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国
宝
茶
碗
に
見
え
る
日
本
文
化
の
矛
盾
と
相
克

彭　
　

丹

は
じ
め
に

　

二
〇
〇
八
年
の
四
月
二
十
日
、
京
都
建
仁
寺
の
四
頭
茶
会
に
出
席
し
た
と
き

の
こ
と
で
あ
る
。

　

厳
か
な
雰
囲
気
が
張
り
詰
め
る
方
丈
殿
の
な
か
、
白
足
袋
と
黒
衣
姿
の
若
い

寺じ

僧ぞ
う

が
、
茶
碗
を
朱
塗
り
の
台
に
乗
せ
て
運
ん
で
く
る
。
朝
顔
の
形
を
し
た
、

全
体
は
黒
釉
に
塗
ら
れ
た
茶
碗
で
あ
る
。

　

普
段
の
稽
古
に
使
う
華
や
か
な
京
焼
茶
碗
と
違
い
、
簡
素
で
重
厚
感
の
あ
る

茶
碗
だ
と
思
い
な
が
ら
、
特
別
に
気
に
留
め
な
か
っ
た
。

　

が
、
茶
会
の
後
、
友
人
は
「
あ
の
茶
碗
は
て
ん
も
く
ち
ゃ
わ
ん
だ
よ
ね
？
」

と
私
に
訊
い
た
。

　
「
て
ん
も
く
ち
ゃ
わ
ん
と
は
？
」

　
「
て
ん
も
く
ち
ゃ
わ
ん
を
知
ら
な
い
？　

中
国
人
な
の
に
」
と
、
友
人
は
目

を
丸
く
し
た
。

　
「
中
国
人
だ
け
れ
ど
、
私
は
知
ら
な
い
」。

　
「
宋
代
の
人
が
茶
を
飲
む
た
め
に
使
っ
た
黒
い
茶
碗
の
こ
と
。
け
ん
さ
ん
と

も
呼
ば
れ
る
」

　
「
中
国
人
は
黒
い
茶
碗
を
使
い
ま
せ
ん
よ
」
と
言
う
私
の
無
知
に
、
あ
き
れ

た
友
人
は
返
す
言
葉
も
な
か
っ
た
。

　

そ
の
夜
、『
や
き
も
の
辞
典
』
を
開
い
た
私
は
、
千
年
前
の
宋
代
の
茶
人
が

用
い
た
天
目
茶
碗
に
、
千
年
後
の
日
本
の
禅
宗
寺
院
で
出
会
え
た
こ
と
を
知

り
、
は
じ
め
て
屠
蘇
酒
を
飲
ん
だ
と
き
の
感
動
を
再
び
味
わ
う
こ
と
が
で
き
た

の
で
あ
る
。

　

天
目
茶
碗
は
宋
代
の
中
国
で
焼
か
れ
た
黒
磁
茶
碗
で
あ
る
。
漆
黒
の
釉
色
が

大
き
な
特
徴
だ
が
、
焼
造
窯
に
よ
っ
て
胎
土
、
釉
色
、
文
様
が
異
な
る
。「
天

目
茶
碗
」
と
は
日
本
で
の
呼
称
で
、
中
国
で
は
黒こ

く

盞さ
ん

と
呼
ば
れ
る
。「
盞
」
は
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茶
碗
の
意
味
で
あ
る
。
中
国
浙
江
省
天て
ん

目も
く

山さ
ん

の
禅
院
の
日
常
什
器
で
あ
っ
た
も

の
を
、
日
本
の
禅
僧
が
持
ち
帰
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
天
目
茶
碗
と
呼
ぶ
よ
う
に

な
っ
た
と
い
う
（
や
き
も
の
辞
典
、
一
九
九
二
）。

　

日
本
に
は
八
点
の
国
宝
茶
碗
が
あ
る
。
井
戸
茶
碗
一
点
、
白
楽
茶
碗
一
点
、

志
野
茶
碗
一
点
の
三
点
以
外
、
す
べ
て
天
目
茶
碗
で
あ
る
。
曜
変
天
目
三
点
、

油
滴
天
目
一
点
、
玳た

い

皮ひ

天
目
一
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
国
宝
茶
碗
八
点
の
う
ち

天
目
茶
碗
だ
け
で
五
点
を
占
め
る
（
太
田
、
一
九
九
五
）。

　

曜
変
天
目
は
、
厚
く
か
か
っ
た
漆
黒
の
釉
色
の
中
に
大
小
連
な
る
銀
色
の
斑

点
が
浮
か
び
、
そ
の
周
囲
を
暈
状
に
神
秘
的
な
瑠
璃
色
の
光
彩
を
放
つ
茶
碗
で

あ
る
。
世
界
に
現
存
す
る
三
点
は
、
す
べ
て
日
本
に
あ
り
、
国
宝
に
な
っ
て
い

る
。
静
嘉
堂
文
庫
美
術
館
、
藤
田
美
術
館
、
大
徳
寺
竜
光
院
所
蔵
の
各
一
碗
で

あ
る
（
静
嘉
堂
の
茶
道
具
、
二
〇
〇
八
）。

　

油
滴
天
目
は
、
漆
黒
の
釉
色
の
中
に
銀
色
の
油
滴
様
斑
点
が
一
面
に
散
ら
さ

れ
た
茶
碗
で
あ
る
。
曜
変
に
次
ぐ
高
い
評
価
を
受
け
て
き
た
が
、
曜
変
と
比

べ
、
遺
品
の
数
が
多
い
。
国
宝
に
な
っ
て
い
る
油
滴
天
目
は
大
阪
市
立
東
洋
陶

磁
美
術
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
（
東
洋
陶
磁
の
展
開
、
二
〇
〇
六
）。

　

曜
変
天
目
と
油
滴
天
目
は
福
建
省
の
建け
ん

窯よ
う

の
作
品
だ
が
、
玳
皮
天
目
は
江
西

省
吉き
っ

州し
ゅ
う

窯
の
作
で
あ
る
。
黒
と
黄
が
混
じ
り
、
鼈
甲
に
似
た
釉
色
か
ら
鼈べ
っ

盞さ
ん

と
も
呼
ば
れ
る
（
や
き
も
の
辞
典
、
一
九
九
二
）。

　

こ
れ
ら
の
天
目
茶
碗
は
鎌
倉
か
ら
室
町
時
代
に
か
け
て
日
本
に
渡
来
し
、
青

磁
茶
碗
と
と
も
に
茶
の
湯
に
用
い
ら
れ
た
。
一
五
一
一
年
に
成
立
し
た
『
君
臺

観
左
右
帳
記
』
は
、
渡
来
し
た
天
目
茶
碗
を
、
曜
変
、
油
滴
、
建
盞
、
烏
盞
、

鼈
盞
、
能た
い

玻ひ

盞さ
ん

、
天
目
の
七
種
類
に
分
け
、「
萬
疋
の
物
」
か
ら
「
代
や
す
し
」

物
ま
で
克
明
に
記
し
て
い
る
。
こ
の
分
類
に
つ
い
て
は
不
明
な
点
も
多
い
が
、

い
か
に
大
量
の
天
目
茶
碗
が
伝
来
さ
れ
た
か
の
一
端
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
曜
変
、
油
滴
は
当
時
す
で
に
足
利
将
軍
家
を
中
心
と
す
る
貴
族
茶
人
に

貴
ば
れ
て
い
た
こ
と
も
わ
か
る
。
今
日
ま
で
代
々
受
継
が
れ
、
国
宝
や
重
要
文

化
財
と
し
て
博
物
館
や
美
術
館
に
陳
列
さ
れ
て
い
る
。

　

も
と
も
と
天
目
茶
碗
は
、
宋
代
に
お
け
る
抹
茶
点
茶
法
の
興
起
に
よ
っ
て
生

ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
中
国
で
は
北
宋
、
南
宋
の
両
宋
時
代
に
流
行
り
、
葉よ
う

茶ち
ゃ

泡ほ
う

茶ち
ゃ

法
の
台
頭
に
従
い
そ
の
姿
が
消
失
し
て
し
ま
う
。
泡
茶
法
で
は
白
磁
の
小

ぶ
り
の
茶
碗
が
好
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
で
あ
る
。

　

中
国
生
ま
れ
の
私
は
、
日
本
で
名
づ
け
ら
れ
た
天
目
茶
碗
の
名
な
ど
聞
い
た

こ
と
も
な
か
っ
た
。
宋
人
が
黒
色
の
茶
碗
で
茶
を
喫
し
た
こ
と
な
ど
も
ち
ろ
ん

知
ら
な
か
っ
た
。
日
本
の
友
人
に
教
え
ら
れ
、
初
め
て
天
目
茶
碗
の
存
在
を

知
っ
た
の
で
あ
る
。
千
年
前
の
宋
代
に
造
ら
れ
た
中
国
の
茶
碗
は
日
本
の
国
宝

と
な
り
、
博
物
館
で
数
年
に
一
度
展
示
さ
れ
る
た
び
に
国
内
で
評
判
に
な
る
の

に
、
当
の
中
国
人
の
私
は
天
目
茶
碗
の
存
在
す
ら
知
ら
な
か
っ
た
。
国
宝
と
尊

ぶ
日
本
と
、
歴
史
の
風
塵
の
中
に
跡
形
も
な
く
消
失
さ
せ
て
し
ま
っ
た
中
国
。

天
目
茶
碗
の
中
日
に
お
け
る
あ
り
方
は
こ
ん
な
に
も
異
な
る
。

　

素
直
に
考
え
れ
ば
、
天
目
茶
碗
は
中
国
で
造
ら
れ
た
も
の
だ
か
ら
、
中
国
で

珍
重
さ
れ
代
々
受
継
が
れ
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。
だ
が
、
事
実
は
違
う
。
質
か
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ら
言
っ
て
も
、
数
か
ら
言
っ
て
も
、
日
本
に
保
存
さ
れ
て
い
る
天
目
茶
碗
は
本

家
の
中
国
よ
り
勝
っ
て
い
る
。
世
界
に
三
つ
し
か
現
存
し
な
い
曜
変
天
目
は
す

べ
て
日
本
に
あ
る
。
故
宮
博
物
館
と
い
う
歴
代
皇
帝
の
膨
大
な
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

が
あ
る
の
に
、
中
国
人
は
世
に
も
稀
な
曜
変
天
目
を
皇
帝
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
と

し
て
手
元
に
お
か
な
い
。
上
海
博
物
館
で
見
た
た
だ
一
つ
の
天
目
茶
碗
も
、
日

本
に
あ
る
油
滴
天
目
や
玳
皮
盞
天
目
の
華
や
か
さ
に
及
ば
ず
、
雑
器
の
よ
う
に

粗
末
な
も
の
で
あ
る
。

　

私
は
天
目
茶
碗
の
中
日
に
お
け
る
存
在
の
違
い
に
つ
い
て
強
く
興
味
を
そ
そ

ら
れ
た
。
な
ぜ
、
両
国
の
間
に
こ
れ
ほ
ど
の
相
違
が
生
じ
た
の
か
？

　

八
点
の
国
宝
茶
碗
の
中
で
、
日
本
人
が
造
っ
た
茶
碗
は
、
志
野
茶
碗
と
白
楽

茶
碗
の
二
つ
し
か
な
い
（
西
田
、
一
九
九
八
）。
利
休
の
黒
楽
茶
碗
、
織
部
の
沓

形
茶
碗
、
美
濃
窯
の
黄
瀬
戸
茶
碗
、
そ
の
い
ず
れ
も
入
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
に

対
し
て
天
目
茶
碗
が
五
点
も
入
っ
て
い
る
。
日
本
の
国
宝
は
日
本
人
に
よ
っ
て

造
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
べ
き
な
の
に
、
中
国
の
天
目
茶
碗
が
そ
の
首
座
に
据
え

ら
れ
て
い
る
。
私
か
ら
見
れ
ば
矛
盾
に
満
ち
た
国
宝
な
の
に
、
日
本
人
は
矛
盾

を
感
じ
な
い
。

　

一
方
、
日
本
人
は
天
目
茶
碗
を
珍
重
し
な
が
ら
、
特
別
な
儀
式
の
場
合
を
除

き
、
そ
れ
で
茶
を
飲
ま
な
い
。
茶
の
湯
の
茶
碗
を
茶
人
が
品
定
め
し
て
、
そ
の

順
位
を
示
す
言
葉
に
は
「
一
楽
二
萩
三
唐
津
」、
あ
る
い
は
「
一
井
戸
二
楽
三

唐
津
」
が
あ
る
（
や
き
も
の
辞
典
、
一
九
九
二
）。
そ
の
い
ず
れ
に
も
天
目
茶
碗

が
入
っ
て
い
な
い
。
日
本
の
茶
人
は
天
目
茶
碗
が
好
き
だ
か
ら
珍
重
し
て
き
た

の
で
は
な
い
の
か
？　

で
は
、
な
ぜ
そ
れ
で
茶
を
飲
ま
な
い
の
か
？

　

国
宝
天
目
茶
碗
に
ま
つ
わ
る
次
の
よ
う
な
不
思
議
と
疑
問
が
、
私
の
頭
の
中

に
渦
を
巻
き
な
が
ら
次
第
に
拡
大
し
た
。

　

①
曜
変
天
目
、
油
滴
天
目
、
玳
皮
天
目
。
な
ぜ
日
本
で
伝
世
さ
れ
、
中
国
の

地
に
は
残
さ
れ
な
か
っ
た
の
か
？　

質
か
ら
言
っ
て
も
量
か
ら
言
っ
て
も
、
日

本
は
生
産
地
の
中
国
よ
り
勝
っ
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
い
っ
た
い
何
か
？

　

②
日
本
の
国
宝
茶
碗
な
の
に
、
中
国
人
の
造
っ
た
天
目
茶
碗
は
五
点
も
占
め

て
い
る
。
そ
の
一
方
、
天
目
茶
碗
を
珍
重
し
な
が
ら
日
本
の
茶
人
は
そ
れ
で
茶

を
飲
ま
な
い
。
日
本
の
国
宝
茶
碗
が
日
本
文
化
と
相
克
矛
盾
し
て
い
る
の
に
、

日
本
人
は
こ
の
矛
盾
を
矛
盾
と
し
な
い
。
そ
れ
は
な
ぜ
か
？

　

③
日
本
の
陶
工
は
宋
の
天
目
茶
碗
を
再
現
し
よ
う
と
し
て
、
千
年
以
来
天
目

茶
碗
を
焼
き
続
け
て
き
た
。
天
目
茶
碗
に
対
す
る
日
本
陶
工
の
情
熱
は
い
っ
た

い
ど
こ
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
の
か
？

　

私
は
こ
の
問
題
を
追
究
し
よ
う
と
思
っ
た
。

　

天
目
茶
碗
が
日
本
で
伝
世
さ
れ
、
生
産
地
の
中
国
に
残
さ
れ
な
い
、
と
い
う

現
象
は
、
日
本
文
化
が
中
国
文
化
と
異
質
な
文
化
で
あ
る
こ
と
に
起
因
す
る
の

で
は
な
い
か
？

　

ま
た
、
日
本
の
国
宝
茶
碗
が
日
本
文
化
と
相
克
矛
盾
し
な
が
ら
、
そ
の
矛
盾

自
体
が
日
本
文
化
の
中
に
吸
収
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
だ
か
ら
日
本
人
は
そ
れ
を

矛
盾
と
し
な
い
の
で
は
な
い
か
？

　

さ
ら
に
、
天
目
茶
碗
を
再
現
し
よ
う
と
す
る
日
本
陶
工
の
情
熱
は
、
中
国
文



14

化
へ
の
憧
憬
と
対
抗
意
識
に
よ
る
も

の
で
は
な
い
か
？

　

こ
の
論
文
で
は
、
中
国
と
日
本
に

お
け
る
天
目
茶
碗
の
あ
り
方
を
検
討

し
な
が
ら
、
以
上
の
結
論
を
求
め
よ

う
と
考
え
る
。

一　

曜
変
天
目

　

三
つ
し
か
な
い
曜
変
天
目
の
う
ち

最
も
華
や
か
な
輝
き
を
放
つ
の
は
、

静
嘉
堂
の
「
稲
葉
天
目
」
で
あ
る
。

徳
川
家
三
代
将
軍
家
光
か
ら
そ
の
乳

母
春
日
局
に
下
賜
さ
れ
、
後
に
春
日

局
か
ら
実
子
の
稲
葉
家
に
渡
さ
れ
て

代
々
秘
蔵
さ
れ
た
と
い
う
（
静
嘉
堂

の
茶
道
具
、
二
〇
〇
八
）。
茶
碗
の
持

ち
主
を
見
た
だ
け
で
、
そ
の
価
値
が

わ
か
る
。（
写
真
1
、
写
真
2
）

　

曜
変
天
目
は
南
宋
時
代
の
福
建
の

建
窯
で
焼
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
中

国
で
造
ら
れ
た
の
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
一
つ
も
中
国
に
伝
世
さ
れ
て
い
な
い
。
文
献
に
も
、
油
滴
天
目
と
禾
目
天

目
し
か
現
わ
れ
ず
、
曜
変
天
目
が
な
い
（
世
界
陶
磁
全
集
一
二
、
一
九
七
七
）。

な
ぜ
こ
の
よ
う
な
現
象
が
起
っ
た
の
か
？

　

そ
の
理
由
は
、
曜
変
天
目
に
対
す
る
中
国
の
陶
工
と
、
日
本
の
茶
人
の
意
識

の
相
違
に
よ
る
も
の
だ
と
考
え
る
。中
国
の
陶
工
は
窯
変
を
不
吉
の
兆
と
見
て
、

窯
か
ら
出
る
な
り
そ
れ
を
毀
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
日
本
の
茶
人
は
曜
変
天
目

を
こ
の
世
に
な
い
珍
し
い
唐
物
と
し
て
尊
び
、
そ
の
華
麗
な
美
し
さ
に
憧
れ
、

茶
の
湯
に
用
い
た
の
で
あ
る
。
端
的
に
言
え
ば
、「
窯
変
」
と
「
曜
変
」
の
違

い
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
中
国
の
陶
工
の
「
窯
変
」
が
ど
の
よ
う
に
し
て
日
本

茶
人
の
「
曜
変
」
に
な
っ
た
の
か
、
そ
の
変
遷
を
た
ど
り
な
が
ら
、
曜
変
天
目

の
中
日
に
お
け
る
存
在
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

1　

天
目
茶
碗
の
誕
生

　

曜
変
天
目
は
天
目
茶
碗
の
一
種
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
曜
変
を
述
べ
る
前

に
、
ま
ず
天
目
茶
碗
は
中
国
で
ど
の
よ
う
に
誕
生
し
た
の
か
を
見
て
い
く
。

　

天
目
茶
碗
と
は
す
な
わ
ち
黒
い
釉
色
の
茶
碗
の
こ
と
で
あ
る
。
中
国
の
黒
磁

の
焼
造
は
青
磁
と
と
も
に
後
漢
時
代
に
始
ま
っ
た（
中
国
陶
瓷
史
、
二
〇
〇
四
）。

黒
磁
の
黒
の
呈
色
は
青
磁
の
青
と
同
様
に
、
釉
薬
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
鉄
分

の
働
き
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
鉄
分
の
含
量
が
二
％
以
下
な
ら
ば
青
磁
と
な

り
、
一
五
％
以
上
に
な
る
と
黒
磁
と
な
る
（
小
山
、
一
九
七
四
）。
し
か
し
、
青

磁
の
呈
色
は
焼
成
状
況
に
よ
っ
て
厳
し
く
左
右
さ
れ
る
。
火
力
が
過
ぎ
て
も
甘

写真1　『茶碗　第一巻　中国安南』
（平凡社、1974年）

写真2　『茶碗　第一巻　中国安南』
（平凡社、1974年）
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く
て
も
だ
め
で
あ
り
、
酸
化
焔
で
は
な
く
還
元
焔
で
焼
か
な
け
れ
ば
玉ぎ
ょ
くの

よ
う

な
美
し
い
青
が
出
な
い
。
一
方
、
黒
磁
の
場
合
は
、
還
元
焔
に
し
て
も
酸
化
焔

に
し
て
も
黒
色
は
あ
ま
り
変
わ
ら
な
い
。
そ
の
た
め
黒
磁
の
焼
造
は
青
磁
よ
り

容
易
で
、
ど
こ
で
も
焼
け
る
。

　

後
漢
時
代
に
出
現
し
た
黒
磁
は
南
北
各
地
で
焼
か
れ
た
。
し
か
し
、
中
国
に

は
黒
色
は
陰
で
、
死
後
の
世
界
に
つ
な
が
る
と
い
う
考
え
が
あ
る
。
ま
た
、
黒

は
見
た
目
の
う
え
で
も
人
に
喜
ば
れ
な
い
色
で
あ
る
た
め
、
黒
磁
は
庶
民
の
日

常
雑
器
と
い
う
位
置
づ
け
で
あ
っ
た
。
専
用
の
窯
も
な
く
た
い
て
い
青
磁
窯
を

兼
用
し
て
い
た
。
唐
代
に
入
る
と
、
華
北
地
方
で
白
磁
が
焼
か
れ
る
よ
う
に
な

る
。
唐
代
の
磁
器
生
産
の
特
徴
を
表
わ
す
と
き
に
よ
く
使
わ
れ
る「
南
青
北
白
」

と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
華
南
の
越
州
窯
を
中
心
と
す
る
青
磁
と
、
華
北
窯
州
窯

を
中
心
と
す
る
白
磁
を
意
味
す
る
。
白
磁
よ
り
黒
磁
の
ほ
う
が
歴
史
が
長
い
に

も
か
か
わ
ら
ず
、「
南
青
北
白
」
の
中
に
黒
磁
が
入
っ
て
い
な
い
。
中
国
人
、

と
い
う
よ
り
歴
史
記
録
を
作
る
文
人
に
と
っ
て
、
黒
磁
は
と
る
に
足
ら
な
い
雑

器
だ
っ
た
た
め
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
宋
代
に
入
る
と
状
況
が
変
わ
る
。
黒
磁
、
特
に
黒
磁
の
茶
碗
、
す

