
●

、

繹

と

茶

道

柴

山

全

慶

'

闇

暉

に
育
ま
れ
、
清
規
的
形
式
と
藝
術
的
雅
趣
と
を
融
合
し
た
我
國
の
茶
道
が
、

「
茶
味
」
な
る
言
葉

に
表
現

せ
ら

れ

て

一
般
化
し
、
所
謂

「
茶
」
を
知
る
と
知
ら
ざ
る
と
に
拘
ら
す
.
近
古
以
來
日
本
國
民
の
性
格
及
び
教
養
の

一
源

泉
を
な
し

つ
、
あ

る
こ
と
は
明
自

で
あ

る
。
從

つ
て
近
時
張
調
せ
ら
る

、
日
本
文
化
の
高
揚

に
際
し
、
そ

の
.一
分
野

と
し
て
茶
道
の
認
識
を
新

に
し

つ
、
あ

る
こ
と
は
當
然
と

云
は
ね
ば
な
ら

ぬ
。

岡
倉
天
心
氏

は
そ
の
有
名
な

「
茶

の
本
」

の
巻
頭

に

「
一
種
の
審
美
的
宗
敏
即
ち
茶
撹
」
と
定
義
づ
け
、
更

に

「

茶
道

の
要
義
は
不
完
全
な
る
も
の
を
崇
拝
す
る
に
あ
る
。
所
謂
人
生

と
い
ふ
こ
の
不
可
解
な
る
も
の
の
う
ち
に
、
何

か
可
能
な
る
も
の
を
成
就
し
よ
う
と

す
る
企
で
あ
る
か
ら
。」
と
述
べ
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
不
完
全
な

る
も

の
に
償
値
的

韓
換
の
美
を
自
畳
し
、
不
可
解
な
る
人
生

に
喜
び
の
可
能
を
成
就
せ
ん
と
す
る
日
本
國
民

の
生
活
態
度

に
は
、
確
か

に
詩
に
通
じ
暉

に
通
す

る
床

し
く
も

「
佗
び
た
る
」
精
紳
的
特
性
が
潜
ん
で
ゐ
る
。

元
來
茶
道

の
登
生
を
見
た
東
山
時
代
は
」
歴
吏
飼
に
李
安
朝
と
鎌
倉
期

と
の
爾
交
化
の
綜
合
時
代
と
さ
れ
て
ゐ
る
。

糠

と

茶

遭

{

(
一
)
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輝

と

茶

近

ー

(
三

李
安

の
丈
化
は
感
情

の
優
美
と
感
畳

の
繊
細
を
そ
の
特
徴
と
し
て
王
朝
的
性
格
を
有
し
、
鎌
倉

の
文
化
は
質
實
枯
淡

と
直
情
剛
健
を
そ
の
特
徴
と
し
て
武

士
的
暉
的
性
格
を
有
す

る
と
云
ふ
べ
き

歪
あ

つ
て
、
李
安
の
情
緒
的
性
格
が
鎌

倉

の
直
観
的
性
格
に
綜
合
せ
ら
れ

て
出
現
し
た
文
化
形
態
の

一
面
が
茶
溢
で
あ
る
と
云
は
れ
て
ゐ
る
。

故
に
そ
こ
に
は
藝
術
的
雅
致

が
、
深
い
意
志
的
氣
力
に
裏
づ
け
ら
れ
て
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
事
は
云
ふ
迄
も
な

い
、

帥
ち

「
佗
び
」

に
現
れ
た
る
美

は
、
生
命

の
源
泉

に
直
接
す

る
美

で
あ

つ
て
、
感
畳
的
美
と
云
ふ
よ
り
は
精
紳
的
美

と
云
ふ
べ
く
、
南
坊
録

に

「
偏
に
し
て
物

の
相
具
ら
ざ
る
誠

に
茶

の
湯

の
本
膿
な
る
べ
し
、
人
と
し
て
世

に
偶
せ
す
俗
に
件

は
す
、
調
ひ
た
る

を
好
ま
す
、
不
如
意
を
以
て
樂
み
」
と
あ
る
記
述
も
、
畢

覧
そ
こ
に
通
す
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら

隠
。
且

・つ
最
も

り

　

　

　

