し
て
茶
を
攪
拌
し
て
泡
を
出
し
た
。
唐
代
に
至
る
と
、
陸
羽
は
「
竹
筴
」
を

使
用
し
て
茶
湯
を
攪
拌
し
た
。『
茶
經
』
に

竹
筴
、
竹
筴
は
桃
・
柳
・
蒲
葵
木
で
作
る
も
の
も
あ
れ
ば
、
柿
の
心
木
で
作
る

も
の
も
あ
る
、
長
さ
一
尺
、
銀
で
両
端
を
覆
っ
て
い
る㉔
。

と
あ
る
。
繆
氏
は
「
炊
帚
」、「
竹
掃
」、「
竹
筴
」
は
同
一
の
道
具
で
あ
る
と
し
て
い

る
。
茶
を
攪
拌
し
て
泡
を
出
す
と
い
う
機
能
か
ら
い
え
ば
正
し
い
。
し
か
し
形
と
製

造
法
か
ら
見
る
と
天
と
地
ほ
ど
の
差
が
あ
る
。

『
廣
雅
』
に
は
「
筴
は
之
を
箸
と
謂
う㉕
」
と
あ
り
、す
な
わ
ち
「
筴
」
は
「
箸
」
で

あ
る
と
し
て
い
る
。
陸
羽
は
『
茶
經
』
四
之
器
の
中
で
「
火
筴
」
を

火
筴
、
ま
た
は

と
い
う
、
常
に
使
う
も
の
で
あ
る
。
丸
く
て
長
さ
は
一
尺

三
寸
、
上
部
は
平
ら
に
截
ら
れ
て
お
り
、
葱
台
勾
鏁
の
属
は
無
く
、
鉄
或
い
は

精
錬
し
た
銅
で
作
る㉖
。

と
解
説
し
て
お
り
、明
確
に
「
筴
」
は
「
箸
」
を
指
す
と
し
て
い
る
。「
火
筴
」
は
炭

火
を
夾
む
の
に
使
わ
れ
る
た
め
、
金
属
で
作
ら
れ
る
が
（
図
七
）、
茶
湯
を
攪
拌
す
る

箸
は
竹
や
木
で
つ
く
ら
れ
る
。
一
種
の
生
活
方
式
の
象
徴
で
あ
る
茶
道
の
道
具
と
し

て
、「
竹
筴
」
は
日
常
飲
食
生
活
中
の
箸
と
は
異
な
り
、
両
端
に
銀
を
か
ぶ
せ
て
あ
っ

た
。陸

羽
は
『
茶
經
』
の
中
で
「
竹
筴
」
の
使
用
を
推
奨
し
、
彼
が
組
み
合
わ
せ
た

二
十
四
種
の
道
具
か
ら
な
る
茶
器
セ
ッ
ト
の
中
に
も
、「
竹
筴
」
を
入
れ
て
い
る
。
陸

羽
は
生
前
か
ら
す
で
に
茶
界
に
お
い
て
極
め
て
高
い
声
望
を
得
て
お
り
、
彼
の
茶
器

セ
ッ
ト
も
流
行
し
た㉗
。
彼
が
当
時
、
そ
し
て
後
世
の
茶
器
使
用
に
影
響
を
与
え
た
こ

と
は
疑
い
な
い
。
こ
こ
か
ら
推
測
さ
れ
る

の
は
、
唐
代
、
特
に
陸
羽
以
降
、「
竹
筴
」

の
使
用
が
普
遍
化
し
た
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
た
だ
し
、
茶
湯
を
攪
拌
す
る
唯
一

の
道
具
と
な
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
白
居

易
は
匙
を
使
用
し
て
茶
湯
を
攪
拌
し
て

い
た
。
元
和
十
二
（
８
１
７
）
年
、
彼
は

「
謝
李
六
郎
中
寄
新
蜀
茶
」
の
詩
の
中
で

こ
う
書
い
て
い
る
。

友
人
の
情
が
こ
の
私
に
向
け
ら
れ
、

新
茶
が
病
身
の
手
元
に
届
け
ら
れ

た
。

赤
い
の
し
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
こ

の
茶
は
私
の
手
紙
へ
の
返
事
で
あ

り
、
十
枚
の
餅
茶
は
清
明
節
前
の
早

春
の
も
の
で
あ
る
。

水
を
一
杓
湯
に
入
れ
泡
を
煎
じ
、
茶

沫
が
浮
き
、
刀
圭
（
さ
じ
）
で
黄
緑
の
茶
の
葉
を
か
き
混
ぜ
る
。

ほ
か
の
と
こ
ろ
よ
り
ま
っ
さ
き
に
こ
こ
に
届
け
ら
れ
る
わ
け
は
、
こ
の
私
が
茶

を
わ
か
る
人
間
だ
と
信
じ
て
い
る
か
ら
だ㉘

か
つ
て
工
部
屯
田
郎
中
に
任
じ
ら
れ
た
李
宣
は
忠
州
（
今
の
四
川
省
忠
県
）
刺
史
を

任
じ
ら
れ
て
お
り
、
江
州
（
今
江
西
省
九
江
）
司
馬
の
白
居
易
に
四
川
茶
を
贈
っ
た
。

白
居
易
は
友
情
の
深
さ
を
感
じ
て
、
詩
を
作
っ
て
そ
の
謝
意
を
表
し
た
。
お
茶
を
点

て
る
と
こ
ろ
で
、
彼
は
「
刀
圭
」
を
使
用
し
て
茶
粉
を
す
く
い
、
茶
湯
を
攪
拌
し
て

い
る
。

「
刀
圭
」
は
漢
方
薬
の
は
か
り
の
名
で
あ
る
。
南
朝
梁
の
陶
弘
景
は
「
合
薬
分
剤
料 図七、銀鍍金火箸
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理
法
則
」
の
中
で
散
薬
の
計
量
を
紹
介
す
る
際
に
こ
う
説
明
し
て
い
る
。

凡
そ
散
薬
に
刀
圭
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
十
分
方
寸
匕
の
一
種
で
、
梧
桐
子

の
よ
う
な
大
き
さ
で
あ
る
。
方
寸
匕
と
い
う
の
は
、
一
辺
一
寸
の
正
方
形
の
匕

で
あ
り
、
散
薬
を
掬
い
上
げ
て
落
ち
な
い
こ
と
を
目
安
に
し
て
い
る
。
錢
五
匕

と
い
う
の
は
、
今
の
五
銖
銭
の
五
字
の
辺
り
で
散
薬
を
掬
い
、
こ
れ
も
掬
い
上

げ
て
落
ち
な
い
こ
と
を
目
安
に
し
て
い
る㉙
。

山
東
巨
野
紅
土
山
か
ら
前
漢
の
薬
杓
が
出
土
し
（
図
八
）、
法
門
寺
か
ら
銀
の
香
匙
が

出
土
し
て
い
る
（
図
九
）。
茶
、香
は
い
ず
れ
も
広
義
の
薬
に
属
す
る
。
後
に
は
、「
刀

圭
」
も
「
匙
」
を
指
す
語
と
し
て
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
『
新
方
言
』

に
は
、

斟
羹
は
或
い
は
借
瓢
の
名
で
あ
り
、
惟
江
南
運
河
よ
り
東
の
、
浙
江
、
福
建

に
至
る
数
カ
所
で
は
、
こ
れ
を
「
刀
圭
」
と
い
い
、
音
は
条
耕
の
よ
う
で
あ
る㉚
。

と
あ
る
。「
刀
圭
」
或
い
は
「
方
寸
匕
」
の
漢
方
薬
の
は
か
り
と
し
て
の
記
録
は
比
較

的
多
く
見
え
る
が
、
実
は
食
生
活
中
に
お
い
て
も
同
様
に
使
用
さ
れ
て
い
た
。
例
え

ば
賈
思
勰
が
棗
の
ジ
ュ
ー
ス
「
棗
漿
」
の
製
法
を

方
寸
匕
を
つ
か
っ
て
、
一
碗
の
水
中
に
入
れ
、
酸
甜
味
を
足
せ
ば
、
好
い
漿

が
で
き
る㉛
。

と
説
明
し
て
い
る
。「
方
寸
匕
」
で
取
っ
た
棗
粉
を
碗
の
水
に
投
入
し
、均
一
に
混
ぜ

合
わ
せ
て
非
常
に
美
味
し
い
「
棗
漿
」
を
作
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

