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本
年
、
昭
和
美
術
館
設
立
者
の
後
藤

幸
三
（
一
八
八
一
〜
一
九
七
七
年
）
ゆ

か
り
の
茶
碗
や
和
歌
に
関
す
る
作
品
を

あ
ら
た
め
る
機
会
が
あ
り
、
幸
三
が
自

身
の
所
蔵
す
る
茶
道
具
を
使
い
、
様
々

な
ア
イ
デ
ア
を
楽
し
ん
で
い
た
こ
と
が

印
象
に
残
っ
た
。
自
身
の
コ
レ
ク
シ
ョ

ン
を
保
存
・
研
究
・
公
開
す
る
こ
と
を

目
的
に
美
術
館
を
設
立
し
た
幸
三
が
、

自
ら
の
趣
味
を
活
か
し
て
茶
道
具
を
楽

し
ん
で
い
た
様
子
に
つ
い
て
ご
紹
介
さ

せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
う
。

昭
和
美
術
館
は
開
館
四
十
五
周
年
を

迎
え
た
私
立
美
術
館
で
あ
る
。
当
館
の

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
点
数
は
約
八
百
点
で
、

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る

の
は
、設
立
者
幸
三
が
妻
は
な（
一
八
八

九
〜
一
九
六
五
年
）や
父
の
安
太
郎（
一

八
五
九
〜
一
九
三
六
年
）
と
と
も
に
明

治
二
十
年
頃
か
ら
昭
和
三
十
年
代
の
間

に
収
集
し
た
茶
道
具
と
書
画
で
あ
る
。

三
人
が
収
集
し
た
作
品
の
取
得
年
代

を
追
っ
て
み
る
と
、
茶
道
具
を
入
手
し

始
め
る
の
は
幸
三
と
は
な
が
結
婚
し
た

明
治
四
十
三
年
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か

ら
、
嫁
入
り
前
か
ら
茶
道
を
趣
味
と
し

て
い
た
は
な
が
茶
道
具
収
集
の
き
っ
か

け
を
作
っ
た
こ
と
が
伺
え
る
。
幸
三
夫

妻
の
共
通
の
趣
味
で
あ
っ
た
茶
の
湯
で

あ
る
が
、
は
な
は
尾
州
久
田
流
の
茶
を

修
め
て
い
た
と
言
わ
れ
る
一
方
、
幸
三

は
茶
の
湯
を
誰
か
に
師
事
す
る
こ
と
無

く
、
茶
事
で
の
点
前
は
、
は
な
に
任
せ

て
い
た
。

幸
三
は
歌
人
・
佐
佐
木
信
綱
氏
（
一

八
七
二
〜
一
九
六
三
年
）
に
師
事
し
た

よ
う
で
、
和
歌
を
詠
む
こ
と
は
幸
三
の

趣
味
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
古
歌

を
学
習
す
る
こ
と
と
古
筆
の
鑑
賞
と
が

一
体
と
な
り
、
古
筆
切
や
和
歌
集
な
ど

の
古
写
本
を
収
集
し
て
い
る
。

幸
三
が
趣
味
で
あ
る
和
歌
と
茶
道
具

（
茶
の
湯
に
ふ
さ
わ
し
い
掛
軸
を
含
む
）

の
収
集
や
活
か
し
方
を
一
体
と
し
て
楽

し
ん
で
い
た
様
子
が
伝
わ
る
の
が
、
自

身
の
所
有
す
る
茶
道
具
の
写
し
を
制
作

し
、
時
に
は
箱
に
自
作
の
和
歌
を
書
き

つ
け
て
親
し
い
人
へ
送
る
と
い
う
も
の

で
あ
る
。

例
を
挙
げ
る
と
、
昭
和
十
三
年
、
父

安
太
郎
の
回
忌
茶
会
の
記
念
品
と
し
て

安
太
郎
が
愛
用
し
た
「
安
南
茶
碗　

銘
『
宝
珠
』」（
ベ
ト
ナ
ム
・
十
七
世

紀
）
の
写
し
の
制
作
を
横
井
米
禽
に
依

頼
し
、「
安
南
写
し
茶
碗　

銘
『
安
泰
』」

を
制
作
し
て
い
る
。

写
さ
れ
た
茶
碗
は
ベ
ト
ナ
ム
の
土
を
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茶
道
具
を
「
活
か
し
」
楽
し
む
仕
掛
け

�

後
藤
さ
ち
子
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使
い
、
か
た
ち
、
色
味
に
い
た
る
ま
で

忠
実
な
写
し
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の

写
し
の
制
作
に
あ
た
っ
て
は
、
和
歌
の

「
本
歌
取
」
の
よ
う
な
手
法
で
ア
レ
ン

ジ
を
加
え
て
い
る
。本
歌
で
あ
る
銘『
宝

珠
』
で
は
側
面
に
「
天
下
萬
年
」
と
書

か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
、
写
し
で
あ
る

銘
『
安
泰
』
で
は
「
天
下
安
泰
」
と
変

更
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
父
安
太
郎
の

幼
名
泰
次
郎
と
襲
名
の
名
安
太
郎
か
ら

一
文
字
ず
つ
採
っ
た
も
の
で
、
文
字
も

故
人
の
筆
跡
を
使
い
、
故
人
を
偲
ぶ
仕

掛
け
が
な
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

「
本
歌
取
」
と
は
、「
周
知
の
和
歌
の

表
現
を
意
図
的
に
取
り
入
れ
て
、
新
し

い
和
歌
を
詠
む
技
法
。」（『
和
歌
文
学

大
辞
典
』、『
和
歌
文
学
大
辞
典
』
編
集

委
員
会
編
、（
株
）
古
典
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー

社
、
二
〇
一
四
年
）
で
あ
り
、
本
歌
取

の
利
点
は
、
本
歌
の
内
容
や
情
景
な
ど

を
連
想
さ
せ
る
こ
と
で
、
新
た
に
読
ま

れ
た
和
歌
が
よ
り
広
が
り
の
あ
る
内
容

を
含
む
こ
と
が
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
「
安
南
写
し
茶
碗　

銘
『
安
泰
』」

の
場
合
、「
本
歌
取
」
す
る
こ
と
で
、

茶
会
の
参
会
者
へ
故
人
愛
用
の
茶
碗
の

す
が
た
を
通
し
て
故
人
を
偲
ん
で
ほ
し

い
と
い
う
気
持
ち
と
と
も
に
、
落
ち
着

か
な
い
世
相
の
中
「
天
下
安
泰
」
を
祈

念
す
る
気
持
ち
を
代
弁
さ
せ
て
い
る
。

ま
た
、和
歌
で
大
切
に
さ
れ
る
の
が
、

和
歌
の
詠
ま
れ
た
季
節
や
場
面
な
ど
の

状
況
や
経
緯
、
出
典
を
記
述
し
た
「
詞

書
」
と
い
う
文
で
、
詞
書
が
示
す
情
報

は
、
和
歌
に
よ
り
鮮
や
か
な
イ
メ
ー
ジ

を
付
与
す
る
こ
と
と
な
る
。
幸
三
は
、

あ
た
か
も
詞
書
の
よ
う
に
所
蔵
す
る
茶

道
具
に
関
連
す
る
文
や
画
賛
な
ど
を
添

え
て
、
茶
道
具
に
イ
メ
ー
ジ
を
付
与
す

る
こ
と
を
い
く
つ
か
試
み
て
い
る
。

掛
絵「
千
代
能
図
」円
山
応
挙
筆（
江

戸
時
代
中
期
）
に
は
、「
我
家
所
蔵
の

千
代
能
筆
の
幅
を
一
緒
に
す
る
と
よ
い

と
思
う
」
と
メ
モ
を
残
し
て
い
る
。
こ

の
千
代
能
筆
の
幅
と
は
、
掛
書
の
「
独

悟
歌
入
消
息
」
無
外
如
大
禅
尼
筆
（
鎌

倉
時
代
・
弘
安
二
（
一
二
七
九
）
年
）

を
指
す
と
思
わ
れ
、
無
外
如
大
禅
尼
と

千
代
能
が
同
一
人
物
で
あ
る
と
い
う
伝

承
を
も
と
に
、
千
代
能
の
す
が
た
を
描

い
た
絵
に
よ
っ
て
、
書
跡
に
筆
者
の
イ

メ
ー
ジ
を
付
与
す
る
こ
と
を
考
え
て
い

た
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
他
に
も
、「
清

拙
正
澄
筆
墨
蹟
」（
鎌

倉
時
代
末
期
）
に
は
松

平
不
昧
が
朽
木
昌
綱
に

宛
て
て
書
い
た
、
清
拙

図１　「安南茶碗　銘『宝珠』」

図２　「安南写し茶碗　銘『安泰』」

図３　「千代能図」

図４　「独悟歌入消息」
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正
澄
の
墨
蹟
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る