具
膣
的
な
生
命

の
輝
き
ば
、
却

つ
て
輩
純
枯
淡

の
中

に
現
れ
る
、
そ
こ
に
麗
の
生
活
態
度
を
ね
ら
ひ
と
し
た
古
人

の

茶

に
封
す
る
道
と
し
て
の
圭
張
が
あ

る
。

私
は
藪

に
内
容

の
側
よ
り
、
更
に
歴
史
的
登
展
の
側
よ
り
、
灘
と
茶
道
の

一
味
性
を
概
観
し
、
特
色
あ
る
日
本
交

化

の

一
面
を
描
出
し
て
み
た
い
と
思

ふ
。

二

宗
敏
は
そ
の
螢
生
の
當
初
、
直
戴
具
膿

に
し
て
常

に
知
識

の
影

の
少

い
こ
と
を
そ
の
特
徴
と
し
て
ゐ
る
が
、
次
第

に
學
問
的
装
飾

の
複
雑
化
す
る
と
共
に
、
理
論

に
流

れ
概
念

に
傾
い
て
眞
の
生
命
を
枯
渇
し
去
る
運
命
的
な
輕
路
を
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辿

つ
て
ゐ
る
ウ
そ
こ
に

一
切
の
教
意
を
却
け
て
最
も
具
膿

に
生
命
と
直
接
す
る
こ
と
を
圭
張
ず
る
紳
秘
涙
と
し
て
藤

宗

の
猫
立
を
誘
登
し
、
再
び
生
命

に
直
面
せ
ん
と

す
る
必
然
の
動
き
が
生
じ
て
來
た
。

特

に
租
師
輝

の
端
的
は
、

一
切
の
理
論
的
認
識
を
超
越
し
て
基
手
投
足
に
無

功
用
の
三
昧
を
行
取
し
、
親
し
く
生

活
と

一
如
す
る
と
こ
ろ

に
あ
る
。
暉

が
喫
茶
な
る
實
際
生
活
の
行
事
を
精
神
化
し
、
道
と
し
て
生
命
づ
け
て
ゐ
る
所

以
は
實

に
そ
こ
に
あ
る
。

南
坊
録
滅
後
の
巻

に
於
て

「
趙
州
を
亭
圭
に
し
初
租
大
師
を
客

に
し
で
、
休
居
士
と
此
坊
(
南
坊
宗
啓
の
こ
と
)
が

露
地
の
塵
を
梯

ふ
程
な
ら
ば

一
會
は
調

ふ
べ
き
か
」
と
書

か
れ
て
ゐ
る
言
葉
は
、
眞

の
茶
人
の
作
前
は
灘
界
の
亘
人

の
受
用
底
と
異
ら
す
、
凡
人
の
容
易
に
窺
ひ
難
き

一
味

の
境
地
で
あ

る
こ
と
を
張
調
し
た
も
の
と
見

る
べ
き
で
あ
ら

う
。
圭
客

一
如
の
直
観

の
上
に
働
く
受
用
三
昧
の
立
場
よ
り
す
れ
ば
、
趙
州
灘
師
も
達
磨
大
師
も
已
に
こ
れ

「
無
味

の
眞
茶
」

に
透
徹
し
た
大
茶
人
と
云
ふ
べ
き
で
あ

る
。

直
指
人
心
見
性
成
佛
、
自
己

一
心
の
上

に
安
心
を
求
め
て
、
相
封

に
碑
を
置

か
す
佛
を
求
め
す
、
何
等
の
所
薦
な

き
麗

に
於

て
は
、
凡
て
の
伽
藍

の
使
命
特
質
も
目
か
ら
僧
寳

(
人
間
)
本
位

で
あ
り
、
道
場
と
し
て
の
傾
向
を
帯
び

來

る
こ
と
は
當
然
で
あ
る
。

そ
こ
に
茶
室
が

一
種
の
灘
堂
と
し

て
の
精
紳
的
特
質
を
持

つ
に
至
つ
た
由
來
が
な
け
れ

ば
な
ら
頃
。

・

鞭

一

群
書
類
從

に
牧
め
ら
れ
た
喫
茶
往
來

に
見
ゆ
る

「
喫
茶

の
亭
」

の
豪
華

に
し
て
享
樂
的
、
佗
な
き
茶
會

の
様
子
に

膵

と

茶

道

(
三
)
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縄

と

茶

道

(
四
)