白
居
易
は
「
刀
圭
」
を
茶
湯
の
攪
拌
に
使
用
し
、
茶
湯
を
攪
拌
す
る
前
に
は
、
そ

れ
で
末
茶
を
碗
に
入
れ
て
い
る
。
現
在
の
日
本
の
茶
道
中
に
お
け
る
「
茶
杓
」
の
役

割
を
兼
ね
て
い
た
。
陸
羽
の
や
り
か
た
と
は
違
い
、
同
じ
道
具
で
末
茶
を
取
り
か
き

混
ぜ
る
こ
と
で
簡
略
化
し
た
の
で
あ
る
。

『
茶
經
』
が
薦
め
て
い
る
茶
湯
を
攪
拌
す
る
「
箸
」
の
類
い
の
道
具
は
北
宋
に
至
っ

て
も
使
用
さ
れ
て
い
た
。
茶
を
作
っ
て
機
嫌
を
と
り
、
士
林
に
軽
蔑
さ
れ
た
丁
謂

（
９
６
６－

１
０
３
７
年
）
は
「
煎
茶
詩
」
の
中
で
、

目
の
細
か
い
う
す
ぎ
ぬ
で
ふ
る
っ
た
茶
末
は
、
と
び
き
り
新
し
い
茶
鍋
で
烹
た

て
る
。
茶
湯
を
箸
で
泡
を
割
る
よ
う
に
か
き
ま
ぜ
る
と
、
ま
る
で
雲
が
客
人
の

茶
碗
に
あ
ふ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
だ32
。

と
言
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
れ
よ
り
す
こ
し
あ
と
の
蔡
襄
（
一
〇
一
二－

一
〇
六
七
年
）
は
茶
書
の

中
で
茶
匙
の
使
用
を
薦
め
た
。
そ
の
こ
と
は
『
茶
録
』
の
中
に

茶
匙
は
重
く
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
き
混
ぜ
る
力
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

黄
金
製
の
も
の
を
上
等
と
し
、
一
般
的
に
は
銀
や
鉄
で
つ
く
る
。
竹
の
も
の
は

図八、銅薬匙

図九、銀香匙
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軽
い
た
め
、
建
安
の
茶
で
は
使
わ
な
い33
。

と
見
え
る
。
茶
湯
を
攪
拌
す
る
「
茶
匙
」
に
は
、
銀
・
鉄
・
竹
製
の
茶
匙
が
あ
り
、

普
遍
化
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
蔡
襄
は
茶
を
点
て
た
経
験
か
ら
、
建
安
の
茶
に

は
輕
い
竹
製
の
茶
匙
は
使
う
べ
き
で
は
な
い
と
考
え
、
金
属
製
の
茶
匙
を
使
用
す
る

こ
と
を
提
唱
し
た
。
陸
羽
の
竹
筴
の
両
端
を
銀
で
加
工
し
た
様
子
と
つ
な
げ
て
考
え

る
と
、
陸
羽
も
竹
や
木
製
の
竹
筴
は
と
て
も
軽
す
ぎ
る
と
感
じ
て
、
そ
の
補
完
手
段

と
し
て
銀
で
加
工
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
畢
仲
游
（
一
〇
四
七－

一
一
二
一
年
）
は
、

か
つ
て
太
原
で
銅
製
の
茶
匕
を
買
っ
て
い
る
。

太
原
の
銅
器
は
天
下
に
名
だ
た
る
も
の
で
あ
る
。
私
ひ
と
り
だ
け
何
も
買
わ

な
か
っ
た
ら
、
人
は
ケ
チ
だ
と
思
う
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
店
に
行
き
、
茶
匕
を
二

つ
買
っ
て
い
っ
た
。（
韓
）

曰
く
「
公
叔
の
よ
う
な
ひ
と
は
真
清
と
い
え
る
で

し
ょ
う
」
と34
。

「
匙
」
と
「
匕
」
は
単
に
方
言
に
よ
る
違
い
で
あ
る
。『
説
文
解
字
』
に
は
「
匙
は

匕
な
り
。35
」
と
あ
る
。
よ
っ
て
「
茶
匙
」
と
「
茶
匕
」
は
同
じ
器
具
で
あ
る
。
と
こ
ろ

が
『
茶
錄
』
で
は
「
茶
匙
」
の
使
用
を
宣
伝
し
て
い
る
蔡
襄
が
、「
即
惠
山
煮
茶
詩
」

で
は「
箸
」を
使
用
し
て
茶
湯
を
攪
拌
す
る
情
景
を
描
写
し
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る「
鮮

香
箸
下
雲
、
甘
滑
杯
中
露36
」
で
あ
る
。

以
上
の
考
証
か
ら
わ
か
る
の
は
、
茶
筅
が
確
立
す
る
以
前
の
唐
宋
時
代
に
は
、
匙

と
箸
が
併
用
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。（
図
一
〇
、
図
一
一
）

次
の
『
酉
陽
雜
俎
』
の
史
料
も
こ
れ
を
証
明
し
て
い
る

近
頃
、
あ
る
人
が
航
海
を
し
て
新
羅
に
行
っ
た
。
風
に
吹
か
れ
て
、
あ
る
島

に
着
い
た
。
島
中
ど
こ
も
す
べ
て
が
漆
黒
の
匙ひ

ち
ょ

（
箸
）
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に

は
大
木
が
多
く
、そ
の
人
が
仰
い
で
の
ぞ
く
と
、匙

は
、木
の
花
と
鬚
で
あ
っ

た
。
そ
れ
で
、
百
余
膳
拾
っ
た
。
か
え
っ
て
か
ら
使
用
し
た
が
、
太
く
て
使
い

こ
な
せ
な
か
っ
た
。
そ
の
後
、
た
ま
た
ま
手
に
取
り
、
茶
を
か
き
ま
ぜ
た
。
か

き
ま
ぜ
る
に
つ
れ
て
消
え
て
し
ま
っ
た37
。

こ
こ
で
は
二
点
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
一
つ
は
匙
と
箸
は
明
確
に
分
か
れ
て
お

ら
ず
、
と
も
に
茶
湯
を
攪
拌
す
る
の
に
用
い
て
い
た
と
い
う
こ
と
。
も
う
一
つ
は
も

と
も
と
食
事
に
用
い
る
匙
や
箸
を
、
時
と
場
合
に
よ
っ
て
茶
湯
の
攪
拌
に
も
用
い
て

い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

「
匙

」
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
は
、
匙
と
箸
を
指
す
の
か
、
単
に
だ
け
を
指
す
の

か
、
異
論
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

２
．
法
門
寺
出
土
の
匙
箸
に
つ
い
て

法
門
寺
で
二
つ
の
杓
が
出
土
し
た
。
一
つ
は
「

金
銀
長
柄
勺
」（
金
メ
ッ
キ
さ
れ

図一〇、漆匕

図一一、漆箸
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た
銀
製
の
長
柄
杓
）（
図
一
二
）、
も
う
一
つ
は
「

