
斯

経
'暉

師

の

茶

道

観

柴

山

全

慶

は

し

が

き

先
年

思
ひ

が
け
な
ぐ
自
隠
門

下
の
俊

足
、
斯

経
灘
師

の
撰
述

に
か

～
る

「
略
茶
事
訣
」

な
る
文
章

に
接
す

る
好

蓮

に
恵
ま

れ
て
よ
り
以

來
、
常

に
そ
の
特
色
あ

る
茶
道
観

に
心
を
引
か
れ
て
ゐ
た
の
で
あ

る
が
、
深
く
省

る
機

會
を
得

な
.い
ま

～
今

日
に
及
ん
で
來
た
。
從

つ
て
今

回
本
誌
特
輯
號

の
企
て
に
際

し
、
早
急

に
こ
れ
を
問
題

と
し
た
も

の
の

十
分
を
叢
し
得

る
暇
な

く
、
建

に
意
有

つ
て
句

到
ら
ざ
る
憾

み
が
深

・＼

諸
賢

の
御
寛
恕
と
叱
正
を

侯
た
ね
ば
な
ら

ぬ
次
第

で
あ
る
。

尚

「
略
茶
事
訣
」

に
よ

つ
て
斯
経
縄
師

の
茶

溢
観

を
考
察
す

る
と
共

に
、
・「
灘
茶

録
」

に
よ
る
寂

庵
宗
澤

(隙
茶
録

は
利
休
居
士
の
孫
宗
旦
の
作
と
す
る
一
説
も
あ
る
が
)
の
茶
貼過
観
、

「
茶
亭

之
記
」

に
よ

る
澤
庵
宗
彰

の
茶
遣
観

、

「
茶

事
十
六

ケ
條
」

に
よ
る
清
巖
宗
滑

の
茶
道
観
、

「
碧
巖
第
四
十
八
則

の
評
語
」

に
よ

る
東
嶺
圖
慈
の
茶

道
観

等
を
比
較
す

る

こ
と
は
、
有
名

な
縄
的
茶

道
観

と
し
て
茶
道
交
化

の
精
紳
的
根
嫉
を
見

る
上
に
興
趣
あ

る
問
題

で
あ

る
と
思

ふ
。
然

し

こ

～
で
は
軍

に

「
略
茶

事
訣
」
を
中
心

と
し

て
斯
経
暉
師

の
茶
這
観

に

つ
い
て
の
み
略
述
す
る

に
留
め
た
い
。

斯
経
潤
…師
の
茶
…道
観

、

(
一
)
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斯
纏
輝
師

の
茶
道
鯛
剛

(
二
)

㎜

灘

に

つ
な
が

る
日
本
文
化

の
中

の
特
色
あ

.Q
代

表
と
し

て
、
第

一
に
茶
道
を
基
げ

る
こ
と

は
何

人
も
躊
躇
し
な

い

所

で
あ
ら
う
。
而
も

こ
の
日
本
茶
道
な

る
も

の
が
、
同
様

に
灘

と
深

い
交
渉
を
持
ち
な
が
ら

、

支
那

の
そ
れ
と
著
し

く
そ
の
性
格

と
内
容
を

異
に
す
る
こ
と
も
亦

コ

味
清
浄

、
法
喜
灘
悦
、
趙
州
是

知
己
、
陸
朋
量
得
レ到

共
佳
境
廓

L
(珠
光
問
答
)

「
大

凡
唐
賢
諸
公

の
茶
茗

を
賞

せ
ら
れ
し
を
見
侍

る
に
、
閣

中

の
清
興
養
生

の
要
術

に
し
て
、

我
朝

の
内

に
は
清
浮

灘
味

に
耽
り
、
外

に
は
禮
譲
質
朴

を
宗

と
し

て
、
生
を
養
ひ
情
を

の
べ
日
用
世

間
の
盆
有

に
し

か
す
」

(源
流
茶
話
)

等

の
記
述
を
假

る
迄
も
な

く
巳
に
遍

く
人

の
知

る
所

で
あ

る
。

目
本

の
茶

道
こ
そ
は
確

か
に
繹

に
よ

つ
て
育

ま
れ
、

灘
的
境
地
を
根
幹

と
し
て
形
成

さ
れ

た
、
國
民
文
化
の

一
膿
系

と
云
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
。

今
日
市
井

に
隆

盛
を
謳
は
れ
て
ゐ
る
茶
道
な

る
も

の
は
、
殆
ん
ど
先
哲
達

の
口
を
極
め

て
誠

め
ら
れ
た
、
茶
道

の

翼
精
岬

を
失

つ
た
邪
道

の
茶
儀
、

叉
は

「
妄
想

の
茶
道
」
'斯
輕
騨
師
の
　　口葉
に
よ
る
)

に
瞳
落
し

去

つ
て
ゐ
る
戚
を
深

く

す

る
も
の
で
は
あ

る
が
、
然
も
な

ほ

「
灘

的
な
る
も

の
」

の
飴
韻
を
留
め

て
、
日
本
人

の
傳
統

的
性
情

に
契
合
す

る

何
物
か
を
與

へ
つ
～
あ
る
の
が

動
か
し
難

い

事
實

で
あ
る
。
況
ん
や

置
ハ
の
田
本
茶
道

に
於

て

縄

的
精
神
を
外

に
し

て
、
そ
れ
が
如
何
に
簡
素

.
風
流

・
閑

寂

・
清
雅

・
逸
脱
等

の
諸
要
素
を
具
備

す
ろ
と

し
て
も

、
も
早
や
生
命
を
映

く
室
虚

さ
を
戚
ぜ
し

め
す

に
は

ゐ
な

い
で
あ
ら
う
。
否
、

日
本

に
於

て
は
、
簡
素

と
云
ひ
風
流

と

云
ひ
逸
脱
と

い
ふ

ー
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茶
道
を
表
詮
す

る
言
葉
そ

の
も

の
の
中

に
、

巳
に

「
輝
的
な

る
も

の
」
を

く

り

な

い
傳
統
的
性
情

得
切
離
し

全

あ

る
と
云

ふ
べ
き

で
あ
ら
う
。

.