較

べ
て
、
灘
僧

の
墨
蹟
と
投
げ

入
れ
の
花

=

一輪
を
床
飾
り
と
し
、
草
庵

の
小
問

に
簡
素
枯
淡
維
摩
居
士
の
暉
室
を

味
得

せ
ル
む

る
茶
道

の
雅
致

は
、
茶
席
が
嬰

る
清
雅
逸
樂

の
金
.
場
に
あ
享

し
て
、
縄
的
卵
上
の
道
場
と
し
て
の

趣
向
を
持

つ
こ
と
は
、
蓋
し
當
然
の
登
展
で
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
。

眼
を
外

に
向
け
た
概
念
的
知
識
は
、
却

つ
て
吾
々
の
生
活
を
釜

々
抽
象

へ
抽
象

へ
と
騙
b
立
て

㌧
内
的
生
命

の
鼓

動
を
弱
め
て
行
く
。
無
念
無
想
に
な

る
と
云
ふ
こ
と
は
、
論
理
と
認
識

の
桂
楷
を
脱
し
て
無
我
の
眞
我
に
生
き

る
こ

と

で
あ
る
。
そ
こ
に
始
め
て
生
命
そ
の
も
の
と
し
て
眞
理
が
生
活
に
具
騰
さ
れ
る
、
現
實

の
生
活
は
そ
の
ま
、
現
實

を
超
え
た
相
と
し
て
輝

く
。

「
威
儀
即
佛
法
」
「
李
生
心
是
道
」
の
世
界
が
開
か
れ
る
の
で
あ
る
。

趙
州
灘
師
が

「
喫
粥
了
や
未
し
や
、
鉢
孟
を
洗

ひ
去
れ
」
と
僧
に
示
さ
れ
た
眞
意
は
、
着
衣
喫
飯
も
是
れ
縄
是
れ

茶

の
妙
趣
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

從

つ
て
灘
は

「
直
心
是
道
場
」

で
あ

る
。
直

下
に
智
的
分
別
を
超
え
π
生
活

に
直
面
し
、
概
念
す
る
逗
を
容

さ
な

い
。
そ
こ
に
却

つ
て
切
々
と
生
命

に
撞
着
し
、
行
も
亦
灘
坐
も
亦
暉
と
し

て
の
自
畳
を
膿
得
せ
し
む
る
教
育

的
作
略

を
藏

し
て
ゐ
る
。
・茶
人
の
坐
臥
進
退
が
自

か
ら
無
賓
圭
の
直
観

で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
立
場
も
亦
そ
こ
に
あ
る
。
宗
旦

居
士
が
そ
の
著

「
茶
灘
同

一
味
」

の
中
に

「
茶
器
の
扱
ひ
を
以
て
本
性
を
観
す
る
は
直
ち
に
坐
麗
工
夫

の
教
な
り
。
坐
藤

と
は
静
坐
し
居
る
が
工
央
に
非
す
、

そ
れ
を
ば
閣
謹
の
坐
灘
と
て
天
台
の
智
者
も
嫌
ひ
給

へ
り
。
故

に
去
來
坐
立
共
に
行
ふ
が
坐
灘
の
要
怯
な
れ
ば
、
茶
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◆