文
を
添
わ
せ
て
一
組
と
し
て
い
た
り
、

松
平
不
昧
作
茶
杓　

銘
「
ひ
と
は
な
」

（
江
戸
時
代
後
期
）
に
不
昧
自
画
賛
の

「
梅
の
枝
画
賛
」（
江
戸
時
代
後
期
）
を

添
わ
せ
て
一
組
と
し
て
い
た
り
す
る
。

こ
れ
ら
の
作
品
は
そ
れ
ぞ
れ
別
の
ル
ー

ト
か
ら
入
手
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、

添
わ
せ
る
文
や
絵
は
茶
道
具
と
何
ら
か

の
関
連
が
あ
る
作
品
が
選
ば
れ
、
茶
道

具
に
ス
ト
ー
リ
ー
性
を
付
与
し
て
い

る
。ま

た
、
少
し
お
も
し
ろ
い
視
点
だ
と

感
じ
ら
れ
る
の
は
、
幸
三
が
所
蔵
品
の

本
歌
と
同
形
・
同
意
匠
で
、
本
歌
よ
り

後
の
時
代
に
写
し
と
し
て
作
ら
れ
た
作

品
を
入
手
し
、
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
加
え

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
一
点
は
「
青
磁

犬
鷹
香
合
」（
明
時
代
末
期
〜
清
時
代

初
期
）
と
い
う
本
歌
と
、
仁
阿
弥
道
八

作
の
「
青
磁
犬
鷹
香
合
写
し
」（
江
戸

時
代
後
期
）を
入
手
し
た
も
の
で
あ
る
。

他
に
「
青
磁
袴
腰
香
炉
」
中
国
龍
泉
窯

（
南
宋
時
代
十
三
世
紀
）
と
い
う
本
歌

の
同
形
で
三
代
清
鳳
与
平
作
「
秘
色
磁

香
炉
」
を
、「
祥
瑞
梅
形
茶
碗
」（
明
時

代
末
期
〜
清
時
代
初
期
）
と
い
う
本
歌

と
加
藤
民
吉
作
の
「
梅
形
茶
碗
染
付
写

し
」（
江
戸
時
代
後
期
）
な
ど
を
所
有

し
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
本
歌
は
ど
れ
も

中
国
で
作
ら
れ
日
本
に
も
た
ら
さ
れ
た

物
で
あ
る
の
に
対
し
、
写
し
の
方
は
日

本
の
陶
工
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
古
い

本
歌
に
学
び
な
が
ら
創
作
さ
れ
た
和
様

の
写
し
を
本
歌
と
と
も
に
楽
し
ん
で
い

た
よ
う
で
あ
る
。

茶
道
具
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
お
い
て

は
、
写
し
を
制
作
し
た
り
別
の
ル
ー
ツ

を
持
つ
作
品
同
士
を
組
に
し
た
り
と
楽

し
ん
で
い
る
幸
三
で
あ
る
が
、
も
っ
と

も
力
を
入
れ
て
収
集
し
た
の
が
和
歌
に

関
す
る
書
で
あ
る
。
当
館
の
書
の
コ
レ

ク
シ
ョ
ン
は
和
歌
に
関
す
る
も
の
が
多

く
、
幸
三
は
和
歌
切
、
巻
子
本
な
ど
は

大
正
六
年
頃
か
ら
昭
和
三
十
年
代
ま
で

入
手
を
続
け
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
れ

ら
の
和
歌
に
関
す
る
書
に
つ
い
て
は
新

た
に
組
を
作
っ
た
り
、
写
し
な
ど
の
制

作
を
し
た
り
は
し
て
い
な
い
よ
う
で
あ

る
。
こ
の
あ
た
り
か
ら
も
、
自
由
な
楽

し
み
方
を
許
容
す
る
茶
の
湯
を
自
分
流

に
楽
し
ん
で
い
た
様
子
を
感
じ
る
こ
と

が
で
き
る
。

た
だ
し
、
別
の
ル
ー
ツ
を
持
つ
も
の

同
士
を
組
に
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
、

手
書
き
の
小
さ
な
メ
モ
か
ら
発
見
し
た

も
の
で
あ
る
。
茶
道
具
は
所
有
者
が

使
っ
た
り
改
変
し
た
り
す
る
こ
と
で
物

語
が
作
ら
れ
て
き
た
物
も
多
く
あ
り
、

今
後
も
そ
の
よ
う
な
楽
し
み
方
が
な
さ

れ
て
ゆ
く
こ
と
と
思
う
。
箱
書
や
添
状

な
ど
由
来
や
改
変
を
示
す
情
報
に
つ
い

て
は
、
保
存
、
研
究
の
上
で
は
は
っ
き

り
と
墨
書
で
残
し
て
ほ
し
い
と
感
じ
て

い
る
。

茶
の
湯
文
化
学
会�

�

創
立
三
十
周
年
を
迎
え
て

�

歴
代
副
会
長
よ
り

「
茶
の
湯
文
化
学
会
で
の
活
動
を

振
り
返
っ
て
」

小
泊
重
洋

茶
の
湯
の
素
養
は
殆
ど
あ
り
ま
せ

ん
。
一
九
九
四
年
十
一
月
、
偶
然
、
陝

西
省
・
法
門
寺
で
倉
沢
先
生
に
お
会
い

し
た
の
が
、
本
会
参
加
の
き
っ
か
け
で

し
た
。
自
然
科
学
と
人
文
科
学
融
合
の

素
材
と
し
て
、
お
茶
は
最
適
の
も
の
と

考
え
て
い
ま
し
た
。
倉
沢
先
生
も
そ
の

よ
う
に
お
考
え
だ
っ
た
の
か
、
入
会
間

も
な
く
身
に
余
る
大
役
を
仰
せ
つ
か
り

ま
し
た
。京
都
に
行
き
来
す
る
う
ち
に
、

お
茶
に
は
大
き
な
世
界
が
二
つ
あ
る
こ

と
を
実
感
し
ま
し
た
。
茶
の
湯
の
拠
点

京
都
と
茶
産
業
の
拠
点
静
岡
で
す
。
そ

し
て
、
水
と
油
的
な
差
異
も
感
じ
ま
し

た
。
静
岡
の
茶
業
者
は
茶
の
湯
に
は
全

く
関
心
が
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
茶

の
湯
関
係
者
も
茶
産
業
に
は
関
心
が
な

い
こ
と
に
気
づ
き
ま
し
た
。
お
茶
席

で
、「
お
茶
名
は
」「
お
詰
め
は
」
と
出

て
も
、
そ
の
先
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ど
こ

の
だ
れ
が
ど
の
よ
う
に
し
て
お
茶
を

作
っ
て
い
る
か
に
は
関
心
が
う
す
い
よ

う
で
す
。
日
本
学
術
会
議
が
認
め
た
お

茶
に
関
わ
る
学
術
団
体
に
日
本
茶
業
学

会
（
元
日
本
茶
業
技
術
協
会
）
と
本
会

が
あ
り
ま
す
。
十
数
年
前
で
す
が
、
両
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者
の
名
簿
を
比
較
し
た
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
個
人
会
員
数
は
ほ
ぼ
同
じ
く
七
百