金
飛
鴻
紋
銀
則
」（
金
メ
ッ
キ
さ
れ

た
飛
鴻
の
紋
の
入
っ
た
銀
製
の
則
）（
図
一
三
）
で
あ
る
。
王
倉
西
氏
は

金
銀
長
柄
勺

に
つ
い
て
「『
物
帳
』
に
は
記
録
さ
れ
て
い
な
い
、實
物
三
十
二
件
」
に
属
す
る
の
も

の
の
1
つ
で
あ
る
と
し38
、
氣
賀
澤
保
規
氏
は
こ
の
二
つ
の
匙
は
ど
ち
ら
も
茶
匙
で
あ

る
と
し
て
い
る39
。

実
際
に
は
『
監
送
真
身
使
随
真
身
供
養
道
具
及
恩
賜
金
銀
宝
器
衣
物
帳
』
に
記
載

さ
れ
た
二
つ
の
杓
具
で
あ
る
。
1
つ
は
僖
宗
が
布
施
し
た
「
茶
槽
子
、
碾
子
、
茶
羅
、

匙
子
一
副
七
事
、
共
重
八
十

」
の
中
の
「
匙
子
」
と
い
う
の
が
そ
れ
で
あ
り
、
も

う
1
つ
は
『
真
身
到
内
后
相
次
賜
到
物
』
中
の
「
匙
箸
一
副
」
の
「
匙
」
で
あ
る40
。

た
だ
し
研
究
者
は
「
匙
箸
一
副
」
の
解
釈
を
「
一
双
の
箸
」
と
と
ら
え
、即
ち
金
メ
ッ

キ
さ
れ
た
花
紋
の
入
っ
た
一
対
の
箸
だ
と
し
て
い
る
。（
図
一
四
）

再
び
『
監
送
真
身
使
隨
真
身
供
養
道
具
及
恩
賜
金
銀
寶
器
衣
物
帳
』
記
載
の
物
品

を
見
る
と
、
使
用
さ
れ
て
い
る
量
詞
単
位
は
「
二
つ
で
一
組
」
の
意
味
で
は
、「
火
箸

一
対
」、「
骰
子
一
対
」
の
よ
う
に
い
ず
れ
も
「
対
」
と
い
う
語
を
使
っ
て
い
る
。
そ

し
て
「
副
」
は
セ
ッ
ト
を
指
し
て
お
り
、「
香
炉
一
副
并
台
盖

帶
共
重
三
百
八
十

兩
」
や
「
琉
璃
茶
子
一
副
」、ま
た
前
掲
の
僖
宗
が
布
施
し
た
「
一
副
七
事
」
の
茶
器

と
い
う
よ
う
に
つ
か
わ
れ
て
い
る
。。
こ
こ
か
ら
、「
匙
箸
一
副
」
は
決
し
て
一
対
の

箸
で
は
な
く
、「

金
飛
鴻
紋
銀
則
」
と
「

金
花
紋
箸
」
の
二
種
類
の
食
事
道
具
を

指
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
な
お
、「

金
銀
長
柄
勺
」
は
「
七
事
茶
器
」
の
中
に
数

え
ら
れ
て
い
る
。
韓
偉
氏
は
「
七
事
茶
器
」
を
説
明
す
る
際
に

〔
七
つ
の
茶
器
は
〕
絡
軸
（
碾
子
）、
茶
槽
、
羅
身
、
羅
盖
、
羅
、
抽
斗
、
匙
で

あ
る
。
金
銀
長
柄
勺
は
茶
を
点
て
る
時
に
か
き
混
ぜ
る
た
め
の
道
具
で
あ
り
、

「
五
哥
」
の
刻
印
が
あ
る
。
僖
宗
は
懿
宗
の
第
五
男
で
あ
り
、皇
太
子
に
冊
立
さ

れ
る
ま
で
は
宗
室
内
で
は「
五
哥（
五
番
目
の
兄
さ
ま
）」と
呼
ば
れ
て
い
た
。「
五

哥
」
の
刻
印
は
碾
子
、
茶
槽
、
茶
羅
に
も
同
様
に
あ
り
、

金
銀
長
柄
勺
と
同

時
に
刻
ら
れ
た
も
の
で
り
、
な
お
か
つ
す
べ
て
の
金
銀
器
中
で
こ
の
茶
具
セ
ッ

図一二、銀鍍金唐草文柄杓

図一三、銀鍍金飛鴻紋匙

図一四、銀鍍金花文箸
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ト
に
だ
け
僖
宗
の
名
が
刻
ま
れ
て
い
る
、。こ
か
ら
こ
の
勺
子
と
衣
物
帳
は
一
致

し
た41
。

と
い
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
王
倉
西
氏
の
い
う
「
物
帳
に
は
名
が
記
さ
れ
て

い
な
い
」
の
問
題
も
一
刀
両
断
に
解
決
す
る
。
ま
た
『
茶
經
』
に
は
匙
の
記
載
が
な

い
が
、
法
門
寺
『
監
送
真
身
使
隨
真
身
供
養
道
具
及
恩
賜
金
銀
寶
器
衣
物
帳
』
は
明

確
に
「

金
銀
長
柄
勺
」
を
茶
器
と
し
て
お
り
、唐
代
の
茶
器
も
陸
羽
の
好
み
に
よ
っ

て
統
一
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
「
匙
箸
」
に
関
す
る
史
料
は
東
ア
ジ
ア
飲
食
文
化
研
究
に
お
い
て
も
重
要
な

意
義
を
持
っ
て
い
る
。
中
国
、
日
本
、
朝
鮮
半
島
は
均
し
く
東
ア
ジ
ア
の
「
箸
文
化

圈
」
の
内
に
含
ま
れ
て
い
る
が
、
そ
の
用
途
と
し
て
の
差
は
明
ら
か
で
あ
る
。
日
本

人
は
原
則
と
し
て
箸
を
食
事
全
般
に
用
い
、
朝
鮮
半
島
は
匙
を
主
と
し
て
用
い
、
箸

を
そ
の
補
助
と
し
て
組
み
合
わ
せ
て
使
用
す
る
。
中
国
は
反
対
に
、箸
を
主
と
し
て
、

匙
を
副
と
す
る
。
法
門
寺
等
の
史
料
は
、
お
そ
く
と
も
唐
代
に
は
、
匙
と
箸
を
セ
ッ

ト
で
使
用
す
る
習
慣
が
す
で
に
形
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

３
．
中
尾
万
三
氏
の
考
証

箸
や
匙
を
説
明
す
る
と
き
、
人
々
は
ご
く
自
然
と
今
現
在
毎
日
使
用
し
て
い
る
食

事
道
具
を
連
想
し
、一
般
的
に
は
そ
れ
ら
を
問
題
に
す
る
こ
と
は
な
い
。
陸
羽
は「
竹

筴
」
の
材
質
を
紹
介
し
、
そ
の
サ
イ
ズ
も
記
録
し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
比
較
的
原
型

に
近
い
「
竹
筴
」
を
複
製
す
る
こ
と
も
出
来
る
。
だ
が
、「
茶
匙
」
が
ど
の
よ
う
な
も

の
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
の
具
体
的
な
文
字
史
料
は
無
く
、
法
門
寺
の
発
掘
ま
で
、
裏

付
け
と
な
る
明
確
な
形
象
の
考
古
資
料
も
な
か
っ
た
。

こ
の
問
題
に
対
し
て
中
尾
万
三
氏
は
『
中
国
陶
瓷
と
茶
の
研
究
』
に
お
い
て
と
て

も
興
味
深
い
考
証
を
試
み
て
い
る
。
彼
が
茶
匙
の
問
題
に
引
き
つ
け
ら
れ
た
契
機
は

『
仁
和
寺
御
室
御
物
實
録
』
中
の
「
茶
散
」
に
関
す
る
記
録
「
同
茶
散
壹
枚
、小
四
兩

二
分42
」
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
彼
は
ま
た
「
李
王
家
博
物
館
」
に
陳
列
さ
れ
て
い
る