事

に
て
も
此
の
如
く
行
佳
坐
臥
慨
怠
な
く
修
業
す

べ
き
事
な
り
。
L

と
誠
め
た
言
葉

は
、
無
功
用
を
生
活

に
具
膿
す
る
趙
州
麗
師

の
敏
育
的
作
略
に
通
す
る
茶

道
の
ね
ら
ひ
と
云
は
ね
ば

な
ら

ぬ
。

灘
が
自
然
を
尊
重
す
る
こ
と
は
、
自
然
を
軍
な
る
自
然
と
し
て
見
る
が
た
め
で
は
な

い
。
道
元
灘
師
が

「
正
法
眼

藏
」

の
中

に

「
而
今

の
山
水
は
古
佛
の
道
現
成
な
り
。
と
も

に
法
位
に
住
し
て
究
盤

の
功
徳
を
成
ぜ
り
。」
と
云
は
れ

て
ゐ
る
言
葉

と
云
ひ
、
蘇
東
披
の

「
難
聲
即
是
廣
長
舌
、
山
色
量
非
清
浮
身
」
と
云
ふ
偏
句

の
如
き
は
、
輝

の
自
然

に
封
す
る
態
度
を
示
す
も

の
と
,し

て
深
く
吾

々
の
心
を
打

つ
も

の
が
あ
る
。
郎
ち
自
然
は
灘
者

に
と

つ
て
作
佛

の
勝

境

で
あ
る
の
み
な
ら
す
、
更

に
飛
躍

し
て

「
水
鳥
樹
林
悉
皆
念
佛
念
法
」

の
澤
境
で
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
。

「
鴉
鳴
鵡

曝
」
も
亦
こ
れ
自
己
と
異
ら
ざ
る
境
地
こ
そ
、
輝
僧
が
自
然
を
詠
じ
て
特
殊
の
風
格
を
持

つ
所
以
で
あ

つ
て
、
茶
席

の
花

に
露
地
の
風
韻

に
無
限
の
含
蓄
と
清
雅
の
工
み
を
留
め
、
ど
こ
と
な
く
藝
術
的
情
趣

の
匂

ふ
素
因
で
な
け
れ
ば

な
ら

ぬ
。

夢
窓
國
師

の
煙
霞
の
性
癖
と
相
阿
彌

の
天
才
と
は
、
日
本
造
庭
更
上
に

一
時
期
を
劃
し
て
ゐ
る
が
、
「
佗
茶

の
湯
」

と
共
に
出
現
し
た
茶

庭
の
露
地
は
、
そ
の
糟
書
的
構
成
を
蝿
脱

し
て
無
技
巧
の
自
然
さ
に
山
路

の
幽
趣
を
寓
し
、
更

に

一
段

の
精
瀞
的
境
地
を
開
い
て
ゐ
る
。

「
築
山
庭
造
傳
」

に

(
こ
れ
は
俗
書
で
あ
る
と
云
は
れ
て
ゐ
る
が
)

「
茶

人
の
庭
は
作
り
た
る
と
見
え
ざ
る
様

に
、
或
は
在
家
市
中
な
が
ら
も
山
林
深
谷

に
入
り
た
る
様

に
作
り
な
す
べ
し
」

輝

と

茶

渣

(
五
)
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と
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蓮

.

(
六

)