な
わ
ち
天
目
茶
碗
が
各
地
で
大
量
に
焼
か
れ
始
め
た
。

　

北
宋
初
期
の
文
人
官
僚
で
あ
り
、
開
国
ま
も
な
い
宋
王
朝
の
法
物
制
度
の
制

定
に
携
わ
っ
た
陶
穀
（
九
〇
三
〜
九
七
〇
）
と
い
う
人
が
い
る
。
彼
は
そ
の
著

作
の
『
清
異
録
・
錦
地
甌
』
で
、

閩
中
造
盞
、
花
紋
鷓
鴣
斑
、
点
試
茶
家
珍
之
。

　

と
述
べ
る
。
閩
中
で
造
ら
れ
た
茶
碗
は
、
鷓し
ゃ

鴣こ

の
羽
毛
の
よ
う
な
文
様
を
持

ち
、
茶
人
に
珍
重
さ
れ
る
、
と
い
う
。
こ
れ
は
天
目
茶
碗
に
関
す
る
文
献
上
の

最
初
の
記
事
で
あ
る
。

　
「
閩み
ん

」
は
福
建
の
別
名
で
、
閩
中
の
盞
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
福
建
の
建
窯

で
焼
か
れ
た
天
目
茶
碗
の
こ
と
で
あ
る
。

　
「
鷓し
ゃ

鴣こ

斑は
ん

」
は
鷓
鴣
と
い
う
鳥
の
羽
毛
の
文
様
を
表
わ
す
が
、
そ
の
解
釈
は

二
通
り
に
分
か
れ
る
。
鷓
鴣
の
背
中
に
あ
る
赤
や
紫
の
縞
状
文
様
を
指
す
な
ら

ば
、
禾
目
天
目
に
あ
た
る
。
鷓
鴣
の
胸
に
あ
る
白
い
円
斑
状
文
様
を
指
す
な
ら

ば
、
油
滴
天
目
に
あ
た
る
。
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
、
景
徳
鎮
陶
瓷
学
院
の
熊

寥
の
説
が
あ
る
。
背
中
の
縞
状
文
様
は
鶉
な
ど
の
鳥
に
も
よ
く
見
ら
れ
る
の

で
、
鷓
鴣
の
独
特
な
も
の
で
は
な
い
。
胸
の
円
点
文
様
の
ほ
う
こ
そ
が
鷓
鴣
の

特
徴
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
鷓
鴣
斑
」
は
鷓
鴣
の
胸
に
あ
る
白
い
円
斑
状

の
文
様
を
表
し
、
油
滴
天
目
を
意
味
す
る
、
と
い
う
（
葉
文
程
、
二
〇
〇
四
）。

　
「
鶉
斑
」
で
は
な
く
、「
鷓
鴣
斑
」
と
名
付
け
ら
れ
た
以
上
、
や
は
り
鷓
鴣
の

独
特
な
文
様
に
よ
る
た
め
と
考
え
る
ほ
う
に
説
得
力
が
あ
る
。
以
上
の
理
由

で
、
こ
の
論
文
で
は
、「
鷓
鴣
斑
」
は
油
滴
天
目
を
指
す
、
と
い
う
熊
寥
の
見

解
に
従
う
こ
と
に
す
る
。

　

以
上
陶
穀
の
記
述
か
ら
、
北
宋
初
期
に
す
で
に
天
目
茶
碗
を
用
い
て
茶
を
飲

む
こ
と
、
ま
た
、
建
窯
で
造
ら
れ
た
鷓
鴣
斑
す
な
わ
ち
油
滴
天
目
茶
碗
が
、
茶
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人
に
珍
重
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

宋
代
の
天
目
茶
碗
を
焼
造
し
た
窯
は
数
多
く
あ
る
。
そ
の
う
ち
特
に
著
名
で

重
要
な
の
は
、
福
建
省
の
建
窯
と
江
西
省
の
吉
州
窯
で
あ
る
。

（
一
）
建
窯

　

建
窯
は
福
建
省
建け
ん

陽よ
う

県
水す
い

吉き
ち

鎮
に
あ
る
。
北
宋
初
期
に
焼
造
が
始
ま
り
、
南

宋
中
期
か
ら
最
盛
期
を
迎
え
、
数
々
の
名
作
を
生
み
出
し
た
。
国
宝
茶
碗
の
う

ち
の
曜
変
天
目
三
点
と
、
油
滴
天
目
は
と
も
に
南
宋
時
代
の
建
窯
で
焼
か
れ
た

も
の
で
あ
る
（
世
界
陶
磁
全
集
一
二
、
一
九
七
七
）。

　

曜
変
天
目
と
油
滴
天
目
以
外
、
建
窯
で
最
も
多
く
焼
か
れ
た
種
類
は
禾
目
天

目
で
あ
る
。
銀
色
の
兎
毛
の
よ
う
な
細
い
筋
目
が
幾
重
に
も
重
な
る
よ
う
に
し

て
、
黒
釉
の
上
に
流
れ
て
い
る
茶
碗
で
あ
る
。
中
国
で
は
兎と

毫ご
う

盞さ
ん

と
呼
ば
れ

る
。「
禾
目
天
目
」
は
江
戸
時
代
以
後
に
使
わ
れ
出
し
た
名
称
で
、
そ
れ
ま
で

は
日
本
も
兎
毫
盞
と
呼
ん
で
い
た
（
世
界
陶
磁
全
集
一
二
、
一
九
七
七
）。

　

こ
こ
で
補
足
す
る
が
、
中
国
で
は
建
窯
で
焼
か
れ
た
黒
釉
の
茶
碗
を
す
べ
て

建け
ん

盞さ
ん

と
呼
ぶ
。
日
本
で
は
建
盞
、
天
目
の
両
語
の
定
義
が
曖
昧
で
、
時
代
に

よ
っ
て
異
な
る
た
め
混
同
し
や
す
い
。
こ
の
論
文
で
は
、
曜
変
、
油
滴
、
禾
目

な
ど
の
上
質
の
天
目
茶
碗
に
対
し
て
、
質
の
悪
い
、
ご
く
普
通
の
雑
器
の
よ
う

な
天
目
茶
碗
を
建
盞
天
目
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

　

宋
代
の
学
者
祝し
ゅ
く

穆も
く

（
生
没
年
不
詳
）
は
、
そ
の
著
作
『
方ほ
う

輿よ

勝し
ょ
う

覧ら
ん

』
で
次

の
よ
う
に
述
べ
る
。

兎
毫
盞
、
出
甌
寧
之
水
吉
。
黄
魯
直
詩
曰
：
建
安
瓷
碗
鷓
鴣
斑
。
又
君
謨

『
茶
録
』：
建
安
所
造
黒
盞
、
紋
如
兎
毫
。

　

兎
毫
盞
は
甌お
う

寧ね
い

水
吉
の
産
出
で
あ
る
。
黄こ
う

魯ろ
う

直ち
ょ
くの
詩
に
建
安
の
鷓
鴣
斑
茶
碗

が
あ
り
、
蔡さ
い

君く
ん

謨ぼ

の
『
茶
録
』
は
建
安
の
黒
盞
が
兎
毫
の
よ
う
な
文
様
が
あ
る

と
記
載
し
て
い
る
、
と
い
う
。

　

こ
の
一
文
は
、
建
窯
の
兎
毫
盞
（
禾
目
天
目
）、
鷓
鴣
斑
（
油
滴
天
目
）
が
宋

の
当
時
か
ら
す
で
に
有
名
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
。

（
二
）
吉
州
窯

　

吉
州
窯
は
江
西
省
吉き

ち

安あ
ん

県
永
和
鎮
に
あ
る
。
鼈
甲
そ
っ
く
り
の
黒
・
黄
飴
色

の
釉
色
を
得
意
と
す
る
。
民
間
の
切
り
紙
を
磁
器
焼
造
に
応
用
し
た
独
特
の
技

法
で
、
様
々
な
文
様
の
あ
る
天
目
を
巧
み
に
造
り
出
し
て
い
る
。
内
面
に
梅
花

を
散
ら
す
梅
花
天
目
が
あ
り
、
黒
釉
に
木
の
葉
を
焼
き
付
け
る
木
葉
天
目
も
あ

る
。
ほ
か
に
も
、「
金
玉
満
堂
」「
長
命
富
貴
」
な
ど
の
文
字
を
施
し
た
文
字
天

目
、
鸞ら

ん

天
目
、
竜
天
目
な
ど
が
あ
る
（
世
界
陶
磁
全
集
一
二
、
一
九
七
七
）。
国

宝
の
「
玳
皮
天
目
散
花
文
茶
碗
」
は
吉
州
窯
の
作
で
あ
る
。

　

建
窯
と
吉
州
窯
の
ほ
か
に
、
華
北
一
帯
の
窯
で
焼
か
れ
た
も
の
は
河か

南な
ん

天
目

と
呼
ば
れ
る
。
黒
釉
の
上
に
褐
色
の
斑
点
文
様
を
施
す
作
が
多
い
。

　

と
に
か
く
、
華
南
華
北
の
各
地
で
天
目
茶
碗
が
盛
ん
に
焼
造
さ
れ
て
い
た
。

こ
れ
は
宋
代
以
前
に
は
見
ら
れ
な
い
現
象
で
あ
る
。
な
ぜ
こ
の
時
代
に
天
目
茶
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碗
が
流
行
り
始
め
た
の
か
？

2　

宋
代
の
喫
茶
と
天
目
茶
碗

　

宋
代
に
お
け
る
天
目
茶
碗
の
流
行
は
、
喫
茶
法
の
変
遷
に
因
る
も
の
で
あ

る
。

　

唐
の
陸
羽
は
『
茶
経
』
の
中
で
、
当
時
の
喫
茶
を
「
比ひ

屋お
く

之
飲い
ん

」
と
言
う
。

『
旧く

唐と
う

書じ
ょ

』（
五
代
後
晋
・
劉
り
ゅ
う

昫く

、
九
四
五
年
成
立
）
の
「
李り

珏か
く

伝
」
に
「
茶
為
食

物
、
無
異
米
塩
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
、
唐
代
で
は
茶
が
米
・
塩
と
同
じ
く
庶
民

の
生
活
必
需
品
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
物
語
る
。
宋
代
に
入
る
と
喫
茶
は
さ
ら

に
庶
民
の
間
に
浸
透
し
て
行
く
。
中
原
の
漢
民
族
だ
け
で
は
な
く
、
周
辺
の
遊

牧
系
民
族
に
も
広
が
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
宋
王
朝
は
茶
を
国
家
収

入
の
重
要
な
財
源
と
み
な
し
、
茶
の
専
売
制
、
榷か
く

茶ち
ゃ

法ほ
う

を
行
な
う
よ
う
に
な
っ

た
。

　

喫
茶
の
普
及
と
と
も
に
、
そ
の
作
法
も
変
わ
っ
て
い
く
。
陸
羽
茶
道
の
煎
茶

法
か
ら
、
抹
茶
の
入
る
茶
碗
の
中
に
湯
を
注
ぎ
茶
筅
を
用
い
て
点
て
る
、
と
い

う
点
茶
法
に
変
わ
る
。
煎
茶
法
で
は
茶
の
色
が
浅
黄
色
で
あ
る
が
、
点
茶
法
で

は
茶
の
色
は
白
色
と
な
る
。

　

現
存
す
る
宋
代
最
古
の
茶
書
で
あ
る
蔡さ

い

襄じ
ょ
う（

一
〇
一
二
〜
一
〇
六
七
）
の
『
茶

録
・
茶
論
・
色
』
に
は
、
茶
の
色
に
つ
い
て
、「
茶
色
貴
白
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

蔡
襄
は
宋
仁じ

ん

宗そ
う

時
代
の
文
人
官
僚
で
、
福
建
路
転
運
使
を
務
め
、
宮
中
専
用
の

茶
を
製
造
す
る
官
営
茶
園
の
運
営
を
管
理
し
た
。
茶
に
詳
し
く
、『
茶
録
』
は
、

茶
事
に
つ
い
て
仁
宗
か
ら
の
質
問
に
対
す
る
蔡
襄
の
答
え
を
ま
と
め
た
も
の
で

あ
る
。

　

宋
の
徽き

宗そ
う

皇
帝
趙ち
ょ
う

佶き
つ

（
一
〇
八
二
〜
一
一
三
五
）
の
『
大
観
茶
論
』
が
あ
る
。

徽
宗
は
、
文
学
芸
術
に
溺
れ
る
あ
ま
り
に
国
政
を
疎
か
に
し
た
た
め
、
北
方
の

金
国
に
拉
致
さ
れ
異
国
で
五
十
四
歳
の
生
涯
を
閉
じ
た
悲
運
の
天
子
で
あ
る
。

そ
の
『
大
観
茶
論
』
は
、
茶
の
色
を
、

点
茶
之
色
、
以
純
白
為
上
真
。
青
白
為
次
、
灰
白
次
之
、
黄
白
又
次
之
。

と
述
べ
る
。
点
茶
の
色
は
純
白
が
最
上
の
色
で
、
青
白
、
灰
白
、
黄
白
が
そ
れ

に
次
ぐ
、
と
い
う
。

　

宋
・
趙
ち
ょ
う

令り
ょ
う

畤じ

（
一
〇
六
一
〜
一
一
三
四
）
の
『
侯こ
う

鯖せ
い

録ろ
く

』（
南
宋
初
期
成
立
）「
巻

四
」
に
こ
ん
な
挿
話
が
書
か
れ
て
い
る
。
蘇
軾
と
司
馬
光
（
一
〇
一
九
〜
一
〇

八
六
）
が
茶
と
墨
に
つ
い
て
論
じ
合
っ
た
と
き
、司
馬
光
は
「
茶
与
墨
政
相
反
、

茶
欲
白
、
墨
欲
黒
」
と
言
っ
た
。
茶
と
墨
と
は
正
反
対
で
あ
り
、
茶
は
白
が
良

い
が
、
墨
は
黒
が
良
い
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

　

要
す
る
に
、
宋
代
の
点
茶
法
で
は
白
を
貴
ぶ
。
現
代
人
の
私
に
と
っ
て
、
な

ぜ
茶
の
色
が
白
色
に
な
る
の
か
と
不
思
議
で
あ
る
が
、
恐
ら
く
そ
れ
は
茶
の
複

雑
な
製
造
法
や
扱
い
方
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
蔡
襄
は
『
茶
録
』で
、

点
て
た
茶
の
色
を
白
く
す
る
た
め
に
、
必
要
の
都
度
に
茶
を
碾
く
の
も
肝
要
だ

と
述
べ
て
い
る
。
宋
人
の
茶
詩
に
「
乳に
ゅ
う」
と
い
う
言
葉
が
よ
く
使
わ
れ
て
い
る
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が
、
乳
白
色
の
意
味
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
ち
な
み
に
、
こ
こ
で
い
う
茶
の

白
色
は
、
天
然
種
の
白
茶
と
は
異
な
る
。

　

茶
の
色
が
緑
色
に
映
る
の
で
陸
羽
茶
道
は
青
磁
茶
碗
を
好
ん
だ
。
が
、
茶
の

色
は
白
を
貴
ぶ
た
め
、
当
然
黒
色
の
茶
碗
が
好
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ

る
。

　

蔡
襄
の
『
茶
録
・
器
論
・
茶
盞
』
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

茶
色
白
宜
黒
盞
。
建
安
所
造
者
、
紺
黒
紋
如
兎
毫
。
其
杯
微
厚
、

之
久

熱
難
冷
、
最
為
要
用
。
出
他
処
者
、
或
薄
或
色
紫
、
皆
不
及
也
。
其
青
白

盞
、
闘
試
自
不
用
。

　

茶
の
色
は
白
で
あ
る
た
め
、
黒
い
茶
碗
が
良
い
。
建
安
で
造
ら
れ
た
紺
黒
色

の
茶
碗
は
兎と

毫ご
う

（
兎
の
毛
）
の
よ
う
な
文
様
が
あ
る
。
素
地
が
厚
い
の
で
茶
は

冷
め
に
く
い
、
と
い
う
。「
建
安
所
造
者
、
紺
黒
、
紋
如
兎
毫
」
は
、
建
窯
の

兎
毫
盞
（
禾
目
天
目
）
を
指
す
。
蔡
襄
の
こ
の
一
文
か
ら
、
天
目
茶
碗
の
宋
代

で
流
行
し
た
理
由
が
よ
く
わ
か
る
。
一
つ
に
は
、
茶
の
白
色
は
茶
碗
の
漆
黒
の

釉
色
に
よ
く
映
る
の
で
よ
い
。
二
つ
に
は
、
茶
碗
が
厚
手
で
茶
が
冷
め
な
い
の

で
よ
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
徽
宗
皇
帝
の
『
大
観
茶
論
』
を
見
る
と
、

盞
色
貴
青
黒
、
玉
毫
条
達
者
為
上
、
取
其
煥
発
茶
采
色
也
。
底
必
差
深
而

微
寛
。

と
あ
る
。
茶
碗
の
色
は
青
黒
を
貴
ぶ
。
玉
ぎ
ょ
く

毫ご
う

条じ
ょ
う（

兎
毫
の
よ
う
な
筋
目
の
こ
と
）

が
綺
麗
な
も
の
は
上
と
す
る
。
茶
の
色
が
よ
く
映
え
る
た
め
で
あ
る
。
底
は
深

め
で
僅
か
に
広
が
っ
て
い
る
、
と
い
う
。
こ
の
一
文
か
ら
も
、
天
目
茶
碗
の
釉

色
と
形
が
宋
の
茶
人
に
好
ま
れ
、
建
窯
の
兎
毫
盞
が
最
上
と
さ
れ
て
い
た
こ
と

が
わ
か
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
宋
以
前
に
は
大
雅
之
堂
に
登
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
雑
器

の
黒
磁
茶
碗
が
、
そ
の
漆
黒
の
釉
色
の
た
め
に
、
宋
の
文
人
茶
人
に
好
ま
れ
、

一
躍
し
て
脚
光
を
浴
び
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
建
窯
の
油
滴

天
目
（
鷓
鴣
斑
）、
禾
目
天
目
（
兎
毫
盞
）
が
最
上
の
茶
碗
と
し
て
、
し
ば
し
ば

宋
の
詩
文
に
登
場
す
る
。
例
え
ば
、

勿
驚
午
盞
兎
毫
斑
、
打
出
春
瓮
鵝
児
酒
（
蘇
東
坡
・『
送
南
屏
謙
詩
』）

兎
褐
金
糸
宝
椀
、
松
風
蟹
眼
新
湯
（
黄
山
谷
・『
西
江
月
・
茶
』）

研
膏
濺
乳
、
金
縷
鷓
鴣
斑
（
黄
山
谷
・『
満
庭
芳
・
茶
』）

点
茶
三
昧
須
饒
汝
、
鷓
鴣
斑
中
吸
春
露
（
恵
洪
・
題
名
不
詳
）

鷓
鴣
碗
面
雲

字
、
兎
毫
甌
心
雪
作
泓
（
楊
万
里
・『
陳
蹇
叔
郎
中
出
閩
漕
・

別
送
新
茶
』）

鷹
爪
新
茶
蟹
眼
湯
、松
風
鳴
雪
兎
毫
霜
（
楊
万
里
・『
以
六
一
泉
煮
双
井
茶
』）
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禾
目
天
目
を
兎と

褐か
つ

金き
ん

糸し

宝ぎ
ょ
く

椀わ
ん

と
詠
っ
た
り
、
油
滴
天
目
を
金き
ん

縷る

鷓し
ゃ

鴣こ

斑は
ん

と

詠
っ
た
り
、
漆
黒
の
釉
色
に
浮
か
ぶ
金
銀
色
の
文
様
を
美
辞
を
尽
く
し
て
讃
美

す
る
。

　

だ
が
、
日
本
の
国
宝
茶
碗
の
首
位
に
据
え
ら
れ
て
い
る
曜
変
天
目
が
、
宋
の

文
献
に
は
見
当
た
ら
な
い
。
今
日
の
わ
れ
わ
れ
か
ら
見
て
も
、
曜
変
天
目
の
ほ

う
が
油
滴
天
目
や
禾
目
天
目
よ
り
は
る
か
に
華
や
か
で
あ
る
の
に
。
曜
変
天
目

が
詩
詞
に
登
場
し
な
い
の
は
、
宋
の
文
人
が
そ
れ
で
茶
を
飲
ま
な
か
っ
た
、
と

い
う
よ
り
、
そ
の
存
在
す
ら
知
ら
な
か
っ
た
た
め
で
は
な
い
か
。（
表
1
）

3　

窯
変
か
ら
曜
変
へ

　

曜
変
天
目
と
い
う
名
称
が
初
め
て
文
献
に
登
場
し
た
の
は
、『
能
阿
弥
相
伝

集
』
で
あ
る
（
小
山
、
一
九
七
四
）。

曜
変
建
盞

の
名

天
下
に
稀
な
る
物
な
り
、
薬
の
色
、
如
豹
皮
、
建
盞
の
内
の
上
々

也
。

　

能
阿
弥
（
一
三
九
七―

一
四
七
一
）
は
室
町
中
期
の
足
利
将
軍
家
の
同
朋
衆

を
務
め
て
い
た
人
物
で
あ
る
。
曜
変
（
建
盞
の
名
）
は
天
下
で
も
稀
に
見
る
茶

碗
で
あ
る
。
釉
色
は
豹
皮
の
よ
う
に
光
沢
が
あ
り
、
建
盞
の
う
ち
の
上
々
等
で

あ
る
、
と
い
う
。

　
「
曜
変
は
耀
変
と
も
書
き
、
と
も
に
光
り
か
が
や
く
と
い
う
意
味
」
と
小
山

冨
士
夫
は
述
べ
る
が
、
よ
り
具
体
的
に
説
明
す
る
と
、「
曜
」
は
日
・
月
と
、

五
星
の
火
・
水
・
木
・
金
・
土
の
総
称
で
あ
る
。
曜
変
天
目
の
絢
爛
奪
目
の
光

彩
を
、
天
上
の
日
・
月
・
星
に
喩
え
た
名
称
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