'

と
は
云

へ
輝
が
そ
の
ま

、
茶
遣

た
り
得

る
筈

は
な

い
。

茶
道

は
ど
こ
迄

も
茶
道
た
り
得

る
文
化
的
特
質
と
形
式
と
を
具
備

す
る
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
。
吾

々
日
本
人

に
と

つ
て
、

日
常
生
活
に
帥

し
た
哲
學

で
あ

り
宗
敏

で
あ
り
道
徳

で
あ
る
と
同
時

に
、

立
派
な
藝
術

で
な
け
れ
ば
な

ら

ぬ
。
岡
倉
氏
を
し

て

「
一
種

の
審
美
的
宗
敷
」
(茶
の
本
)と
定
義
づ
け
し
め
た
の
は
そ
の
た
め

で
あ

る
。
暉
的
精
紳

を
基
調
と

す
る
中

に
、
何
庭
か
吾
々
の
心
を
通

じ
耳
や
目
を
通
じ

て
、
性
情

を
樂

し
ま
し
め
る
寂
び

た
美
が
あ

り
、

詩

が
潜
ん

で
ゐ

る
形
式
が
整

つ
て
ゐ
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
。

故

に
古
來
優
れ

た
る
茶
人
は
深
く
暉
心
を
味
得
し
來

つ
て
自

己
の
茶
道
を
精
練

し
、
常

に
生

命
に
直
接
す

る
生
浩

態
度
を
忘
れ
な

い
、
宗
敏
的
藝
術
家

で
あ

つ
た
と
同
時

に
、
茶

に
造
詣
あ

る
暉
匠
達
が
、
深
く
茶

道

に
徹
し
て
そ
の

暉
観
よ
り
、
卓
越

せ
る
茶

道
観
を
示
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と

も
、
最

も
相
鷹

し
い
現
象
で
あ
る
と
思

ふ
。

利
休
居

士
が

「

趙
州
を
亭
圭

に
し
初
租
大
師
を
客

に
し

て
、
休
居
士
と
此
坊
(南
坊
宗
啓
の
こ
と
)が
露
地

の
塵
を
彿
ふ
程

な
ら
ば

一
會
は

調

ふ
べ
き

か
」
と
云

へ
る
言
葉
は
、
眞

の
暉

者

の
受
用
底
が
、
そ

の
儘
置
ハの
茶
人

の
基
手
投
足
と
、

そ
の
精

神
的
立

揚

を

一
に
す

る
こ
と
よ
り
見

る

べ
き

で
あ

つ
て
、
必
す
し
も
形
式
的
茶

溢
の
達
人

で
あ

る
こ
と
を
意

味
す

る
も

の
で

は
な

い
と
思

ふ
。

斯
輕
暉
師
の
茶
遣
観

(ゴ
一)
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'

斯
纏
藤
師
の
茶
賞
蜘
柳

,

今四
)

斯
経
麗
師
は
確
か

二
、

・
る
意
味

の
大
茶

人
の

一
人
で
あ
り
、

そ
の

「
略
茶

事
訣
」
は
、
吾

々
に
優
れ

た
る
灘
的

茶
道
観
を
示
す
も

の
と
し

て
楚

に
債
値

の
高

い
も

の
と
思

ふ
。

二

斯
経
灘
師

は
諜
を
恵
梁

と
云
ひ
履
霜
軒
と
も
號

せ
ら
れ
た

。

「
享

保
七
年
(皇
紀
、
二
三
八
二
)播
州

姫
路

の
産
、

姓
は
菅
氏
、
幼

に
し
て
頴
異
、

十
歳

に
し

て
京

師

に
上
り
、
輕
史
を

護

み

て
よ
く
そ

の
義

に
通

す
」
と

そ
の
傳

に
あ

る
よ
り
す
れ
ば
、
已
に
そ
の
少

年
時
代

よ
り
英

俊

の
茄

し
を
露
は
し

て
ゐ
た
も

の
と
思
は
れ
る
。

十

二
歳

の
時
花

園
海
輻
院
東
虜

和
荷

の
室

に
入
り
祝
髪
し
て
僧
籍

に
入
ら
れ

た
の
で
あ

る
が

、
行
業
頗

る
純
眞

で

あ

つ
た
。
十
七
歳

の
時
始
め
て
游

方
、
豊
後
少
林
寺

の
寒
巖

和
伺

に
随
從
し
、
辛
酸
六
年

に
及

び

そ
の
蓬
化

に
逢

ふ

や
、
轄

じ
て
亘
聖
自
隠
麗
師

の
室

に
投
じ
、
苦
修

遜
ひ
に
玄
開
を
打
破

せ
ら
れ

た
。
後
僻
し

て
京
洛

に
館

り
本
師

東

明
和
荷
の
心
印
を
受
け

て
妙

心
第

一
座

に
居

り
、
海

癌
院

に
佳

せ
ら
れ

た
の
は

三
十
七
歳

の
時

(賓
暦
七
年
、
二
四
蝸
七
)

で
あ

つ
た
。

爾
來
江
湖

の
雲
袖
道
を
詞

ふ
も

の
勘
か
ら
す
、
近
衛

内
前

公
そ

の
道
望
を
聞
き
、
時

に
石
見

せ
ら
れ
時
に
自

か
ら

駕

を
托
げ

て
親
し

く
灘
問

せ
ら
れ
、
大
畳
門
圭
寛

深
殿

下
も
亦
自
か
ら
駕
を
狂
げ
、
し
ば
し
ば

法
要
を
問
ひ
給

ふ
等

京
師
浪
花

の
道
俗
ら
、
師

の
遣
徳

に
艦

依
す
る
者
勝
て
藪

ふ

べ
か
ら
す
と
云

ふ
有
様

で
あ

つ
た

。
後

、

「
願
心
道
場

82 '