名
弱
。
茶
の
生
産
に
関
わ
る
研
究
者
や

技
術
者
で
構
成
さ
れ
る
当
時
の
日
本
茶

業
技
術
協
会
で
は
静
岡
県
の
会
員
が
三

十
三
％
を
占
め
て
い
た
の
に
対
し
、
茶

の
湯
文
化
学
会
の
会
員
は
九
名
の
み
、

全
体
の
一
・
三
％
。
両
方
に
所
属
す
る

の
は
私
だ
け
で
し
た
。
な
ん
と
か
、
静

岡
の
茶
業
者
に
茶
の
湯
へ
の
関
心
を
呼

び
起
こ
そ
う
と
、
静
岡
例
会
を
立
ち
上

げ
、
講
演
会
や
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
き

ま
し
た
。
ま
ず
は
、
茶
文
化
と
は
何
か

か
ら
始
め
ま
し
た
。
茶
と
人
と
の
関
わ

り
と
も
い
わ
れ
ま
す
が
漠
然
と
し
て
い

ま
す
。
国
や
県
の
茶
業
振
興
計
画
に
茶

文
化
振
興
を
う
た
っ
て
い
ま
す
が
、
茶

文
化
の
定
義
が
不
明
確
な
た
め
具
体
策

は
あ
り
ま
せ
ん
。
台
湾
か
ら
も
演
者
を

招
き
「
茶
文
化
と
は
何
か
」
と
い
う
シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
行
い
ま
し
た
が
、
答
え

は
得
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。ず
ば
り「
茶

業
と
茶
の
湯
」
と
い
う
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

も
開
き
ま
し
た
。
両
方
か
ら
多
く
の
人

が
参
加
す
る
と
思
っ
た
の
で
す
が
逆
で

し
た
。沢
山
の
論
文
集
が
残
り
ま
し
た
。

ご
希
望
が
あ
れ
ば
差
し
上
げ
ま
す
。
女

性
の
研
究
者
が
多
い
の
も
本
会
の
特
徴

で
す
。
そ
こ
で
、「
女
性
研
究
者
に
よ

る
茶
文
化
研
究
発
表
会
」
も
行
い
ま
し

た
。
バ
ラ
エ
テ
ィ
に
富
ん
だ
良
い
論
文

集
が
で
き
ま
し
た
。
あ
れ
こ
れ
異
質
な

活
動
を
行
っ
て
き
ま
し
た
が
、
多
く
が

中
途
半
端
に
な
っ
て
し
ま
い
責
任
を
感

じ
て
い
ま
す
。
茶
が
あ
っ
て
こ
そ
の
茶

の
湯
で
す
。
も
う
少
し
茶
産
業
に
も
関

心
を
持
っ
て
く
だ
さ
る
こ
と
を
望
み
ま

す
。
茶
を
通
じ
て
大
地
と
自
然
を
感
じ

る
は
ず
で
す
。

「
副
会
長
経
験
者
と
し
て
」

高
橋
忠
彦

私
は
中
国
文
化
の
研
究
か
ら
、茶
と
の

関
わ
り
を
持
っ
た
の
で
、セ
ネ
カ
の
言
葉

〝Soleo enim
 et in aliena castra 

transire, non tanquam
 transfuga 

sed tanquam
 explorator.

（
私
は
他

の
陣
営
に
入
り
込
む
こ
と
を
常
と
し
て

い
る
。
そ
れ
は
逃
亡
者
と
し
て
で
は
な

く
、
探
険
者
と
し
て
で
あ
る
）〟
が
、

私
の
茶
の
湯
文
化
学
会
に
参
加
し
た
ス

タ
ン
ス
を
暗
示
し
て
い
ま
す
。
茶
の
湯

文
化
研
究
の
関
わ
り
は
、
あ
く
ま
で
も

中
国
研
究
と
い
う
、
外
部
か
ら
の
も
の

で
あ
っ
た
の
で
す
が
、
そ
れ
が
一
時
期

は
副
会
長
を
務
め
た
の
で
す
か
ら
、
こ

の
学
会
は
懐
が
深
い
と
言
わ
ざ
る
を
得

ま
せ
ん
。

　

私
が
副
会
長
を
務
め
た
経
緯
に
つ
い

て
は
、
倉
沢
先
生
へ
の
弔
辞
と
し
て
会

報
に
載
せ
た
こ
と
と
重
複
し
ま
す
の
で

省
略
し
ま
す
。
と
も
あ
れ
、
倉
沢
先
生

の
構
想
さ
れ
た
学
際
的
な
茶
文
化
研
究

を
、
中
国
研
究
の
立
場
か
ら
補
佐
し
た

こ
と
は
事
実
で
す
。
そ
の
成
果
に
つ
い

て
は
、
皆
様
の
評
価
に
委
ね
ま
す
が
、

国
外
で
催
行
す
る
研
究
会
は
、
倉
沢
先

生
以
降
に
も
受
け
継
が
れ
、
参
加
さ
れ

た
会
員
の
視
野
を
広
げ
る
と
い
う
効
果

を
得
ら
れ
ま
し
た
。学
際
的
な
視
点
は
、

今
後
の
学
会
運
営
に
も
反
映
さ
せ
て
い

た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

私
も
い
つ
ま
で
研
究
生
活
を
続
け
ら

れ
る
か
分
か
り
ま
せ
ん
の
で
、
こ
の
機

会
に
、
学
際
的
な
研
究
に
よ
る
成
果
と

は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
一
例
を
挙

げ
て
御
説
明
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ

の
度
、『
浙
江
の
茶
文
化
を
学
際
的
に

探
る
』
な
る
論
文
集
を
編
ん
で
上
梓
し

ま
し
た
が
、そ
こ
で
も
論
じ
た
よ
う
に
、

唐
代
に
於
い
て
「
盌
」
と
「
甌
」
の
形

状
と
容
量
が
異
な
る
と
い
う
陶
磁
史
的

見
解
（
こ
れ
は
水
上
和
則
先
生
の
成
果

で
す
）
が
、
陸
羽
の
『
茶
経
』
の
読
み

に
深
み
を
与
え
、
陸
羽
が
「
盌
」
を
使

用
し
て
、
坐
客
に
美
味
な
茶
を
、
繰
り

返
し
急
い
で
振
る
舞
っ
た
と
い
う
、
重

要
な
問
題
が
解
明
さ
れ
ま
し
た
。ま
た
、

陸
羽
に
対
す
る
か
の
よ
う
に
現
れ
た
、

白
居
易
が
「
甌
」
を
用
い
て
悠
然
と
飲

む
茶
は
、
後
世
の
文
人
の
茶
に
方
向
性

を
与
え
た
の
で
す
。

　

こ
の
成
果
は
、『
茶
経
』
の
読
解
に

基
づ
く
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
り
ま
せ

ん
。「
若
坐
客
数
至
五
、
行
三
盌
、
至

七
、
行
五
盌
（
坐
客
が
五
人
な
ら
、
盌

を
三
回
巡
ら
し
、
七
人
な
ら
五
回
巡
ら

す
）」
と
い
う
一
節
は
、
過
去
に
は
誤

読
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、そ
れ
は
「
行
」

の
漢
字
の
意
味
が「
客
の
間
に
巡
ら
す
」
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だ
と
い
う
こ
と
を
見
落
と
し
て
い
た
か