し
か
し
、『
能
阿
弥
相
伝
集
』
よ
り
先
に
書
か
れ
た
『
仏
日
庵
公
物
目
録
』

の
中
に「
窰
変
（
窯
変
）」の
字
が
見
ら
れ
る
（
世
界
陶
磁
全
集
一
二
、一
九
七
七
）。

曜
変
天
目
は
「
曜
変
」
に
な
る
前
に
、「
窯
変
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
が
わ

か
る
。
そ
れ
は
、
中
国
か
ら
伝
来
さ
れ
た
最
初
の
頃
、
中
国
で
の
呼
称
「
窯

変
」
を
そ
の
ま
ま
用
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
唐
物
へ
の
盲
目
的
崇
拝
か

ら
、
日
本
の
貴
族
は
次
第
に
自
分
の
眼
で
唐
物
を
見
、
そ
し
て
賞
玩
し
始
め
た

の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
あ
ら
た
め
て
窯
変
天
目
の
世
に
も
稀
な
る
美
し
さ
に
魅

か
れ
、
そ
の
輝
き
に
相
応
し
い
「
曜
」
と
い
う
字
を
用
い
「
窯
」
に
替
え
た
の

だ
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
、
龍
泉
窯
の
粉
青
釉
青
磁
に
砧
と
い
う
新
し
い
日
本

名
を
つ
け
た
こ
と
と
異
曲
同
工
で
あ
る
。

　

も
と
も
と
、「
窯
」
と
「
曜
」
の
二
字
は
発
音
が
同
じ
で
、
中
国
語
で
は

「yao

」、日
本
語
で
は
「
よ
う
」
と
い
う
。
そ
の
た
め
、「
窯
」
が
「
曜
」
に
な
っ

た
の
も
、
日
本
語
の
中
で
よ
く
あ
る
当
て
字
の
気
ま
ぐ
れ
な
変
換
で
あ
る
に
過

ぎ
ず
、
た
い
し
た
意
味
が
な
い
と
思
わ
れ
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
、
果
た
し
て

そ
う
な
の
か
？

　
「
窯
変
」
を
「
曜
変
」
に
変
え
た
の
は
、
つ
ま
り
、
窯
変
天
目
を
手
に
入
れ

た
日
本
人
は
、「
窯
変
」
と
い
う
磁
器
焼
造
過
程
の
中
で
偶
然
に
起
る
現
象
を

理
解
し
て
い
な
い
こ
と
を
示
す
。
こ
れ
は
、
曜
変
天
目
が
な
ぜ
中
国
に
残
さ
れ
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ず
、
な
ぜ
日
本
で
代
々
受
継
が
れ
て
き
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
の
最
大
の
理
由

と
な
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
中
国
文
化
と
日
本
文
化
の
異
質
性
を
象
徴
し
て
い

る
と
、
私
は
考
え
る
。

　
「
曜
変
天
目
」
と
い
う
名
称
の
由
来
に
つ
い
て
は
未
だ
に
中
日
陶
磁
器
研
究

者
の
間
で
決
着
が
つ
か
な
い
。
日
本
の
研
究
者
は
日
本
で
付
け
ら
れ
た
と
主
張

し
、
中
国
の
研
究
者
は
中
国
で
付
け
ら
れ
た
と
主
張
す
る
（
葉
喆
民
、
二
〇
〇

六
）。
し
か
し
、「
曜
変
」
と
い
う
名
は
、
宋
代
に
し
て
も
明
代
に
し
て
も
、
と

に
か
く
古
代
の
中
国
人
は
付
け
る
は
ず
が
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、「
曜
変
」
は
、

日
・
月
・
五
星
の
異
変
と
も
解
釈
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
日
・
月
・
五
星
の
異

変
は
、
古
代
中
国
人
に
と
っ
て
こ
れ
以
上
忌
み
嫌
う
も
の
は
な
か
っ
た
。
し
た

が
っ
て
、「
曜
変
」
は
日
本
人
の
付
け
た
名
称
で
あ
り
、
日
本
で
生
ま
れ
た
文

化
で
あ
る
可
能
性
の
ほ
う
が
は
る
か
に
大
き
い
。

　

そ
れ
で
は
、「
窯
変
」
か
ら
「
曜
変
」
へ
の
変
遷
の
歴
史
を
辿
っ
て
み
よ
う
。

4　

中
国
人
の
見
た
「
窯
変
」

　

窯
変
と
い
う
の
は
、
文
字
通
り
の
意
味
で
窯
の
中
で
起
っ
た
〝
変
化
〞
で
あ

る
。
陶
磁
器
焼
造
の
過
程
で
、
火
焔
の
性
質
の
変
化
に
よ
り
、
自
然
に
生
じ
た

偶
然
の
変
色
や
変
形
（
や
き
も
の
辞
典
、
一
九
九
二
）。
つ
ま
り
、
窯
変
は
火
の

計
り
知
れ
な
い
変
幻
作
用
に
よ
る
天て
ん

工こ
う

で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ち
な

み
に
、
窯
変
は
天
目
茶
碗
だ
け
で
は
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
陶
磁
器
に
起
り
う
る
現

象
で
あ
る
。

　

景
徳
鎮
に
は
「
佑ゆ
う

陶と
う

霊れ
い

祠し

」
が
あ
る
。
そ
こ
に
は
風
火
窯
神
・
童と
う

賓ひ
ん

が
祭
ら

れ
て
い
る
。
雍よ

う

正せ
い

・
乾
隆
朝
の
景
徳
鎮
御
窯
廠
の
監
陶
官
（
磁
器
の
焼
造
を
監

督
す
る
役
人
）
だ
っ
た
唐
英
（
一
六
八
二
〜
一
七
五
六
）
の
『
火
神
童
公
伝
』
に

よ
る
と
、「
五
行
各
有
専
司
、
陶
司
于
火
、
而
加
以
風
」
と
あ
る
。
製
陶
は
金
・

木
・
水
・
火
・
土
五
行
の
う
ち
の
火
に
司
ら
れ
、
そ
れ
に
風
を
加
え
る
と
い
う
。

窯
の
神
様
は
風
火
窯
神
と
呼
ば
れ
る
の
も
こ
の
た
め
で
あ
る
。
実
際
の
陶
磁
焼

造
も
そ
の
通
り
で
、
も
ち
ろ
ん
成
形
や
絵
付
け
な
ど
も
重
要
だ
が
、
最
後
の
成

敗
は
や
は
り
火
の
具
合
に
左
右
さ
れ
る
。
火
の
加
減
を
判
断
す
る
陶
工
は
〝
火か

眼げ
ん

金き
ん

睛せ
い

〞
を
有
し
、
そ
の
技
術
を
秘
訣
と
し
て
い
る
。
現
代
で
も
、
火
を
観
る

陶
工
の
報
酬
が
最
も
高
額
だ
と
い
う
。

　

童
賓
（
一
五
七
六
〜
一
五
九
九
）
は
も
と
も
と
明
代
の
景
徳
鎮
御
器
廠
の
陶

工
で
あ
っ
た
。
万
暦
年
間
の
一
五
九
九
年
、
朝
廷
の
命
令
で
龍

り
ゅ
う

缸こ
う

を
焼
か
さ
れ

る
。
龍
缸
は
龍
文
を
施
し
た
宮
廷
用
の
大
甕
で
あ
る
。
大
き
な
器
物
で
あ
る
た

め
、
焼
く
こ
と
が
非
常
に
難
し
い
。
な
か
な
か
出
来
上
が
っ
て
こ
な
い
の
で
、

監
陶
官
は
厳
し
い
刑
罰
を
も
っ
て
陶
工
を
追
い
詰
め
る
。
飢
餓
に
堪
え
苦
し
い

作
業
を
強
い
ら
れ
る
同
僚
を
救
い
出
す
た
め
に
、
童
賓
は
自
ら
窯
火
の
中
に
飛

び
込
ん
だ
。翌
日
に
な
っ
て
窯
を
開
い
て
み
る
と
、見
事
な
龍
缸
が
焼
き
あ
が
っ

て
い
た
。
奇
跡
と
言
う
べ
き
大
龍
缸
で
あ
る
。
こ
れ
は
歴
史
上
の
事
実
だ
と
伝

え
ら
れ
て
い
る
。

　

陶
工
た
ち
は
、
童
賓
を
風
火
窯
神
と
尊
び
、「
佑
陶
霊
祠
」
を
建
て
た
。
各

工
房
に
も
風
火
窯
神
が
祭
ら
れ
、毎
年
風
火
窯
神
を
迎
え
る
た
め
の「
迎
神
会
」
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も
大
々
的
に
行
な
う
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
（
方
、
二
〇
〇
二
）。

　

景
徳
鎮
の
民
間
伝
承
に
、
風
火
窯
神
・
童
賓
の
話
に
類
似
す
る
説
は
他
に
も

あ
る
。
例
え
ば
、
朝
廷
の
命
令
で
龍
り
ゅ
う

牀し
ょ
うを
焼
造
す
る
が
、
失
敗
が
続
く
。
陶
工

た
ち
が
殺
さ
れ
そ
う
に
な
っ
た
と
き
、
火
を
観
る
陶
工
の
娘
が
、
窯
火
の
中
に

飛
び
込
ん
だ
。
す
る
と
、
素
晴
ら
し
い
龍
牀
が
出
来
上
が
っ
た
と
い
う
。

　

こ
れ
ら
の
話
は
、
陶
工
に
と
っ
て
窯
火
が
ど
れ
ほ
ど
神
秘
で
、
神
聖
な
も
の

で
あ
る
か
を
示
す
。
こ
の
窯
火
の
計
り
知
れ
な
い
変
幻
に
よ
っ
て
生
じ
た
不
可

測
現
象
が
、
す
な
わ
ち
窯
変
で
あ
る
。

　

明
代
文
人
謝し

ゃ

肇ち
ょ
う

淛せ
つ

（
生
没
年
不
詳
）
は
、『
五
雑ざ
っ

俎そ

・
巻
十
二
』
の
中
で
窯

変
に
つ
い
て
述
べ
る
。

　

窯
変
は
忽
然
と
し
て
起
こ
る
異
変
で
あ
る
。
窯
中
に
入
っ
て
い
る
器
が
あ
る

い
は
魚
に
変
わ
っ
た
り
、あ
る
い
は
果
物
の
影
が
そ
の
上
に
浮
か
ん
だ
り
す
る
。

伝
聞
で
は
、
窯
を
焼
く
と
き
に
、
童
男
童
女
の
鮮
血
を
用
い
て
窯
神
を
祭
る
の

で
、
精
気
が
器
に
凝
結
し
て
怪
異
が
起
る
。
近
年
、
生
き
て
い
る
人
間
を
窯
神

に
捧
げ
る
こ
と
を
禁
止
さ
れ
た
の
で
、
窯
変
が
起
ら
な
く
な
っ
た
と
い
う
。

　

現
代
か
ら
見
れ
ば
、
あ
ま
り
に
も
荒
唐
無
稽
な
話
に
思
え
る
。
し
か
し
、
こ

れ
は
単
な
る
陶
工
の
口
頭
伝
聞
で
は
な
い
。
当
時
の
文
人
に
よ
っ
て
記
録
さ
れ

て
い
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
窯
変
の
恐
ろ
し
さ
に
つ
い
て
は
当
時
世
間
に
広
く

知
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
童
男
童
女
を
犠
牲
と
し
て
窯
神

に
捧
げ
る
と
い
う
こ
と
が
、
た
と
え
作
り
話
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
よ
う
な
話
が

生
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
自
体
、
窯
変
へ
の
恐
れ
、
忌
諱
を
物
語
っ
て
い
る
の
で

は
な
い
か
。

　

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
童
男
童
女
の
精
気
を
凝
結
し
た
と
さ
れ
る
窯
変
の

器
は
、
い
か
に
素
晴
ら
し
く
て
も
消
滅
さ
れ
る
運
命
に
あ
っ
た
。
中
国
最
初
の

陶
磁
著
作
で
あ
る
『
陶
説
』（
清
・
朱し
ゅ

琰え
ん

、
一
七
七
四
年
成
立
）
は
言
う
。

窯
変
極
佳
、
非
人
力
所
可
致
。
人
亦
多
毀
之
、
不
令
伝
。

　

窯
変
は
非
常
に
素
晴
ら
し
い
。
だ
が
、
人
力
で
で
き
る
よ
う
な
も
の
で
は
な

い
の
で
、世
に
伝
わ
ら
な
い
よ
う
に
、人
は
た
い
て
い
そ
れ
を
毀
し
て
し
ま
う
、

と
い
う
。

　

明
の
文
人
何か

孟も
う

春し
ゅ
んは

、
そ
の
『
余よ

冬と
う

序じ
ょ

録ろ
く

摘て
き

抄し
ょ
う』

で
窯
変
を
論
じ
る
。

　

窯
変
は
、
数
十
窯
の
中
で
も
、
千
万
品
の
中
で
も
、
た
だ
一
つ
出
会
う
か
出

会
わ
な
い
か
と
い
う
稀
な
現
象
で
あ
る
。
し
か
し
、
監
陶
官
は
窯
変
を
見
れ

ば
、
必
ず
毀
し
て
し
ま
う
。
窯
変
は
珍
奇
で
あ
る
が
、
朝
廷
に
進
呈
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
朝
廷
に
進
呈
す
る
磁
器
は
、
仕
様
に
ぴ
っ
た
り
合
う
端
正
な
形

で
、
疵
瑕
一
つ
な
く
、
色
も
光
沢
も
均
一
な
器
物
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
伝

聞
で
は
、
民
間
で
磁
器
を
焼
く
と
き
、
窯
変
が
あ
れ
ば
、
大
き
い
器
物
な
ら
ば

毀
し
て
し
ま
う
が
、
小
さ
い
盞
や
罌お
う

（
瓶
）
の
よ
う
な
器
な
ら
、
隠
し
て
富
者

に
売
り
つ
け
る
。
価
値
は
金
玉
に
等
し
い
。
窯
変
は
い
く
ら
珍
奇
と
は
言
え
、

異
変
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
大
き
い
器
物
は
廟
堂
で
使
う
こ
と
も
で
き
な
け
れ

ば
、個
人
で
使
う
こ
と
も
許
さ
れ
な
い
。
や
が
て
は
毀
さ
れ
、遂
に
瓦
礫
に
な
っ



22

て
し
ま
う
。
小
さ
い
器
物
は
富
者
だ
け
の
密
か
な
賞
玩
に
供
さ
れ
る
。

　

要
す
る
に
、
窯
変
の
品
は
、
ほ
と
ん
ど
窯
を
出
る
な
り
に
毀
さ
れ
て
し
ま
う

運
命
に
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
の
窯
か
ら
窯
変
が
出
た
と
い
う
事
実
を
、

世
間
や
朝
廷
に
知
ら
れ
た
く
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

藍
浦
の
『
景
徳
鎮
陶
録
』
は
唐と
う

秉へ
い

鈞き
ん

の
『
文ぶ
ん

房ぼ
う

肆し

考こ
う

図
説
』
を
引
用
し
て
、

玳
皮
天
目
を
焼
造
し
た
吉
州
窯
が
廃
絶
さ
れ
た
理
由
を
記
し
て
い
る
。
陶
工
が

窯
を
焼
い
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
当
時
の
丞
相
文ぶ

ん

天て
ん

祥し
ょ
うが

通
り
か
か
っ
た
。
文
天

祥
（
一
二
三
六
〜
一
二
八
二
）
は
南
宋
の
復
興
を
図
り
、
捕
ま
え
ら
れ
刑
死
し

た
悲
運
の
英
雄
で
あ
る
。
す
る
と
、
窯
変
が
起
り
、
窯
の
中
の
器
は
す
べ
て
玉

器
に
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
。
土
が
高
価
な
玉
に
な
っ
た
の
だ
か
ら
喜
ば
し
い
こ

と
な
の
に
、
陶
工
た
ち
は
こ
の
異
変
が
朝
廷
に
知
ら
れ
る
の
を
恐
れ
、
遂
に
窯

を
廃
絶
し
て
景
徳
鎮
に
逃
れ
た
、
と
い
う
。

　

な
ぜ
、
陶
工
、
あ
る
い
は
監
陶
官
は
、
窯
変
の
発
生
を
朝
廷
に
知
ら
れ
る
の

を
恐
れ
た
の
か
？　

言
い
か
え
れ
ば
、
朝
廷
、
あ
る
い
は
皇
帝
は
な
ぜ
珍
奇
な

窯
変
を
喜
ば
な
い
の
か
？

　

窯
変
は
人
工
で
は
な
く
天
の
な
し
た
わ
ざ
で
あ
る
。
天
が
な
ぜ
こ
の
よ
う
な

わ
ざ
を
な
し
た
の
か
？　

こ
の
答
を
求
め
る
た
め
に
、
私
は
上
古
時
代
の
中
国

に
溯
り
、
古
代
中
国
人
の
天
を
追
っ
て
み
た
い
と
考
え
る
。

5　

天

　

古
代
中
国
で
は
、
天
は
天
地
万
物
を
主
宰
す
る
至
高
の
存
在
と
さ
れ
た
。
人

間
は
天
か
ら
与
え
ら
れ
た
運
命
、
す
な
わ
ち
天
命
を
知
り
、
天
の
教
え
に
従
い

生
き
る
。
孔
子
は
「
五
十
而
知
天
命
」
と
言
う
。
権
力
者
の
皇
帝
で
さ
え
、
天

の
教
え
に
従
わ
な
け
れ
ば
、
天
の
加
護
が
な
け
れ
ば
地
上
の
王
国
に
君
臨
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
。
皇
帝
詔
書
の
冒
頭
に
「
奉
天
承
運
、
皇
帝
詔
曰
」（
天
を

奉
じ
て
運
を
承
る
、
皇
帝
の
詔
曰
く
）
と
す
る
言
葉
か
ら
も
、
天
の
加
護
を
祈
る

皇
帝
の
心
情
が
わ
か
る
。

　

殷
王
朝
の
最
後
の
王
紂ち

ゅ
うは

、
女
色
と
酒
色
に
耽
り
暴
虐
非
道
だ
っ
た
。
周
の

文
王
が
次
第
に
強
大
に
な
っ
て
き
た
の
を
恐
れ
、
臣
下
祖そ

伊い

は
紂
に
国
政
に
励

む
よ
う
に
と
勧
め
た
が
、
紂
は
、
自
分
に
は
天
命
、
天
の
加
護
が
あ
る
の
で
、

何
も
恐
れ
る
も
の
が
な
い
と
答
え
た
。
一
方
、
天
下
の
諸
侯
は
紂
の
暴
政
に
耐

え
ら
れ
ず
、
周
の
武
王
（
文
王
の
子
）
に
紂
を
討
伐
し
よ
う
と
勧
め
た
が
、
武

王
は
、
ま
だ
天
の
加
護
が
な
い
の
で
、
紂
を
討
伐
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
と

断
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
例
を
挙
げ
れ
ば
き
り
が
な
い
が
、
も
う
一
つ
有
名
な
話
は
、「
鼎

の
軽
重
を
問
う
」
と
い
う
諺
の
由
来
で
あ
る
。
楚
の
荘そ
う

王
（
？
〜
前
五
九
一
）

は
周
の
九
鼎
の
軽
重
大
小
を
問
う
と
、
周
の
使
臣
王お

う

孫そ
ん

満ま
ん

は
答
え
た
。
昔
、
成

王
が
周
を
建
て
た
際
、
周
の
天
命
は
三
十
世
、
七
百
年
が
あ
る
と
い
う
占
い
の

結
果
が
出
た
。
徳
が
衰
え
て
い
る
と
は
言
え
、
天
命
は
ま
だ
改
ま
っ
て
い
な

い
。
要
す
る
に
、
天
の
加
護
が
ま
だ
周
に
あ
る
。
鼎
の
軽
重
を
問
う
べ
き
で
は

な
い
。

　

後
、
秦
が
周
に
取
っ
て
代
わ
り
天
下
の
主
と
な
る
。
ま
た
漢
が
秦
を
滅
ぼ
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し
、
四
百
年
間
続
く
漢
家
天
下
を
築
く
。
さ
ら
に
、
三
国
両
晋
を
経
て
、
隋
・

唐
・
宋
・
元
・
明
・
清
が
次
々
と
歴
史
の
舞
台
に
登
場
し
て
く
る
。
ど
の
王
朝

も
ど
の
皇
帝
も
自
分
に
は
天
命
が
あ
る
と
自
慢
す
る
。
要
す
る
に
、
王
朝
交
代

と
い
う
古
代
中
国
に
お
け
る
最
大
の
出
来
事
が
、
天
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
も

の
で
あ
る
。
天
は
い
か
に
至
高
無
上
で
あ
る
か
。
天
の
加
護
を
祈
る
人
間
皇
帝

の
願
い
が
ど
ん
な
に
切
実
で
あ
っ
た
か
、
そ
れ
を
想
像
す
る
に
難
く
な
い
。

　

で
は
、
皇
帝
は
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
天
の
加
護
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
の

か
？　

そ
れ
は
、
天
の
教
え
に
従
い
、
天
道
を
行
な
う
こ
と
で
あ
る
。
天
道
と

は
、
い
わ
ゆ
る
天
圓
地
方
で
あ
る
。

　

天
圓
地
方
と
は
天
が
圓
く
て
地
が
四
角
い
、
も
と
も
と
原
始
時
代
の
中
国
人

の
天
と
地
に
対
す
る
直
感
的
な
認
識
で
あ
る
。
だ
が
、
天
文
学
の
進
歩
に
よ

り
、
紀
元
前
五
世
紀
頃
の
戦
国
時
代
に
入
る
と
、
天
圓
地
方
の
宇
宙
観
が
疑
わ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
も
し
、本
当
に
天
が
圓
く
て
地
が
四
角
で
あ
る
な
ら
ば
、

地
の
四
つ
の
角
が
出
っ
張
っ
て
い
て
、
天
に
覆
わ
れ
る
こ
と
が
な
い
で
は
な
い

か
、
と
い
う
疑
問
が
現
わ
れ
た
。
そ
こ
で
儒
者
が
出
て
き
て
、
天
圓
地
方
に
新

し
い
解
釈
を
付
与
す
る
。

　

天
圓
地
方
と
は
天
と
地
の
形
を
指
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
天
道
、
す
な
わ