旨

趣
L
を
撰
文
し
、
諸
方

の
扶
を
得

て
洛
南
八
幡

に
江
湖
滋
場
雄
徳
山
圓
旛
寺
を
創
設

し
、
四
衆
盆

々
そ
の
徳

に
靡

く
有
様

で
あ

つ
た
。

天
明
六
年
秋
微
疾
を
示
し
、
翌
七
年

正
舟

二
十

三
日
皇
祀
、
二
四
四
七
)早
農
自

か
ら
面
を
洗
ひ
、
筆

を
求

め
て

薪

火

滅

時

和

次

姻

無

聲

三

昧

自

現

前

如

是

往

來

如

是

住

書

梅

薫

徹

四

灘

天

と
遺
偶
を
書

し
、
筆

を
拠

つ
て
坐
脱
せ
ら
れ

た
。
春
秋
六
十
六
。
寂

後

二
十
七
年
(丈
化
+
一
年
、
皇
紀
二
四
七
四
)
光
格
天

皇
よ
り
灘
師
號
御
下
賜
あ
δ
、
「
扶
宗

大
綱
灘
師
」
と

云
ふ
。
建

に
臼
隠
門

下
四
天
王

の
名

に
恥
ぢ

ぬ
碩

徳

で
あ

つ
た
。

故

に
藤
師

一
代

の
道
暴
頗

る
高

く
、
時

の
顯
紳
は
本
よ
り

の
ζ
と
、
學
者
茶

人
等

の
蹄

依
す
る
も

の
多

く
、
從

つ

て
茶

道

に
關
す

る
造
詣
自

か
ら
深
き
も

の
あ
わ
、
茶
道

の
時
弊
を
歎

じ

「
今
時
茶
を
習

ふ
人
を
見

る
に
、
事
ず

ノ
作
法

に
密
な

る
こ
と
は
古

へ
よ
り
も
却

て
勝
れ
た

る
程
な

れ
ど
も
、
茶
理

に
は
愈

々
遠
ざ

か
り

て
達
す

る
こ
と
能
は
ず
、
妄

想

の
茶

の
湯
と

云
ふ
べ
し

(中
略
)
余
故

に
茶
理
を

推
し
算

み
、
茶

道

の
實

を
失
は
ざ
ら
し
め
ん

こ
と
を
要
し
一云
々
」
(略
茶
事
訣
後
序
)

と

て

「
略
茶
事
訣
」

を
撰
述
し
、
見
性

の
眼
を
具
す

る
箕

の
茶
職

一
味
の
境
を
圭
張

せ
ら
る

、
婆

心
を

饒
儀
な

く
せ

ら

れ
た
の
も
、
醐
師

の
道

眼
に
し
て
宴

に
常
然

の
こ
と

、
云
は
ね
ば
な
ら
濾
。

三

斯
…経
…陣
師
の
茶
冠沮
蜘概

(気
)
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斯
紹
¶陣
師
の
茶
道
観

(
六
)

斯
経
灘
師
が
海
輻
院
出
世
よ
り
肚
會
的
活
動
を
績
け
ら
れ
し
約
三
十
年
間
は
、
略
十
代
將
軍

家
治

の
治
世
と
見

る

こ
と
が
で
き
る
。
將
軍

家
治

の
時
代

は
、
徳
川
幕
府

の
中
興
吉
宗

の

「
享

保

の
治
」

の
後
を
受

け

て
幕
政
漸
く
棄
齪

し
、
そ

の
威
信
の
失
墜
と
共

に
奪
王
論
を
稻

ふ
る
者
漸
く
擁
頭
し
來

つ
た
時
代

で
あ

つ
て
、
山

縣
大
載
、
藤
井
右
門

が

た
め

に
幕

吏
に
慮
刑

せ
ら

る

、
が
如
き
事
件

を
生

じ
、
安
逸

の
底

に
何
物

か
來

る
べ
き
時
代

の
胎
動
を
威
じ
初
め

た
時

で
あ

つ
た
。

暉
界

に
あ

つ
て
は
、

、
曹
洞

に
面
山
和
街
出

で

～
宗

風
を
揚
げ
、
臨
濟

に
臼
陰
灘
師

出
で

～
累

卵

の
法

灯
再
び

四
海

に
輝
き
、
灘
風
漸
く
清
新

の
氣

に
盗

れ
る
時
代

で
あ

つ
た
。

五
百
年
問
出
を
自
負
す

る
臼
隠
職
師

の
如
き
は
、

「
見
性

の
外

に
成
佛

な

く
、
見
性
の
外
に
浄

土
な
き

こ
と
を
」

「
若

人
不
見
性
探
脛
霧
、
訪
師

友
、
作

種

々
行
業
、
総

是
妄
情
所
爲
」

と
て
、
看
話
暉

の
新
し
き
組
織

の
確

立
と
共
に

「
見
性
」

を
根
篠

と
す

る
に
非

れ
ぽ
、

一
切

の
事
象

一
切

の
行
業
審

く
盧
妄
と
す

る
灘

風
を
頻
に
墨
揚

せ
ら
れ
た

の
で
あ

つ
た
。

自
懸
門

下
の
俊
足
と
し

て
聞
ゆ
る
斯
経
脚
師

の
如
き
も
、
か

＼
る
氣
魂

に
満
あ

た
る
宗
風
を

捲
荷

し

て
、

三
十
年

の
法
輪
を
京
洛
浪
花

の
間

に
轄
じ
ら
れ
た
事

は
自
然
で
あ

つ
て
、
そ

の

「
略

茶
事
訣
」

に
現
れ

た
茶
道
観

の
如
き
も

亦

か
・、
る
宗

風
墨
揚

の

一
角
面
と
見
ら

る
、
も

の
で
あ

り
、

「
見
性
中
心
」

の
茶

遁
観

た
る
と

こ
ろ

に
白
隠
灘
的
風
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格
を

持

っ
特
徴
を
知

る
こ
と
が
出
來

る
。

殊

に
當
時
の
茶
道
界

の
現
状

は
、
利
休

の
孫
宗
旦
を
起
黙

と
し

て
分

れ
た
三
千
家

の
茶
匠
達
が
、

巳
に
八
代
目
九

代

目
を
歎

へ
る
時
代

で
あ

つ
て
、

そ
れ
ぞ

れ
地
方

の
大
名

に
唱
し
抱

へ
ら
れ
、
そ

の
庇
護

の
下
に
家

系
と
傳
統

に
安

逸
を
重
ね
、
内
的
精
紳

の
迫
力
を

失
ひ
、
茶
道

は

一
種

の
遊
藝
化
し
、
僅

か
に
巳
成
的
因
襲
的
惰

力
を
無
批
判

に
績

け

る
に
過
ぎ
す
、
他
面
漸

く
経
濟
的

に
築
き

上
げ
ら
れ
た
る
町
人
達

の
肚
會
的

地
位

は
、
却

つ
て
茶

道
を
盆
々
俗

化

せ
し
め
、
奢
り
と
肚
交

に
佗
を
忘
れ
る
有
様

で
あ

つ
て
、
宗
敏
的
修
道
的
簡
素
清
純

の
魅
力

は
、
唯

枯
渇
の

一
路
を

進
み

つ
、
あ

る
時
代

で
あ

つ
た
。

斯
経
輝

師
が

「
略
茶
事
訣
」

の
後
序

に

「
余
前
年

來
茶
事
を
信
ぜ
す
、
茶

人
の
様

子
を
見

て
甚
だ
笑

ふ
べ
き
事

に
思

へ
り
。」

と
あ

る
言
葉

は
、
確

か

に
當

時
の
茶
道
界

の
情
勢
を
窺

ふ
に
足
る
と
思

ふ
。
灘
師
は
更

に
語
を
績

け

て

「
後
來
風
與
通
庭
あ
り

(後
來
.
ト
通
ず
る
塵
あ
り
、
の
意
と
思
ふ
。
)爾
摩
茶

道
圭
張

の
心
を

生
じ
、
因

て
茶

名
あ

る
人
々

へ

縞
素
を
論
ぜ
す
遍

く
探
り
討

ぬ
る
に
、
能
く
茶

理

に
達

し
.て
寂

の
場
を
會
す

る
底

一
箇
も
な

し
、
相

承
せ
る
口
訣

の

'