ら
で
す
。
こ
の
よ
う
な
読
解
を
積
み
重

ね
る
こ
と
で
、
陸
羽
の
喫
茶
法
を
体
系

的
に
復
元
し
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
考
え

た
わ
け
で
す
。
文
化
史
研
究
の
方
法
は

様
々
で
す
が
、
テ
キ
ス
ト
を
重
視
す
る

と
い
う
側
面
は
、
今
後
も
尊
重
さ
れ
る

べ
き
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

「
東
海
例
会
の
歩
み
」

神
谷
昇
司

副
会
長
と
し
て
の
提
言
な
ど
は
あ
り

ま
せ
ん
が
、
東
海
例
会
の
歩
み
を
掲
載

し
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。
神
崎

さ
ん
が
す
で
に
ま
と
め
て
提
出
頂
い
て

い
る
と
思
い
ま
す
が
、
か
な
り
の
量
で

す
が
、
一
つ
の
例
会
の
歩
み
で
か
な
り

の
茶
の
湯
学
会
の
流
れ
も
把
握
で
き
る

と
思
い
ま
す
。
勿
論
東
海
例
会
は
、
戸

田
宗
安
先
生
の
熱
意
で
佐
藤
豊
三
先

生
、
神
崎
か
ず
子
先
生
と
私
で
立
ち
上

げ
た
例
会
で
す
。
現
在
は
昭
和
美
術
館

後
藤
さ
ち
子
様
、
徳
川
美
術
館
加
藤
祥

平
様
、
岩
崎
理
事
も
メ
ン
バ
ー
に
な
っ

て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
ま
た
今
年

度
か
ら
年
１
回
昭
和
美
術
館
で
野
立
て

茶
会
を
企
画
し
て
お
り
ま
す
。
よ
ろ
し

く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

「
一
世
代
を
経
た
学
術
団
体
な
ら

で
は
の
活
動
を
」

田
中
秀
隆

　

創
立
三
十
周
年
と
い
う
節
目
を
迎
え

る
に
あ
た
り
、
創
立
二
十
周
年
を
記
念

し
て
刊
行
し
た
『
講
座　

日
本
茶
の
湯

全
史
』（
中
世
・
近
世
・
近
代
）
の
当

時
の
谷
晃
会
長
の
「
刊
行
に
よ
せ
て
」

を
読
み
返
し
た
。

　
「
本
講
座
が
刊
行
さ
れ
る
こ
と
に
よ

り
、
よ
り
多
く
の
方
々
の
茶
の
湯
に
対

す
る
関
心
が
深
ま
り
、
ま
た
茶
の
湯
文

化
研
究
の
学
問
的
な
市
民
権
が
確
立
さ

れ
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
学
会
と
し
て
こ

れ
に
勝
る
悦
び
は
な
い
。」
と
結
ば
れ

て
い
る
。「
茶
の
湯
文
化
研
究
の
学
問

的
な
市
民
権
が
確
立
」
が
、
十
年
前
の

学
会
の
悲
願
で
あ
っ
た
こ
と
が
思
い
起

こ
さ
れ
る
。
振
り
返
っ
て
み
れ
ば
、
さ

さ
や
か
な
が
ら
こ
の
共
通
の
課
題
を
意

識
し
て
研
究
を
発
表
し
て
き
た
の
か
、

と
思
い
起
こ
せ
る
仕
事
も
な
い
わ
け
で

は
な
い
が
、
所
詮
、
個
人
の
で
き
る
こ

と
に
は
、
限
界
が
あ
る
。

個
人
の
限
界
を
意
識
し
て
か
、
こ
の

十
年
で
、
新
た
な
茶
の
湯
研
究
の
団
体

も
生
ま
れ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
活
動
を
行
っ

て
い
る
現
状
を
、「
よ
り
多
く
の
方
々

の
茶
の
湯
に
対
す
る
関
心
の
深
ま
り
」

と
、
ま
ず
は
肯
定
的
に
受
け
止
め
て
い

る
。一

方
、
茶
の
湯
文
化
学
会
は
、
茶
の

湯
研
究
の
団
体
の
中
で
唯
一
の
学
術
会

議
の
登
録
団
体
で
あ
る
こ
と
か
ら
、「
茶

の
湯
文
化
研
究
の
学
問
的
な
市
民
権
が

確
立
」
と
い
う
課
題
に
対
し
て
、
引
き

続
き
正
面
か
ら
向
か
い
合
う
責
任
を
有

し
て
い
る
。

　

あ
ら
た
め
て
、
学
問
の
発
展
は
何

よ
っ
て
担
保
さ
れ
る
か
と
い
う
問
題
を

歴
史
的
に
考
え
直
し
て
み
れ
ば
、
新
た

な
知
見
に
対
し
て
、
集
ま
っ
て
広
く
議

論
す
る
組
織
が
、「
学
会
」
で
あ
っ
た
。

　

あ
る
問
題
を
真
剣
に
検
討
す
れ
ば
す

る
ほ
ど
、
研
究
者
間
で
、
違
っ
た
見
解

が
生
ま
れ
て
く
る
の
は
、
当
然
の
こ
と

で
あ
る
。
違
っ
た
見
解
だ
か
ら
と
い
っ

て
、
そ
れ
に
耳
を
塞
ぎ
、
発
言
を
封
ず

る
の
で
は
な
く
、
同
じ
土
俵
に
立
っ
て

相
互
の
見
解
を
披
瀝
し
合
う
こ
と
が
、

学
問
の
発
展
を
支
え
て
き
た
。

　

そ
の
歴
史
に
鑑
み
れ
ば
、
茶
の
湯
文

化
研
究
に
学
問
的
な
市
民
権
が
与
え
ら

れ
る
か
ど
う
か
は
、
茶
の
湯
文
化
研
究

に
お
い
て
同
じ
土
俵
に
立
っ
て
相
互
の

見
解
を
披
瀝
し
、
発
展
さ
せ
る
場
が
、

存
在
す
る
か
ど
う
か
が
一
つ
の
試
金
石

と
な
ろ
う
。

　

自
身
は
研
究
を
行
わ
な
い
会
員
に

と
っ
て
も
、
真
剣
な
議
論
の
行
わ
れ
る

場
に
立
ち
会
え
る
権
利
を
有
す
る
こ
と

が
、
そ
の
会
に
所
属
す
る
魅
力
と
映
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
？

　

そ
れ
が
可
能
な
場
は
、「
茶
の
湯
文

化
学
会
」
を
お
い
て
な
い
。
そ
の
こ
と

を
よ
り
自
覚
し
て
次
の
十
年
に
進
む
こ

と
が
、
次
の
世
代
の
研
究
者
そ
し
て
、

茶
の
湯
文
化
研
究
の
理
解
者
を
増
や
し

て
い
く
こ
と
に
つ
な
が
る
と
考
え
て
い

る
。

　

創
立
三
十
周
年
に
あ
た
り
、
十
年
前
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か
ら
の
未
完
の
課
題
を
再
確
認
す
る
形

で
の
提
言
に
代
え
た
次
第
に
ご
賛
同
い

た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

 

（
就
任
順
）

理
事
会

　

令
和
五
年
度
第
一
回
理
事
会
が
、九

月
十
七
日（
日
）午
後
二
時
よ
り
Ｚｏ
ｏ
ｍ

ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
で
行
わ
れ
た
。
理
事
十

六
名
が
出
席
し
、
以
下
の
議
題
に
つ
い

て
討
論
が
な
さ
れ
た
。

一
、
各
担
当
理
事
よ
り
事
業
報
告

二
、
令
和
五
年
度
総
会
・
大
会
の
報
告

三
、
会
誌
・
会
報
に
つ
い
て

四
、
そ
の
他

五
、
令
和
六
年
度
総
会
に
つ
い
て

　