ち
天
の
あ
る
べ
き
姿
が
圓
満
で
あ
り
、
地
道
、
す
な
わ
ち
地
の
あ
る
べ
き
姿
は

方
正
で
あ
る
。

　

天
上
に
は
日
・
月
・
星
辰
が
あ
る
。
満
天
の
星
辰
が
北
極
星
を
め
ぐ
り
統
一

さ
れ
、
規
律
正
し
く
循
環
す
る
。
上
下
が
あ
り
、
尊
卑
が
あ
る
。
こ
の
井
然
と

し
て
い
る
倫
理
秩
序
を
手
本
と
し
て
、
天
は
地
上
の
君
主
に
示
す
。
地
上
の
君

主
は
天
の
示
し
た
規
範
に
則
っ
て
国
を
治
め
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
地
上
の
君

臣
・
父
子
・
夫
婦
の
道
も
、
天
道
の
よ
う
な
圓
満
方
正
に
到
達
す
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
儒
家
の
解
釈
は
、
天
圓
地
方
を
直
感
的
な
宇
宙
認
識
か
ら
、

治
国
平
天
下
の
政
治
概
念
に
転
換
し
た
（
陳
、
一
九
九
六
）。
以
来
、
天
圓
地
方

は
圓
満
方
正
、
統
一
調
和
の
倫
理
秩
序
を
象
徴
し
、
歴
代
王
朝
の
政
治
理
想
と

し
て
尊
奉
さ
れ
て
き
た
。
そ
し
て
、
中
国
文
化
の
隅
々
ま
で
滲
入
し
た
の
で
あ

る
。

　

例
え
ば
、
中
国
の
古
典
小
説
や
戯
曲
な
ど
に
よ
く
見
ら
れ
る
、「
才
子
佳
人

終
成
眷
属
」（
才
子
と
佳
人
は
つ
い
に
結
ば
れ
る
）
の
大
団
円
の
結
末
。
ま
た
、

秦
の
始
皇
帝
か
ら
始
ま
り
清
朝
末
ま
で
二
千
百
年
の
間
に
流
通
し
た
中
国
の
銅

銭
。
周
囲
は
圓
く
真
中
に
四
角
い
穴
が
開
い
て
い
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
古
代

建
築
を
代
表
す
る
北
京
の
故
宮
。
あ
ら
ゆ
る
場
所
に
天
圓
地
方
が
存
在
す
る
。

古
代
に
溯
ら
な
く
て
も
、
二
〇
〇
八
年
の
北
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
主
会
場
は
丸

い
デ
ザ
イ
ン
の「
鳥
の
巣
」、
隣
の
遊
泳
館
は
四
角
い
デ
ザ
イ
ン
の
「
水
立
方
」。

天
圓
地
方
は
、
現
代
中
国
に
も
生
き
続
け
て
い
る
。

　

陶
磁
器
の
話
に
戻
る
と
、
前
述
し
た
明
・
何
孟
春
の
窯
変
論
の
中
に
、「
朝

廷
に
進
呈
す
る
磁
器
は
、
仕
様
に
ぴ
っ
た
り
合
う
よ
う
な
端
正
な
形
で
、
疵
瑕

一
つ
も
な
く
、
色
も
光
沢
も
均
一
な
器
物
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
一

節
が
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、天
圓
地
方
の
円
満
調
和
を
貴
ぶ
た
め
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
に
、
皇
帝
は
天
圓
地
方
を
実
現
し
よ
う
と
し
て
、
天
の
教
え
に
従

い
国
を
治
め
る
。
皇
帝
の
治
世
は
天
に
よ
っ
て
監
督
さ
れ
る
。
と
く
に
皇
帝
が

不
徳
の
と
き
、
天
は
皇
帝
に
警
告
あ
る
い
は
懲
罰
を
与
え
る
。
天
が
警
告
や
懲

罰
を
与
え
る
方
法
は
、
日
月
星
辰
の
天
象
に
異
変
を
生
じ
さ
せ
る
と
言
わ
れ

る
。

　

中
国
最
古
の
文
献
で
あ
る
『
尚

し
ょ
う

書し
ょ

』
に
よ
れ
ば
、
尭
が
即
位
す
る
と
、
義ぎ

氏

と
和わ

氏
に
日
月
星
辰
の
運
行
を
観
察
さ
せ
た
。
天
は
日
月
星
辰
の
変
化
を
通
し

て
天
意
を
表
わ
す
の
で
、
天
の
心
を
知
り
、
謹
ん
で
天
の
旨し

意い

に
従
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
、
尭
は
人
々
に
教
示
し
た
、
と
い
う
。

　

ま
た
、
天
上
の
日
月
星
辰
だ
け
で
は
な
く
、
日
月
星
辰
と
相
応
す
る
地
上
の

陰
陽
五
行
に
も
、
天
は
異
変
を
生
じ
さ
せ
、
皇
帝
に
警
告
や
懲
罰
を
与
え
る
こ

と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。『
史
記
・
天
官
書
』
に
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

太
史
公
曰
：
自
初
生
民
以
来
、
世
主
曷
嘗
不
暦
日
月
星
辰
？
（
中
略
）
仰

則
観
象
於
天
、
俯
則
法
類
於
地
。
天
則
有
日
月
、
地
則
有
陰
陽
。
天
有
五

星
、
地
有
五
行
。
天
有
列
宿
、
地
有
州
域
。

　

古
来
か
ら
、
日
月
星
辰
の
運
行
を
記
録
し
な
い
君
主
は
い
な
い
。
仰
い
で
は

天
象
を
観
察
し
、
俯
し
て
は
そ
れ
を
倣
う
。
天
に
則
ち
日
月
が
あ
り
、
地
上
に

則
ち
陰
陽
が
あ
る
。
天
上
に
五
星
が
あ
り
、
地
上
に
五
行
が
あ
る
。
天
上
に
二

十
八
宿
が
あ
り
、
地
上
に
州
域
が
あ
る
、
と
い
う
。

　

天
目
茶
碗
の
流
行
し
た
宋
代
に
お
い
て
も
、『
宋
史
・
五
行
』
に
よ
る
と
、

和
気
致
祥
、
乖
気
致
異
、
莫
不
於
五
行
見
之
。（
中
略
）
人
君
以
天
地
万

物
為
体
、
禎
祥
妖
孽
之
致
、
豈
無
所
本
乎
？　

故
由
漢
以
来
、
作
史
者
皆

志
五
行
、
所
以
示
人
君
之
戒
深
矣
。

と
言
う
。
和
気
は
瑞
祥
を
も
た
ら
し
、
怪
気
は
異
変
を
も
た
ら
す
。
瑞
祥
と
異

変
も
五
行
か
ら
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
人
君
は
天
地
万
物
に
よ
っ
て
、
貞て
い

祥
し
ょ
う

妖よ
う

孽げ
つ

の
前
兆
を
知
る
。
故
に
漢
以
来
、
作
史
者
が
皆
五
行
を
書
き
記
す
の
は
、

人
君
の
深
い
戒
め
を
示
す
た
め
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
天
上
の
日
月
星
辰
、
地
上
の
陰
陽
五
行
、
そ
の
変
化
を
通
し

て
、
天
意
を
推
測
し
、
吉
凶
を
判
断
す
る
。
こ
れ
は
、
中
国
の
ど
の
時
代
の
史

書
を
紐
解
い
て
も
、
あ
ら
ゆ
る
と
こ
ろ
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
『
新
唐
書
・
巻
二
十
七
・
暦
志
三
』
に
こ
の
よ
う
な
記
録
が
あ
る
。
唐
玄
宗

開
元
一
三
年
一
二
月
、
暦
に
よ
れ
ば
日
蝕
が
起
る
は
ず
だ
っ
た
。
だ
が
、
玄
宗

皇
帝
は
泰
山
封
禅
し
て
、
素そ

服ふ
く

斎さ
い

戒か
い

を
し
て
い
る
た
め
、
結
局
日
蝕
が
発
生
し

な
か
っ
た
。
す
る
と
、
天
下
群
臣
は
皆
め
で
た
し
め
で
た
し
と
喜
ん
だ
。
ま

た
、『
漢
書
』（
後
漢
・
班
固
、
九
二
年
頃
成
立
）
の
「
文
帝
紀
」
に
よ
れ
ば
、
漢

文
帝
の
時
に
、
天
上
に
日
蝕
の
凶
兆
が
現
わ
れ
た
。
文
帝
は
「
天
下
治
乱
、
在

予
一
人
」（
天
下
の
治
乱
は
予
一
人
に
あ
る
）と
詔
し
て
、己
の
不
徳
を
反
省
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
吉
の
場
合
は
国
を
挙
げ
て
歓
呼
す
る
が
、
凶
に
な
る
と
、
そ
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れ
は
皇
帝
の
不
徳
の
た
め
に
至
高
の
天
が
示
し
た
警
告
だ
と
み
な
さ
れ
る
。
し

た
が
っ
て
、
皇
帝
及
び
側
近
の
官
僚
は
そ
れ
で
政
治
秩
序
の
不
安
を
恐
れ
、
皇

帝
は
己
の
不
徳
を
反
省
し
、
沐
浴
斎
戒
し
て
天
を
祭
る
。
時
に
は
天
に
謝
る
た

め
に
大
臣
を
殺
す
場
合
も
あ
る
。
一
方
、
庶
民
も
、
陰
陽
の
不
調
、
五
行
の
紊

乱
は
旱
災
、
蝗
災
、
洪
災
な
ど
の
自
然
災
害
や
、
戦
災
な
ど
の
人
為
災
害
を
も

た
ら
す
も
の
だ
と
思
い
、
恐
れ
た
の
で
あ
る
。

6　

窯
変
天
目
の
日
本
伝
来

　

陶
磁
器
を
造
る
た
め
に
は
、
土
に
水
を
加
え
て
捏
ね
る
。
そ
れ
を
火
中
に
置

い
て
焼
く
。
五
行
の
う
ち
の
土
・
水
・
火
の
働
き
に
よ
っ
て
初
め
て
出
来
上
が

る
。
土
・
水
・
火
三
者
の
う
ち
、
最
も
重
要
な
も
の
は
火
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ

え
、「
風
火
窯
神
」
を
祭
る
。
ま
た
、
製
陶
に
は
陰
陽
の
調
和
も
必
要
で
あ
る
。

火
に
投
身
す
る
女
、
火
を
焼
く
男
、
童
男
童
女
の
働
き
、
そ
こ
に
は
陰
陽
の
調

和
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
製
陶
は
、
上
古
時
代
の
神
農
、
黄
帝
、
舜
、
こ
れ
ら
の

中
国
古
代
の
聖
人
か
ら
始
ま
っ
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
製
陶

は
陰
陽
五
行
の
調
和
を
象
徴
し
、
神
聖
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
神
聖
な
活
動
に
、
窯
変
と
い
う
予
測
の
で
き
な
い
変
化
が
起

る
と
、
当
然
そ
れ
は
天
意
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
り
、
天
か
ら
与
え
ら
れ
た
警
告
だ

と
み
な
さ
れ
る
。
だ
が
、
天
は
直
接
に
万
民
に
懲
罰
を
与
え
る
こ
と
が
な
い
。

天
は
万
民
を
代
表
す
る
皇
帝
に
懲
罰
を
与
え
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
陶
工
、
監
陶
官
に
と
っ
て
、
窯
変
は
二
重
の
恐
ろ
し
さ
が
あ

る
。
一
つ
は
、
陰
陽
不
調
、
五
行
紊
乱
が
招
く
自
然
災
害
の
恐
ろ
し
さ
。
二
つ

は
、
最
高
権
力
者
皇
帝
の
恐
ろ
し
さ
で
あ
る
。
天
が
皇
帝
に
懲
罰
を
与
え
る
。

し
か
し
、
至
尊
の
皇
帝
自
ら
は
そ
の
懲
罰
を
受
け
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
天

の
懲
罰
を
受
け
る
身
代
わ
り
を
探
す
。
当
然
、
窯
変
に
直
接
か
か
わ
る
陶
工
や

監
陶
官
は
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　

し
た
が
っ
て
、
窯
変
は
ど
ん
な
に
素
晴
ら
し
く
見
え
て
も
、
窯
か
ら
出
る
な

り
に
砕
か
れ
る
運
命
に
あ
っ
た
。
そ
の
変
化
が
素
晴
ら
し
け
れ
ば
素
晴
ら
し
い

ほ
ど
、
妖
気
だ
と
見
ら
れ
、
恐
れ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　

天
目
茶
碗
の
窯
変
に
な
る
と
、
い
っ
そ
う
怪
し
ま
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ

は
、
黒
と
い
う
色
の
た
め
で
あ
る
。
五
行
説
の
中
で
、
黒
は
北
方
、
水
を
代
表

し
、
死
後
の
世
界
に
つ
な
が
る
色
で
あ
る
。
陰
陽
説
の
中
で
、
黒
は
陰
で
あ

る
。
さ
ら
に
外
見
上
で
も
、
黒
は
楽
し
い
色
で
は
な
い
。
そ
の
上
、
大
小
斑
点

が
放
つ
青
白
い
光
も
尋
常
で
は
な
い
。
考
え
て
み
れ
ば
、
現
代
照
明
の
下
で
も

こ
う
で
あ
る
か
ら
、
千
年
前
の
陶
工
の
目
に
は
ど
れ
ほ
ど
妖
し
く
映
さ
れ
た
こ

と
か
。
だ
か
ら
こ
そ
、
世
に
伝
え
る
の
も
恐
ろ
し
い
と
思
っ
た
の
に
違
い
な

い
。
小
山
冨
士
夫
は
、
建
窯
窯
址
の
調
査
で
窯
変
天
目
の
破
片
が
一
片
す
ら
見

つ
か
ら
な
か
っ
た
と
述
べ
る
（
小
山
、
一
九
七
四
）。
要
す
る
に
、
窯
を
出
て
す

ぐ
抹
殺
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
書
斎
や
廟
堂
に
い
る
宋
の

文
人
や
皇
帝
は
、「
稲
葉
天
目
」
の
よ
う
な
茶
碗
の
存
在
も
知
ら
な
か
っ
た
。

当
然
そ
れ
を
用
い
て
茶
を
飲
む
こ
と
も
、
詩
文
に
詠
ま
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。
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し
か
し
、
こ
こ
で
一
つ
の
疑
問
が
出
て
く
る
。
も
し
、
窯
変
天
目
が
窯
を
出

て
す
ぐ
さ
ま
消
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
な
ら
ば
、
な
ぜ
日
本
に
伝
わ
っ
て
き
た
の

か
。
い
つ
、
誰
に
よ
っ
て
、
ま
た
ど
の
よ
う
に
し
て
伝
え
ら
れ
て
き
た
の
か
？

　

こ
の
疑
問
に
答
え
る
直
接
の
資
料
は
未
だ
見
当
た
ら
な
い
。
だ
が
、
こ
れ
を

推
測
す
る
資
料
が
あ
る
。
南
宋
・
周
し
ゅ
う

煇き

の
『
清せ
い

波は

雑ざ
っ

志し

』
に
次
の
よ
う
な
こ
と

が
記
さ
れ
て
い
る
。

饒
州
景
徳
鎮
陶
器
、
所
出
自
于
大
観
間
、
窯
変
色
紅
如
朱
砂
、
謂
熒
惑
躔

廃
、
臨
照
而
然
、
物
反
常
為
妖
。
窯
戸
亟
砕
之
。
時
有
玉
牒
防
御
使
仲

揖
、
年
八
十
余
、
居
于
饒
、
得
数
種
、
出
以
相
示
、
云
〝
比
之
定
州
紅
瓷

器
尤
為
鮮
明
〞。

　

大
観
年
間
（
宋
徽
宗
一
一
〇
七
〜
一
一
一
〇
）、
饒じ
ょ
う州
景
徳
鎮
窯
に
窯
変
が
発

生
し
た
。
釉
色
は
朱
砂
の
如
く
紅
い
。
物
は
常
に
反
す
る
と
妖
と
見
ら
れ
る
の

で
、
陶
工
は
急
い
で
器
を
毀
し
た
。
そ
の
時
饒
州
に
住
ん
で
い
た
仲ち
ゅ
う揖ゆ
うと
い
う

役
人
が
い
て
、
歳
は
八
十
余
で
、
陶
工
が
壊
そ
う
と
し
て
い
る
器
の
中
か
ら
数

種
類
を
持
ち
出
し
た
。
人
々
に
見
せ
な
が
ら
、「
定
州
窯
の
紅
磁
よ
り
も
鮮
や

か
だ
」
と
言
っ
た
。

　

こ
こ
に
は
、
陶
工
が
毀
そ
う
と
す
る
窯
変
を
手
に
入
れ
た
八
十
歳
の
老
人
が

登
場
す
る
。
窯
変
が
不
吉
な
も
の
だ
、
と
い
う
世
間
一
般
の
見
方
を
無
視
し
た

こ
の
人
物
は
、
当
時
に
す
れ
ば
ず
い
ぶ
ん
変
わ
っ
た
人
間
と
見
ら
れ
た
で
あ
ろ

う
。
で
な
け
れ
ば
、
こ
の
よ
う
に
記
録
に
残
さ
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
は
ず
で

あ
る
。
奇
貨
居
く
べ
し
と
い
う
利
益
の
た
め
か
も
し
れ
な
い
し
、
単
な
る
珍
奇

を
好
む
趣
味
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
不
吉
と
さ
れ

て
い
た
窯
変
が
、
現
代
の
私
た
ち
の
目
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
こ
の

よ
う
な
人
物
が
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
の
話
は
北
宋
時
代
の
景
徳
鎮
窯
の
こ
と
だ
が
、
天
目
茶
碗
を
焼
く
建
窯
に

お
い
て
も
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
と
想
像
で
き
る
。
陶
工
の
手
か
ら
毀
さ

れ
そ
う
な
窯
変
茶
碗
を
救
い
出
し
、
そ
れ
を
商
人
に
高
値
で
売
り
さ
ば
く
。
た

だ
し
、
明
・
何
孟
春
の
窯
変
論
か
ら
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
国
内
で
は
た
と
え

個
人
で
も
憚
り
な
く
窯
変
を
賞
玩
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
海
外
貿
易
商

人
が
良
い
買
い
手
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

つ
ま
り
窯
変
天
目
は
、
管
制
の
眼
を
か
い
く
ぐ
り
、
何
ら
か
の
仲
介
者
を
通

し
て
商
人
の
手
に
渡
り
、
日
本
に
伝
わ
っ
た
と
推
測
で
き
る
の
で
あ
る
。

7　

曜
変
天
目
の
美

　

不
吉
な
も
の
と
さ
れ
、
一
旦
発
生
し
た
ら
す
ぐ
そ
の
痕
跡
を
消
滅
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
窯
変
天
目
の
日
本
伝
来
は
、

焼
造
時
期
の
南
宋
と
そ
れ
ほ
ど
離
れ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　

北
条
時
宗
が
寄
進
し
た
茶
道
具
を
記
し
た
円
覚
寺
の
『
仏
日
庵
公
物
目
録
』

に
は
、「
湯
盞
窰
変
」
の
語
が
見
え
る
。
窰よ
う

変へ
ん

は
す
な
わ
ち
窯
変
で
、
文
献
上

に
最
初
に
現
わ
れ
た
窯
変
と
さ
れ
る
（
日
本
人
が
好
ん
だ
中
国
陶
磁
、
一
九
九
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一
）。
北
条
時
宗
が
亡
く
な
っ
た
の
は
一
二
八
四
年
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ

以
前
に
、
中
国
で
は
南
宋
に
当
た
る
時
期
に
、
日
本
に
伝
来
さ
れ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
そ
し
て
中
国
で
の
呼
び
名
、
窯
変
を
そ
の
ま
ま
用
い
た
の
で
あ
る
。

　

時
代
が
下
り
、
一
三
八
〇
年
の
『
新
札
往
来
』、
応
永
年
間
（
一
三
九
四
〜
一

四
二
八
）
の
『
桂
川
地
蔵
記
』
に
は
「
容
変
」
と
な
っ
て
い
る
（
世
界
陶
磁
全

集
一
二
、
一
九
七
七
）。「
容
」
と
「
窰
」
は
字
形
が
相
似
す
る
し
、「
容
」
の
ほ

う
が
「
窰
」
よ
り
書
き
や
す
い
た
め
、書
き
写
さ
れ
る
う
ち
に
、「
窰
変
」
が
「
容

変
」
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

同
じ
応
永
年
間
の
『
禅ぜ

ん

林り
ん

小し
ょ
う

歌か

』
に
は
「
曜
卞
光
ヲ
持
チ

毒
ヲ
謝
ス

」
と
な
っ
て
い
る
（
小

山
、
一
九
七
四
）。「
卞へ
ん

」
は
「
変
」
の
訛
り
と
さ
れ
、
曜
卞
は
す
な
わ
ち
曜
変

だ
と
解
釈
さ
れ
て
い
る（
世
界
陶
磁
全
集
一
二
、一
九
七
七
）。し
か
し
、な
ぜ「
変
」

を
使
わ
ず
、
そ
の
訛
り
の
「
卞
」
を
使
う
の
か
、
そ
の
意
図
は
何
か
？　

私
は

「
曜
卞
」
と
い
う
字
の
使
い
方
、
及
び
横
に
記
さ
れ
て
い
る
「
光
を
持
ち
毒
を

謝
す
」
と
い
う
言
葉
に
注
目
し
た
い
。

　

窯
変
を
手
に
し
た
日
本
の
茶
人
の
目
に
、
茶
碗
が
ど
の
よ
う
に
映
っ
て
い
た

の
か
。

　

漆
黒
の
釉
色
は
夜
の
空
。
大
小
の
斑
点
は
満
天
の
星
。
斑
点
周
囲
の
青
い
光

は
星
の
暈
で
あ
る
。
こ
の
青
い
光
が
神
々
し
く
て
、
悪
者
や
毒
の
あ
る
も
の
を

射
止
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
光
を
放
つ
こ
の
茶
碗
は
、
神
聖
な
器
で
あ
る
に
違