み
に
て
書
物
な
き
故
す

べ
て
亡
び
た
る
を
知

る
。
」

と
あ

り
、
藪

に
灘
師

の
茶
道

観
確

立
の
企
圖
を
窺

ふ
こ
と
が

出
來
る
と
思

ふ
。
極

め
て
無
雑
作

に
見

ゆ

る

「
フ
ト
通

す

る
露
あ
り
」

の

一
語
は
、
藤

匠
と
し
て

の
藤
師

の
風

格
が
偲
ば

る
～
と
共
に
、
無
限

の
追
慕
を
禁

じ
得
な
い
も
の

斯
経
縄
師
の
茶
道
槻

(
七
)
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斯
纏
輝
一帥
の
茶
道
麗
酬

(八
)

が
あ

る
。

然
も
灘
師
は
性
來

「
眞
風
興
隆
」

の
念
殊
の
外

張
く
、
そ

の

「
願

心
道
場
旨
趣
」

の

一
文

の
如
き
、
讃

む
も

の
を

し
て
切

々
た
る
護

法
愛
宗

の
眞
情

に
胸
を
打
た

る

、
思
ひ
を
生

ぜ
し
む

る
も
の
が
あ

る
。

「
余

若
年
の
時
、
龍
翔
寺

の
磨

せ
る
を
見

る

に
つ
い
て
、
偶
江
湖

の
た
め

に
大
鷹

の
溢
場
興
建

の
願
心
を
登

せ
り
。

共

の
子
細

は
時
蓮
澆
末

の
故

に
や
佛
門

の
弊

風
逐
日
生
す
。
我

家
の
弊
風
を
救

ふ
事
は
、
人

々
脚

践
下
の
事

を
切

に

究

明
せ
し
む

る
に
あ
り
。
脚
眼
下

の
事
を
究

明
せ
し
む

る
こ
と
は

、
軍

々
に
坐
灘
せ
し
む

る

に
あ
り
。
輩

々
に
坐
灘

せ
し
む

る
こ
と
は
江
湖

の
道
場
を

興
起

す
る
に
如

く
は
な
か

る
べ
し
。
灘
刹
建

立
を
企

る
人
は

往

々
に
あ

り
と

錐
も

師
檀
共
に
眞
實
護

法
の
志
願
深

か
ら
ざ
れ
ば
暉

法
流
通

の
溢
場

に
あ
ら
す
、
興
建

に
勢
す
と
錐

も
佛
法

に
補
ひ
な
し

云

々
。
」
(白
隈
全
集
)特
に
こ
の

一
節

は
暉
師

の
性
情

と
眞
風
興
隆

の
志
願

の
深
き
を
知

る
に
足

る
も

の
で
あ

つ
て
、

こ

の
翼
風
興
隆

は
帥
眞
實
護
法

に
外
な
ら
な
い
。

灘
師
が

「
風

ト
通
す

る
庭
あ
り
」

て
よ
り
圭
張

せ
ら

る
、
そ
の
灘

的
茶
道
観
は
、
暉
師

に
と

つ
て
直
ち

に
茶
道

の
眞

風
興
隆

で
あ
り
、
正
法
護
持

の
赤

心
で
あ

つ
た
に
相
違
な

い
。

'

「
余
故

に
茶

理
を
推
し
奪
み
、
茶
道

の
實
を
失

せ
ざ
ら
し
め
ん
こ
と
を
要

し
、
世

の
茶

を
好
む

入
を
し

て
普

く
知
ら

し
め
ん
が
た
め

に
、
茶
事
訣

を
著

さ
ん
と
す
れ
共
未
だ
果
さ
す
、
今
人

の
需

に
鷹
じ

て
記
大
略

如
是
」

と

「
略
茶
事
訣

」
の
後
序
を
結

ん
で
ゐ
ら

れ
る
こ
と

は
、

「
願

心
道
場
旨
趣
」

の
交
意

と
思
ひ
合

せ
て
、
茶

道

に
ま
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れ
、
灘

に
ま
れ
、
雨
片
な
き
眞
風
興
隆

の
赤
心
よ
り
現
れ
た

る
輝
師

の
面

目
と
し

て
、
そ

の
人
間
的

性
情

の

一
面

に

直

接
す
る
思
ひ

が
深

い
。

四

斯
経
灘
師

の
茶

道

に
封

す
る
批
到

は
、
ま

つ
在
來

の

「
茶

の
四
徳
匠

よ
り
始
ま
る
。
言

ふ
迄
も
な

く
茶

の
四
徳
と

は

「
和
、
敬
、
清
、
寂
」

の
四
徳

で
あ

つ
て
、
殊

に
利
休

一
派

の
茶

道

の
根
本
信
條
と

ぜ
ら

れ
て
ゐ

る
と

こ
ろ

で
あ

る
。

元
來
こ

の

「
和
敬
清
寂
」
は
、

「
四
箇

の
格
言
」
と

し
て
利
休

の
師
な

る
、
武
野
紹
鴎

の
圭
張

に
か

～
吻⇔
も

の
と

云

は
れ
、
或
は
叉
利
休

の
創
意

に
よ

る
圭
唱

で
あ

る
と
も
云
は
れ

て
ゐ
る

で
あ

ろ
が

「
珠
光
問
答
」
な

る
書
物
に

「
將
軍
義

政
公
召
昌珠
光
一問
日
、
茶

事
可
路得
聞
一耶
、
光

日
、

一
味
清
澤
、
法
喜
輝
悦
(中
略
)
其
入
呂此

室
一者
、
外
離

二

人
我
之
相

"、
内
蓄

柔

和
之
徳
一、
至
昌交
接
相
見
之
問
一、
和
分
、
敬
分
、
清
分
、

寂
夢
、

及
二卒

天

下
泰
李
一也

、
源

公
祈

然
恨
呂逢
之
晩
"云

々
」

と
あ
る
よ
り
す

れ
ば

、
そ

の
思
想
は
已

に
珠
光

に
そ

端
を
薮

す

る
も

の
と
見
る

べ
き
で
あ

ら
う
。

(尤
も
こ
の
「珠
光

問
答
」
な
る
書
物
は
、
後
世
の
総
作
で
あ
る
と
云
ふ
説
も
あ
る
が
)