と
あ
る
。
作
意
を
留
め
ぬ
自
然
さ
の
山
路
の
情
趣
は
、
夢
窓
國
師

の
本
格
的
庭
園

に
比
し
て
、
枯
淡
清
雅
却

つ
て
灘

者
の
心
境
に
通
す
る
佗
び
た
る
も
の
が
あ
る
と
思

ふ
。

露
地
を
指
し
て

「
有
漏
地
よ
り
無
漏
地

に
渡
る
」

心
構

へ
の
象
徴

と
云
ひ
、
席

入
り
の
心
は

「
維
摩
居
士
の
灘
室

に
入
る
想
ひ
を
凝
ら
し
」

な
ど
と
云
は

～
、
暉
教

一
致

の
思
想
の
如
く
理
詰
め
の
臭
ひ
が
邪
魔
と
な
り
、
却

つ
て
露

地

の
風
趣
の
自
然
さ
を
固
苦
し
く
す
る
嫌
ひ
が
あ
る
と
云

ふ
べ
き

で
あ
ら
う
。

本
格
的

の
絡
書
と
は
別
に
、
水
墨
の
淡

々
た
る
中

に
泌
み
出
つ
る
氣
韻
生
動

の
自
由
さ
こ
そ
、
露
地

に
味

ふ
茶
人

の
麗
味

で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

、

三

我
國

に
於
て
茶
租
と
呼
ば

る
,、
南
都

の
珠
光

上
人
は
、

一
休
灘
師

に
師
事
し
て
職
を
究

め
た
人
で
あ
る
が
、
深
く

茶
儀
に
通
じ
て
ゐ
お
が
爲
め
に
義
政
公
に
召
し
出

さ
れ
た
時
、
茶
事
を
問
は
れ
て

「
一
味
清
澤
、
法
喜
灘
悦
、
趙
州

は
是
れ
知
己
、
陸
朋
貴
そ

の
佳
境
に
入
る
を
得
ん
や
。
…
…
此
の
室

に
入

る
も
の
は
、
外
人
我
の
相
を
離
れ
、
内
柔

和
の
徳
を
蓄

へ
、
交
接
相
見
の
間
に
至

つ
て
、
和
分
敬
分
清
今
寂
分
、
卒
に
天
下
泰
卒
に
及
ぶ
」

と
答

へ
、
後
來
有
名
な
茶

の
四
徳

「
和
敬
清
寂
」
は
こ
の
珠
光
上
人

の
語

に
そ
の
源
を
登
し
て
ゐ
る
と
云
は
れ
て

ゐ
る
。

未
だ

「
佗
茶
の
湯
」
の
完
成
を
見

ぬ
時
代

の
珠
光

上
人
が
、
巳
に
茶

の
精
神
を

「
一
味
清
浮
法
喜
灘
挽
」

に
あ
り
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と
し
、
喫
茶
去
の
公
案
に
依
糠

し
て
趙
州
藤
師
を
茶
道
の
知
己
と
云
ひ
、
支
那
に
於
て
茶
紳
と
崇
め
ら
る
、
陸
朋
の

「
茶
経
」
塙が
却

つ
て
麗
的
活
機

に
鉄
け
た
る
こ
と
を
暗

に
指
摘

し
て
之
れ
を
抑
下
し
、
日
本
の
茶
道
が
遙

に
陸
朋
の

茶
境
を
超
沁
た
る
事
を
意
識

せ
る
織

は
、
交
化
史
的

に
も
見
逃
し
難

い

一
事
で
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
。

形
式
的
な
粉
飾

の
多

い
上
流
人
の
生
活
様
式
は
、
直
情
枯
淡
麗
的
生
活

に
生
命
を
直

覗
せ
ん
と
す
る
者
に
と

つ
て

む
し
ろ
邪
魔
と
な
る
場
合
が
多
い
、
量
よ
り
も
質

に
生
き

ん
と
す

る
者
の
ま
つ
避
け
ね
ば
な
ら
ぬ
生
活
で
あ
る
。
後

ー

ー
＼

來
珠
光
上
人
は
六
條
堀
川

に
殆

め
て
四
帖
牛
の
茶
室
を
構

へ
て
茶
事
を
行

つ
た
と
云
は
れ
て
ゐ
る
が
、
當
時
貴
人

の

多
い
上
京
を
,避
の
て
下
京
を
撰
ん
だ
事
と
、
廣
問
を
避
け
て
小
問

に
集
中
的
作
略
を
試
み
た
鮎
と
は
、
彼
が
暉
者
と

し

て
螢
ん
だ
茶
儀

に
何
等
か
精
神
的
な
意
固
が
あ

つ
た
に
相
違
な

い
。
そ
こ
に
御
飾
式

の
廣
問
の
茶
儀
を
棄
揚
し
た

　

　

「
佗
茶

の
湯
」

の
登
生
を
推
断
す
る
こ
.と
は
強
ち
無
理
で
は
な
い
と
思
ふ
。

の

珠
光
上
人
の
流
れ
を
汲
む
紹
鴎

に
至
つ
て
、
茶
道

は
盆
々
明
瞭
に
そ
の
性
格
を
形
成
し
、
佗

の
精
紳
は
漸
く
茶
道

を
代
表
す
る
の
感
を
抱

か
し
め
て
ゐ
る
。
彼
は
普
通
國
師

に
屡
じ
て
輝
を
究
め

つ
つ

「
形
の
外
の
わ
ざ
」
な
る
茶
溢

に
精
進
し
、
佗

の
心
を

「
見
渡
せ
ば
花
も
紅
葉
も
な
か

9
け
り
浦

の
苫
屋
の
秋
の
夕
ぐ
れ
」

と
定
家
卿
の
歌

に
て
示
す
を
常
と
し
た
と
云
は

れ
て
ゐ
る
が
、
南
坊
録

に

「
花
紅
葉
も
知
ら
ぬ
人
の
初
め
よ
b
苫
屋
に
は
住
ま
れ
ぬ
」
と
記
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
は
、

彼
蝿

が
あ
る
意
志
的
修
練
の
後
量

り
得
三

種
の
昆

境
》
こ

て
見
ら
ξ

庭
に
、

一
層
意
義
深
い
霧

の
見

暉

と

茶

遣

(
七
)

151



輝

と

茶

遣

(
八
)