い
な
い
。

　
「
窯
変
」
と
は
、
文
字
通
り
窯
の
中
で
生
じ
た
変
化
で
あ
る
。
こ
れ
で
は
茶

碗
の
美
し
さ
が
表
現
さ
れ
な
い
。「
窯
」
を
「
曜
」
に
、「
変
」
を
「
卞
」
に
変

え
れ
ば
、
つ
ま
り
「
曜
卞
」
の
ほ
う
が
相
応
し
い
呼
称
で
あ
る
。「
曜
」
は
日
・

月
・
星
辰
を
表
し
、「
卞
」
は
か
ん
む
り
を
意
味
す
る
（
大
漢
語
林
、一
九
九
二
）。

あ
の
神
秘
的
な
青
い
光
は
ま
さ
に
日
・
月
・
星
辰
に
か
か
っ
て
い
る
暈
、
つ
ま

り
冠
に
見
え
る
で
は
な
い
か
。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
、
単
調
無
味
の
「
窯
変
」
が
消
え
、
輝
か
し
い
曜
の
冠
、

「
曜
卞
」
が
登
場
し
た
。

　

し
か
し
、『
能
阿
弥
相
伝
集
』に
な
る
と
、「
曜
卞
」が
消
え
、
代
わ
り
に「
曜

変
」
が
現
わ
れ
る
。
能
阿
弥
の
著
作
『
君
臺
観
左
右
帳
記
』
は
、
渡
来
し
た
天

目
茶
碗
を
、
曜
変
、
油
滴
、
建
盞
、
烏
盞
、
鼈
盞
、
能
玻
盞
、
天
目
の
七
種
類

に
分
類
し
て
い
る
。
茶
の
湯
の
茶
人
に
と
っ
て
、『
君
臺
観
左
右
帳
記
』
の
ほ

う
が
『
禅
林
小
歌
』
よ
り
影
響
力
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
曜
変
の
名
称
は
こ
れ

で
定
着
し
、
現
代
に
ま
で
伝
わ
っ
た
の
で
あ
る
。（
表
2
）

　
『
君
臺
観
左
右
帳
記
』
に
は
曜
変
天
目
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い

る
。

曜
変
、
建
盞
の
内
の
無
上
也
。
世
上
に
な
き
物
也
。
地
い
か
に
も
く
ろ

く
、
こ
き
る
り
、
う
す
き
る
り
の
ほ
し
ひ
た
と
あ
り
。
又
、
き
色
・
白
色
・

こ
く
う
す
き
る
り
な
と
の
色
々
ま
し
り
て
、
に
し
き
の
や
う
な
る
く
す
り

も
あ
り
。
萬
疋
の
物
也
。
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曜
変
天
目
は
天
目
の
中
の
極
上
で
あ
る
。
世
上
に
は
な
い
真
に
珍
し
い
も
の

で
あ
る
。
地
色
は
真
に
黒
く
、
そ
の
上
に
濃
い
瑠
璃
色
、
薄
い
瑠
璃
色
の
星
が

た
く
さ
ん
散
ら
ば
る
。
黄
色
、白
色
、濃
い
瑠
璃
色
や
薄
い
瑠
璃
色
な
ど
、様
々

な
色
彩
が
交
じ
り
、
錦
の
よ
う
な
釉
色
も
あ
る
。
萬
疋
の
値
打
ち
が
あ
る
。

　

こ
の
文
は
、
足
利
将
軍
周
辺
の
貴
族
茶
人
が
、
曜
変
天
目
を
ど
の
よ
う
に
見

て
い
た
か
、
ま
た
ど
ん
な
に
重
宝
し
て
い
た
か
を
如
実
に
表
わ
し
て
い
る
。
唐

物
と
し
て
の
珍
し
さ
、
茶
碗
の
そ
の
も
の
美
し
さ
に
魅
了
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

漆
黒
の
地
の
美
、
瑠
璃
色
の
星
の
美
、
錦
の
よ
う
な
釉
の
美
。
窯
変
は
ど
の
よ

う
に
起
り
、
中
国
で
は
ど
の
よ
う
に
見
ら
れ
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
ま
る
で
興

味
が
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

も
と
も
と
、
足
利
将
軍
周
辺
の
人
々
は
、
窯
変
が
火
の
幻
化
に
よ
っ
て
生
じ

た
偶
然
的
な
現
象
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
陶
工
は

良
い
も
の
を
造
り
だ
す
た
め
に
、「
風
火
窯
神
」
を
祭
り
、
場
合
に
よ
っ
て
童

男
童
女
を
犠
牲
に
す
る
こ
と
も
あ
る
。
た
と
え
そ
れ
が
伝
説
で
あ
っ
て
も
、
こ

の
よ
う
な
伝
説
は
将
軍
の
耳
に
入
ら
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
百
歩
譲
っ

て
、
耳
に
入
っ
た
と
し
て
も
、
彼
ら
は
た
だ
珍
説
と
し
て
無
視
し
た
だ
ろ
う
。

彼
ら
に
と
っ
て
は
ま
っ
た
く
現
実
性
が
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
れ
は
小
山
冨
士
夫
の
言
葉
か
ら
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
も
ち
ろ
ん
、

数
百
年
昔
の
足
利
将
軍
周
辺
の
茶
人
と
、
現
代
の
日
本
人
と
の
間
に
時
代
の
隔

た
り
が
あ
る
。
し
か
し
、
曜
変
天
目
に
対
す
る
評
価
に
限
っ
て
言
え
ば
、
さ
ほ

ど
変
わ
っ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

小
山
冨
士
夫
は
、
明
・
謝
肇
淛
の
『
五
雑
俎
』
に
書
か
れ
て
い
る
童
男
童
女

を
窯
神
に
捧
げ
る
云
々
の
話
に
つ
い
て
、「
と
る
に
た
ら
ぬ
俗
説
も
甚
だ
し
い

も
の
で
あ
る
。
や
き
も
の
に
は
こ
れ
ほ
ど
ひ
ど
く
な
く
て
も
、
と
る
に
足
ら
ぬ

俗
説
が
世
間
を
惑
わ
し
て
い
る
こ
と
が
よ
く
あ
る
」
と
一
蹴
し
た
（
小
山
、
一

九
五
一
）。

　

し
か
し
、
そ
れ
は
決
し
て
「
と
る
に
足
ら
ぬ
俗
説
が
世
間
を
惑
わ
し
て
い

る
」
と
い
う
の
で
は
な
い
。
当
時
の
中
国
人
、
陶
工
、
監
陶
官
を
は
じ
め
、
官

僚
や
皇
帝
に
と
っ
て
も
、
身
近
の
出
来
事
で
あ
り
、
き
わ
め
て
現
実
性
が
あ
っ

た
の
で
あ
る
。
こ
の
荒
唐
無
稽
に
見
え
る
話
こ
そ
、
中
国
人
の
窯
変
に
対
す
る

考
え
方
の
あ
ら
わ
れ
な
の
で
あ
る
。

　

小
山
の
こ
の
一
言
か
ら
、
私
は
、
日
本
人
が
ど
の
よ
う
に
窯
変
を
見
て
い
た

か
を
、
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
た
。
要
す
る
に
、
現
実
性
、
切
実
さ
が
な
か
っ

た
た
め
、
窯
変
を
恐
ろ
し
い
異
変
と
し
て
み
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
窯
変
は
た

だ
世
に
も
稀
な
る
美
し
い
曜
変
な
の
で
あ
る
。

　

日
本
人
が
現
実
性
を
感
じ
な
い
理
由
に
は
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
、
言
う
ま
で

も
な
く
、
海
を
隔
て
る
遥
遠
た
る
異
国
の
こ
と
だ
か
ら
、
つ
ま
り
、
地
理
的
な

距
離
が
遠
い
た
め
で
あ
る
。
二
つ
は
、
精
神
的
な
距
離
が
遠
い
た
め
で
あ
る
。

日
本
人
に
は
、
中
国
人
の
敬
天
思
想
が
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

中
国
で
は
、
庶
民
か
ら
最
高
権
力
者
の
皇
帝
ま
で
、
天
を
超
越
的
な
存
在
と

し
て
敬
う
。
日
月
星
辰
、
陰
陽
五
行
の
天
地
万
物
の
変
化
か
ら
、
天
の
心
を
推

測
し
、
そ
の
旨
意
に
背
か
な
い
よ
う
に
戦
戦
兢
兢
と
す
る
。
こ
と
に
窯
変
の
よ
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う
な
予
測
の
で
き
な
い
異
変
が
生
じ
た
と
き
、
陶
工
は
そ
れ
を
天
か
ら
の
懲
罰

と
見
て
、
不
吉
な
兆
と
し
て
恐
れ
た
。

　

日
本
に
は
、
八
百
万
の
神
が
い
る
け
れ
ど
、
中
国
人
の
崇
拝
す
る
よ
う
な
超

越
的
な
天
が
な
い
。
中
国
人
に
と
っ
て
聖
な
る
天
意
、
天
命
も
、
日
本
人
に
は

何
の
意
味
も
持
た
な
い
。
春
夏
秋
冬
・
風
花
雪
月
の
移
り
変
わ
り
に
感
動
す
る

が
、
日
本
人
は
日
月
星
辰
の
運
行
、
陰
陽
五
行
の
働
き
に
は
興
味
が
な
い
。『
日

本
書
紀
』
な
ど
の
史
書
に
は
、彗
星
、流
星
、日
蝕
な
ど
日
月
星
辰
の
異
変
や
、

「
春
正
月
に
桃
李
、
実
れ
り
」、「
九
月
に
、
霖
雨
し
て
、
桃
李
花
さ
け
り
」
な

ど
陰
陽
五
行
の
異
変
の
記
録
が
あ
る
が
、
あ
く
ま
で
も
こ
れ
は
中
国
史
書
の
形

式
上
の
模
倣
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
こ
れ
ら
の
異
変
を
凶
兆
と
見
て
、
人
間
の

運
命
と
結
び
つ
け
る
こ
と
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
窯
変
は
恐
ろ
し
い
異
変
で

も
何
で
も
な
く
、
天
か
ら
の
懲
罰
で
も
何
で
も
な
く
、
た
だ
美
し
い
曜
変
天
目

茶
碗
な
の
で
あ
る
。

　

曜
変
天
目
は
中
国
で
は
「
窯
変
」
で
あ
り
、
窯
火
の
幻
化
に
よ
る
不
測
の
異

変
で
あ
る
。
そ
れ
は
天
下
に
君
臨
す
る
皇
帝
が
不
徳
の
た
め
に
、
天
か
ら
与
え

ら
れ
た
懲
罰
で
あ
る
。
窯
変
が
発
生
し
た
事
実
を
、
朝
廷
の
皇
帝
に
知
ら
れ
て

は
い
け
な
い
、
世
間
に
知
ら
れ
て
は
い
け
な
い
。
中
国
の
陶
工
は
窯
変
を
不
吉

の
兆
と
見
て
忌
み
、
窯
か
ら
出
る
な
り
そ
れ
を
壊
し
て
し
ま
う
。
だ
が
、
日
本

の
茶
人
に
と
っ
て
は
不
吉
で
も
何
で
も
な
く
、
む
し
ろ
珍
し
い
唐
物
で
あ
る
。

そ
の
華
麗
な
美
を
日
・
月
・
星
辰
の
輝
き
に
喩
え
、「
曜
卞
」、「
曜
変
」
と
名

付
け
る
。
茶
の
湯
に
用
い
、
代
々
珍
重
す
る
。
中
国
の
陶
工
の
見
た
「
窯
変
」

は
、
日
本
の
茶
人
の
見
た
「
曜
変
」

と
は
異
な
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
曜
変

天
目
は
日
本
に
伝
わ
り
な
が
ら
、
中

国
で
は
消
失
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ

る
。

　

日
本
の
将
軍
や
茶
人
は
、
唐
物
の

価
値
及
び
茶
碗
の
美
だ
け
を
求
め
て

き
た
が
、
中
国
の
皇
帝
や
陶
工
は
茶

碗
に
よ
っ
て
象
徴
さ
れ
る
天
圓
地
方

の
理
想
を
追
い
求
め
て
き
た
。
良
し

悪
し
は
別
と
し
て
、
こ
れ
は
中
国
文

化
と
日
本
文
化
が
異
質
な
文
化
で
あ

る
こ
と
を
よ
く
示
し
て
い
る
。

二　

玳
皮
天
目

　

曜
変
天
目
の
美
が
人
工
で
は
な
く

天
工
に
よ
る
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
玳

皮
天
目
の
美
は
優
れ
た
人
為
的
技
術

に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
黒
色
と
黄
色

が
交
じ
り
、
玳た

い

瑁ま
い

の
甲
（
鼈
甲
と
呼

ぶ
）
そ
っ
く
り
の
釉
色
な
の
で
、
中

写真3　『茶碗　第一巻　中国安南』
（平凡社、1974年）

写真4　『茶碗　第一巻　中国安南』
（平凡社、1974年）
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国
で
は
玳た
い

瑁ま
い

盞さ
ん

と
呼
ば
れ
る
。
玳
瑁
は
海
産
の
大
亀
の
一
種
で
あ
る
。
日
本
で

は
玳
瑁
の
皮
（
甲
）
と
い
う
意
味
で
玳
皮
天
目
と
呼
ぶ
。（
写
真
3
、
写
真
4
）

　

国
宝
の
「
玳
皮
天
目
散
花
文
茶
碗
」は
、南
宋
時
代
の
吉
州
窯
の
作
で
あ
る
。

外
側
は
黒
釉
の
上
に
藁
灰
釉
を
ふ
り
か
け
、
鼈
甲
そ
っ
く
り
の
斑
紋
が
あ
る
。

内
側
は
、
黄
飴
色
の
地
に
、
黒
色
の
小
さ
な
牡
丹
の
花
文
様
が
施
さ
れ
る
。
中

央
見
込
み
に
一
個
、
そ
の
周
囲
に
五
個
、
さ
ら
に
そ
の
外
方
に
九
個
を
、
規
則

的
に
配
列
し
て
い
る
。
口
縁
近
く
に
は
花
唐
草
文
の
細
い
帯
を
め
ぐ
ら
す
（
茶

碗
、
一
九
七
四
）。

　

玳
皮
天
目
の
場
合
も
、日
本
は
一
番
数
多
く
名
品
を
所
有
し
て
い
る
（
小
山
、

一
九
七
四
）。
な
ぜ
中
国
に
は
玳
皮
天
目
が
残
さ
れ
な
か
っ
た
の
か
？　

曜
変

天
目
と
違
い
、
玳
皮
天
目
は
恐
ろ
し
い
窯
変
で
は
な
く
、
中
国
の
陶
工
が
精
魂

を
込
め
て
造
っ
た
も
の
で
あ
る
。
精
魂
を
込
め
て
造
っ
た
も
の
な
の
に
、
な
ぜ

大
事
に
残
す
こ
と
を
し
な
か
っ
た
の
か
？

　

こ
こ
で
は
、
玳
皮
天
目
が
宋
の
吉
州
窯
で
生
ま
れ
て
か
ら
の
軌
跡
を
辿
り
な

が
ら
、
そ
の
答
え
を
求
め
る
こ
と
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
曜
変
天
目
は
窯
を
焼

く
陶
工
に
忌
み
嫌
わ
れ
た
た
め
、
中
国
か
ら
蹴
飛
ば
さ
れ
た
の
に
対
し
て
、
玳

皮
天
目
は
宋
の
文
人
に
顧
み
ら
れ
な
か
っ
た
た
め
、
中
国
か
ら
去
っ
て
行
っ

た
。
宋
の
文
人
は
巧
み
を
尽
く
す
玳
皮
天
目
を
好
ま
な
か
っ
た
。
文
人
の
好
み

は
社
会
の
風
潮
と
な
り
、
玳
皮
天
目
茶
碗
は
喫
茶
に
用
い
ら
れ
な
か
っ
た
。
少

な
く
と
も
、
建
窯
の
天
目
茶
碗
の
よ
う
に
大
き
な
流
れ
に
な
ら
な
か
っ
た
。
玳

皮
天
目
の
運
命
は
二
つ
に
分
か
れ
た
。
一
つ
は
地
元
で
日
常
雑
器
と
し
て
使
わ

れ
、
そ
の
う
ち
に
壊
れ
棄
て
ら
れ
、
歴
史
の
風
塵
の
中
に
消
え
て
し
ま
っ
た
。

も
う
一
つ
は
、
海
外
貿
易
に
流
さ
れ
、
日
本
の
茶
人
に
と
り
あ
げ
ら
れ
、
今
日

ま
で
伝
え
ら
れ
日
本
の
国
宝
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

1　

中
国
に
お
け
る
玳
皮
天
目

　

一
見
華
や
か
に
見
え
る
玳
皮
天
目
も
、
実
は
黒
磁
茶
碗
の
一
種
で
あ
る
。
黒

釉
の
上
に
繁
雑
と
も
言
え
る
工
夫
を
重
ね
た
の
も
、
や
は
り
黒
と
い
う
色
へ
の

抵
抗
感
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　

茶
碗
内
外
の
全
面
に
わ
た
っ
て
黒
釉
を
か
け
る
。
黒
釉
の
上
に
切
り
紙
の
型

紙
を
置
き
、
そ
の
上
か
ら
藁
灰
釉
を
ふ
り
か
け
る
。
型
紙
を
外
す
と
そ
の
部
分

に
地
の
黒
釉
が
現
れ
る
。
ほ
か
の
部
分
に
は
釉
薬
が
二
重
に
か
か
る
た
め
、
玳

皮
天
目
特
有
の
鼈
甲
釉
に
な
る
（
小
山
、
一
九
七
四
）。
こ
の
よ
う
に
、
吉
州
窯

の
陶
工
は
切
り
紙
を
利
用
し
て
様
々
な
文
様
を
表
現
し
た
。
梅
花
を
散
ら
す
梅

花
天
目
、
龍
文
を
表
わ
す
竜
天
目
、
鳳
凰
を
表
わ
す
鸞
天
目
、「
金き
ん

玉ぎ
ょ
く

満ま
ん

堂ど
う

」

「
長
ち
ょ
う

命め
い

富ふ
う

貴き

」
な
ど
の
文
字
を
表
わ
す
文
字
天
目
も
あ
る
。
ま
た
、
黒
釉
に
木

の
葉
を
お
い
て
焼
い
た
木
葉
天
目
も
あ
る
。
と
に
か
く
、
玳
皮
天
目
は
技
巧
的

で
作
為
が
強
い
と
言
わ
れ
る
。

　

日
本
で
は
玳
皮
天
目
が
国
宝
に
さ
れ
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
産
地

が
江
西
の
吉
州
窯
で
あ
る
こ
と
を
確
認
で
き
た
の
は
、
実
は
近
年
の
こ
と
で
あ

る
。
窯
址
の
発
掘
や
出
土
品
な
ど
か
ら
、
南
宋
時
代
に
玳
皮
天
目
が
大
量
に
造

ら
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
吉
州
窯
も
玳
皮
天
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目
も
、
そ
れ
を
記
す
宋
代
の
文
献
記
録
が
見
当
た
ら
な
い
。

　

初
め
て
吉
州
窯
に
言
及
し
た
資
料
は
、
南
宋
滅
亡
か
ら
百
年
後
の
明
・
曹そ
う

昭し
ょ
う『
格か
っ

古こ
う

要よ
う

論ろ
ん・
古
窯
器
論
』（
一
三
八
八
年
成
立
）
で
あ
る
（
尾
崎
、一
九
五
一
）。

こ
れ
に
よ
る
と
、

其
色
与
紫
定
器
相
類
、
体
厚
而
質
粗
、
不
甚
値
銭
。
宋
時
有
五
窯
、
書
公

焼
者
最
佳
。
有
白
色
、
有
紫
色
花
瓶
、
大
者
値
数
両
、
小
者
有
花
、
又
有

砕
器
最
佳
。

と
記
さ
れ
て
い
る
。
吉
州
窯
の
紫
釉
器
は
定
州
窯
の
紫

む
ら
さ

釉き
ゆ
うと

似
て
い
る
が
、
厚

手
作
り
で
粗
雑
で
あ
る
た
め
価
値
が
低
い
。
宋
の
時
に
五
つ
の
窯
が
焼
い
て
い

た
が
、
そ
の
中
で
は
書し
ょ

公こ
う

の
窯
で
焼
造
さ
れ
た
も
の
が
良
い
。
白
と
紫
の
花
瓶

が
あ
り
、
大
き
い
ほ
う
の
値
は
銀
数
両
だ
っ
た
。
小
さ
い
ほ
う
に
は
花
文
様
が

あ
る
。
砕さ
い

器き

（
細
か
い
貫
入
の
入
っ
た
青
磁
）
が
最
も
良
い
、
と
い
う
。
ち
な
み

に
、
曹
昭
以
後
、
吉
州
窯
に
関
す
る
話
は
諸
書
に
散
見
す
る
が
、『
格
古
要
論
』

の
叙
述
を
踏
襲
し
た
も
の
が
多
い
。

　

こ
の
文
は
宋
代
の
吉
州
窯
で
は
五
つ
の
窯
が
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
五
窯

の
う
ち
、
玳
皮
天
目
を
造
る
窯
も
入
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
だ
が
、
製
品
と

し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
紫
釉
器
、
白
色
と
紫
色
の
花
瓶
、
砕
器
の
三
種

類
し
か
な
い
。
つ
ま
り
、
玳
皮
天
目
の
名
が
な
い
の
で
あ
る
。

　

玳
皮
天
目
が
と
り
あ
げ
ら
れ
な
か
っ
た
の
は
、
作
者
曹
昭
が
玳
皮
天
目
の
茶

碗
を
目
に
し
た
こ
と
が
な
い
、
あ
る
い
は
そ
の
存
在
を
知
ら
な
か
っ
た
た
め
で

あ
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
曹
昭
以
前
の
宋
代
の
文
人
は
玳
皮
天
目
を
記
録
に
残

し
、
後
世
に
伝
え
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
宋
代
の
文
献
に
磁
器
が
よ
く
登
場
す
る
。
そ
れ
は
、
後
漢
時
代
に