二
つ
の
匙
を
見
つ
け
、
そ
れ
を
茶
散
の
匙
で
あ
る
と
し
た
。

一
つ
は
『
開
元
通
寶
』
と
銘
の
あ
る
銭
を
匙
の
頭
と
し
た
も
の
で
、
五
寸
五
分

位
ひ
の
柄
が
付
い
て
居
り
、
末
に
は
銭
と
略
ぼ
同
径
の
環
が
付
い
て
居
り
、
更

に
其
環
に
小
さ
き
十
数
個
の
環
が
付
い
て
居
る
。
尚
ほ
一
つ
は
頭
の
方
は
ス

コ
ッ
プ
形
の
匙
で
此
長
さ
は
少
し
く
短
か
く
四
寸
余
り
で
あ
る
が（
何
分
に
も
陳

列
箱
の
硝
子
越
し
で
見
て
居
る
の
で
良
く
寸
法
を
計
り
重
量
を
計
る
事
が
出
来
な
か
っ

た
）
其
末
に
は
径
二
分
位
ひ
の
環
が
付
い
て
居
り
、
其
環
に
又
小
環
が
付
い
て

居
る
も
の
で
あ
る
。
試
み
に
『
李
王
家
博
物
館
所
藏
品
写
真
帖
、
下
、
大
正
七

年
再
錄
』
を
見
れ
ば
第
五
七
八
図
に
於
て
、高
麗
時
代
、食
器
用
具
と
し
て
十
八

個
の
銅
製
匙
を
写
真
し
て
あ
る
が
、
其
内
に
余
が
後
に
述
べ
た
ス
コ
ッ
プ
形
匙

と
思
は
る
も
の
ゝ
写
真
が
あ
り
、
其
隣
に
余
の
見
な
か
っ
た
写
真
が
あ
る
。
夫

れ
は
頭
が
通
常
の
匙
形
で
細
長
く
そ
の
末
は
先
端
の
匙
の
幅
よ
り
、
少
し
大
き

い
と
思
は
れ
る
円
板
と
な
っ
て
居
り
、
夫
れ
に
数
個
の
小
環
が
付
い
て
居
る
。

（
中
略
）
其
（『
李
王
家
博
物
館
所
藏
品
写
真
帖
』）
解
説
に
「
本
品
は
何
れ
も
銅
製

の
匙
に
し
て
大
小
各
々
同
じ
か
ら
ず
。
又
意
匠
上
の
変
化
も
種
々
異
れ
り
。
而

し
て
形
状
の
小
な
る
も
の
は
児
童
用
に
供
せ
し
な
る
べ
く
、
又
小
に
し
て
装
飾

の
あ
る
も
の
は
婦
人
用
に
供
せ
し
な
ら
む
。43
」
と
記
さ
れ
て
居
る
。（
図
一
五
：
朝

鮮
の
銅
製
の
匙
）44

朝
鮮
に
は
中
国
古
代
の
習
俗
が
多
く
残
っ
て
い
る
こ
と
と
、『
茶
錄
』
中
に
も
茶
匙
の

こ
と
が
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
中
尾
万
三
氏
は
、
婦
人
用
で
は
な
く
、
茶
湯

を
攪
拌
す
る
た
め
に
用
い
た
も
の
で
あ
る
と
し
た
。

斯
く
考
ふ
る
時
は
李
王
家
の
写
真
帖
に
装
飾
あ
る
も
の
は
婦
人
用
な
ら
む
と
記

さ
れ
て
い
る
匙
は
、
反
て
是
れ
『
茶
匙
』
と
『
茶
錄
』
に
記
す
も
の
、
或
は
御

物
目
録
に
『
茶
散
』
と
記
さ
れ
て
居
る
も
の
が
此
れ
に
当
る
も
の
で
は
無
き
か

と
の
想
像
が
起
る
。
…
…
則
ち
余
は
此
の
環
は
茶
匙
を
以
て
茶
を
撃
払
し
、
茶

筅
に
依
て
茶
を
立
て
る
如
く
、
茶
を
立
つ
る
た
め
に
付
せ
ら
れ
た
も
の
と
思
い
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度
い
の
で
あ
る
（
中
略
）
茶
匙
の
末
端
に
小
環
を
付
す
る
事
は
後
の
茶
筅
の
前
駆

と
い
う
可
き
で
此
の
小
環
の
激
動
に
依
り
茶
を
立
て
た
も
の
と
思
へ
る
。
殊
に

開
元
通
宝
を
頭
に
付
け
た
事
は
偶
意
と
言
ふ
よ
り
も
寧
ろ
此
れ
を
用
ひ
る
事
が

唐
代
に
始
ま
っ
た
こ
と
を
知
ら
し
む
る
や
う
で
も
あ
り
、
此
の
銭
を
付
け
て
、

銭
の
面
に
の
る
だ
け
の
分
量
が
所
謂
「
一
錢
七
」
で
あ
り
、『
茶
録
』
に
「
鈔
茶

一
銭
七
」
と
あ
る
に
も
思
い
会
う
事
で
あ
る
。

銭
匕
な
る
分
量
は
薬
に
能
く
使
は
れ
る
分
量
で
あ
る
が
、
銭
の
面
で
茶
を
量

り
、
湯
を
注
い
で
調
べ
、
末
端
の
小
環
で
環
廻
撃
払
し
た
も
の
と
考
へ
ら
れ
る45
。

中
尾
万
三
氏
は
最
後
に
「
李
王
家
博
物
館
の
小
環
の
あ
る
匙
は
後
考
を
待
つ
事
の

多
い
匙
で
あ
る
が
、
余
は
此
れ
が
『
茶
散
』
で
あ
ら
う
と
考
ふ
る
も
の
で
絵
を
付
け

て
博
識
の
士
の
教
を
請
ひ
、
思
ふ
所
を
追
記
す
る
」
と
し
て
い
る
。

韓
国
の
金
明
培
等
は
こ
れ
に
簡
単
な
補
足
を
付
け
て
い
る
が
、
文
献
の
誤
読
や
字

面
か
ら
の
憶
測
ば
か
り
で
、
研
究
を
補
う
も
の
と
は
は
な
っ
て
い
な
い
。
た
と
え
ば

彼
は
宋
代
黄
儒
の
『
品
茶
要
録
』
中
に
「
茶
散
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
と
指
摘
す
る

が
、
原
文
で
は
「
然
る
に
建
安
の
茶
、
天
下
に
散
ず
る
は
少
と
為
さ
ず
。
而
し
て
建

安
の
精
品
を
得
る
は
多
と
為
さ
ず
」
と
な
っ
て
お
り46
、
原
文
で
「
・
・
・
建
安
之
茶
、

散
天
下
・
・
・
」
と
い
う
部
分
を
「
茶
散
」
と
読
ん
だ
も
の
で
あ
っ
た
。

中
尾
万
三
氏
は
こ
の
よ
う
に
「
小
環
の
あ
る
匙
」
に
対
す
る
史
料
に
基
づ
く
考
証

は
足
り
な
い
も
の
の
、
あ
ら
た
な
説
を
提
案
し
た
。
唐
宋
は
喫
茶
の
風
習
が
非
常
に

盛
行
し
、
考
古
発
掘
の
文
物
も
比
較
的
豊
富
で
あ
る
。
し
か
し
、
中
国
で
は
こ
の
よ

う
な
匙
は
発
見
さ
れ
て
い
な
い
。
さ
ら
に
、
唐
宋
代
の
各
種
茶
具
は
み
な
様
々
な
形

態
の
資
料
か
ら
当
時
の
姿
が
つ
か
め
る
が
、唯
一
茶
匙
だ
け
は
非
常
に
曖
昧
で
あ
る
。

そ
の
原
因
を
考
え
る
と
お
そ
ら
く
こ
の
茶
匙
と
普
通
の
匙
が
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
ず
、

顕
著
な
区

が
見
ら
れ
な
い
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

中
尾
万
三
氏
は
そ
の
立
論
の
大
前
提
と
し
て
こ
の
小
環
が
純
粋
な
装
飾
で
あ
る
と

い
う
こ
と
を
否
定
し
て
い
る
。
し
か
し
、
装
飾
の
可
能
性
は
必
ず
し
も
否
定
で
き
な

い
。
こ
の
種
の
造
型
は
佛
教
美
術
の
影
響
を
受
け
て
い
る
。
法
門
寺
の
出
土
品
に「
純

金
単
輪
十
二
環
錫

」が
あ
る
が
、こ
の
小
型
錫

の

首
は
単
輪
で
あ
り（
図
十
六
）、

開
元
通
宝
を
使
用
し
た
匙
の
柄
の
先
と
非
常
に
似
て
い
る
。
日
本
の
正
倉
院
に
も
類

似
し
た
錫

が
多
数
収
蔵
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
前
掲
の
「
攆
茶
図
」
中
の
茶
杓

の
先
端
に
も
い
く
つ
も
の
環
が
つ
い
て
お
り
、
同
様
に
漢
代
の
銅
製
の
薬
匙
に
も
環

が
つ
い
て
い
る
。

六
朝
隋
唐
時
代
に
は
、
佛
教
と
道
教
は
儒
家
思
想
と
拮
抗
す
る
水
準
ま
で
発
展
し

て
三
教
鼎
立
の
状
況
を
呈
し
、
佛
教
の
中
国
化
は
こ
こ
に
完
成
し
た
。
唐
代
の
皇
帝

も
武
宗
の
廢
佛
を
除
き
、
大
多
数
の
皇
帝
は
積
極
的
に
仏
教
の
発
展
を
推
奨
し
て
い

る
。
宋
代
の
佛
教
は
全
体
的
に
は
唐
代
ほ
ど
に
は
興
隆
し
な
か
っ
た
が
、
禅
宗
と
浄

土
宗
の
発
展
は
目
を
引
く
も
の
が
あ
っ
た
。
朝
鮮
に
お
い
て
は
、
太
祖
王
建
は
後
代

の
子
孫
の
た
め
に
制
定
し
た
『
訓
要
十
条
』
の
中
で
、「
第
一
条
、
国
家
大
業
は
諸
佛

の
加
護
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
因
て
佛
法
を
振
興
せ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
し
、
佛
教