然

し
い
つ
れ

に
し

て
も
珠
光
は
何
等
か

の
形

に
於

て
、
察

道
精

神

の
中

心
と
し

て
か

～
る
思
想

に
類
す

る
も

の
の
持
ち
圭

で
あ

つ
た
と
見

る
こ
と
は
妥
當

で
あ

る
と

思

ふ
。

か
く
で
こ
の
思
想
を
傳

承
し
、
こ
れ
を

明
確

に
し
.た

る
も

の
が

紹
鴎

で
あ

り
、
更

に
こ
れ
を

敏
義

的
「
茶

の
四
徳
」

斯
紹
輝
師
の
茶
道
親

・

(九
)
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斯
紹
灘
師
の
茶
道
親

(
一
〇
)

と
し
て
圭
唱
し
た
る
も

の
が

「
佗
茶

の
湯
」

の
完

成
者

た
る
利
休

で
あ

つ
た
と
見

る
べ
き

で
あ

ら

う
。

故

に
こ
の
四
徳
を
批

鋼
す

る
こ
と
は
、

日
本
茶
道

の
根
擦
を
批
判
す

る
こ
と

で
あ

つ
て
、
斯

纏
藤
師
が
そ

の
茶
遣

観

を
已
に
人

口
に
親
し

ま
れ
た
四
徳

に
準
鑛
し

て
提
唱

せ
ら
れ
し
こ
と
は
、
茶
道

に
關
す

る
限

り
最
も
自
然
な
道

で

あ

つ
た
と
思

ふ
。

輝
師

は
ま
つ

「
四
徳

の
概
念
」

を
述

べ
て

「
私
と
は
賓
圭
和
樂
順
從

の
義
な
り
。
敬
と
は
進

退
揖
譲
禮
度
め

る
義

な
り
。

清
と
は
事

々
徹

底
清
漂

な
ら

し
む

る

の
義
な
り
。
寂
と
は
寂
静

に
し
て
吾
力
箕
を
完

ふ
す

る
の
義
な

り
。
」

と
示

さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
前

三
徳

に
封
す

る
定
義

づ
け

は
云
ふ
迄
も
な
く
萬
人
ほ

ゴ
異

を
生
じ
難

き
性
質

の

も

の
。
然

る
に
第

四
の

「
寂
」

に
至

つ
て
俄
然
灘
師

の
眞
面
目
を
呈
露

せ
ら
れ
た
趣

き
を

見
る

。

「
我
が
力
眞
を
完

ふ
す
る
の
義
也
。」

實

に
大
膿
卒
直
、

一
切
を
肚
裏

に
呑
了
し
畿

し
た
境
地
よ
り
湧
出

す
る
前

人
未
到

の
創
意
が
窺

ひ
得
ら
れ

る
と
思

ふ

灘
師

は
四
徳

の
中

の

「
寂
」

の

一
境

に
茶

道

の
興
諦
を
鮎
眼
し
、
茶
を
し

て
道
徳
以

上
、
藝
術

以
上

の
も

の
た
ら
し

め
、
暉
生
活
と

一
如
た
る
根
擦
を
明
確

に
ご

～
に
圭
張

せ
ら
れ
た

の
で
あ

つ
た
。

一
般

の
茶

人
達
が

「
寂
」

の
境

地
を
輩
な

る
静
寂
と
見

、
或

は

「
わ
び
」

「
さ
び
」

に
通
す

る

「
閑
寂
な

る
よ
ろ
こ

び
、
乃
至
は
さ
び
た
る
美
は
し

さ
」

と
見
る
等

、

一
般
常
識

を
出

で
得
ざ

る
茶
道
観

に
低
徊
す

る
時
、
麗
師

の
積
極
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臼
由

の
創
意

は
、
宴

に
死
蛇

を
弄
し

て
活
龍

と
爲
引

の
威
を
抱
か
し
む
る
も
の
が
あ
る

で
は
な

い

か
。

「
寂

と
は
寂
滅
爲
樂
で
あ
り
、
從

つ
て
法
喜
藤
悦

と
同
義
語
と
な

る
」

と

て
珠
光

問
答

に
結

び

つ
け

、
茶
租

珠
光

は

「
寂
」
の
境

地
を

「
法
喜
灘
悦
」
と

見
し
も
の
な
り
、
と
す

る
読
の
如
き
は
、
敏
義
的

読
明
的

で
あ

る
に
過
ぎ
す

「
我

が
力
眞
を
完

ふ
す

る
の
義
し

と
深
く
自
己
の
胸
中
よ
り
流

出
す

る

一
語

に
及

ぶ
べ
く
も
な

く
、
常
套

的
に
し
て
何
庭

と
な

く
氣
魂
を
映
く
威
が
深

い
。

灘
師

は
婆

心
更

に

「
寂
」

の

一
徳
を
詳
説
し

て

、

「
和
敬
清

の
三
徳

は
衆
人

の
共
に
知
り
通

じ
て
能
く
す

る
所
な
れ
ど
も
、
唯
寂

の
場

は
、
灘
林
よ
b

相
傳

せ
る
口
訣

故
傳

は
ら
す
、
亦
能

く
し
難

き
緊
要

の
庭
な
り
。
此

の
場

は
室
内

に
て
墾
取
す

べ
き
密
傳

の
旨
な
れ

ど
も
、
今
略

し

て
大
意

を
読
破

せ
ば
、
心
を
し

て
正
念

に
安
住
す
る
こ
と
虚
室

の
如

く
無
所
依
な
ら
し
む

る
こ
と
な

り
.、
無
所
依
な

ら
し
む

る
と
は
何

の
仔
細
も
な

く
、

一
黙

の
思
想
を
構

へ
す
、
些

の
遣
理
を
挾
ま

ず
、
無

心
無
造
作

に
茶
事
を
講
す

る
な
り
。
此
れ
帥

ち
我
が
力
眞

を
完

ふ
す
る
の
場
な
り
.、」

叢

に
至

つ
て
灘
師

の
茶

逡
観

は

「
見
性
」

に
よ
る
麗

の
穏

坐
地
と
寸
分

の
差
異
な
き

こ
と
を
見

る
。
然
も
そ

の
内

容

と
す

る
端
的
は
實
屡
實
究
す

べ
き
室
内

の
密
傳
底

と
し

て
、
言
詮

不
及
な

る
を
第

一
と

せ
ら

れ
て

ゐ
る
が
、
密
傳

底
と
は
云

ふ
迄
も
な
く
自
悟
自
得
底

の
こ
と

に
外
な
ら

ぬ
。

田
中
仙
樵
氏
は
そ

の
茶
麗
同

一
味

の
中

に
、
澤
庵
灘
師

の

「
不
動
智
紳

妙
録
」

の
境
地
が
茶
道

の
眞
精

紳
に
通
す

斯
経
隙
師
の
呼余
舳追
{襯

(
一
一
)
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斯
経
輝
師
の
茶
道
槻

(
=
一)