始
ま
っ
た
磁
器
生
産
が
数
百
年
の
発
展
期
を
経
て
、
宋
代
で
最
盛
期
を
迎
え
た

た
め
で
あ
る
。
青
磁
、
白
磁
、
黒
磁
、
青
白
磁
な
ど
、
南
北
各
地
で
様
々
な
品

種
が
生
ま
れ
、
日
常
生
活
用
具
と
し
て
庶
民
の
日
常
に
浸
透
し
た
。
と
く
に
茶

碗
に
つ
い
て
は
、
喫
茶
が
文
人
の
嗜
好
で
あ
る
た
め
、
詩
文
に
茶
碗
が
よ
く
詠

ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
天
目
茶
碗
の
例
の
ほ
か
に
、
例
え
ば
、
蘇
軾
の
「
定

州
花
瓷
琢
紅
玉
」
は
定
州
窯
の
紅
釉
茶
碗
を
、
王お

う

千せ
ん

秋し
ゅ
うの

「
濺
湯
温
翠
碗
」
は

青
磁
茶
碗
を
詠
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

　

だ
が
、
玳
皮
天
目
茶
碗
の
登
場
す
る
詩
文
が
見
当
た
ら
な
い
。
曜
変
天
目
と

同
じ
よ
う
に
、
こ
れ
は
、
玳
皮
天
目
は
宋
の
文
人
の
喫
茶
に
用
い
ら
れ
な
か
っ

た
こ
と
を
意
味
す
る
。
宋
の
文
人
は
建
窯
の
禾
目
天
目
、
油
滴
天
目
を
好
ん
だ

が
、
吉
州
窯
の
玳
皮
天
目
に
は
興
味
が
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
な
ぜ
、
宋
の
文
人
は
玳
皮
天
目
に
興
味
を
持
た
な
か
っ
た
の

か
？　

ま
た
、
彼
ら
の
好
み
は
ど
の
よ
う
に
玳
皮
天
目
の
存
在
に
影
響
を
与
え

た
の
か
？

2　

平
淡
を
好
む
文
人
趣
味

　

文
人
趣
味
と
い
う
問
題
に
入
る
前
に
、
ま
ず
宋
代
の
文
人
に
つ
い
て
考
え
て
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み
た
い
。

　

宋
代
に
お
け
る
文
人
階
層
の
政
治
的
地
位
は
、
そ
れ
ま
で
の
い
ず
れ
の
王
朝

よ
り
も
高
い
。
そ
れ
は
、
武
人
の
勢
力
が
国
を
乱
し
民
を
苦
し
め
た
五
代
の
教

訓
を
汲
み
と
り
、
宋
王
朝
が
文
官
治
国
の
政
策
を
と
っ
た
こ
と
に
よ
る
。

　

文
官
（
文
人
官
僚
）
を
採
用
す
る
方
法
は
科
挙
で
あ
る
。
宋
代
は
科
挙
の
合

格
人
数
を
唐
代
よ
り
十
倍
も
増
や
し
、
出
自
の
如
何
を
問
わ
ず
、
優
れ
た
文
人

を
積
極
的
に
官
僚
に
採
用
し
た
（「
凡
内
外
職
官
、
布
衣
草
沢
、
皆
得
充
挙
」
郭
、

一
九
九
八
）。

　
『
宋
史
・
宰
補
表
』
に
よ
る
と
、
宋
代
宰
相
一
三
三
名
の
う
ち
、
科
挙
で
採

用
さ
れ
た
者
は
一
二
三
名
（
諸
葛
、
二
〇
〇
二
）。
そ
の
出
自
も
寒
門
出
身
が
多

い
。
例
え
ば
太
宗
時
の
宰
相
張ち

ょ
う

斉さ
い

賢け
ん

「
孤
貧
力
学
、
有
遠
志
」、
名
臣
王お
う

禹う

偁し
ょ
う「

世
為
農
家
、
九
歳
能
文
」、
范は
ん

仲ち
ゅ
う

淹え
ん

「
二
歳
而
孤
」、
欧お
う

陽よ
う

脩し
ゅ
う「

家
貧
、

至
以
荻
画
地
学
書
」
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
社
会
下
層
の
寒
門
出
身
と
い
う
こ

と
は
、
複
雑
な
勢
力
に
絡
ま
れ
る
関
係
が
な
い
の
で
、
皇
帝
に
と
っ
て
は
好
都

合
で
あ
っ
た
。
皇
帝
は
彼
ら
に
高
位
厚
禄
を
与
え
、
股
肱
の
臣
と
し
て
信
頼
し

た
。「
不
得
殺
士
大
夫
及
上
書
言
事
人
」（
士
大
夫
及
び
朝
廷
に
上
書
す
る
人
を
死

罪
に
処
す
べ
か
ら
ず
）
と
い
う
宋
太た
い

祖そ

の
誓
言
か
ら
も
、
当
時
の
文
人
が
如
何

に
尊
ば
れ
た
か
、
と
い
う
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
士
大
夫
は
文
人
官
僚
の
こ
と

で
あ
る
。

　
「
万
般
皆
下
品
、
唯
有
読
書
高
」
の
諺
が
生
ま
れ
た
の
も
、
こ
の
よ
う
な
時

代
だ
か
ら
こ
そ
で
あ
る
。
す
べ
て
は
下
品
で
あ
り
、
唯
読
書
だ
け
は
尊
い
。
科

挙
は
栄
華
富
貴
に
導
く
唯
一
の
道
と
な
り
、
宋
代
は
社
会
全
体
の
文
人
へ
の
尊

崇
が
広
が
っ
た
時
代
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
社
会
風
潮
の
中
で
、
文
人
の
好
尚
と
趣
味
は
あ
ら
ゆ
る
面
に
影

響
を
与
え
る
。
磁
器
生
産
の
分
野
に
し
て
も
、
建
窯
天
目
の
流
行
を
見
れ
ば
そ

の
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
黒
釉
磁
器
は
後
漢
時
代
か
ら
造
ら
れ
、
宋
代
ま
で

は
注
目
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
だ
が
、
宋
の
文
人
が
建
窯
の
天
目
茶
碗
を

喫
茶
に
用
い
始
め
る
と
、
建
窯
は
雑
器
を
焼
く
一
民
窯
か
ら
栄
光
へ
の
道
を
歩

き
始
め
た
。

　

で
は
、
宋
代
の
文
人
好
尚
、
あ
る
い
は
文
人
趣
味
と
は
何
か
？

　

そ
れ
は
、
平
淡
で
あ
っ
た
。
杭
間
は
「
宋
代
を
通
し
て
、
文
学
芸
術
は
〝
平

淡
〞
の
美
を
追
求
し
た
」
と
述
べ
る
（
杭
、
二
〇
〇
七
）。

　

宋
代
文
学
は
、
宋
初
の
西せ
い

昆こ
ん

体た
い

と
呼
ば
れ
る
艶
麗
な
文
風
が
一
時
流
行
す
る

こ
と
も
あ
っ
た
が
、
主
流
は
平
淡
が
特
徴
で
あ
っ
た
。
宋
の
真し
ん

宗そ
う

は
、
行
政
手

段
で
西
昆
体
の
浮
華
な
悪
弊
を
厳
禁
し
た
。

　

宋
詩
に
つ
い
て
繆
り
ょ
う

鉞え
つ

は
こ
の
よ
う
に
語
る
。
宋
人
は
、
唐
人
が
詩
に
使
わ
な

い
瑣
事
微
物
な
ど
を
好
ん
で
詩
に
使
う
。
例
を
挙
げ
れ
ば
、
宋
詩
に
お
け
る
李

白
、
杜
甫
の
よ
う
な
存
在
で
あ
る
蘇
軾
、
黄こ

う

庭て
い

堅け
ん

の
二
人
に
は
、
咏
墨
、
咏
紙
、

咏
硯
、
咏
茶
、
咏
画
扇
、
咏
飲
食
な
ど
、
日
常
生
活
を
詠
む
詩
が
多
い
（
宋
詩

鑑
賞
辞
典
、
二
〇
〇
五
）。

　

清
・
何か

文ぶ
ん

煥か
ん

の
『
歴
代
詩
話
』
に
記
さ
れ
て
い
る
蘇
軾
の
言
葉
が
あ
る
。
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東
坡
嘗
有
書
与
其
姪
云
。
大
凡
為
文
、
当
使
気
象
崢
嶸
、
五
色
絢
爛
、
漸

老
漸
熟
、
乃
造
平
淡
。

　

蘇
東
坡
は
自
分
の
姪
に
送
っ
た
文
の
中
で
こ
の
よ
う
に
言
っ
た
。
お
お
よ
そ

文
章
を
書
く
こ
と
は
非
凡
の
気
象
、
絢
爛
の
色
彩
が
必
要
だ
が
、
次
第
に
老
練

に
な
り
、
よ
う
や
く
平
淡
に
到
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
。
文
人
は
詩
文
の

最
高
境
地
を
「
平
淡
」
に
求
め
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
ほ
か
に
も
、
例
え
ば
、
梅ば
い

尭ぎ
ょ
う

臣し
ん

（
一
〇
〇
二
〜
一
〇
六
〇
）
の
「
作
詩

無
古
今
、
唯
造
平
淡
難
」（『
読
邵
不
疑
学
士
試
巻
』）
が
あ
り
、
詩
を
作
る
と
き

平
淡
に
達
す
る
こ
と
が
最
も
難
し
い
と
い
う
。
蘇そ

舜し
ゅ
ん

欽き
ん

（
一
〇
〇
八
〜
一
〇
四

八
）
の
「
不
肯
低
心
事
鐫
鑿
、
直
欲
淡
泊
趨
杳
冥
」、「
会
将
取
古
淡
、
先
可
去

浮
囂
」
か
ら
も
、
淡
泊
へ
の
好
み
が
わ
か
る
。

　

平
淡
を
好
み
、
実
用
を
重
視
す
る
宋
の
文
人
趣
味
は
工
芸
美
術
の
面
に
も
現

わ
れ
て
い
る
。
田
自
秉
は
宋
代
工
芸
の
美
は
典
雅
平
易
に
あ
る
と
言
う
。
陶
磁
、

漆
器
、
金
工
、
家
具
な
ど
、
す
べ
て
素
朴
の
造
形
を
得
意
と
し
、
繁
雑
な
装
飾

が
無
く
清
淡
で
あ
る
（
田
、
二
〇
〇
八
）。

　

さ
ら
に
、
王
安
石
（
一
〇
二
一
〜
一
〇
八
六
）
は
言
う
（
臨
川
先
生
文
集
・
巻

七
七
）。要

之
以
適
用
為
本
、
以
刻
鏤
絵
画
為
之
容
而
已
。
不
適
用
、
非
所
以
為
器

也
。

　

器
物
は
実
用
が
基
本
で
あ
り
、
刻
鏤
絵
画
は
た
だ
の
装
飾
で
あ
る
。
実
用
性

が
な
け
れ
ば
器
に
は
な
ら
な
い
。

　

宋
代
の
服
飾
を
見
る
と
、
慎
ま
し
く
保
守
的
で
あ
る
。
デ
ザ
イ
ン
が
簡
単
で

色
彩
も
唐
代
の
鮮
麗
が
な
い
。
素
朴
・
自
然
・
清
潔
の
特
徴
が
あ
る
（
卞
、
一

九
九
三
）。
漆
器
を
見
る
と
、
宋
代
の
漆
器
は
一
色
の
も
の
が
多
く
、
黒
色
、

紫
色
、
朱
紅
が
好
ま
れ
た
。
絵
画
の
世
界
で
も
、
文
人
画
が
盛
ん
で
あ
り
、
米べ

い

芾ふ
つ

の
山
水
画
、
李り

公こ
う

麟り
ん

の
人
物
画
、
崔さ
い

白は
く

の
花
鳥
画
な
ど
、
清
新
平
淡
が
そ
の

風
格
で
あ
る
。
磁
器
の
世
界
に
戻
っ
て
み
る
と
、
宋
代
で
五
大
名
窯
と
さ
れ
た

の
は
、
白
磁
の
定
州
窯
、
青
磁
の
汝し

ょ

窯
・
鈞き
ん

窯
・
南
宋
官
窯
・
哥か

窯
で
あ
る
。

そ
の
ほ
か
に
、
龍
泉
窯
の
青
磁
、
景
徳
鎮
窯
の
青
白
磁
、
建
窯
の
黒
磁
。
色
の

濃
淡
深
浅
が
あ
る
と
は
言
え
、
白
、
青
、
黒
の
単
一
釉
色
が
そ
の
特
徴
で
あ

る
。

　

で
は
、
な
ぜ
宋
代
文
人
は
平
淡
を
好
ん
だ
の
か
？　

そ
の
背
景
は
何
か
？　

こ
の
答
え
を
求
め
る
の
は
難
し
い
。
答
え
は
一
つ
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
儒

家
の
謹
厳
と
禁
欲
、
道
家
の
自
然
、
禅
宗
の
簡
易
な
ど
も
挙
げ
ら
れ
る
が
、
人

生
経
験
に
よ
る
と
こ
ろ
も
大
き
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
彼
ら
の
多
く
は

寒
門
出
身
者
で
あ
り
、
幼
少
時
代
に
貧
困
を
経
験
し
、
倹
約
が
身
に
つ
い
て
い

た
。
ま
た
、
下
層
社
会
か
ら
抜
擢
さ
れ
赫
々
た
る
地
位
を
与
え
ら
れ
た
た
め
、

彼
ら
は
朝
廷
へ
の
恩
義
を
感
じ
、
治
国
平
天
下
を
己
の
責
任
と
す
る
志
を
持
っ

て
い
た
。
宋
と
い
う
王
朝
は
、
建
国
か
ら
滅
亡
ま
で
三
百
年
の
間
、
絶
え
ず
外

敵
に
脅
か
さ
れ
て
い
た
。
そ
う
い
う
状
況
の
中
で
、
文
人
た
ち
は
「
先
天
下
之
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憂
而
憂
、
後
天
下
之
楽
而
楽
」
の
信
念
に
情
熱
を
か
け
た
。
天
下
の
た
め
に
憂

え
、
天
下
の
た
め
に
喜
ぶ
。
そ
し
て
当
然
の
こ
と
だ
が
、
華
美
と
浅
薄
を
嫌

い
、
堅
実
平
淡
を
求
め
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

3　

宋
の
文
人
と
玳
皮
天
目

　

平
淡
を
好
む
文
人
の
目
に
は
、
玳
皮
天
目
は
ど
の
よ
う
に
映
さ
れ
た
の
か
。

　

古
代
中
国
で
は
玳
瑁
（
鼈
甲
）
が
奇
珍
異
宝
と
し
て
珍
重
さ
れ
て
い
た
。
殷

の
伊
尹
が
湯
王
に
謁
見
す
る
と
き
に
、
玳
瑁
を
献
じ
た
と
い
う
。
趙
国
の
使
者

が
楚
の
春
し
ゅ
ん

申し
ん

君く
ん

の
前
で
宝
自
慢
を
す
る
た
め
に
、
玳
瑁
の
簪
を
挿
し
た
と
『
史

記
・
春
申
君
列
伝
』
に
記
さ
れ
て
い
る
。
漢
代
で
玳
瑁
簪
は
皇
太
后
の
礼
装
で

あ
り
、
宋
代
に
も
金
・
玉
・
玳
瑁
の
民
間
で
の
使
用
は
制
限
さ
れ
て
い
た
。
吉

州
窯
の
陶
工
は
、
玳
瑁
に
象
徴
さ
れ
る
富
と
地
位
へ
の
憧
れ
か
ら
、
そ
れ
を
磁

器
に
再
現
し
よ
う
と
思
っ
た
。
現
実
に
は
手
に
入
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
玳
瑁

を
、
た
と
え
贋
物
で
あ
っ
て
も
、
手
に
入
れ
て
み
た
い
。
そ
ん
な
思
い
の
あ
る

人
々
を
相
手
に
、
工
夫
を
重
ね
玳
皮
天
目
を
生
み
出
し
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

　

し
か
し
、
黒
と
黄
の
混
じ
る
派
手
な
釉
色
、
そ
の
上
に
施
さ
れ
た
複
雑
な
文

様
、
こ
の
よ
う
な
玳
皮
天
目
の
姿
か
ら
、
青
磁
、
青
白
磁
、
白
磁
の
純
粋
さ
は

見
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
油
滴
天
目
や
禾
目
天
目
の
華
麗
も
見
ら
れ
な
い
。
玳
瑁

も
ど
き
の
玳
皮
天
目
は
、
玳
瑁
に
憧
れ
る
人
々
に
喜
ば
れ
た
か
も
し
れ
な
い

が
、
堅
実
平
淡
を
好
む
宋
の
文
人
の
目
に
は
、
低
俗
と
し
か
映
ら
な
か
っ
た
の

だ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
宋
の
文
人
が
玳
皮
天
目
に
興
味
を
示
さ
な
か
っ
た
理
由
の

一
つ
で
あ
る
。

　

宋
の
文
人
が
玳
皮
天
目
に
興
味
が
な
か
っ
た
も
う
一
つ
の
理
由
は
、
玳
皮
天

目
の
派
手
は
茶
に
合
わ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

宋
代
の
喫
茶
は
茶
の
色
が
白
で
あ
る
こ
と
を
喜
ぶ
。
白
色
を
よ
り
よ
く
引
き

出
す
た
め
に
、
黒
釉
の
天
目
茶
碗
が
好
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
玳
皮
天
目

の
釉
色
は
、
黒
と
黄
が
混
合
し
て
い
て
、
純
粋
な
黒
で
は
な
い
。
そ
の
上
、
煩

雑
な
文
様
が
茶
の
純
白
を
け
が
し
て
し
ま
う
。
こ
の
よ
う
な
茶
碗
は
、
当
然
喫

茶
に
は
用
い
る
事
が
で
き
な
い
。

　

宋
代
で
は
茶
が
す
で
に
庶
民
の
日
常
生
活
に
浸
透
し
て
い
た
。
だ
が
、
喫
茶

文
化
の
担
い
手
は
や
は
り
高
い
地
位
に
い
る
文
人
階
層
だ
っ
た
。
茶
を
嗜
む
こ

と
、
つ
ま
り
、
茶
の
色
・
香
・
味
を
楽
し
み
、
茶
の
器
に
こ
だ
わ
る
。
そ
ん
な

こ
と
が
で
き
る
の
は
、
経
済
的
に
も
時
間
的
に
も
余
裕
が
あ
り
、
そ
し
て
教
養

も
必
要
な
の
で
あ
る
。
徽
宗
皇
帝
の
『
大
観
茶
論
』
に
書
か
れ
た
茶
の
点
て
方

を
見
る
と
、
第
一
湯
か
ら
第
七
湯
ま
で
、
湯
を
七
回
に
分
け
て
注
ぐ
な
ど
、
そ

の
煩
雑
さ
に
呆
気
に
取
ら
れ
る
。
古
今
東
西
随
一
の
複
雑
さ
で
あ
る
。
こ
れ
ほ

ど
手
の
込
ん
だ
点
て
方
で
茶
を
飲
め
る
の
は
、
徽
宗
及
び
そ
の
周
辺
の
文
人
官

僚
し
か
い
な
い
。

　

技
巧
を
尽
く
し
た
玳
皮
天
目
は
、
宋
の
文
人
の
平
淡
好
み
か
ら
遠
ざ
け
ら
れ

た
。
そ
の
た
め
、
玳
皮
天
目
は
建
窯
の
油
滴
天
目
や
禾
目
天
目
の
よ
う
に
一
世

を
風
靡
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
産
地
で
あ
る
吉
州
地
方
の
農
民
の
日
常
雑
器

と
さ
れ
た
り
、
あ
る
い
は
海
外
貿
易
の
商
品
に
流
さ
れ
た
り
し
た
。
こ
れ
が
玳
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皮
天
目
茶
碗
の
運
命
だ
っ
た
。

4　

日
本
の
茶
人
と
玳
皮
天
目

　

一
方
、
海
外
貿
易
に
流
れ
た
玳
皮
天
目
は
、
海
を
渡
っ
て
日
本
に
上
陸
す

る
。
早
々
と
『
仏
日
庵
公
物
目
録
』
に
お
い
て
頭
角
を
現
す
。

湯
盞
二
対
饒
州
一

対

一
対

　

す
な
わ
ち
鼈
で
あ
り
、
玳
皮
天
目
の
こ
と
で
あ
る
。
鼈
盞
と
記
さ
れ
て
い

る
こ
と
は
、
当
時
の
宋
で
は
鼈
盞
と
い
う
呼
び
名
だ
っ
た
こ
と
を
示
す
。「
饒

州
一
対
」
は
景
徳
鎮
窯
の
青
白
磁
茶
碗
の
こ
と
で
あ
る
。

　

鼈
盞
こ
と
玳
皮
天
目
は
、
曜
変
天
目
と
同
じ
よ
う
に
、
一
二
八
四
年
に
亡
く

な
っ
た
北
条
時
宗
の
寄
進
物
で
あ
る
た
め
、
そ
れ
以
前
に
日
本
に
渡
来
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
お
そ
ら
く
焼
造
時
期
と
ほ
ぼ
同
時
で
、
南
宋
時
代
だ
と
推
測

さ
れ
る
。
理
由
は
異
な
る
に
せ
よ
、
そ
の
い
ず
れ
も
が
現
地
の
中
国
で
は
重
宝

さ
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
早
い
時
期
に
日
本
に
伝
来
し
た
の
で

あ
る
。

　

鎌
倉
・
室
町
時
代
の
茶
の
湯
に
は
、
根
強
い
唐
物
崇
拝
が
あ
る
。
玳
皮
天
目

も
そ
の
唐
物
崇
拝
の
風
潮
の
な
か
に
あ
っ
た
。
一
三
八
〇
年
の
『
新
札
往
来
』

に
「
鼈
盞
」
の
語
が
見
ら
れ
、
茶
人
に
よ
り
喫
茶
道
具
と
し
て
茶
の
湯
に
持
ち

込
ま
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
（
西
田
、
二
〇
〇
〇
）。

　
『
君
臺
観
左
右
帳
記
』
に
は
、
玳
皮
天
目
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