を
ど
れ
ほ
ど
重
視
し
て
い
た
か
が
見
て
取
れ
る
。
結
果
と
し
て
、「
朝
鮮
の
古
代
美
術

の
中
心
は
佛
教
美
術
で
あ
る
」
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
に
な
っ
た47
。
つ
ま
り
中
国
も
朝
鮮

も
、
各
方
面
で
佛
教
の
影
響
を
強
く
受
け
て
い
る
と
い
え
る
。

こ
の
他
、
唐
代
の
貨
幣
を
使
用
し
て
い
る
こ
と
を
も
っ
て
「
開
元
通
宝
」
の
匙
が

唐
代
か
ら
使
用
さ
れ
た
と
す
る
推
論
は
当
て
推
量
の
感
が
あ
る
。
前
述
の
「
刀
圭
」

を
解
釈
す
る
時
に
引
用
し
た
陶
弘
景
の
五
銖
銭
を
用
い
て
粉
薬
を
掬
う
と
い
う
史
料図一六、金十二環錫
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は
、
こ
の
種
の
匙
の
源
流
で
あ
り
、
法
門
寺
の
「
香
匙
」
と
「
近
親
」
の
関
係
に
あ

る
。
蔡
襄
は
こ
の
種
の
匙
を
用
い
て
末
茶
を
掬
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら

茶
も
香
も
同
じ
く
「
薬
」
だ
か
ら
で
あ
る
。

４
．
茶
筅
の
確
立

蔡
襄
の
後
に
継
ぐ
北
宋
を
代
表
す
る
茶
人
は
、『
大
觀
茶
論
』
の
作
者
で
あ
る
宋
徽

宗
趙
佶
（
１
０
８
２－

１
１
３
５
年
）
で
あ
る
。「
茶
筅
」
の
文
字
記
載
は
こ
こ
に
き
て

つ
い
に
出
現
す
る
。
た
だ
し
、
頭
に
置
い
て
お
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
は
、『
大
觀

茶
論
』
に
記
載
さ
れ
て
い
る
内
容
は
宋
徽
宗
の
発
明
創
造
し
た
も
の
で
は
な
い
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
彼
の
独
特
な
審
美
眼
の
も
と
に
選
択
さ
れ
た
に
す
ぎ
ず
、
茶

筅
の
使
用
は
徽
宗
が
『
大
觀
茶
論
』
を
著
述
し
た
時
代
よ
り
は
る
か
に
古
く
、
数
百

年
以
上
前
の
南
北
朝
時
代
に
は
す
で
に
、
専
門
化
さ
れ
て
は
い
な
い
も
の
の
茶
筅
に

ち
か
い
も
の
が
使
用
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
こ
そ
が
「
竹
掃
」
で
あ
る
。
な
お
、
当
然

の
こ
と
な
が
ら
、
徽
宗
の
選
択
も
茶
筅
の
普
及
に
と
っ
て
重
要
な
意
義
を
も
っ
て
い

る
。以

上
を
ま
と
め
る
と
、
相
当
長
期
に
わ
た
っ
て
、
茶
筅
、
茶
匙
、
竹
筴
等
の
多
種

多
様
な
茶
湯
を
攪
拌
す
る
道
具
は
併
行
し
て
使
わ
れ
て
い
た
。
陸
羽
は
竹
筴
の
使
用

を
薦
め
、
蔡
襄
は
茶
匙
に
特
別
な
思
い
入
れ
が
あ
っ
た
。
宋
の
徽
宗
は
習
慣
と
し
て

茶
筅
を
使
用
し
て
い
た
。
竹
掃
、
匙
、
箸
は
元
来
、
す
べ
て
炊
事
用
具
で
あ
り
、
厨

房
で
茶
を
点
て
る
時
、
こ
れ
ら
の
炊
事
用
具
は
自
然
に
茶
湯
を
攪
拌
す
る
た
め
に
使

わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
喫
茶
の
風
習
が
発
展
し
て
い
く
と
、
茶
器
の
専
用
化
が
取

り
沙
汰
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
茶
人
た
ち
は
各
々
個
人
の
好
み
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
炊

事
用
具
に
改
造
を
加
え
、
専
用
の
茶
器
と
し
て
用
い
る
よ
う
に
な
っ
た
。
茶
道
に
造

詣
の
深
い
風
流
天
子
宋
の
徽
宗
の
提
唱
は
茶
筅
の
発
展
に
拍
車
を
か
け
る
こ
と
と
な

り
、
茶
筅
の
卓
越
し
た
機
能
は
後
世
の
茶
人
に
高
く
評
価
さ
れ
、
そ
の
他
の
茶
湯
を

攪
拌
す
る
道
具
は
生
存
競
争
の
中
で
淘
汰
さ
れ
て
い
っ
た
。
中
に
は
「
茶
匙
」
の
よ

う
に
、末
茶
を
量
り
、掬
う
と
い
う
機
能
に
落
ち
着
き
、攪
拌
の
仕
事
を
茶
筅
に
譲
っ

た
も
の
も
あ
り
、「
竹
筴
」
の
よ
う
に
完
全
に
茶
の
舞
台
か
ら
姿
を
消
し
た
も
の
も

あ
っ
た
。

「
匙
」
や
「
箸
」
が
茶
筅
に
そ
の
座
を
譲
っ
た
の
は
、「
茶
筅
」
が
簡
単
か
つ
効
率

よ
く
泡
沫
を
点
て
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
だ
が
、
そ
れ
以
外
に
の
茶
を
点
て
方
の
変

化
も
、
茶
湯
を
攪
拌
す
る
道
具
に
変
化
が
生
じ
た
原
因
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
宋
よ

り
以
前
は

の
中
で
茶
湯
を
攪
拌
し
、
そ
の
後
、
茶
碗
に
注
い
で
飲
ん
で
い
た
が
、

宋
代
に
は
直
接
茶
碗
の
中
で
攪
拌
す
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
、
金
属
の
茶
匙
で
は
茶

碗
を
壊
し
て
し
ま
う
可
能
性
が
出
て
き
た
。
そ
の
た
め
茶
匙
は
茶
筅
に
取
っ
て
代
わ

ら
れ
た
の
だ
ろ
う
。

か
く
し
て
茶
湯
を
攪
拌
す
る
道
具
は
魏
晋
よ
り
北
宋
ま
で
の
約
千
年
に
及
ぶ
選

択
、
改
新
、
定
型
を
経
て
、
茶
筅
が
最
終
的
に
飛
び
抜
け
て
茶
人
の
目
に
と
ま
り
、

こ
こ
に
茶
道
具
に
お
け
る
地
位
を
確
立
し
た
の
で
あ
っ
た
。

北
宋
末
期
に
は
、
茶
筅
は
茶
人
の
公
認
を
得
、
茶
筅
の
使
用
状
況
は
急
速
に
文
人

の
詩
詞
の
中
に
反
映
さ
れ
た
。
徽
宗
と
同
年
に
亡
く
な
っ
た
韓
駒
は「
謝
人
寄
茶
筅
」

（
人
に
謝
す
る
に
茶
筅
に
寄
す
）
に
お
い
て

細
長
い
竹
は
天
空
に
向
か
っ
て
百
尺
の
高
さ
で
そ
び
え
立
ち

晩
年
に
は
鉛
の
刀
に
苦
し
め
ら
れ
る

あ
な
た
の
姿
は
ま
さ
し
く
英
傑
だ

特
に
身
を
正
し
て
雪
の
波
濤
│
茶
に
立
ち
向
か
う
様
よ

立
玉
干
云
百
尺
高
、
晩
年
何
事
困
鉛
刀
。

看
君
眉
宇
真
龍
種
、
尤
解
横
身
戦
雪
涛48
。

と
表
現
し
、
惠
洪
（
１
０
７
１－

１
１
２
８
年
）
も
「
空
印
以
新
茶
見
餉
」（
空
印
新
茶

を
以
て
餉
に
見
ゆ
）
に
お
い
て

喊
山
の
祭
祀
（
古
代
の
祭
茶
の
儀
式
）
の
後
、
鹿
蔌
（
辰
砂
）
の
上
で
社
日
（
土
地

神
の
祭
祀
の
日
）
の
前
に
茶
摘
み
を
始
め
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火
で
炙
っ
た
新
茶
の
芽
は
光
り
輝
く