る
も
の
と
し
て
、

こ
れ
を
茶
人
某

に
輿

ふ
る
書

の
形
式

に
か

へ
て
載

せ
て
ゐ
る
と

云
は
れ

て
ゐ

る
が

(茶
道
全
集
、
茶
設

茶
史
篇
)
特

に

「
鷹

無
所
住
而
生
其

心
」

の
章

の
如
き

「
此
の
文
を
讃

み
候

へ
ば
、
オ
ウ

ム
シ
ヨ
ジ
ウ
、

ニ
シ
ヨ
ウ

ゴ

シ
ン
と
讃

み
候
、
萬
の
業
を
す

る
に
、

せ
う
と
思

ふ

心
が
生
す
れ
ば
、
其

す

る
事
に
心
が
止
る
な
り
。
然

る
間

止
る
所
な
く
し

て
心
を

生
す

べ
し
と
な
レ
。

(中
略
)
舞
を

舞

へ
ば
手

に
扇
を
取
り
足
を
踏
む
、
其
手
足
を
よ
く
せ
む
、
舞

を
能

く
せ
む

と
思
ひ

て
忘
れ
切

ら
ね
ば
、
上
手
と
は

申

さ
れ

ず
候
。
未
だ
手
足

に
心
止
ら
ば
、
業

は
面
白

か
る
ま
じ
。
悉
く
皆
心
を
捨

て
切
ら
す

し

て
す
る
所
作
は
皆

悪

敷

候
。
」

澤

庵
灘
師
が
柳
生
但
馬
守

に
示
さ
れ
た
劒
輝

一
味

の
境
は
、
同
時
に
斯

輕
暉
師

の

「
無
所
依
な
ら
し
む

る
と
は

何
の
仔
細
も
な

く
、

一
黙

の
思
想
を
構

へ
す
、
些

の
道

理
を
挾
ま

す
、
無
心
無
造
作
に

茶
事
を
講
す

る
な
り
。」
の
茶

暉

一
味
観

に
符
合
す

る
。

「
懸

に
住
す
る
と
こ
ろ
な
き

心
」
は

「
無

心
無
造
作

の
心
」

に
外
な
ら

ぬ
。
無

も
こ
の
無

心
無

造
作

は
、

無
作

に
住

ま
り
無
心
に
止
ま

る
も

の
で
な
く

て
、

「
而
も
そ
の
心
を
生
す

る
」

は
た
ら
き

の
契
機

に
外
な

ら

ぬ
。

且

つ

「
轄
庭

實
能

幽
」
な

る
立
場

に

「
我

が
眞
を
完

ふ
す

る
」
大
肯

定

の
造

作
三
昧

・
茶
三
昧
は
、
そ

の
ま

、
無
作
無

心
と
し
て

無
所
依

に
立

つ

「
何

の
仔
細

も
な
き
」

世
界

で
あ
る
。
斯

纏
灘
師

の
茶
道
槻

の
根
擦

は
實

に
そ

こ

に
あ

る
。
而
も
こ

の
境
地
を
、
室
内

に
て
饗
取

す
べ
き
密
旨
と
し
、

「
見
性
」

の
心
眼

に

一
切
の
儂
値

を
蹄

し

て
ゐ
る
趣
き
が
あ

る
。



帥
ち
灘

師
は
、
口
に

「
茶
理
」

を
稻

し

つ
、

「
茶
」

の
世
界
を
超
え
た

「
理
」
(此
の
場
合
の
理
は
繕
封
を
意
味
ナ
る
)

と
し

て
圭
張
し
、
理
即
灘

、
縄
帥
茶

の
那

一
境
を
根
擦
と

せ
ら

れ
て
ゐ
る
。

「
茶
理

に
通

ぜ
ざ
れ
ば
無

根
本
の
茶

の
湯
な
b
。」

「
事

サ
ノ
作

法
に
密
な

る
こ
と

は
古
よ

り
も
却

つ
て
勝
れ
た
る
程
な

れ
共
、
茶

理
に
は
愈

々
遠
ざ
か

り
て
達

す
る
て

＼
と
能
は
す
、
妄

想
の
茶

の
湯
と

云
ふ
べ
し
。
」

と
、
茶
理
あ
る
と
こ
ろ
暉
あ

り
、
暉
あ

る
と

こ
ろ
茶

理
あ

り
、
塗
に
茶
理
を
茶

に
求
め
す

「
見
性
」

よ
り
來

る
虜
自

か
ら
茶
理
を
成
就
し
、

「
寂
」

の
眞
味

に
徹
底

す

る
と
せ
ら
れ

て
ゐ
る
。
灘
師

に
よ
れ
ば
、
畢

覧
茶

理
と
は
見
性

の

端
的

に
外
な
ら

ぬ
。

「
茶
租
達

の
風
規
を
窺

ふ
に
、
皆
茶

味
灘

味

一
致
な
る
こ
と
を
燈

得
し

、
大
徳

の
和
爾
方

に
屡
決
し

て
造
詣

の
分
あ

り
、
各
々

上
達

の
人

々
な

り
。」

と
斯
経
灘
師

は
ど

こ
迄
も
藤
中

心
に
茶
道

の
儂
値
を
決
す

る
外
醗
念
が
な

い
。
從

っ
て
今
時

の
茶

に
親
し
む
人

々
は

茶

を
習

つ
て
茶
理
、
.即
ち
灘
を
顧
み
す

「
妄

想
の
茶

の
湯
」

に
親

し
む

に
過
ぎ
す
、
か

、
る
茶
儀

に
眞

の
茶
理
を
傳

ふ
る
道
理
な

く

「
全
く
指
南

の
道
簡
え
た
る
故
な

り
」
と
慨
嘆

せ
ら

る

～
所
以

で
あ

る
。

か
く

て
縄
師
は

、
徹

頭
徹
尾
灘
心

に
徹
し
、

一
黙

の
思
想
を
構

へ
す
些

の
道
理
を
挾

ま
す
、
無

心
無
作

の
三
昧
を

茶
理

の
眞
髄
と
し
、
圭

客
共

に
こ
の
三
昧

に
入
ら
ば
、
「
本
心
に
住
す

る
こ
と
を
得

て

一
切

の
勢
擾
を

菟
れ
、
作
法

の

斯
…経
湘牌
師
の
曲奈
㎜遭
瀬
…

(
一
三
)
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斯
輕
輝
師
の
茶
道
観

(
一
四
)