第
一
議
題
で
は
、
令
和
五
年
度
各
地

例
会
に
つ
い
て
、
担
当
理
事
よ
り
そ
れ

ぞ
れ
報
告
が
行
わ
れ
た
。

　

第
二
議
題
で
は
、
令
和
五
年
度
総

会
・
大
会
の
報
告
が
、
山
田
副
会
長
よ

り
行
わ
れ
た
。参
加
者
は
百
七
十
九
名
。

見
学
会
の
参
加
者
は
五
十
九
名
で
あ
っ

た
。

　

第
三
議
題
で
は
、
会
誌
に
つ
い
て
山

田
編
集
委
員
長
よ
り
、
会
誌
四
十
号
の

進
捗
状
況
が
報
告
さ
れ
た
。
ま
た
、
会

誌
の
「
会
誌
投
稿
規
定
」
の
変
更
の
件

の
提
案
が
あ
り
、
現
行
「
三
、
体
裁　

原
稿
は
縦
書
き
と
し
」と
あ
る
箇
所
を
、

「
三
、
体
裁　

原
稿
は
縦
書
き
を
原
則

と
し
、
必
要
に
応
じ
て
横
書
き
も
認
め

る
」
に
、「
四
、
提
出　

電
子
メ
デ
ィ
ア

で
原
稿
を
提
出
す
る
場
合
は
、
プ
リ
ン

ト
ア
ウ
ト
紙
を
二
通
添
付
す
る
」
と
あ

る
箇
所
を
、「
四
、
提
出
（
こ
の
部
分

削
除
）」と
、す
る
こ
と
が
承
認
さ
れ
た
。

こ
の
件
は
、総
会
審
議
事
項
と
な
る
為
、

令
和
六
年
度
総
会
議
案
と
す
る
。

　

会
誌
の
電
子
化
に
つ
い
て
は
、
他
学

会
に
お
い
て
も
電
子
化
が
検
討
さ
れ
て

お
り
、
当
学
会
に
お
い
て
も
、
編
集
委

員
会
に
お
い
て
た
た
き
台
を
作
成
し
、

来
年
度
中
に
は
理
事
会
に
提
出
す
る
。

　

会
報
に
つ
い
て
舩
阪
理
事
よ
り
会
報

一
一
八
号
の
進
捗
状
況
が
報
告
さ
れ
た
。

　

第
四
議
題
で
は
、
広
報
活
動
に
つ
い

て
、
チ
ラ
シ
の
作
成
の
件
は
会
長
・
副

会
長
で
内
容
も
含
め
て
協
議
し
、
今
後

も
依
田
理
事
に
デ
ザ
イ
ン
を
担
当
し
て

も
ら
う
。

　

第
五
議
題
で
は
、
令
和
六
年
度
総

会
・
大
会
に
つ
い
て
、
開
催
日
程
は
令

和
六
年
度
六
月
、
会
場
は
同
志
社
大
学

今
出
川
キ
ャ
ン
パ
ス
。
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

の
テ
ー
マ
は
、
次
回
理
事
会
ま
で
に
詰

め
る
よ
う
に
す
る
。
ま
た
見
学
会
・
懇

親
会
も
行
う
方
向
で
進
め
て
行
く
。

　

令
和
五
年
度
第
二
回
拡
大
理
事
会

が
、
十
二
月
三
日（
日
）午
後
二
時
よ
り

Ｚ
ｏ
ｏ
ｍ
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
で
行
わ
れ
た
。

理
事
・
幹
事
十
四
名
が
出
席
し
、
以
下

の
議
題
に
つ
い
て
討
論
が
な
さ
れ
た
。

一
、
各
担
当
理
事
よ
り
事
業
報
告

二
、 

令
和
六
年
度
総
会
に
つ
い
て

三
、 

会
長
候
補
選
考
委
員
会
の
編
成
に

つ
い
て

四
、 
理
事
・
幹
事　

役
員
人
事
に
つ
い

て

五
、
会
誌
・
会
報
に
つ
い
て

六
、
そ
の
他

　

第
一
議
題
で
は
、
令
和
五
年
度
各
地

例
会
に
つ
い
て
、
担
当
理
事
よ
り
そ
れ

ぞ
れ
報
告
が
行
わ
れ
た
。

　

第
二
議
題
で
は
、令
和
六
年
度
総
会
・

大
会
に
つ
い
て
、
開
催
日
は
令
和
六
年

六
月
八
日（
土
）・
九
日（
日
）。
会
場
は

同
志
社
大
学
今
出
川
キ
ャ
ン
パ
ス
（
会

場
と
Ｚ
ｏ
ｏ
ｍ
の
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
開

催
）。シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
テ
ー
マ
は
「
近
世

に
お
け
る
武
家
相
応
の
茶
の
成
立
と
展

開（
仮
）」。
見
学
会
は
大
徳
寺
芳
春
院
。

懇
親
会
も
開
催
が
決
定
し
た
。
研
究
発

表
者
は
募
集
と
し
、
詳
細
は
後
日
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

第
三
議
題
で
は
、
会
長
候
補
者
選
出

に
関
す
る
内
規
に
従
い
、
新
会
長
候
補

の
選
考
を
行
う
よ
う
、
会
長
候
補
選
考

委
員
会
委
員
に
、
岩
崎
正
彌
理
事
、
田

中
秀
隆
理
事
、
美
濃
部
仁
理
事
が
選
出

さ
れ
た
。
次
回
理
事
会
ま
で
に
委
員
会

を
開
催
し
、会
長
候
補
者
を
選
出
し
、総

会
に
て
決
定
す
る
こ
と
が
決
ま
っ
た
。

　

第
四
議
題
で
は
、
中
村
順
行
理
事
よ

り
退
任
願
が
出
さ
れ
た
が
、
留
任
を
お

願
い
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ま
た
、
神

崎
か
ず
子
幹
事
よ
り
退
任
願
が
出
さ
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れ
、
承
認
さ
れ
た
。

　

第
五
議
題
で
は
、
会
誌
に
つ
い
て
山

田
編
集
委
員
長
よ
り
、
会
誌
四
十
一
号

の
進
捗
状
況
が
報
告
さ
れ
た
。
表
紙
の

装
幀
に
つ
い
て
、
次
号
よ
り
デ
ザ
イ
ン

は
そ
の
ま
ま
、
色
指
定
は
印
刷
会
社
と

相
談
す
る
こ
と
と
な
り
、
四
十
一
〜
五

十
号
の
サ
ン
プ
ル
、
ま
た
横
組
み
用
の

サ
ン
プ
ル
が
提
示
さ
れ
た
。
会
報
に
つ

い
て
飯
島
理
事
よ
り
会
報
一
一
九
号
の

進
捗
状
況
が
報
告
さ
れ
た
。

　

第
六
議
題
で
は
、
役
員
名
簿
の
作
成

に
つ
い
て
、
会
長
・
副
会
長
が
変
っ
た

段
階
で
作
成
す
る
こ
と
が
決
ま
っ
た
。

　

各
地
例
会
の
Ｉ
Ｔ
化
に
つ
い
て
検
討

し
て
い
く
こ
と
と
な
っ
た
。

例
　
会

東
京
例
会

（
令
和
五
年
十
月
十
四
日
）

「『
茶
経
』に
関
す
る
二
、三
の
こ
と
」

岩
間
眞
知
子

　

こ
れ
ま
で「
日
本
に
お
け
る
陸
羽『
茶

経
』
の
受
容
に
つ
い
て
」
の
研
究
を
続

け
、
⑴
陸
羽
の
没
年
を
明
確
に
記
す
五

山
版
『
隆
興
仏
教
編
年
通
論
』
陸
羽
伝

の
紹
介
、
⑵
日
本
に
お
い
て
描
か
れ
た

陸
羽
像
、
⑶
茶
の
湯
書
に
見
え
る
陸
羽

『
茶
経
』、⑷
煎
茶
書
に
見
え
る
陸
羽『
茶

経
』、
⑸
『
五
山
文
学
全
集
』
に
見
え

る
陸
羽
『
茶
経
』
と
し
て
成
果
を
ま
と

め
て
き
た
。

　