大
樹
を
揺
り
動
か
し
、
師
は
大
仰
│
古
寺
に
思
い
を
馳
せ

茶
碗
を
渡
し
、
私
は
南
陽
│
諸
葛
亮
を
学
ば
ん
と
思
う

茶
湯
を
見
よ
う
と
た
だ
ち
に
茶
筅
を
止
め

す
ぐ
に
ひ
い
た
茶
の
粉
末
に
深
く
湯
を
注
ぐ

今
日
は
町
で
一
人
茶
を
点
て
る
が

来
年
に
は
必
ず
山
林
に
て
皆
で
味
わ
お
う

喊
山
鹿
蓛
社
前
摘
、
出
焙
新
香
麦
粒
光
。

撼
樹
師
應
懷
大
仰
、
傅
瓯
我
欲
学
南
陽
。

要
看
雪
乳
急
停
筅
、
旋
碾
玉
塵
深
住
湯
。

今
日
城
中
雖
独
試
、
明
年
林
下
定
分
嘗49
。

と
描
写
し
た
。

南
宋
に
は
、
審
安
老
人
が
茶
筅
を
「
茶
具
図
贊
」
の
中
に
収
録
し
た
（
図
一
七
）。

こ
れ
は
現
在
知
ら
れ
て
い
る
最
も
確
実
な
中
国
茶
筅
の
図
像
資
料
で
あ
る
。
茶
筅
は

こ
の
外
に
は
現
在
宋
遼
金
元
の
絵
画
お
よ
び
墓
室
壁
画
中
に
見
え
る
。
山
西
省
長
治

市
李
村
の

金
代
墓
の
南
壁
東
側
龕
内
の
茶
具
図
壁
画
（
図
一
八
）
中
の
茶
筅
（
左
起

第
二
）
は
頭
部
が
円
形
に
な
っ
て
お
り
、
現
代
日
本
に
普
及
し
て
い
る
茶
筅
の
造
型

に
似
て
い
る
（
図
一
九
）。

他
に
も
、
日
本
の
文
献
『
茶
筌
の
一
件
』
の
中
に
「
唐
茶
筌
」
と
呼
ば
れ
る
茶
筅

（
図
二
〇
）
が
あ
り
、
そ
の
意
味
は
中
国
式
の
茶
筅
で
あ
る
。
そ
れ
が
中
国
の
茶
筅
の

実
際
の
様
式
を
ど
の
程
度
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
の
か
は
確
定
し
が
た
い
も
の
の
、

少
な
く
と
も
当
時
の
日
本
人
の
目
に
は
、
中
国
茶
筅
の
直
線
的
な
造
形
と
資
料
の
記

載
は
、
よ
り
具
体
性
を
帯
び
た
も
の
と
し
て
映
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

５
．
結
論

末
茶
の
飲
用
は
魏
晋
南
北
朝
に
は
す
で
に
始
ま
っ
て
い
た
と
み
ら
れ
、
こ
の
点
て

図一七、竺副帥
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図一八、茶具図

図一九、官休庵の茶筅

図二〇、唐茶筌



二
四
六

518

方
に
あ
わ
せ
て
、
そ
れ
を
攪
拌
す
る
道
具
も
必
然
的
に
存
在
し
た
。
南
北
朝
時
代
に

は
そ
れ
に
関
す
る
記
載
が
現
れ
た
。『
齊
民
要
術
』
中
に
「
竹
掃
」
を
使
用
し
て
茶
湯

を
攪
拌
し
泡
を
出
す
と
い
う
記
述
が
あ
り
、こ
の
「
竹
掃
」
が
茶
筅
の
起
源
で
あ
る
。

し
か
し
、
喫
茶
が
盛
行
す
る
唐
代
か
ら
北
宋
徽
宗
の
前
ま
で
、
茶
湯
を
攪
拌
し
泡

を
出
す
際
の
描
写
に
「
竹
掃
」
は
見
ら
れ
ず
、
そ
れ
に
代
わ
っ
て
箸
や
匙
が
同
様
の

役
割
を
す
る
道
具
と
し
て
登
場
す
る
。
特
に
宋
代
の
文
献
に
、
茶
湯
を
攪
拌
す
る
道

具
が
多
種
類
併
存
す
る
と
い
う
現
象
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
、
長
い
歴
史
の
片
隅
で
そ

う
し
た
道
具
た
ち
が
茶
の
世
界
の
覇
権
を
争
っ
た
こ
と
を
映
し
出
し
て
い
る
。「
筅

帚
」
類
で
あ
る
茶
筅
の
発
展
の
歴
史
は
長
い
間
文
献
に
現
れ
る
こ
と
は
な
く
、
そ
の

た
め
に
後
世
の
人
々
は
南
北
朝
時
代
に
茶
湯
を
撹
拌
し
て
泡
を
出
す
道
具
で
あ
っ
た

「
竹
掃
」を
理
解
す
る
こ
と
が
困
難
と
な
っ
た
。
唐
代
に
続
い
て
喫
茶
が
興
盛
し
た
宋

代
に
、「
竹
掃
」
が
「
茶
筅
」
に
名
を
変
え
て
『
大
觀
茶
論
』
に
登
場
し
た
時
に
は
、

人
々
は
そ
の
歴
史
を
追
究
し
よ
う
と
は
せ
ず
に
、
新
興
の
事
物
と
し
て
あ
っ
さ
り
と

受
け
入
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
宋
徽
宗
の
貢
献
は
茶
筅
が
多
く
の
同
類
の
道
具
た
ち
か