地
を
見
る
こ
と
が
出
來
る
。
然
し
彼
の
茶

は
未
だ
書
院
風

の
傾
向
を
脱

し
切
ら
す
、
名
實
共
に
佗

の
茶
道
を
完
成
せ

し
者
は
そ
の
弟
子
千
利
休
で
あ

つ
た
。

利
休
居
士
は
そ
の
参
麗
の
師
古
漢
和
術
よ
り

「
予
が
屡
拾
年
飽
参

の
徒
な
り
」
と
謹
せ
ら
れ
て
ゐ
る
具
眼
の
人
で

あ
る
が
、
彼
の
爲
人
と
豊
太
閤

に
仕

へ
た
肚
會
的
地
位
等
に
就

て
は
、
今
更
改

め
て
記
述
す

る
必
要
は
な
い
。
只
彼

が
晩
年
如
何
に
徹
底
し
た
茶
暉

一
味
の
妙
境

に
あ

つ
た
か
を
窺

へ
ば
足
る
と
思
ふ
。

【,
返
す
く

茶

の
湯

の
深
味
は
草
庵

に
あ
り
、
眞
の
書
院
毫
子
pは
格
式
法
式

の
嚴
重
を
調

へ
世
間
法
也
。
草

の
小
座

敷
露
地
の

一
風
は
、
本
式
の
ヵ
ネ
を
本
と
す
る
と
錐
終
に
カ
ネ
を
離
れ
、

ワ
ザ
を
忘
れ
、
心
味

の
無
味
に
蹄
す
る
出

世
間
法
也
L

(
南
坊
録
滅
後

の
巻
)
居
士
が
廣
問

の
完
壁

に
近

い
清
規
的
茶
儀

の
荘
重
さ
か
ら
、
如
何
に
換
骨
脱
胎

し
て

一
段
高
い
精
神
的
境
地
を
求
め
ん
と
し
た
か
は
、
並
大
抵
の
も
の
で
は
な

か
つ
た
ら
し
い
。

「
大
徳
南
宗
な
ど
の
和
爾
達
に

一
向
に
問
取

し
、
旦
夕
灘
林
の
清
規
を
本
と
な
し
、
彼
の
書
院
結
構
の
式
よ
り

ヵ
ネ

を

ヤ
ツ

レ
露
地
の

一
境
津
土
世
界
を
打
ち
開
き
、

一
宇
の
草
庵

二
帖
敷

に
佗
す
ま
し
て
薪
水
の
爲
に
修
行
し
、

一
盤

の
茶

に
眞
味
あ

る
こ
と
を
漸
く
ほ
の
か
に
畳

え
」
と
云
ふ
言
葉
は
、
涙
な
く
し
て
見
ら
れ
な

い
暉
者
に
優
る
苦
修
の

跡
が
あ
る
と
思
ふ
。

「
圭
客
と
も
に
直

心
の
交
り
な
れ
ば
、
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
る
迄
の
こ
と
な
り
」
と
云
ふ
に
至

つ
て
、
居
士
の
茶
は
古
高
清
澄
實

に
凡
人
の
企
個
し
難
い
趣
き
が
あ
る
。
汕
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上
宗

二
が
科
休
居

士
の
力
量
に
打
た
れ

て

「
山

ヲ
谷
、
西

ヲ
東

ト
茶

蕩

ノ
法
度

ヲ
破
り
.
吻

ヲ
自
史

ス
」
と
鳳

嘆
し
、
笑
嶺
和
樹
が

「
古
來
茶
人

の
見
解

に
あ
ら
す
、
灘

法
の
眞
味
と
他
事
な
し
」
と
激
賞

し
て
ゐ
ら
れ
る
こ
と
も

塞

に
當
然
と
云
は
ね
ば
な
ら

ぬ
。

利
休
居
士
の
李
明
枯
淡
然
も
機
略

に
富
む
灘
者
も
及
び
難
い
茶

の
境
地
を
、
更

に
高
踏
的

に
宗
敏
化
し
た
る
者
は

利
休

の
孫
宗
旦
で
あ

つ
た
。
然
し
彼

の
茶
の
境
地
は
そ
の
著

「
茶
灘
同

一
味
」

に
見
ら
る

、
如
く
、
徹
頭
徹
尾

「
茶

輝
」
と
云

ふ
よ
り
は

「
灘
茶
」

で
あ

つ
で
、
絵
り
に
行
き
過
ぎ
た
る
威
が
あ
る
。

茶

は
精
紳
を
愈

ぷ
と
錐
輩
な
る
宗
敏

で
あ

つ
て
は
な
ら
ぬ
。
宗
敏
道
徳
藝
術
を
渾
然
内

に
融
合
し
て
、
こ
れ
を
生

　