手
前
も
自
然
と
穏
當
見
事

に
出
來
す

べ
し
。
(中
略
)塵
中

の
境
内

に

て
暫
時
な
が
ら

も
任

運
無
作

の
用
き
を
な
し

て
、

冷
淡

の

一
味

現
前

す
れ
ば
、
萬

劫
の
飢

を
清
す

べ
き
希
有

の
樂

み
な

り
ゆ

世
闘
最
上

の
風
流

と

云
ふ
べ
し
。L

「
最
上

の
風
流
」

と
獄
見
性

の
心
眼

に
通
す

る
風
流

の
意

に
外
な
ら
ぬ
。
建

に
高
適

に
し
て
而

も
情
味
掬
す

べ
き
茶

道
観
と

云

ふ
べ
き

で
あ
る
。

灘
師

が
利
休
居

士
の
作
と

せ
ら
る

、

「
茶

事
百
首
」

の
中
よ

り

(此
の
利
休
の
茶
事
百
首
の
詠
歌
は
、
そ
の
内
容
玉
石
混
游
で
あ

つ
て
、
自
分
は
別
人
の
挿
入
作
が
多
い
の
で
は
㌃
い
か
と
考
へ
て
ゐ
る
。
)

「
茶

の
湯
と
は

た

ゴ
湯
を
沸
か
し
茶

を
た
で

～
飲
む

ば

か
り
な

る
察
と
知

る
べ
し
」

の

一
首
を

蹟
き

示
し
、
任

運
無
作
、
然

も
我
が
置
ハを
完

ふ
す
る

「
寂
」

の
茶
道

の
眞
髄
を

「
と

居
士
の
歌

へ
る
は
此

の
訣
な
り
」

と
断
定

せ
ら
れ

て
ゐ
る
こ
と
は
實

に
と
肯

か
れ
る
と

こ
ろ

で
あ
る
。

「
本
心
に
住

す
る
」

と
は
無
我

に
徹
す

る
(見
性
す
る
)
こ
と

で
あ

る
。
無
我

に
徹
し

て
初
め

て
、

一
切

の
造
作

が
無

作

の
三
昧
と
し
て

眞
を
完

ふ
す
る
生
き
方
と
な
る
。

「
寂
」

の
本
篠

に
外

な
ら

糖
。
見
性

に

立
脚

す

る

斯
経
輝
師

の

「
寂
」

に
は
、
實
は
も
早
や

一
鮎

の
構

ふ
べ
き
思
想
も
な

く
、
些

の
挾
む

べ
き
道
理
も
な

い
、
「
唯
湯

を
沸

し
茶
を

た

て

、
飲
む
ば

か
り
」

に

三
昧
が
備

つ
て
く
る
。
塞
手
投
足
も

天
翼

の
姿

と
し

て
、

自
か
ら
茶

の

眞
諦

に
添

ふ
に
過
ぎ

ぬ
。
枯
淡

・
簡
素

と
は
調
度
や

形
式

の
こ
と

で
は
な

い
、
物

に
徹
し

て

「
眞

の
顯

れ
て
ゐ
る
」

こ
と

で
あ

る
。
茶
人

の
捉
は

れ
を
澤
め

て

「
冷
淡
の

一
味
」

に
澄
み
切

る
こ
と

で
あ

る
。
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笑
嶺
暉
師
が

「
古
來
茶

人

の
見
解
に
非
ず
、
縄

法
の
翼
味
と
他
事
な
し
」

と
印
可
し
、
そ

の
法
嗣
春
屋
國
師
が
利
休

の
嘗
像

に

「
趙
州

の
且
坐
喫
茶

底
、
も
し
此
の
翁

に
非

さ
れ
ば

知
る
こ
と
を
得
じ
」

と
賛

せ
ら
れ
て

ゐ
る
こ
と

は
、

共

に
自
由
無
作
、
茶

を
超
え
た
る
茶

「
規
矩
寸
尺
式

法
等
あ
な
が
ち
に
云
ふ
べ
か
ら
す
、
火
を
起

し

湯
を
沸

し
茶
を

喫
す
み
迄
の
事
な

り
」
(南
坊
録
)に
見

る
、
古
高
清
澄

「
音

も
な
く
香

も
な

き
」
無
功

の
凡
茶

人
に
蹄

れ
る
利
休
晩
年

の
茶
境
を
指
す

に
外

な
ら
ぬ
。

「
茶

を
喫
す
る
迄

の
事
な

り
」

の

一
語
、
容
易
な

る
が
如
く
し

て
實

に

「
知
音
少
な

る
」

大
火
聚

の
如

き
難
透

の
境

地

で
あ

る
。
茶
道

の
み
に
よ

つ
て
容

易
に
興

の
茶
人

た
り
得
ざ

る
所

以
は

こ
、
に
あ

る
。

あ

る
が
儘

の
現
實

が
そ
の
儘
佛
行
と
な

る
爲
め

に
は
、
實
践

的
に

一
切
の
現
實
を
否
定
し
叢
す
心

理
的
過

程
を
條

件
と

せ
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
。
「
自
己
を

蓮
び
て

萬
法
を
修
謎
す

る
を
迷
と
す
、
萬

法
す

＼
み
て

自
己

を
修

謹
す

る
は

悟
な
り
」
(道
元
騨
師
)
の
生
活
態
度

は
、
自

己
を
脱
落

し
釜
す
過
程
を
先
行
と
す

る
「
見
性
」
の
上
に
の

み
成

立
す
る
。

そ
こ

に

「
山
を
谷

、
東

を
西

と
茶

の
湯

の
法
度

を
破
う
、
物
を
自
由

に
す
」

(山
上
宗
二
の
利
休
評
語
)
る
無
作

の
妙
用
を

受
用
し
、

一
切
は
そ

の
儘
眞
と
し

て
輝
く

「
寂
」

の
眞
諦
が
あ

る
。

「
凡
そ

一
切

の
事

は
理
を
得
て
高
荷

の
地

に
到

る
べ
し
、
此

の
理
を
會
得
し
て
本
よ
り
割
り
出
し

て
、
末

々
の
茶

事

を
修
治

せ
ば

、

一
々

の
規
矩

格
別
に
拘
ら
ざ
れ
共
道

に
合

は
す

と
云

ふ
こ
と
な

し
、
若
し
和
敬
清
寂

の
四
徳
手

に
入

り

狙
れ
ば
、
法
爾

に
簡
易
古
雅

の
趣

き
を
得

て
、
其

人
柄
も
大

い
に
勝

る
べ
し
、
是
れ
筍
且

の
事

に
あ
ら
す
、
直
ち

斯
引経
暉
師
の
茶
潜
繍概

(
一
五
)
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斯
紹
暉
師
の
茶
道
観

(
=
ハ
)