ら
い
ち
早
く
躍
り
出
て
専
用
の
道
具
と
し
て
の
地
位
を
確
立
す
る
の
を
促
し
た
点
に

あ
る
。
茶
湯
を
攪
拌
す
る
道
具
が
多
種
併
存
す
る
と
い
う
局
面
は
こ
こ
に
終
わ
り
を

告
げ
た
の
で
あ
る
。

謝
辞

こ
の
研
究
は
ト
ヨ
タ
財
団
研
究
助
成
を
受
け
て
行
っ
た
。
日
本
語
へ
の
翻
訳
は
猪
俣

貴
幸
氏
と
榊
佳
子
氏
で
あ
る
。
記
し
て
謝
意
を
申
し
上
げ
た
い
。

注①　
林
屋
辰
三
郎
他
『
角
川
茶
道
大
事
典
』
本
編
、
東
京
・
角
川
書
店
、
一
九
九
〇
年
、

八
八
四
頁
。

②　

廖
宝
秀
『
宋
代
喫
茶
法
與
茶
器
之
研
究
』、
台
北
・
国
立
故
宮
博
物
院
、
一
九
九
六

年
、
八
二
―
八
三
頁
。

③　
『
大
観
茶
論
』
筅
の
条
、「
茶
筅
以

竹
老
者
爲
之
。
身
欲
厚
重
、
筅
欲
疏
勁
、
本
必

壮
而
末
必
眇
、當
如
劒
瘠
之
状
。
葢
身
厚
重
則
操
之
有
力
而
易
于
運
用
。
筅
疏
勁
如
劒

瘠
則
撃
拂
雖
過
而
浮
沫
不
生
。」（
布
目
潮
渢
『
中
国
茶
書
全
集
』
卷
上
、
東
京
・
汲
古

書
院
、
一
九
八
七
年
、
三
一
七
頁
）。

④　

唐　

陸
羽
『
茶
經
』
卷
下
「
五
之
煮
」、「
第
二
沸
出
水
一
瓢
、
以
竹
筴
環
激
湯
心
」。

原
典
は
『
中
国
茶
書
全
集
』
卷
上
、
九
六
頁
よ
り
。

⑤　

繆
啓
愉
校
釋
、
繆
桂
龍
參
校
『
齊
民
要
術
校
釋
』
卷
七
「
白
醪
曲
第
六
十
五
」「
釀

白
醪
法
。
取
糯
米
一
石
、
冷
水
淨
淘
、
漉
出
著

中
、
作
魚
眼
沸
湯
浸
之
。
經
一
宿
、

米
欲
絶
酢
、
炊
作
一
餾
飯
、
攤
令
絶
冷
。
取
魚
眼
湯
沃
浸
米
泔
二
斗
、
煎
取
六
升
、
著

中
、
以
竹
掃
衝
之
、
如
茗
渤
。
復
取
水
六
斗
、
細
羅
麴
末
一
斗
、
合
飯
一
時
內

中
、
和
攪
令
飯
散
。」（
北
京
・
農
業
出
版
社
、
一
九
八
二
年
、
三
八
三
頁
）

⑥　

青
木
正
兒
「
末
茶
源
流
」、
青
木
正
兒
『
青
木
正
兒
全
集
』
卷
九
「
華
國
風
味
」、
東

京
・
春
秋
社
、
一
九
七
〇
年
、
五
〇
一
頁
。

⑦　

石
聲
漢
校
釋
『
齊
民
要
術
今
釋
』
卷
七
「
白
醪
曲
第
六
十
五
」、
北
京
・
科
学
出
版

社
、
一
九
五
八
年
、
四
七
七
頁
。

⑧　
『
齊
民
要
術
今
釋
』
卷
九
「
煮
癰
第
八
十
四
」
六
六
九
―
六
七
〇
頁
。

⑨　

西
山
武
一
、
熊
代
幸
雄
訳
注
『
校
訂
譯
註
齊
民
要
術
』
下
卷
七
第
六
十
五
白
醪
麹
、

東
京
・
東
京
大
学
出
版
社
、
一
九
五
九
年
、
二
九
頁
。

⑩　

繆
啓
愉
校
釋
、
繆
桂
龍
參
校
『
齊
民
要
術
校
釋
』
卷
九
「
煮
癰
第
八
十
四
」、
北
京
・

農
業
出
版
社
、
一
九
八
二
年
、
五
二
〇
頁
。

⑪　
『
南
齊
書
』
卷
三
十
五　

劉
休
伝
「
帝
憎
婦
人
妬
、尚
書
右
丞
榮
彥
遠
以
善
棊
見
親
、

婦
妬
傷
其
面
、
帝
曰
「
我
為
卿
治
之
、
何
如
」。
彥
遠
率
爾
應
曰
「
聽
聖
旨
」。
其
夕
、

遂
賜
藥
殺
其
妻
。
休
妻
王
氏
亦
妬
、
帝
聞
之
、
賜
休
妾
、
敕
與
王
氏
二
十

。
令
休
於

宅
後
開
小
店
、
使
王
氏
親
賣
掃
箒
皂
莢
以
辱
之
。
其
見
親
如
此
。」
北
京
・
中
華
書
局
、

一
九
七
二
年
、
六
一
二
頁
。

⑫　

漢　

許
慎
、
清　

段
玉
裁
注
『
説
文
解
字
注
』
卷
十
四
「
巾
部
」、
上
海
・
上
海
古

籍
出
版
社
、
一
九
八
一
年
、
三
六
一
頁
。

⑬　

漢　

宋
衷
注
、
清　

王
謨
輯
『
世
本
』、『
世
本
八
種
』、
上
海
・
上
海
商
務
印
書
館
、

一
九
五
七
年
、
四
〇
頁
。

⑭　

羅
竹
風
主
編
『
漢
語
大
詞
典
』
卷
三
「
帚
」、「
多
将
植
物
束
其
干
、
散
其
枝
叶
、
毫



二
四
七

茶
筅
の
起
源
と
確
立

519

端
而
成
。」
上
海
・
漢
語
大
詞
典
出
版
社
、
一
九
八
七
年
、
七
〇
四
頁
。

⑮　

宋　

陳
彭
年
『
宋
本
広
韻
』
卷
六
「
上
声
下
・
銑
」、厳
一
萍
編
『
百
部
叢
書
集
成
』、

台
北
・
芸
文
印
書
館
、
一
九
六
四－

一
九
七
〇
年
、
二
六
八
頁
。

⑯　

宋　

丁
度
『
集
韵
』
卷
六
「
上
声
下
・
銑
」、
上
海
・
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
五

年
、
三
七
八
頁
。

⑰　
『
齊
民
要
術
校
釋
』
卷
七
「
笨
麹
并
酒
第
六
十
六
」
三
九
三
頁
。

⑱　
『
齊
民
要
術
校
釋
』
卷
七
「
白
醪
麹
第
六
十
五
」
三
八
三
頁
。

⑲　
『
齊
民
要
術
校
釋
』
卷
七
「
造
神
麹
并
酒
第
六
十
四
」
三
六
〇
頁

⑳　
『
齊
民
要
術
今
釋
』
卷
七
「
白
醪
麹
第
六
十
五
」
四
五
四
頁
。

㉑　

同
前
三
七
三
頁
。

㉒　
『
齊
民
要
術
校
釋
』
卷
九
「
煮
癰
第
八
十
四
」
五
一
八
頁

㉓　

中
国
社
会
科
学
院
考
古
研
究
所
・
河
北
省
文
物
管
理
処
『
満
城
漢
墓
発
掘
報
告
』
上

册
、
北
京
・
文
物
出
版
社
、
一
九
八
〇
年
、
二
七
一
頁
。

㉔　
『
茶
經
』
卷
中
「
四
之
器
」、『
中
国
茶
書
全
集
』
卷
上
、
九
四
頁
。

㉕　

三
国
魏　

張
揖
、
清　

王
念
孫
『
廣
雅
疏
証
』
卷
七
下
「
釋
器
」、『
尓
雅
・
広
雅
・

方
言
・
釈
名
清
疏
四
種
合
刊
』、
上
海
・
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
九
年
、
五
五
九