　

　

活
に
且
ハ禮
す
る
と
こ
ろ

に
そ
の
置
ハ債
を
見
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
。
暉

に
傾
き
過
ぎ
た
宗
旦
の
茶
が
、
藝
術
的
ゆ
と
b
を

鉄
く
こ
と
は
、
必
す

し
も
私
の
み
の
憾
み
で
は
な
い
で
あ
ら
う
。
例

へ
ば
茶
職
同

一
味
中

の
茶
器
の
章

に

「
灘
茶

の
器
物
は
美
器

に
非
す
、
寳
器
に
非
す
、
奮
器
に
非
す
、
圓
虚
清
浄

の

一
心
を
以
て
器
と
す
る
な
り
。
此
の

一
心

清
浄
を
器
と
し
て
灘
機
の
茶
あ
り
。
さ
れ
ば
名
物
な
ぞ
云
ひ
て
世
に
賞
翫
す
る
器
は
貴

ぶ
に
足
ら
す
云
々
」
と
あ
り
。

の

今

日
の
茶
道
界

の
如
く
、
道
具
自
慢
を
茶
事
の
生
命
と
は
き
違

へ
た
る
茶
人
達

に
と

つ
て
、
宗
旦
の
言
葉
は
頂
門

の

一
針
た
る
こ
と
云
ふ
迄
も
な

い
が
、

さ
り
と
て

「
佗
た
る
美
」
な
き

「
心
の
み
」

の
器
は
、
却

つ
て
眞

の
茶
人

に

相
鷹

し
か
ら

ぬ
窮
窟

さ
で
は
な
か
ら
う
か
。

「
遣
具
を
生
か
す
」
と

「
道

具
に
捉

へ
ら
る
る
」
と
の
差
は
、
實

に
紙

一
重
の
庭
に
あ
り
、
善
悪

い
つ
れ
の
意
味
に
も
達
人

に
非
れ
ば
こ
な
し
が

た
い
心
事
で
あ
る
と
思

ふ
9

輝

と

茶

這
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)

133

9



陣

と

茶

道

(
δ

)

ノ

光
悦
も
鷹

ケ
峰

に
隠

栖
し
た
時
代

に
ば

「
良
器
は
損
ひ
破
る

、
勢
あ
り

て
面
白
か
ら
す
、
粗
物
セ
翫
ぶ
こ
そ
安
け

れ
」
と
て
良
器
を
人

に
與

へ
、
粗
器
に
て
茶
を
樂

し
ん
だ
と
云
は
れ

て
ゐ
る
が
、
宗
旦

の
言
葉

に
較

べ
て
、
光
悦
の

　

も

　