鼈
盞
、
天
目
の
土
に
て
、
く
す
り
き
色
に
て
、
く
ろ
き
く
す
り
に
て
、
花

鳥
い
ろ
い
ろ
の
紋
あ
り
。
千
疋
。
能
皮
盞
、
こ
れ
も
天
目
の
土
に
て
、
く

す
り
き
に
あ
め
色
に
て
、
う
す
む
ら
さ
き
の
ほ
し
、
う
ち
外
に
ひ
し
と
あ

り
。
代
や
す
し
。

　

鼈
盞
は
天
目
茶
碗
と
同
じ
土
で
、
釉
色
は
黄
色
の
上
に
黒
が
か
か
っ
て
、
花

鳥
な
ど
色
々
の
文
様
が
あ
る
。
値
段
は
千
疋
で
あ
る
。
能
皮
盞
も
や
は
り
天
目

と
同
じ
土
で
、
釉
色
は
黄
色
か
飴
色
で
、
そ
の
上
に
黒
色
の
斑
紋
が
内
外
に
た

く
さ
ん
あ
る
。
値
が
安
い
、
と
。
こ
こ
で
は
、
鼈
盞
と
能
皮
盞
の
二
種
類
に
分

か
れ
て
い
る
。

　

以
上
の
記
録
に
対
し
て
、
西
田
宏
子
は
、
梅
花
天
目
、
竜
天
目
、
鸞
天
目
、

文
字
天
目
な
ど
の
文
様
の
あ
る
鼈
盞
は
そ
の
装
飾
的
な
美
し
さ
か
ら
価
値
が
高

く
、黒
に
飴
色
釉
調
の
能
皮
盞
の
ほ
う
が
安
く
評
価
さ
れ
る
、と
指
摘
す
る
（
西

田
、
一
九
九
九
）。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
足
利
将
軍
家
に
と
っ
て
玳
皮
天
目
は
価
値
が
低
い
。
花

鳥
文
様
の
あ
る
鼈
盞
は
千
疋
で
あ
り
、
鼈
甲
風
の
能
皮
盞
は
値
も
記
さ
れ
な
い

ほ
ど
廉
価
で
あ
る
。
萬
疋
に
値
す
る
曜
変
天
目
、
五
千
疋
に
値
す
る
油
滴
天

目
、
三
千
疋
に
値
す
る
禾
目
天
目
に
は
る
か
に
及
ば
な
い
。

　

だ
が
、
文
様
の
あ
る
鼈
盞
の
価
値
が
高
く
、
文
様
の
な
い
能
皮
盞
の
ほ
う
が
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低
い
と
い
う
こ
と
は
、
玳
皮
天
目
が
足
利
に
お
け
る
不
遇
と
、
宋
に
お
け
る
不

遇
が
同
一
で
は
な
い
こ
と
を
物
語
る
。
宋
の
文
人
は
繁
雑
な
装
飾
が
茶
の
色
を

邪
魔
す
る
と
嫌
っ
た
が
、
足
利
の
茶
人
は
必
ず
し
も
そ
の
派
手
な
文
様
を
嫌
っ

て
は
い
な
い
。
で
は
、
な
ぜ
玳
皮
天
目
は
値
が
安
い
の
か
。

　

玳
皮
天
目
の
廉
価
を
招
い
た
理
由
は
、
大
量
輸
入
で
あ
る
と
考
え
る
。
曜
変

天
目
が
稀
少
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
後
に
渡
来
し
た
油
滴
天
目

や
禾
目
天
目
に
し
て
も
、
大
量
に
輸
入
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
宋
で
も
た

い
そ
う
重
宝
さ
れ
た
か
ら
だ
。
し
か
し
、
玳
皮
天
目
は
宋
国
内
で
は
需
要
が
少

な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
に
日
本
向
き
の
海
外
貿
易
に
追
わ
れ
て
し
ま
っ
た
。

　

ほ
か
に
大
量
輸
入
が
あ
っ
た
の
は
青
磁
で
あ
る
。
そ
の
た
め
青
磁
は
厳
し
く

選
別
さ
れ
、優
劣
順
位
が
つ
け
ら
れ
た
。
砧
青
磁
の
よ
う
な
上
手
物
が
貴
ば
れ
、

珠
光
青
磁
の
よ
う
な
下
手
物
が
最
初
の
頃
は
注
目
さ
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。

玳
皮
天
目
も
二
つ
に
分
け
ら
れ
、
鼈
盞
は
能
皮
盞
よ
り
ラ
ン
ク
が
高
い
と
さ
れ

た
。

　

す
な
わ
ち
、
玳
皮
天
目
は
大
量
に
渡
来
し
た
た
め
、
珍
奇
を
好
む
足
利
将
軍

家
の
茶
人
に
と
っ
て
珍
し
い
も
の
で
は
な
く
な
っ
た
。
唐
物
と
し
て
の
稀
少
価

値
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
故
に
珍
重
さ
れ
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

5　

玳
皮
天
目
の
存
在
意
味

　

南
宋
吉
州
窯
で
産
ま
れ
た
玳
皮
天
目
は
、
足
利
将
軍
家
の
書
院
茶
室
を
経
て

今
日
の
国
宝
の
座
に
た
ど
り
着
く
ま
で
、
数
百
年
の
道
程
が
あ
っ
た
。
こ
こ
か

ら
言
え
る
こ
と
は
、
玳
皮
天
目
、
と
い
う
よ
り
、
茶
に
お
け
る
茶
碗
の
存
在
意

義
は
、
中
日
で
異
な
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

中
国
の
茶
は
如
何
に
し
て
茶
を
美
味
し
く
飲
む
か
を
説
く
。
も
ち
ろ
ん
そ
の

美
味
し
さ
と
は
、
味
だ
け
で
は
な
く
、
色
・
香
・
味
を
含
め
る
。
唐
の
『
茶
経
』、

宋
の
『
茶
録
』、『
大
観
茶
論
』
な
ど
の
茶
書
は
、
茶
の
製
作
、
水
の
選
び
、
茶

の
点
て
方
、茶
道
具
の
扱
い
方
な
ど
か
ら
、ひ
た
す
ら
に
茶
の
味
を
追
求
し
た
。

茶
碗
の
釉
色
、
器
形
、
深
浅
、
大
小
な
ど
に
こ
だ
わ
っ
た
の
も
、
茶
を
美
味
し

く
飲
む
た
め
で
あ
る
。

　

陸
羽
は
青
磁
の
青
に
浅
黄
色
の
茶
の
色
映
り
が
良
い
と
言
い
、
越
州
窯
の
青

磁
茶
碗
を
選
ん
だ
。
蔡
襄
は
黒
磁
の
黒
に
白
色
の
茶
の
色
映
り
が
良
い
と
言

い
、
建
窯
の
天
目
茶
碗
を
選
ん
だ
。
徽
宗
皇
帝
は
茶
の
味
を
第
一
だ
と
語
り
、

純
白
の
茶
の
色
を
引
き
出
す
た
め
に
黒
の
禾
目
天
目
を
と
り
あ
げ
た
。

　

と
も
あ
れ
、
中
国
で
は
茶
碗
は
茶
の
味
を
際
立
た
せ
る
た
め
の
道
具
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
玳
皮
天
目
は
茶
の
色
を
邪
魔
し
、
茶
の
味
を
損
じ
る
と
さ

れ
、
選
ば
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

日
本
の
茶
の
湯
は
、
茶
碗
な
ど
の
茶
道
具
を
如
何
に
賞
玩
す
る
か
と
い
う
こ

と
を
重
視
す
る
。
日
本
最
古
の
茶
書
、
栄
西
の
『
喫
茶
養
生
記
』（
一
二
一
一

年
成
立
）
は
、
茶
の
薬
用
功
能
を
説
き
、
喫
茶
を
養
生
の
手
段
だ
と
言
い
な
が

ら
、
茶
を
美
味
し
く
飲
む
と
は
言
わ
な
い
。

　

後
の
玄
恵
法
印
の
『
喫
茶
往
来
』、
能
阿
弥
の
『
君
臺
観
左
右
帳
記
』、
山
上

宗
二
の
『
山
上
宗
二
記
』
に
な
る
と
、
茶
室
の
様
子
、
茶
道
具
の
飾
り
方
、
名
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物
茶
器
の
由
来
な
ど
が
主
に
語
ら
れ
る
。
茶
の
湯
は
茶
を
飲
む
た
め
の
儀
式
で

は
な
く
、
茶
碗
な
ど
の
茶
道
具
を
賞
玩
す
る
た
め
の
儀
式
で
あ
る
。
茶
人
は
名

物
で
か
ど
う
か
の
価
値
標
準
で
茶
碗
を
選
び
、
茶
の
味
に
さ
ほ
ど
考
慮
を
払
わ

な
い
。

　

玳
皮
天
目
を
茶
の
湯
に
持
ち
込
ん
だ
の
は
、
釉
色
や
文
様
が
茶
の
色
に
合
う

た
め
で
は
な
い
。
唐
物
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
中
国
で
造
ら
れ
た
こ
と
に
価
値

が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
玳
皮
天
目
を
評
価
し
な
か
っ
た
の
も
、
釉
色
や

文
様
が
茶
の
色
を
妨
げ
、
茶
の
味
を
壊
し
た
た
め
で
は
な
い
。
単
に
唐
物
と
し

て
の
稀
少
価
値
が
失
わ
れ
た
た
め
で
あ
る
。
玳
皮
天
目
茶
碗
へ
の
褒
も
貶
も
茶

の
色
や
味
と
は
関
係
な
い
。

　

極
言
す
れ
ば
、
中
国
の
茶
道
で
は
、
茶
碗
は
茶
を
飲
む
た
め
の
道
具
で
あ

り
、
茶
の
た
め
に
茶
碗
が
存
在
す
る
。
日
本
の
茶
の
湯
で
は
、
茶
碗
を
賞
玩
す

る
た
め
に
茶
の
湯
が
存
在
す
る
。
茶
碗
賞
玩
の
た
め
に
茶
を
飲
む
、
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。

　

国
宝
玳
皮
天
目
は
こ
の
よ
う
な
道
程
を
歩
ん
だ
。
誰
に
も
愛
さ
れ
な
か
っ
た

玳
皮
天
目
茶
碗
が
今
日
国
宝
に
な
っ
た
理
由
は
、
そ
の
歴
史
の
古
さ
に
よ
る
も

の
で
あ
ろ
う
。
歳
月
は
茶
碗
の
釉
色
に
物
理
的
な
変
化
を
与
え
、
新
品
に
は
見

ら
れ
な
い
一
種
の
風
味
を
帯
び
る
よ
う
に
な
る
。そ
し
て
最
も
重
要
な
こ
と
は
、

数
百
年
の
歳
月
が
玳
皮
天
目
を
「
稀
有
」
の
唐
物
に
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
あ

る
。

　

中
国
で
は
、
玳
皮
天
目
は
、
煩
雑
な
文
様
や
玳
瑁
も
ど
き
の
釉
色
が
あ
ま
り

に
も
技
巧
的
す
ぎ
て
、
平
淡
を
好
む
宋
の
文
人
の
目
に
は
浅
薄
に
し
か
映
ら
な

か
っ
た
。
も
と
も
と
、
点
茶
法
の
流
行
し
た
宋
代
で
は
、
茶
の
白
色
と
天
目
茶

碗
の
漆
黒
の
組
み
合
わ
せ
こ
そ
が
茶
の
極
致
で
あ
り
、
文
人
は
そ
れ
を
好
ん

だ
。
玳
皮
天
目
は
純
粋
な
黒
で
は
な
い
た
め
、
喫
茶
に
用
い
る
こ
と
が
な
い
。

日
常
雑
器
と
し
て
使
わ
れ
壊
れ
棄
て
ら
れ
、
歴
史
の
風
塵
に
消
え
た
。
一
方
、

日
本
に
お
い
て
は
、
茶
人
が
唐
物
と
し
て
の
価
値
を
重
ん
じ
、
玳
皮
天
目
を
茶

の
湯
に
と
り
い
れ
た
。
以
来
、
茶
人
の
価
値
標
準
に
翻
弄
さ
れ
な
が
ら
も
、
そ

の
茶
人
の
選
択
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
今
日
ま
で
伝
わ
り
国
宝
に
な
っ
た
の
で

あ
る
。

三　

油
滴
天
目
と
禾
目
天
目

　

油
滴
天
目
は
、
内
外
に
か
か
っ
て
い
る
漆
黒
の
釉
面
に
、
銀
色
の
油
滴
の
よ

う
な
斑
点
が
無
数
に
浮
か
ぶ
茶
碗
で
あ
る
。
古
く
か
ら
名
物
・
大
名
物
と
し
て

尊
ば
れ
、
大
阪
市
立
東
洋
陶
磁
美
術
館
の
国
宝
油
滴
以
外
に
も
、
重
要
文
化
財

に
指
定
さ
れ
て
い
る
も
の
が
い
く
つ
か
あ
る
。
油
滴
天
目
の
油
滴
現
象
は
、
窯

の
温
度
が
高
く
な
る
と
釉
面
が
煮
え
、
ぶ
く
ぶ
く
と
泡
を
吹
く
。
や
が
て
泡
が

破
れ
た
箇
所
に
釉
中
の
鉄
が
集
ま
り
結
晶
し
油
滴
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
（
茶

碗
、
一
九
七
四
）。
ち
な
み
に
、
油
滴
は
日
本
で
つ
け
ら
れ
た
名
称
で
あ
り
、
中

国
で
は
鷓
鴣
斑
と
呼
ば
れ
る
。
ま
た
、
油
滴
天
目
は
建
窯
以
外
の
華
北
で
も
造

ら
れ
た
が
、
優
れ
た
青
黒
い
釉
調
を
持
つ
作
品
は
や
は
り
建
窯
の
作
だ
と
言
わ

れ
る
（
世
界
陶
磁
全
集
一
二
、
一
九
七
七
）。



38

　

禾
目
天
目
は
、
内
外
に
か
か
っ
て
い
る
漆
黒
の
釉
面
に
、
銀
色
の
筋
目
が
幾

重
に
も
重
な
る
よ
う
に
流
下
し
て
い
る
。
そ
の
細
い
縦
の
筋
が
兎
の
毛
に
似
て

い
る
た
め
、中
国
で
は
兎
毫
盞
と
呼
ば
れ
る
。「
こ
れ
は
黒
釉
の
中
の
鉄
分
が
、

細
か
い
結
晶
と
な
り
、
釉
の
流
れ
に
つ
れ
て
、
筋
の
よ
う
に
表
れ
た
も
の
」
だ

と
長
谷
部
楽
爾
は
述
べ
る
（
茶
碗
、
一
九
七
四
）。

　

中
国
の
文
献
に
は
、
禾
目
天
目
（
兎
毫
盞
）
と
油
滴
天
目
（
鷓
鴣
斑
）
の
記

事
し
か
残
さ
れ
て
い
な
い
（
世
界
陶
磁
全
集
一
二
、
一
九
七
七
）。
こ
れ
は
、
油

滴
と
禾
目
が
宋
代
の
文
人
茶
人
に
珍
重
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
。
し
か

し
、
珍
重
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
今
日
で
は
油
滴
と
禾
目
の
優
品
が
日
本

に
あ
り
、
数
も
中
国
よ
り
多
い
。
こ
れ
ら
の
油
滴
と
禾
目
は
、
な
ぜ
、
い
つ
、

ど
の
よ
う
に
し
て
日
本
に
渡
来
し
た
の
か
？
（
写
真
5
、
写
真
6
、
写
真
7
、
写

真
8
）

　

結
論
を
先
に
言
え
ば
、
元
代
に
入
る
と
、
宋
代
で
盛
ん
だ
っ
た
喫
茶
文
化
が

衰
退
し
て
い
く
。
さ
ら
に
明
代
で
は
、
葉
茶
泡
茶
法
が
抹
茶
点
茶
法
に
と
っ
て

代
わ
り
、
小
ぶ
り
の
白
磁
茶
碗
が
好
ま
れ
る
よ
う
に
な
る
。
油
滴
や
禾
目
の
よ

う
な
天
目
茶
碗
の
必
要
性
が
少
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

一
方
、
海
を
挟
ん
だ
日
本
で
は
、
茶
の
湯
が
よ
う
や
く
公
武
貴
族
社
会
に
浸

透
し
、
ま
さ
に
抹
茶
法
が
広
ま
り
始
め
た
ち
ょ
う
ど
そ
の
頃
で
あ
っ
た
。
茶
人

は
唐
物
の
茶
道
具
、
青
磁
茶
碗
や
天
目
茶
碗
な
ど
を
狂
熱
的
に
求
め
て
い
た
。

こ
の
よ
う
な
時
勢
の
な
か
で
、
日
中
間
を
往
来
す
る
商
人
は
、
中
国
で
不
要
に

な
っ
た
天
目
茶
碗
を
か
き
集
め
て
日
本
に
持
ち
込
ん
だ
の
で
あ
る
。

写真8　『茶碗　第一巻　中国安南』
（平凡社、1974年）

写真7　『茶碗　第一巻　中国安南』
（平凡社、1974年）

写真6　『茶碗　第一巻　中国安南』
（平凡社、1974年）

写真5　『茶碗　第一巻　中国安南』
（平凡社、1974年）
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1　

泡
茶
法
の
は
じ
ま
り

　

中
国
に
お
け
る
喫
茶
法
の
変
遷
に
は
三
つ
の
段
階
が
あ
っ
た
。
第
一
は
唐
代

の
煎
茶
法
、
第
二
は
宋
代
の
点
茶
法
、
第
三
は
元
・
明
か
ら
現
代
ま
で
続
く
泡

茶
法
で
あ
る
。

　

茶
は
中
国
で
神
農
時
代
か
ら
す
で
に
人
々
の
生
活
に
入
っ
て
い
た
。
最
初
は

野
菜
と
し
て
食
用
と
さ
れ
、
茶
の
葉
を
煮
て
そ
の
中
に
葱
、
生
姜
、
棗
な
ど
を

加
え
る
野
菜
ス
ー
プ
の
よ
う
な
調
理
法
で
あ
る
。
陸
羽
は
『
茶
経
』
で
こ
の
よ

う
な
茶
の
扱
い
方
を
排
斥
し
、
新
し
い
喫
茶
法
を
打
ち
出
す
。
す
な
わ
ち
、
茶

の
葉
を
蒸
し
て
臼
で
搗
き
餅
状
に
し
て
乾
燥
す
る
。
乾
燥
し
た
餅へ
い

茶ち
ゃ

を
粉
末
に

碾
き
、
釜
の
中
に
入
れ
、
水
で
煎
じ
て
飲
む
、
と
い
う
煎
茶
法
で
あ
る
。

　

宋
代
の
点
茶
法
は
同
じ
く
固
形
茶
を
粉
末
に
し
た
抹
茶
を
使
う
が
、
茶
碗
の

中
に
抹
茶
を
入
れ
、
湯
を
注
い
で
か
き
ま
わ
す
と
い
う
方
法
で
あ
る
。
蔡
襄
の

『
茶
録
』
の
時
代
に
、
黄
金
か
銀
か
鉄
か
の
匙
を
使
っ
て
茶
を
か
き
ま
わ
し
た

と
い
う
。
徽
宗
皇
帝
の
『
大
観
茶
論
』
に
な
る
と
、
茶
筅
が
現
れ
る
。
茶
筅
を

用
い
て
茶
碗
の
中
で
抹
茶
を
点
て
る
よ
う
に
な
っ
た
。
日
本
の
茶
の
湯
の
原
型

は
こ
こ
に
あ
る
。

　

元
・
明
時
代
に
入
る
と
、
葉
茶
の
泡
茶
法
が
広
が
る
。
一
二
七
九
年
に
滅
亡

し
た
南
宋
末
期
か
ら
一
三
六
八
年
の
明
の
建
国
ま
で
、
異
民
族
の
元
王
朝
が
は

さ
ま
れ
、
百
年
余
の
あ
い
だ
戦
乱
が
絶
え
な
か
っ
た
。
不
安
定
な
社
会
状
況

は
、
複
雑
な
固
形
茶
の
製
造
や
精
緻
に
凝
っ
た
点
茶
法
の
廃
れ
を
招
く
。
明
の

太
祖
朱
元
璋
は
、
固
形
茶
の
製
造
は
民
力
を
疲
弊
さ
せ
、
茶
の
真
の
味
を
壊
し

て
し
ま
う
と
言
っ
て
禁
止
し
た
。
そ
の
こ
と
も
あ
り
、葉
茶
泡
茶
法
が
普
及
し
、

今
日
に
至
る
中
国
喫
茶
の
主
流
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
泡
茶
法
と
は
、『
茶
疏
』

（
明
・
許き
ょ

次じ

紓よ

、
一
六
〇
二
年
頃
成
立
）
に
よ
る
と
、
茶
壷
（
急
須
）
に
湯
を
注
ぎ
、

茶
の
葉
を
湯
中
に
投
じ
る
。
蓋
を
し
て
暫
ら
く
待
つ
。
そ
れ
か
ら
茶
碗
に
注
ぐ

と
い
う
方
法
で
あ
る
。

　

そ
れ
ま
で
に
茶
の
白
色
を
よ
り
よ
く
映
し
出
す
た
め
に
黒
釉
の
茶
碗
が
好
ま

れ
た
。
茶
の
色
が
白
な
の
は
複
雑
な
製
茶
法
に
よ
る
た
め
だ
が
、
製
茶
法
が
変

わ
る
と
、
茶
の
色
も
白
で
は
な
く
な
る
。『
茶
疏
』
に
書
か
れ
た
製
茶
法
か
ら

見
れ
ば
、
緑
茶
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
茶
の
色
は
緑
で
あ
る
（
中
村
、
一
九

七
六
）。
茶
の
色
が
緑
に
な
る
と
、
当
然
、
黒
釉
の
茶
碗
も
必
要
で
は
な
く
な

る
。
茶
碗
に
つ
い
て
同
書
に
次
の
一
節
が
あ
る
。

茶
甌
古
取
建
窯
兎
毛
花
者
、
亦
闘
碾
茶
用
之
宜
耳
。
其
在
今
日
、
純
白
為

佳
、
兼
貴
于
小
。
定
窯
最
貴
、
不
易
得
矣
。
宣
・
成
・
嘉
靖
倶
有
名
窯
、

近
日
倣
造
、
間
亦
可
用
。
次
用
真
正
回
青
、
必
揀
圓
整
、
勿
用
呰
窳
。

　