頁
。

㉖　
『
茶
經
』
卷
中
「
四
之
器
」、『
中
国
茶
書
全
集
』
卷
上
、
九
三
頁
。

㉗　

唐　

封
演
『
封
氏
聞
見
記
』（
百
部
叢
書
集
成
）
巻
六
「
飲
茶
」
に
「
楚
人
陸
鴻
漸

為
『
茶
論
》、
茶
之
功
效
並
煎
茶
炙
茶
之
法
、
造
茶
具
二
十
四
事
、
以
「
都
統
籠
」
貯

之
。
遠
近
傾
慕
、
好
事
者
家
藏
一
副
。
有
常
伯
熊
者
、
又
因
鴻
漸
之
論
廣
潤
色
之
。
於

是
茶
道
大
行
、
王
公
朝
士
無
不
飲
者
。」
と
あ
る
。

㉘　

唐　

白
居
易
「
謝
李
六
郎
中
寄
新
蜀
茶
」、
故
情
周
匝
向
交
親
、
新
茗
分
張
及
病
身
。

紅
紙
一
封
書
後
信
、
綠
芽
十
片
火
前
春
。
湯
添
勺
水
煎
魚
眼
、
末
下
刀
圭
攪
麴
塵
。
不

寄
他
人
先
寄
我
、
應
緣
我
是
別
茶
人
。
清
代
彭
定
求
等
『
全
唐
詩
』
卷
四
百
三
十
九
、

北
京
・
中
華
書
局
、
一
九
七
九
年
、
四
八
九
三
頁
。
創
作
年
代
等
は
花
房
英
樹
の
『
白

氏
文
集
の
批
判
性
研
究
』（
東
京
・
中
村
印
刷
Ｋ
Ｋ
出
版
部
、
一
九
六
〇
年
）
を
参
考

に
し
た
。

㉙　

宋　

唐
慎
微
『
重
修
政
和
經
史
証
類
备
用
本
草
』
卷
一
「
序
例
上
」、
台
北
・
南
天

書
局
、
一
九
七
六
年
、
三
五
頁
。

㉚　

章
炳
麟
『
新
方
言
』
卷
六
「
釋
器
」、
于
玉
安
、
孫
豫
仁
主
編
「
字
典
彙
編
」
北
京
・

國
際
文
化
出
版
公
司
、
一
九
九
三
年
、
一
〇
七
頁
。

㉛　
『
齊
民
要
術
校
釋
』
卷
四
「
種
棗
第
三
十
三
」
一
八
四
頁
。

32　

宋　

丁
謂
「
煎
茶
詩
」、
羅
細
烹
還
好
、
鐺
新
味
更
全
。
花
隨
僧
箸
破
、
雲
逐
客
甌

圓
。
元
代
方
回
輯
『
瀛
奎
律
髓
』
卷
十
八
「
茶
類
」、
四
庫
善
本
叢
書
、
台
北
・
芸
文

印
書
館
、
一
九
六
〇
年
、
二
頁
。

33　

宋
代
蔡
襄
『
茶
録
』
下
篇
「
論
茶
器
」、『
中
国
茶
書
全
集
』
卷
上
、
一
〇
六
頁
。

34　

元
代
脱
脱
他
『
宋
史
』
卷
二
百
八
十
一
「
畢
仲
游
傳
」
に
「
太
原
銅
器
名
天
下
、獨

不
市
一
物
、
懼
人
以
為
矯
也
、
且
行
、
買
二
茶
匕
而
去
。」
と
あ
る
。
北
京
・
中
華
書

局
、
一
九
七
七
年
、
九
五
二
四
頁
。

35　
『
説
文
解
字
注
』
卷
十
五
「
匕
部
」
三
八
五
頁
。

36　

北
京
大
学
古
文
献
研
究
所
編
『
全
宋
詩
』
第
七
册
卷
三
百
八
十
七
、
北
京
・
北
京
大

学
出
版
社
、
一
九
九
二
年
、
四
七
六
七
頁

37　

唐
代
段
成
式
『
酉
陽
雜
俎
』
卷
四
「
境
異
」
に
「
近
有
海
客
往
新
羅
、
吹
至
一
島

上
、
滿
山
悉
是
黑
漆
匙
箸
。
其
處
多
大
木
。
客
仰
窺
匙
箸
、
乃
木
之
花
與
鬚
也
、
因
拾

百
餘
雙
還
。
用
之
、
肥
不
能
使
、
後
偶
取
攪
茶
、
隨
攪
而
消
焉
。」
と
あ
る
。『
百
部
叢

書
集
成
』。

38　

王
倉
西
『
法
門
寺
供
物
帳
碑
釋
疑
』、『
文
博
』、
一
九
八
九
年
第
四
期
、
三
一
頁
。

39　

氣
賀
澤
保
規
「＜

衣
物
帳＞

碑
の
読
み
下
し
及
び
各
組
（
グ
ル
ー
プ
）
掲
載
宝
物
一

覧
表
」、『
唐
皇
帝
か
ら
の
贈
り
物
』
一
七
三
頁
。

40　

韓
偉
「
法
門
寺
地
宫
唐
代
随
真
身
衣
物
帳
考
」、『
文
物
』
一
九
九
一
年
第
五
期
、

三
二
頁
。

41　

同
上
。

42　

菅
原
文
時
他
『
仁
和
寺
御
室
御
物
實
録
』、
東
京
・
育
徳
財
団
、
一
九
三
二
年
。

43　

李
王
家
博
物
館
編
『
李
王
家
博
物
館
所
藏
品
写
真
帳
』
下
、
京
城
、
一
九
一
二
年
、

第
二
〇
六
。

44　

中
尾
万
三
『
支
那
陶
瓷
と
茶
の
研
究
』、
金
明
培
『
韓
国
の
茶
道
文
化
』、
東
京
・
ぺ

り
か
ん
社
、
一
九
八
三
年
、
一
八
二
―
一
八
五
頁
よ
り
転
引
。

45　

中
尾
万
三
『
支
那
陶
瓷
と
茶
の
研
究
』、
金
明
培
『
韓
国
の
茶
道
文
化
』、
東
京
・
ぺ

り
か
ん
社
、
一
九
八
三
年
、
一
八
二
―
一
八
五
頁
よ
り
転
引
。「
一
銭
七
」・『
茶
録
』

の
「
鈔
茶
一
銭
匕
」
に
関
し
て
は
、
匕
と
七
の
形
が
似
て
い
る
と
は
い
え
、
薬
学
に
精

通
す
る
中
尾
万
三
が
混
同
し
て
い
る
と
は
か
ん
が
え
に
く
い
。可
能
性
と
し
て
は
金
明



二
四
八

520

培
の
引
用
か
出
版
社
の
排
版
の
際
に
起
っ
た
誤
り
で
あ
ろ
う
。

46　

宋
代
黄
儒
『
品
茶
要
録
』
後
論
、『
中
国
茶
書
全
集
』
卷
上
、
一
二
九
頁
。

47　

姜
在
彦
『
朝
鮮
文
化
史
』、『
ア
ジ
ア
歴
史
研
究
入
門
』
2
、
京
都
・
同
朋
舎
、

一
九
八
六
年
、
四
〇
〇
頁
。

48　

宋
代
韓
駒
『
陵
陽
集
』、
四
庫
全
書
、
台
北
・
台
湾
商
務
印
書
館
、
一
九
八
三－

一
九
八
六
年
、
一
千
百
三
十
三
册
、
七
九
〇
頁
。

49　

宋
代
惠
洪
『
石
門
文
字
禅
』
卷
十
二
、
四
庫
全
書
、
一
二
一
頁
。

【
図
】

図
一
、
攆
茶
図
：
台
北
国
立
故
宮
博
物
院
蔵
。『
宋
代
吃
茶
法
与
茶
器
之
研
究
』
一
七
七

頁
図
二
、
帚
：
元
代
王
禎
『
農
書
』、
百
部
叢
書
集
成
。

図
三
、
子
日
目
利
箒
：『
昭
和
六
十
二
年
正
倉
院
展
目
録
』
一
八
頁

図
四
、庖
厨
図
（

本
、局
部
）：
任
日
新
『
山
東
諸
城
漢
墓
画
像
石
』、「
文
物
」
一
九
八
一

年
第
一
〇
期
、
一
九
頁
。

図
五
、
現
代
の
炊
帚

図
六
、
銅
の
た
が
と
銅
の
い
し
づ
き
：
中
国
社
会
科
学
院
考
古
研
究
所
・
河
北
省
文
物
管

理
処
『
満
城
漢
墓
発
掘
報
告
』
下
冊
、
北
京
・
文
物
出
版
社
、
一
九
八
〇
年
、
図
版

一
八
四
―
四
。

図
七
、
銀
鍍
金
火
箸
：
新
潟
県
立
近
代
美
術
館
、：
朝
日
新
聞
社
文
化
企
画
局
、
博
報
堂

編
集
『
唐
皇
帝
か
ら
の
贈
り
物
』、
新
潟
県
立
近
代
美
術
館
、
朝
日
新
聞
社
文
化
企
画

局
、
博
報
堂
、
一
九
九
九
年
、
一
五
四
頁
。

図
八
、
銅
薬
匙
：
中
国
歴
史
博
物
館
『
中
国
古
代
史
参
考
図
録
・
秦
漢
時
期
』、
上
海
：

上
海
教
育
出
版
社
、
一
九
九
〇
年
、
二
〇
五
頁
。

図
九
、
銀
香
匙
：『
唐
皇
帝
か
ら
の
贈
り
物
』、
九
四
頁
。

図
一
〇
、漆
匕
：
鄭
紹
宗
『
河
北
宣
化
遼
張
文
藻
壁
画
墓
発
掘
簡
報
』、「
文
物
」
一
九
九
六

年
第
九
期
、
三
九
頁
。

図
一
一
、
漆
箸
：
同
上
。

図
一
二
、
銀
鍍
金
唐
草
文
柄
杓
：『
唐
皇
帝
か
ら
の
贈
り
物
』
六
五
頁
。

図
一
三
、
銀
鍍
金
飛
鴻
紋
匙
：『
唐
皇
帝
か
ら
の
贈
り
物
』
九
四
頁
。

図
一
四
、
銀
鍍
金
花
文
箸
：『
唐
皇
帝
か
ら
の
贈
り
物
』
一
五
四
頁
。

図
一
五
、
朝
鮮
の
銅
制
の
匙
：『
李
王
家
博
物
館
所
蔵
品
写
真
帖
』
二
〇
六
頁
。

図
一
六
、
金
十
二
環
錫

：『
唐
皇
帝
か
ら
の
贈
り
物
』
七
四
頁
。

図
一
七
、
竺
副
帥
：
宋
代
審
安
老
人
『
茶
具
図
贊
』、
百
部
叢
書
集
成
。

図
一
八
、
茶
具
図
：
王
秀
生
『
山
西
長
治
李
村

壁
画
墓
清
理
』、「
考
古
」
一
九
六
五
年

第
七
期
、
図
版
七
。

図
一
九
、
官
休
庵
の
茶
筅

図
二
〇
、
唐
茶
筌
：
熊
倉
功
夫
『
茶
之
湯
』、
東
京
・
教
育
社
、
一
九
九
六
年
、
一
五
六
頁
。

（
浙
江
農
林
大
学
・
文
法
学
院
・
茶
文
化
学
院
教
授
）