今
回
は
『
五
山
文
学
全
集
』
と
『
五

山
文
学
新
集
』
の
中
か
ら
、
陸
羽
『
茶

経
』
を
読
み
込
む
詩
文
を
抜
き
出
し
、

そ
の
作
者
や
背
景
か
ら
、
日
本
人
が
ど

の
よ
う
に
陸
羽
や
『
茶
経
』
を
受
容
し

て
き
た
か
を
具
体
的
に
探
っ
て
み
た
。

栄
西
が
入
宋
し
て
よ
り
中
国
と
は
数
百

人
に
お
よ
ぶ
僧
侶
の
往
還
が
あ
り
、
か

の
地
の
僧
侶
た
ち
と
の
詩
の
応
酬
、
ま

た
茶
の
贈
与
な
ど
を
通
し
て
、
陸
羽
や

『
茶
経
』
の
知
識
も
得
て
い
っ
た
。
さ

ら
に
来
日
僧
か
ら
も
学
び
、
詩
画
軸
を

作
成
す
る
な
ど
の
五
山
僧
の
集
ま
り
で

も
情
報
を
共
有
す
る
。
か
れ
ら
五
山
僧

が
土
佐
、
甲
斐
な
ど
地
方
に
行
く
こ
と

で
も
茶
と
共
に
伝
播
し
て
い
っ
た
で
あ

ろ
う
。つ
ま
り
江
戸
時
代
の
和
刻
本『
茶

経
』
以
前
に
、
陸
羽
『
茶
経
』
は
、
五

山
僧
ら
限
ら
れ
た
教
養
あ
る
エ
リ
ー
ト

集
団
で
は
あ
っ
た
が
確
実
に
受
容
さ
れ

て
い
た
と
詩
文
か
ら
理
解
で
き
た
。
た

だ
彼
ら
が
ど
の
叢
書
中
、
あ
る
い
は
独

立
刊
本
の
『
茶
経
』
を
見
て
い
た
か
は

不
明
の
ま
ま
で
あ
る
。

　

次
に
陸
羽
の
著
し
た
『
僧
懐
素
傳
』

を
通
し
て
も
、
日
本
で
陸
羽
が
知
ら
れ

た
可
能
性
を
指
摘
、
三
番
目
に
杏
雨
書

屋
所
蔵
の
竟
陵
本
『
茶
経
』
を
閲
覧
し

た
と
こ
ろ
、
錯
簡
な
ど
か
ら
後
刷
り
と

見
ら
れ
る
こ
と
、
挟
ま
れ
た
付
箋
の
書

付
か
ら
、
武
田
長
兵
衛
氏
が
昭
和
十
二

年
十
月
に
古
書
店
よ
り
購
入
し
た
と
推

察
さ
れ
る
こ
と
を
述
べ
た
。

「
初
代
根
津
嘉
一
郎
の
青
山
本
邸

の
茶
室
」

下
村
奈
穂
子

実
業
家
・
初
代
根
津
嘉
一
郎
（
一
八

六
〇
〜
一
九
四
〇
）
は
、
根
津
美
術
館

の
礎
と
な
る
東
洋
美
術
の
コ
レ
ク
シ
ョ

ン
を
形
成
す
る
と
と
も
に
、
蒐
集
し
た

茶
道
具
を
用
い
て
、
茶
会
を
催
し
た
。

そ
の
主
な
舞
台
と
な
っ
た
の
が
、
明
治

三
十
九
年
（
一
九
〇
六
）
に
購
入
し
た

青
山
南
町
の
敷
地
で
あ
る
。
記
録
に
残

る
青
山
本
邸
で
の
茶
会
は
三
十
四
会
を

数
え
る
が
、
こ
れ
ら
の
茶
会
が
催
さ
れ

た
茶
室
は
、
昭
和
二
十
年
の
空
襲
に
よ

り
全
て
焼
失
し
て
し
ま
っ
た
。

そ
こ
で
、
本
研
究
で
は
母
屋
と
敷
地

の
図
面
、
雑
誌
な
ど
に
掲
載
さ
れ
た
茶

室
の
写
真
、
そ
し
て
高
橋
箒
庵
な
ど
の

手
に
よ
る
嘉
一
郎
の
茶
会
の
記
録
を
も

と
に
し
て
、
失
わ
れ
た
茶
室
の
配
置
や

間
取
り
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的

と
し
た
。

そ
の
結
果
、
嘉
一
郎
の
青
山
本
邸
で

の
茶
会
の
舞
台
と
し
て
、
主
に
「
大
広

間
」「
八
畳
の
間
（
景
文
の
間
）」「
六

畳
の
間
」「
撫
松
庵
」「
撫
松
庵　

寄
付
」

「
牛
部
屋
」「
無
事
庵
」「
弘
仁
堂
」「
弘

仁
堂
付
属
小
間
」「
斑
鳩
庵
」「
斑
鳩
庵

付
属
広
間
」「
斑
鳩
庵　

寄
付
」「
変
千

木
庵
」の
十
三
の
茶
室
が
確
認
さ
れ
た
。

こ
れ
ら
の
茶
室
の
変
遷
を
み
る
と
、

嘉
一
郎
の
茶
の
湯
自
体
が
徐
々
に
変
化
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し
て
い
っ
た
こ
と
が
み
て
と
れ
た
。
Ⅰ