に
大
道

の
奥

義

に
合

ふ
な
り
。L

と
あ

る
灘
師

の

「
理
」
と
は
見
性

の

「
道
理
」

に
外
な
ら

ぬ
。

こ
の

「
理
」

に
修
治

せ
ら
る

～
茶
事

は
和
敬
清
寂

の

'
四
徳

に
展

開

せ
ら
る

～
も

「
寂
」

の

一
徳

に
蹄
し
、
任
蓮
無
作

に
於

て

一
切
を
償
値
づ
け
る
大

道
の
奥
義

た
る
こ
と

は
云

ふ
迄
も
な

い
。

灘
師

は
更

に
蛇

足
と
さ

へ
思
は
れ
る
婆

心
の
説
を
敷
術
し

て

「
台
家

の

一
念

三
千
稻

性

の
行

に
合
ひ
、
華
嚴

の

一
縁
起
無
蓋

の
法
門

に
合
ひ
、
密
宗

の
周
遍

法
界

の
作

法
に
合
ひ

維
摩

の
直
心
是

れ
道
場
心
浄
け
れ
ば
澤
土
浄
し
と

の
意

に
合

ひ
、
孔
子

の
吾
道

一
以

て
貫

之
可

義
な

く
不
可

も
な

く

の
聖
表
に
合
ひ

,
神
道

の
正
直
清
澤

の
本
盤

に
合

ひ

(中
略
)
然

れ
ば
茶

の

一
行
を
如
法

に
行
ず

る
中

に
自
然

に
萬

行

を
皆
具
足

す
れ
ば

、

一
生

の
能
事
底
を
鑑
く
了
畢

す
。
置
ハの
茶

人
と

仰
ぐ
べ
し
。
」

と
述

べ
ら

れ
で
ゐ
る
が
、
恐
ら

く
斯
纏
灘
師

の

「
眞
風
興
隆
」

の
熱
情

に
引

か
れ
た
贅
言

で
あ

る
と
思

ふ
。
灘
師

の

茶

遁
観

の
眞
髄
は
却

つ
て

「
我

が
力
眞

を
完

ふ
す

る
」

の

一
語

に
つ
き

て
ゐ

る
。
建

に
高
く
評

儂

せ
ら

る

べ
き
茶

人

で
あ
り

「
寂
」

の
置
ハ境

で
あ

り

「
見
性
」

の
徳

で
あ
る
。

五

藪

に
至

つ
て
斯
経
藤
師

の
茶
道
観

は
、
澤
庵
麗
師

の

「
貧

ら
す
、

お
ご
ら
す
、

つ
～
し
み

て

お
ろ
そ
か
な
ら
す
、

す
な
ほ
に
し
て
眞
な

ろ
を
茶

の
揚
と
云

ふ
べ
し
。
…
…
…
天
地
中

和
の
交
を
樂

し
む

は
茶

の
湯

な
る

べ
し
。し
(茶
亭
之
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は
た
ら
せ

な
る
や

～
道

徳
的
な
る
茶
道
観
、
清
巖
縄
師

の

「
こ
の
人

の
心
の
源
甚
だ
清

く
偏

に
佗
き

つ
た
る
用

な

蔀
ば
、

そ
の

住

居
も

さ
び

て
目

の
付
け
ど
こ
ろ
も
わ
び
さ
び
た

る
事
ど
も
な

り
。
」
(無
名
茶
の
湯
ノな

る
洒
脱
清
雅
な

る
茶
道
観
、
大

心
和
省

の

「
凡
そ
藤

法
は
総

て
味

の
な
き
襟

に
示

す
な

り
。
茶

道

は
部

ち
麗
規
な

る
が
故

に
無
味
を

示
し

て
眞
味
を

知

ら
し
む
」
(無
味
茶
)な

る
枯
淡
清

逸
な
る
茶
道
観

、
等

々
に
封
比

し
て
明

か
に
濁
自
の
地
歩
を

示
し

、
無
作

。
無
所

依

の
妙
を
卒
直

に
圭
張
す

る
に
あ

る
。

然
も
そ

の
根
源
を

「
寂
」

の

一
徳

に
蹄

し
、
入
々
實
饗

し
て
了
得
す

べ
き
密
旨
な
り
と

し
、

こ
の
了
得

(見
性
)
こ

そ

一
切

の
根
本
と
し
て

一
切
を
生

命
づ
け
る
内

的
力
な
り

と
云
ひ
、
内
調

へ
ば
巳

に
茶
道

の
遣
ハ諦

に
徹
す

る
が
故
に

「
左

右
源

に
逢

ふ
」
の
妙
用
を
展
開

し
、

「
一
々
の
規
矩
格

別
に
拘
は
ら
ざ
れ
共
道

に
合

は
す

と
云
ふ

こ
と
な

し
」

と

す

る
。
建

に
見
性

の
心
眼
だ

に
備

は
ら
ば
茶
事

の
み
な
ら
ず
へ

一
切

の
造
作
審

く
無
所

依
め

妙
用
と

な

る
自
隠
縄
的

風
格
を

も

つ
茶
道
観

で
あ

る
Q

從

つ
て
斯

経
藤
師

に
よ
れ
ば
、
師
道
生

活
と
繹

生
活
と
は
共
に
無
作

・
無
所
依

の
妙
用

に
立

つ
文

化
と
宗
敏
と
の

爾
面

に
過
ぎ
兎
。

故

に

「
妄
想

の
茶

の
湯
」
を

「
寂
」

に
生
命

づ
け

る
も

の
は
、
た

ゴ

「
見
性
」

の

「
ま
な

こ
」

で

あ
る
と
云

へ
る
。
叉
こ
の
事
は
茶
道

と
は
別

に
、
藤

の
文
化

へ
の
寄
輿

に

一
つ
の
指
針
を
示
唆
す

る
も

の
と
し

て
、

後
昆

の
服
贋
す

べ
き
要
諦

で
あ

る
と
思

ふ
。

'
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斯

癒
嬬
騨
師

の
茶
満
一騨
…

(
輔
七

)