言
葉

に
は
ど
こ
と
な
く
物
心
と
も
に
器
を
超
え
た
眞
の
茶
人

の
自
由
な
ゆ
と
り
が
あ
る
と
思

ふ
。

完
成
と
普
及
は
屡

な
生
命
的
登
展
を
停
滞

せ
し
む

る
き
ら
ひ
が
あ

る
。
灘

に
磨
か
れ
た
吾
國
の
茶
道
も
利
休
宗
旦

め

を
名
残
り
と
し
て
内
容
の
進
歩
は
認
め
難

い
。
徳
川

の
末
期
に
玄

々
齋
が
田
安
徳
川
家
に
教

へ
た
と
云
ふ

「
茶
道
原

意
」

の
如
き
は
、

一
部
の
人
々
が
茶

の
置
ハ意
を
輩
な
る
脱
俗
と
誤
解
せ
る
を
誠
め
、
世
聞
事
即
茶
這
な

る
こ
と
を
説

か
ん
と
せ
る
心
事
を
差
引
く
と
し
て
も
、
鯨
り

に
灘
味
な
く
雅
致
な
く
儒
敏
的
遣
徳
観

の
み
を
中
心
と

せ
る
こ
と
は
、

後
代
の
茶

人
が
利
休
の
「
技
」
を
傳

へ
て
「
心
」
を
傳

へ
る
心
眼
の
至
ら
ざ
る
爲
め
で
あ
る
こ
と
は
云
ふ
迄
も
な
い
。

斯
経
灘
師
が
略
茶
事
訣

の
中
に

「
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
個
も
な
し
、

相
承
せ
る
口
訣

の
み
に
て
書
物
な
き
故
都

て
亡
び
た
る
を
知
る
。
」
と

の
述
懐
も
、
茶
組
達
の
風
規
を
慕

ふ
者
に
と

つ

て
、
實

に
と
肯
け

る
言
葉

で
あ

る
。

四

然
し
、
元
來
こ
の

「
佗
茶
の
湯
」

の
完
成
を
、
軍

に
利
休
居

士
の
豊
な
天
分
と
性
格

に
の
み
蹄

し
得
る
か
否

か
は

一
慮
考
慮
の
必
要
が
あ
る
。
帥
ち
國
民
性
と
文
化
と
の
關
係
で
あ
る
。

」

長
い
歴
更
と
高

い
文
化
の
素
地
を
持
ち
乍
ら
、
支
那
の
茶
蓮
が
そ

の
國
民
性
に
築

か
れ
た
文
化
た
る
に
揖
ぎ
す
、
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茶
聖
陸
朋
す
ら
珠
光
上
人
の
た
め

に

「
貴

そ
の
佳
境
に
入
る
を
得
ん
や
」
と
喝
破
せ
ら
れ
し
原
因
.も
、
實
は
こ
の
關

係

に
由
來
す
る
庭
が
多

い
と
思
ふ
。
日
本
國
民
の
詩
的
直
観
的
性
格
は
、
日
常
生
活
に
も
美
を
求
め
佗
を
忘
れ
ぬ
床

し
さ
が
め
り
、
畢
覧
利
休

の
優
れ
た
る
性
格
も
、
一
面
こ
の
傳
統
的
圃
民
性

の
象
徴
と
見
る
べ
き

で
は
な
か
ら
う
か
。

西
田
博
士
が
日
本
文
化
の
眞
髄

を

「
情
的
文
化
は
形
な
き
形
、
聾
な
き
聲

で
あ
る
。

そ
れ
は
時
の
如
く
形
な
き
統

一
で
あ
り
象
徴

で
あ

る
。
形
な
き
情

の
文
化
は
時
の
如

く
に
生
成
的

で
あ
り
、
生
命
の
如
く
登
展

的
で
あ
る
。

(
中

略
)
柳
は
緑
花

は
紅

の
大
乗
佛
教

の
眞
意
は
、
日
本
文
化
の
如
き
も
の
に
於

て
見
出

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
」

(
哲
學

の
根
本
問
題
綾
篇
)
と
實

に
巧
み
に
述
べ
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
利
休
居
士
の

「
終

に
ヵ
ネ
を
離
れ
フ
ザ
を
忘
れ
、

心
味
の
無
味
に
蹄
す

る
」
佗
茶
の
内
容
は

「
形
な
き
統

一
」

の
相
と
し

て
ゼ
然
も

「
生
命
の
如
く
登
展
的
」

に
生
活

へ
の
具
膿
と
し
て
解
す

る
時
、
始

め
て
そ
の
眞
境
を
味
得
す
る
こ
と
が
出
來
る
で
あ
ら
う
。

優

れ
た
る
國
民
丈
化
は
、
深
き
傳
統

に
根
ざ
し
た
國
民
性
の
上
に
築
か
れ
る
個
性

の
創
造
的
登
展
で
な

け
れ
ば
な

ら
ぬ
。
然
も
茶
は
常

に
圭
客

の
直
観

に
成
立
す
る
無
賓
圭
の

「
一
座
建
立
」

で
あ
り
、
宗
敏
が
屡

々
文
化
否
定
の
形

も

相
を
と
る
の
に
封
し
、
文
化
形
成
と
し
て
肚
會
的
な
る
腱
に
本
質
的
な
意
味
を
持

つ
と
云
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。

偉
大
な
る
日
本
文
化
の

一
面
と
し
て
の
茶
遣
が
、
深
く
輝

に
根
ざ
し
て
常

に
形
な
き
統

一
と
し
て
生
命
的
に
費
展

し
績
け
る
こ
と
を

そ
の
本
格
的
立
場
と
す
る
こ
と
は
、
他
の

「
送
し
な

る
諸
文
化
部
面
と
共

に
、
縄
的
日
本
文
化

の

特
色

で
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
。

輝
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