期
（
一
九
〇
六
〜
二
三
）
は
、
主
な
茶

室
の
建
築
と
試
用
期
間
に
あ
た
る
。
Ⅱ

期
（
一
九
二
三
〜
二
九
）
は
、
嘉
一
郎

が
自
身
の
茶
の
湯
を
実
行
し
始
め
た
段

階
で
、
そ
の
新
た
な
試
み
と
し
て
後
段

付
き
茶
事
を
行
っ
た
。
Ⅲ
期
（
一
九
三

〇
〜
四
〇
）
で
は
、
後
段
付
き
茶
事
に

加
え
て
、
書
院
茶
を
始
め
た
。

つ
ま
り
、
嘉
一
郎
の
茶
の
湯
と
は
、

歳
暮
の
茶
に
見
ら
れ
る
草
庵
の
侘
茶
を

基
盤
と
し
、
そ
こ
に
、
所
蔵
の
名
品
を

披
露
す
る
た
め
に
、
後
段
や
書
院
の
茶

が
追
加
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

東
海
例
会

（
令
和
五
年
九
月
三
十
日
）

「
天
目
に
つ
い
て
」

九
代
長
江
惣
吉

宋
代
（
九
六
〇
〜
一
二
七
九
年
）
に

は
抹
茶
の
喫
茶
文
化
が
盛
行
し
た
。
そ

の
抹
茶
は
、
現
在
の
日
本
の
抹
茶
と
は

製
法
が
異
な
り
白
色
を
し
て
い
た
た

め
、
中
国
各
地
の
窯
で
は
白
い
茶
が
映

え
る
様
々
な
黒
釉
茶
碗
が
作
ら
れ
た
。

そ
の
中
で
最
高
の
評
価
を
得
た
の
が
福

建
省
・
建
窯
の
建
盞
で
あ
り
、
そ
の
最

高
傑
作
が
曜
変
で
あ
る
。
曜
変
は
南
宋

宮
廷
で
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
南
宋

の
都
だ
っ
た
杭
州
の
宮
廷
遺
跡
か
ら

二
〇
一
〇
年
、
二
〇
一
六
年
の
二
点
の

曜
変
の
出
土
に
よ
り
判
明
し
た
。

宋
代
に
は
建
盞
の
評
価
が
非
常
に
高

か
っ
た
た
め
、
宋
〜
元
代
に
か
け
て
建

盞
を
真
似
た
黒
釉
茶
碗
を
焼
い
た
「
建

窯
系
」
の
窯
が
福
建
省
周
辺
に
は
数
多

く
出
現
し
た
。
建
窯
系
の
茶
碗
は
粗
笨

な
も
の
が
多
く
相
互
の
窯
の
弁
別
が
出

来
な
い
も
の
が
多
い
が
、
建
窯
系
の
東

張
窯
（
福
建
省
福
清
市
東
張
鎮
）
に
は

胴
部
が
内
反
す
る
特
有
の
形
状
の
も
の

が
あ
る
、
そ
の
タ
イ
プ
は
福
岡
や
鎌
倉

の
遺
跡
か
ら
も
出
土
し
て
い
る
が
、
鎌

倉
後
期
の
一
三
〇
〇
年
頃
か
ら
瀬
戸
で

製
作
が
始
ま
っ
た
瀬
戸
天
目
に
お
い
て

も
写
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
筆
者
が
指
摘

し
た
。

こ
の
他
に
、
建
窯
系
の
一
つ
で
あ
る

茶
洋
窯
で
作
ら
れ
、
後
に
日
本
の
侘
茶

で
称
揚
さ
れ
た
灰
被
天
目
の
技
術
的
特

徴
と
、
唐
〜
元
代
の
中
国
の
茶
碗
の
形

状
の
変
遷
が
、
中
国
の
茶
の
種
類
と
点

法
、
喫
茶
法
の
変
化
に
則
し
た
も
の
で

あ
っ
た
こ
と
を
実
物
資
料
に
よ
り
説
明

を
行
っ
た
。
さ
ら
に
筆
者
は
天
目
茶
碗

の
実
制
作
者
で
あ
り
、
各
種
古
典
の
再

現
研
究
の
意
義
と
、
そ
こ
か
ら
展
開
し

た
過
去
に
は
無
い
新
た
な
る
陶
芸
創
造

の
重
要
性
を
示
し
た
。

近
畿
例
会

（
令
和
五
年
八
月
二
十
六
日
）

「
茶
入
か
ら
考
え
る
『
南
方
録
』
の

成
立
背
景
―『
南
方
録
』
と
『
沢
庵

和
尚
茶
器
詠
歌
集
』の
サ
サ
耳
―
」

岩
田
澄
子

『
南
方
録
』
の
サ
サ
耳
茶
入
は
こ
れ

ま
で
研
究
対
象
と
さ
れ
ず
、
現
物
す
ら

不
詳
だ
が
、
細
長
い
形
で
、
カ
ネ
ワ
リ

（
曲
尺
割
）
の
秘
伝
を
持
つ
重
要
な
存

在
と
な
っ
て
い
る（「
会
」「
棚
」「
台
子
」

「
墨
引
」）。
一
方
、
沢
庵
が
江
月
和
尚

に
贈
っ
た
と
い
う
『
沢
庵
和
尚
茶
器
詠

歌
集
』
は
、
陶
器
製
の
茶
入
五
種
の
一

つ
が
サ
サ
耳
で
、
沢
庵
や
江
月
は
サ
サ

耳
を
重
要
な
茶
入
と
認
識
し
て
い
た
と

い
え
る
。
た
だ
し
『
南
方
録
』
と
『
沢

庵
詠
歌
集
』
は
サ
サ
耳
の
形
が
違
う
。

『
南
方
録
』
の
サ
サ
耳
と
は
何
か
。
そ

の
ヒ
ン
ト
が
『
大
正
名
器
鑑
』
第
二
編

「
漢
鶴
」の「
雑
記
」に
記
さ
れ
て
い
た
。

昔
堺
に
大
鶴
・
小
鶴
と
い
う
名
物
茶

入
が
あ
り
、「
漢
鶴
」
は
小
鶴
に
相
当

す
る
。
一
方
、『
万
宝
全
書
』
の
「
時

雨
（
旧
名
、雛
鶴
）」
が
大
鶴
に
相
当
し
、

こ
れ
も
漢
作
唐
物
の
耳
付
き
鶴
首
と
判

明
し
た
。
秀
吉
が
聚
楽
第
で
「
時
雨
」

と
改
名
し
、
形
も
釉
薬
も
秘
伝
だ
っ
た

が
、
盆
点
の
図
に
書
い
て
あ
り
判
明
し

た
と
い
う
。

大
鶴（
時
雨
）は『
南
方
録
』、小
鶴（
漢

鶴
）
は
『
沢
庵
詠
歌
集
』
の
サ
サ
耳
と

形
が
似
て
い
る
。
沢
庵
と
江
月
は
堺
と

縁
が
深
い
こ
と
か
ら
、
堺
の
禅
僧
達
は

堺
の
名
物
（
大
鶴
、小
鶴
）
を
念
頭
に
、

耳
付
き
鶴
首
を
「
サ
サ
耳
」
と
呼
ん
で

い
た
と
推
定
さ
れ
る
。

『
南
方
録
』
の
サ
サ
耳
茶
入
に
関
す

る
記
述
と
、「
会
」
に
笑
嶺
和
尚
（
天

正
十
一
年
没
）
が
正
客
の
会
が
多
数
あ
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り
、『
南
方
録
』
が
記
す
利
休
参
禅
の

師
は
笑
嶺
で
あ
る
こ
と
（「
覚
書
」「
墨

引
」「
滅
後
」）
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、

こ
れ
ら
の
部
分
は
立
花
実
山
の
創
作
と

は
考
え
難
い
。
実
山
が
編
集
し
た
『
南

方
録
』
の
成
立
背
景
に
は
、
堺
由
来
の

特
有
な
先
行
資
料
が
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。

「
松
平
伊
賀
守
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」

宮
武
慶
之

上
田
藩
主
松
平
伊
賀
守
家
は
、
片
輪

車
蒔
絵
螺
鈿
手
箱
（
国
宝
。
東
京
国
立

博
物
館
蔵
）
を
は
じ
め
多
く
の
美
術
品

を
所
蔵
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
し
か

し
な
が
ら
同
家
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
形
成

は
資
料
の
不
足
か
ら
明
確
に
さ
れ
て
い

な
い
。

新
た
な
資
料
と
し
て
同
家
の
茶
の
湯

道
具
の
蔵
帳
で
あ
る
『
御
手
許
御
道
具

覚
』（
上
田
市
立
博
物
館
蔵
）
に
着
目

し
た
。
本
蔵
帳
は
、
わ
ず
か
七
十
八
件

し
か
記
載
が
な
い
も
の
の
国
宝
二
件
、

重
要
文
化
財
一
件
、
重
要
美
術
品
一
件

を
含
む
。
道
具
の
来
歴
を
大
別
す
る
と

宮
廷
及
び
将
軍
か
ら
の
拝
領
品
、
江
戸

の
材
木
商
冬
木
屋
上
田
家
旧
蔵
品
、
土

浦
藩
主
土
屋
家
旧
蔵
品
と
な
る
。
特
に

冬
木
屋
本
家
旧
蔵
の
中
興
名
物
の
多
く

が
伊
賀
守
家
に
移
動
し
て
い
た
。

宮
廷
及
び
将
軍
か
ら
の
拝
領
品
は
初

代
藩
主
松
平
忠
周
に
も
た
ら
さ
れ
た
。

特
に「
片
輪
車
蒔
絵
螺
鈿
手
箱
」や「
千

歳
蒔
絵
硯
箱
」（
藤
田
美
術
館
蔵
）
は

八
代
将
軍
徳
川
吉
宗
か
ら
の
拝
領
品
で

あ
る
。
冬
木
屋
旧
蔵
品
は
茶
会
記
の
検

討
か
ら
主
と
し
て
三
代
藩
主
松
平
忠
順

の
入
手
、
土
屋
家
旧
蔵
品
は
同
家
か
ら

の
流
出
が
従
来
、
寛
政
期
と
さ
れ
る
点

か
ら
四
代
藩
主
忠
済
の
頃
に
入
手
さ
れ

た
と
考
え
ら
れ
る
。

従
来
、
伊
賀
守
家
旧
蔵
品
に
は
一
部

に
一
閑
貼
の
箱
や
朱
漆
書
が
確
認
さ

れ
、
こ
れ
ら
の
筆
跡
は
忠
済
に
よ
る
と

判
断
し
た
。
つ
ま
り
次
第
を
整
え
作
品

を
愛
で
る
と
い
う
行
為
は
、
忠
済
と

同
年
齢
で
あ
っ
た
松
平
不
昧
と
も
共
通

す
る
。
さ
ら
に
貴
重
な
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

を
歴
代
を
通
じ
て
行
な
っ
た
伊
賀
守
家

は
、
従
来
知
ら
れ
て
い
な
い
も
の
の
美

術
史
、
茶
の
湯
文
化
史
に
お
い
て
重
要

で
あ
る
と
結
論
し
た
。

例
会
の
ご
案
内

※ 

例
会
の
日
程
・
会
場
等
、
変
更
す
る

場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
ま
た
は
事
務
局
ま
で
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
個
人
宛
に
メ
ー

ル
等
で
の
お
知
ら
せ
は
し
て
お
り
ま

せ
ん
。

東
京
例
会

令
和
六
年
二
月
十
七
日
（
土
）

（
会
場
：
未
定
・
会
場
と
Ｚ
ｏ
ｏ
ｍ
の

ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
開
催
）

午
後
二
時
〜

「
益
田
克
徳
の
茶
と
そ
の
周
辺　

そ
の

五　

所
蔵
品
と
茶
会
記
」 

神
保
乃
倫
子
・
八
木
京
子

「
織
田
有
楽
に
つ
い
て
」

西
山　

剛

令
和
六
年
三
月
十
六
日
（
土
）　

（
会
場
：
埼
玉
会
館
会
議
室
３
Ｂ
・
会

場
と
Ｚ
ｏ
ｏ
ｍ
の
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
開
催
）

午
後
二
時
〜

「「
元
伯
宗
旦
文
書
」
寛
永
十
年
四
月
二

十
七
日
付
・
宗
受
宛
書
状
（
仮
）」

荒
井
欧
太
朗

「「
千
利
休
を
め
ぐ
る
茶
書
の
歴
史
」
展

を
振
り
返
っ
て
（
仮
）」

峯
岸
佳
葉　

近
畿
例
会

令
和
六
年
三
月
二
日
（
土
）

（
会
場
：
同
志
社
大
学 

今
出
川
キ
ャ
ン

パ
ス　

至
誠
館
Ｓ
２
）

午
後
二
時
〜

「
江
戸
時
代
中
期
の
千
家
伝
来
茶
書
に

み
る
露
地
の
作
庭
に
つ
い
て
」

八
尾
嘉
男

「『
宗
及
茶
湯
日
記
（
天
王
寺
屋
会
記
）』

に
見
る
戦
国
期
の
茶
の
湯
の
諸
相　

２
」

山
田
哲
也

北
陸
例
会

令
和
六
年
三
月
十
六
日
（
土
）



─ 10 ─

（
会
場
：
富
山
市
佐
藤
記
念
美
術
館
）

午
後
二
時
〜

「『
生
成
―Life is beautiful

』
展　

富

山
の
現
代
工
芸
作
家
に
つ
い
て
」

中
川
康
子

金
沢
例
会

令
和
六
年
三
月
二
十
四
日
（
日
）　

講
演
会
（
詳
細
未
定
）

高
知
例
会

令
和
六
年
二
月
二
十
五
日
（
日
）

（
会
場
：
高
知
県
立
文
学
館　

慶
雲
庵

茶
室
）

午
前
十
時
〜
正
午

茶
の
湯
関
係
文
献
を
読
み
所
感
の
発
表

「
地
域
の
茶
人
に
学
ぶ　

Ⅲ
」

新
刊
紹
介

『
浙
江
の
茶
文
化
を
学
際
的
に
探
る
』

東
ア
ジ
ア
海
域
叢
書
８

高
橋
忠
彦
編
著　

汲
古
書
院

定
価
九
、
九
〇
〇
円
（
税
込
）

『
古
伊
賀
―
破
格
の
や
き
も
の
―
』

五
島
美
術
館
企
画
・
監
修　

淡
交
社

定
価
二
、
六
四
〇
円
（
税
込
）

お
知
ら
せ

令
和
六
年
度
総
会
・
大
会
の�

�

ご
案
内

　

令
和
六
年
度
総
会
・
大
会
を
左
記
の

日
程
で
計
画
中
で
す
。
詳
細
は
令
和
六

年
四
月
に
郵
送
・
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
て

ご
案
内
い
た
し
ま
す
。

令
和
六
年
六
月
八
日
（
土
）

見
学
会
：
大
徳
寺
芳
春
院

懇
親
会
：
東
華
彩
館

令
和
六
年
六
月
九
日
（
日
）

総
会
・
大
会
： 

同
志
社
大
学 

 

今
出
川
キ
ャ
ン
パ
ス

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
テ
ー
マ
：

　
　
　
　

 「
近
世
に
お
け
る
武
家
相
応

の
茶
の
成
立
と
展
開
（
仮
）」

令
和
六
年
度
大
会
発
表
者
募
集

　

令
和
六
年
度
の
研
究
発
表
者
を
募
集

し
ま
す
。
発
表
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、

大
会
研
究
発
表
用
概
要
書
式
を
添
え

て
、
学
会
事
務
局
ま
で
メ
ー
ル
も
し
く

は
郵
送
で
ご
応
募
下
さ
い
。
大
会
終
了

後
、
発
表
内
容
を
ベ
ー
ス
と
し
て
論
文

に
ま
と
め
、学
会
誌
『
茶
の
湯
文
化
学
』

に
投
稿
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
な
発
表

を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

開
催
日
程
： 

令
和
六
年
六
月
九
日（
日
）

応
募
資
格
： 

茶
の
湯
文
化
学
会
会
員
で

あ
る
こ
と

募
集
締
切
： 

令
和
六
年
二
月
十
一
日

（
日
）

発
表
時
間
： 

研
究
発
表
二
十
分 

 

質
疑
応
答
十
分

・ 

メ
ー
ル
に
て
、
件
名
を
「
令
和
六
年

度
大
会
発
表
募
集
」
と
し
、
大
会
発

表
用
概
要
を
添
付
し
て
お
申
し
込
み

下
さ
い
。

・ 

応
募
の
際
は
連
絡
先
の
ほ
か
、
現
在

の
所
属
先
、
肩
書
等
も
あ
れ
ば
、
併

せ
て
お
知
ら
せ
下
さ
い
。

・ 

応
募
多
数
の
場
合
は
、
審
査
の
上
決

定
い
た
し
ま
す
。

・ 

詳
し
く
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
下

さ
い
。

・ 

そ
の
他
ご
質
問
等
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、

学
会
事
務
局
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
下

さ
い
。

※ 

事
務
局
の
年
末
年
始
の
休
業
は
、
令

和
五
年
十
二
月
二
十
八
日
（
木
）
〜

令
和
六
年
一
月
八
日
（
月
）
と
な
り

ま
す
。

※ 

年
会
費
未
納
の
方
は
、
至
急
払
込
み

く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
よ
ろ
し
く
お
願

い
い
た
し
ま
す
。