茶
碗
は
、
古
く
建
窯
の
兎
毫
盞
が
好
ま
れ
た
が
、
そ
れ
は
抹
茶
の
点
茶
法
に

佳
い
か
ら
で
あ
る
。
今
日
（
許
次
紓
の
時
代
）
で
は
純
白
の
白
磁
茶
碗
が
佳
い

と
さ
れ
、
し
か
も
小
ぶ
り
の
も
の
が
好
ま
れ
る
。
白
磁
の
次
は
染
付
で
も
よ
い

が
、
必
ず
端
正
な
形
を
選
び
、
歪
で
質
の
悪
い
も
の
を
使
っ
て
は
な
ら
な
い
、

と
。
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小
ぶ
り
の
茶
碗
が
好
ま
れ
る
と
い
う
の
は
、
小
さ
い
ほ
う
が
茶
の
香
が
籠
も

り
、
大
き
い
と
散
漫
に
な
り
や
す
い
と
い
う
理
由
が
同
書
の
「
秤
量
」
に
見
ら

れ
る
。
こ
こ
か
ら
も
、
中
国
の
茶
は
ど
れ
ほ
ど
茶
の
色
・
香
・
味
を
重
視
し
て

い
た
か
が
わ
か
る
。
茶
碗
の
好
み
の
変
化
も
、
茶
を
美
味
し
く
飲
む
た
め
で
あ

る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
喫
茶
法
は
明
代
に
入
る
と
大
き
く
変
わ
っ
た
。
明
代
の
丘

き
ゅ
う

濬し
ゅ
ん（

一
四
二
〇
〜
一
四
九
五
）
は
『
大
学
衍
義
補
・
巻
之
二
十
九
・
山
澤
之
利
下
』

で
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

元
志
猶
有
末
茶
之
説
。
今
世
惟
閩
廣
間
用
末
茶
。
而
葉
茶
之
用
遍
於
中
国
。

而
外
夷
亦
然
。
世
不
復
知
有
末
茶
矣
。

　

元
代
記
録
に
ま
だ
抹
茶
（
粉
末
の
茶
）
の
こ
と
が
見
ら
れ
る
が
、
今
日
で
は

福
建
・
広
東
の
両
地
し
か
抹
茶
を
使
わ
な
い
。
葉
茶
は
中
国
全
土
に
広
が
っ
て

い
る
。
外
国
も
同
様
。
世
間
で
は
抹
茶
が
あ
っ
た
こ
と
も
す
で
に
わ
か
ら
な
く

な
っ
て
い
た
、
と
い
う
。

　

丘
濬
は
能
阿
弥
（
一
三
九
七
〜
一
四
七
一
）、
村
田
珠
光
（
一
四
二
三
〜
一
五
〇

二
）
と
同
時
代
の
人
で
あ
る
。
中
国
で
は
宋
の
抹
茶
点
茶
法
が
消
え
つ
つ
あ
っ

た
頃
、
日
本
で
は
、
東
山
流
茶
の
湯
、
珠
光
流
茶
の
湯
が
ま
さ
に
日
の
出
の
勢

い
だ
っ
た
。
こ
れ
が
、
油
滴
天
目
と
禾
目
天
目
が
渡
来
し
た
背
景
だ
っ
た
の
で

あ
る
。

2　

油
滴
天
目
と
禾
目
天
目
の
渡
来

　

し
ば
し
ば
詩
文
な
ど
で
詠
わ
れ
、
宋
の
文
人
の
寵
児
だ
っ
た
油
滴
天
目
、
禾

目
天
目
は
、
そ
の
当
時
は
海
外
に
流
出
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
そ
れ
ら
が
日

本
に
流
れ
込
ん
で
き
た
の
は
、
中
国
で
は
点
茶
法
が
廃
れ
、
黒
釉
茶
碗
が
不
要

に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
天
目
茶
碗
は
い
つ
か
ら
日
本
に
渡
来
し
始
め
た
の
か
、
と
い
う

問
題
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
専
門
家
の
間
で
種
々
議
論
さ
れ
て
い
る
が
、
私

は
栄
西
に
よ
っ
て
日
本
に
持
ち
込
ま
れ
た
も
の
だ
と
考
え
る
。

　

一
一
八
七
年
二
度
目
に
入
宋
し
た
栄
西
は
、
一
一
九
二
年
に
帰
朝
す
る
ま
で

宋
で
五
年
間
も
暮
ら
し
た
。
南
宋
初
期
で
、
点
茶
法
が
流
行
り
、
天
目
が
風
靡

し
た
時
期
に
当
た
る
。
か
つ
て
遣
唐
使
の
永
忠
が
、
三
十
三
年
間
の
在
唐
生
活

で
親
し
ん
だ
陸
羽
の
煎
茶
法
と
青
磁
茶
碗
を
持
ち
帰
っ
た
と
同
じ
よ
う
に
、
栄

西
も
在
宋
生
活
で
親
し
ん
だ
宋
の
点
茶
法
と
建
盞
天
目
を
持
ち
帰
っ
た
。
こ
の

建
盞
天
目
は
、
油
滴
天
目
や
禾
目
天
目
な
ど
の
よ
う
な
上
質
な
も
の
で
は
な

い
。
禅
院
で
日
常
什
器
と
し
て
使
わ
れ
た
、
質
の
悪
い
雑
器
の
よ
う
な
量
産
茶

碗
で
あ
る
。

　

栄
西
時
代
の
茶
の
湯
の
形
は
今
日
の
建
仁
寺
四
頭
茶
会
か
ら
知
る
こ
と
が
で

き
る
。
建
仁
寺
は
栄
西
を
開
山
と
す
る
禅
寺
で
あ
り
、
毎
年
の
栄
西
生
誕
日
に

四
頭
茶
会
が
行
な
わ
れ
る
。
そ
の
と
き
に
使
わ
れ
る
茶
碗
が
、
す
な
わ
ち
漏
斗

形
の
黒
釉
の
建
盞
天
目
で
あ
る
。
私
が
こ
の
論
文
に
取
り
組
む
き
っ
か
け
に
も

な
っ
た
茶
碗
で
あ
る
。
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栄
西
の
『
喫
茶
養
生
記
』
か
ら
建
盞
天
目
の
姿
が
う
か
が
え
る
。

甌
者
茶
盞
之
美
名
也
。
口
廣
底
狭
也
。
為
不
令
茶
湯
久
寒
。
器
之
底
狭
深

也
。

　

甌お
う

と
は
茶
碗
の
美
名
で
あ
る
。
口
が
広
く
底
が
狭
い
。
茶
が
長
い
間
冷
め
な

い
、
と
い
う
。

　

こ
の
一
節
か
ら
、
当
時
す
で
に
天
目
茶
碗
が
渡
来
し
て
い
た
と
断
定
す
る
こ

と
が
で
き
る
（
世
界
陶
磁
全
集
一
二
、
一
九
七
七
）。「
口
廣
底
狭
」
の
形
は
ま
さ

に
天
目
茶
碗
の
典
型
で
あ
る
。
口
が
大
き
く
開
き
高こ

う

台だ
い

が
小
さ
く
、
漏
斗
の
よ

う
な
形
を
し
て
、
茶
湯
が
長
い
間
冷
め
な
い
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、

蔡
襄
の
『
茶
録
』、
徽
宗
皇
帝
の
『
大
観
茶
論
』
に
も
見
ら
れ
る
天
目
茶
碗
の

特
徴
で
あ
る
。

　

栄
西
の
建
盞
天
目
は
後
の
『
喫
茶
往
来
』
に
「
建
盞
」
と
し
て
、
同
じ
く
室

町
初
期
に
成
立
し
た
『
庭
訓
往
来
』
に
も
「
建
盞
。
天
目
」
と
し
て
あ
ら
わ
れ

る
。

　

要
す
る
に
、
天
目
茶
碗
は
、
一
二
世
紀
の
栄
西
の
建
盞
天
目
を
は
じ
め
に
、

曜
変
天
目
、
玳
皮
天
目
な
ど
中
国
で
は
人
気
の
な
い
も
の
が
先
に
渡
来
し
た
。

そ
し
て
一
四
世
紀
に
入
り
、
油
滴
天
目
と
禾
目
天
目
が
渡
っ
て
き
た
の
だ
と
考

え
る
。

　

油
滴
天
目
と
禾
目
天
目
の
舶
載
を
考
え
る
う
え
で
、
新
安
沈
船
の
引
揚
げ
遺

物
が
よ
い
材
料
に
な
る
。
積
載
さ
れ
た
大
量
の
陶
磁
器
の
中
に
、
青
磁
、
白
磁

以
外
に
禾
目
天
目
な
ど
の
天
目
茶
碗
も
入
っ
て
い
た
（John A

yers

、
一
九
八

三
）。
沈
船
の
年
代
は
一
三
二
〇
年
頃
と
さ
れ
元
の
中
期
に
当
た
る
が
、
陶
磁

器
の
製
造
年
代
は
、
元
だ
け
で
は
な
く
、
南
宋
の
作
も
あ
る
。
特
に
天
目
茶
碗

は
当
時
の
中
国
で
は
も
は
や
焼
造
さ
れ
て
お
ら
ず
、
一
二
世
紀
前
半
に
造
ら
れ

た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
う
え
、
茶
碗
に
は
使
用
さ
れ
た

痕
跡
が
残
さ
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
中
古
品
だ
っ
た
の
で
あ
る
（
西
田
、
一
九

九
九
）。
中
古
品
の
油
滴
や
禾
目
が
、
な
ぜ
こ
の
時
代
に
日
本
に
流
れ
込
ん
だ

の
か
？

　

南
宋
末
の
混
乱
期
を
経
て
、
蒙
古
族
は
中
原
に
入
り
、
元
と
い
う
国
を
建
て

る
。
宋
人
と
同
様
に
喫
茶
を
行
い
、
宋
王
朝
に
見
習
い
皇
室
専
用
の
御
茶
園
も

作
っ
た
。
だ
が
、
元
は
民
族
差
別
政
策
を
と
っ
た
。
全
国
の
人
を
四
等
に
分

け
、
一
等
は
蒙
古
人
、
二
等
は
色し
き

目も
く

人じ
ん

（
西
方
諸
民
族
）、
三
等
は
漢
人
（
江
北

の
漢
民
族
）、
四
等
は
南
人
（
江
南
の
漢
民
族
）
で
あ
る
。

　

江
南
地
方
の
漢
民
族
は
地
位
が
最
も
低
く
、
苛
酷
な
抑
圧
を
受
け
た
。
漢
民

族
の
文
人
は
い
っ
そ
う
立
場
が
悲
惨
だ
っ
た
。
文
人
の
出
世
の
道
で
あ
る
科
挙

は
民
族
差
別
の
手
段
と
な
り
、
漢
の
文
人
は
官
吏
に
任
用
さ
れ
る
こ
と
が
稀
で

あ
っ
た
。
職
種
の
順
位
を
い
う
「
九
儒じ
ゅ

十
丐か
い

」
と
い
う
諺
が
当
時
に
あ
っ
た
と

言
わ
れ
る
。
十
の
う
ち
に
九
番
目
は
儒
者
（
文
人
）
で
、
次
の
十
番
目
は
乞
食

で
あ
る
。
文
人
と
い
う
職
業
は
、
最
低
の
乞
食
よ
り
す
こ
し
は
マ
シ
と
軽
蔑
さ

れ
て
い
た
。
ち
な
み
に
、
文
化
大
革
命
で
知
識
人
を
罵
倒
す
る
と
き
に
使
わ
れ
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た
「
臭ツ
ォ
ラ
ォ
ジ
ォ

老
九
」（
臭
い
九
番
目
）
は
こ
こ
か
ら
来
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
社
会
環
境
は
、
異
彩
を
放
つ
元
代
文
学
を
生
み
出
す
一
方
、
点

茶
法
を
中
心
と
す
る
喫
茶
文
化
の
継
続
を
妨
げ
た
に
違
い
な
い
。
茶
文
化
の
中

心
地
で
あ
っ
た
江
南
地
方
は
民
族
差
別
の
甚
だ
し
い
地
域
と
な
り
、
人
々
は
喫

茶
ど
こ
ろ
で
は
な
く
な
っ
て
ゆ
く
。
宋
代
か
ら
点
茶
法
の
担
い
手
だ
っ
た
文
人

は
、
そ
の
社
会
的
地
位
を
失
い
、
茶
を
嗜
む
余
裕
が
な
い
。
点
茶
法
が
廃
れ
、

天
目
茶
碗
も
使
い
道
が
な
く
な
る
。
さ
ら
に
想
像
を
た
く
ま
し
く
す
れ
ば
、
文

人
た
ち
は
か
つ
て
使
っ
た
油
滴
や
禾
目
を
売
り
さ
ば
い
て
貧
困
生
活
の
足
し
に

し
た
の
で
は
な
い
か
。

　

点
茶
法
の
衰
退
は
明
代
に
入
る
と
、
葉
茶
流
行
の
た
め
に
い
っ
そ
う
早
め
ら

れ
る
。
と
う
と
う
、
抹
茶
が
完
全
に
消
失
し
て
し
ま
う
。
一
方
、
日
本
で
は
点

茶
法
が
ま
す
ま
す
盛
ん
に
な
っ
て
く
る
。
こ
の
よ
う
な
時
流
を
背
景
に
、
中
日

間
を
往
来
す
る
商
人
は
、
新
安
沈
船
の
よ
う
な
商
船
を
使
っ
て
、
中
国
で
不
要

に
な
っ
た
中
古
の
油
滴
や
禾
目
を
、
天
目
茶
碗
に
強
く
憧
れ
る
日
本
に
運
び
込

ん
だ
の
で
あ
る
。

3　

油
滴
天
目
と
禾
目
天
目
か
ら
見
る
中
日

　

宋
代
の
文
人
茶
人
が
ど
れ
ほ
ど
油
滴
天
目
や
禾
目
天
目
を
讃
美
し
た
か
は
す

で
に
述
べ
た
の
で
、
こ
こ
で
は
く
り
か
え
さ
な
い
。
で
は
、
日
本
の
茶
人
は
そ

れ
を
ど
の
よ
う
に
見
て
い
た
の
か
？

　

油
滴
天
目
の
名
は
『
禅
林
小
歌
』、『
桂
川
地
蔵
記
』
に
見
ら
れ
る
し
、『
君

臺
観
左
右
帳
記
』
に
も
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
。

油
滴
、
第
二
の
重
宝
。
こ
れ
も
地
く
す
り
い
か
に
も
く
ろ
く
し
て
、
う
す

む
ら
さ
き
色
の
し
ら
け
た
る
ほ
し
、
う
ち
そ
と
に
ひ
た
と
あ
り
。
よ
う
へ

ん
よ
り
は
世
に
数
あ
ま
た
あ
る
へ
し
。
五
千
疋
。

　

油
滴
天
目
は
曜
変
天
目
に
次
い
で
第
二
の
重
宝
で
あ
る
。
黒
釉
の
上
に
星
が

た
く
さ
ん
あ
る
。
曜
変
よ
り
数
が
多
い
。
価
値
は
五
千
疋
に
値
す
る
、
と
。

　

禾
目
天
目
は
、
こ
の
時
代
に
は
ま
だ
兎
毫
盞
と
呼
ば
れ
て
い
た
の
だ
が
、
応

安
年
間
（
一
三
六
八
〜
一
三
七
五
）
の
『
遊
学
往
来
』
に
「
青
兎
毫
、
黄
兎
毫
」

の
名
が
見
ら
れ
る
。
小
山
冨
士
夫
は
黒
地
に
茶
褐
色
の
兎
毫
紋
の
あ
る
も
の
は

黄
兎
毫
で
、
茶
褐
色
の
地
に
青
黒
い
兎
毫
紋
の
あ
る
も
の
は
青
兎
毫
で
あ
る
と

述
べ
る
（
小
山
、
一
九
七
四
）。『
君
臺
観
左
右
帳
記
』
に
は
兎
毫
盞
の
条
が
な

い
が
、
曜
変
天
目
、
油
滴
天
目
の
次
に
「
建
盞
」
の
条
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。

建
盞
、
ゆ
て
き
に
も
お
と
る
へ
か
ら
す
、
か
ら
す
。
地
く
す
り
く
ろ
く
し

ろ
か
ね
の
こ
と
く
き
ん
は
し
り
で
、
お
な
し
く
ゆ
て
き
の
こ
と
く
ほ
し
の

あ
る
も
あ
り
。
三
千
疋
。

　
「
地
く
す
り
く
ろ
く
し
ろ
か
ね
の
こ
と
く
き
ん
は
し
り
」
は
、
黒
地
に
銀
色

の
筋
目
が
流
れ
て
い
る
様
子
を
描
写
し
て
い
る
。
こ
れ
は
兎
毫
盞
、
禾
目
天
目
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の
こ
と
を
指
す
。
建
盞
と
い
う
名
の
定
義
は
も
と
も
と
曖
昧
だ
が
、
こ
こ
で
は

禾
目
天
目
で
あ
る
こ
と
を
疑
う
余
地
が
な
い
。
禾
目
天
目
は
油
滴
天
目
に
劣
ら

ず
、
価
値
は
三
千
疋
に
値
す
る
と
い
う
。
足
利
将
軍
家
の
茶
人
に
重
宝
さ
れ
て

い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

油
滴
や
禾
目
が
茶
人
に
重
宝
さ
れ
た
理
由
は
、
唐
物
と
し
て
の
稀
少
価
値
、

そ
し
て
茶
碗
そ
の
も
の
の
美
し
さ
に
も
あ
る
が
、も
う
一
つ
考
え
ら
れ
る
の
は
、

宋
代
文
人
の
詩
文
か
ら
の
影
響
で
あ
る
。

　

栄
西
は
『
喫
茶
養
生
記
』
で
建
盞
天
目
に
つ
い
て
述
べ
る
際
、
白
居
易
（
七

七
二
〜
八
四
六
）
の
「
或
飲
一
甌
茗
」（『
首
夏
病
間
』）
と
い
う
詩
句
を
挙
げ
た
。

続
い
て
「
甌
者
茶
盞
之
美
名
也
」
と
言
い
、
天
目
茶
碗
の
形
や
利
点
を
説
明
す

る
。
も
と
も
と
白
居
易
の
時
代
は
栄
西
よ
り
五
百
年
も
昔
で
あ
り
、
白
居
易
の

用
い
た
「
甌
」
は
宋
代
の
天
目
茶
碗
で
は
な
く
、
唐
代
の
越
州
窯
青
磁
茶
碗
で

あ
っ
た
。
そ
れ
を
宋
代
の
建
盞
天
目
に
使
っ
た
の
は
栄
西
の
勘
違
い
で
あ
る

が
、
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
重
要
な
こ
と
は
、
日
本
の
茶
人
は
中
国
の
詩
文
を

通
し
て
茶
碗
を
知
り
得
た
、
と
い
う
事
実
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
例
を
挙
げ
れ
ば
、『
源
氏
物
語
・
末
摘
花
』
に
登
場
す
る
秘
色
青
磁

茶
碗
の
こ
と
。
秘
色
青
磁
は
中
国
で
は
皇
帝
の
御
用
品
と
し
て
、
臣
下
の
使
用

が
許
さ
れ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
平
安
時
代
の
日
本
に
渡
来
し
た
可
能
性
も
小
さ

い
。
し
か
し
、
当
時
か
ら
既
に
高
名
だ
っ
た
秘
色
青
磁
茶
碗
は
、
多
く
の
詩
文

に
詠
わ
れ
て
い
た
。
陸り

く

亀き

蒙も
う

の
「
奪
得
千
峰
翠
色
来
」（『
秘
色
越
器
』）
や
、
徐じ
ょ

夤い
ん

の
「
捩
翠
融
青
瑞
色
新
」（『
貢
餘
秘
色
茶
盞
』）
な
ど
が
そ
の
例
で
あ
る
。
こ

れ
ら
の
詩
文
は
早
く
か
ら
日
本
に
渡
っ
て
い
た
。
紫
式
部
は
、
詩
文
を
通
じ
て

秘
色
青
磁
茶
碗
を
知
り
、
そ
れ
を
自
分
の
作
品
に
と
り
い
れ
た
の
で
あ
る
。

　

足
利
の
茶
人
も
、
栄
西
や
紫
式
部
と
同
じ
よ
う
に
、
宋
の
詩
文
を
通
し
て
禾

目
天
目
や
油
滴
天
目
を
知
り
得
た
。
宋
の
文
人
は
油
滴
と
禾
目
を
珍
重
し
、
盛

ん
に
そ
れ
ら
を
詩
文
に
詠
ん
だ
の
は
一
〇
〜
一
二
世
紀
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ

は
、『
君
臺
観
左
右
帳
記
』
よ
り
五
百
年
も
昔
の
こ
と
で
あ
り
、
禾
目
天
目
な

ど
を
日
本
に
運
ぼ
う
と
し
た
一
三
二
〇
年
の
新
安
沈
船
か
ら
見
て
も
、
二
、
三

百
年
の
隔
た
り
が
あ
る
。

　

つ
ま
り
、
十
四
世
紀
の
足
利
の
茶
人
は
、
宋
の
詩
文
を
読
み
、
兎
褐
金
糸
宝

椀
、
金
縷
鷓
鴣
斑
な
ど
の
文
学
的
な
表
現
に
惹
か
れ
、
そ
の
よ
う
な
茶
碗
を
強

く
求
め
、
商
人
に
注
文
し
た
の
で
あ
る
。
当
然
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
が

で
き
る
背
景
に
は
、
東
ア
ジ
ア
の
海
上
に
お
け
る
商
人
の
凄
ま
じ
い
活
躍
が

あ
っ
た
。

　

木
宮
泰
彦
の
『
日
華
文
化
交
流
史
』
に
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

遣
隋
使
・
遣
唐
使
は
凡
そ
二
百
三
十
年
間
に
十
六
回
の
差
遣
が
あ
っ
た
の

み
で
、
平
均
す
れ
ば
十
五
箇
年
間
に
一
回
の
割
合
で
あ
り
、
遣
明
使
は
足

利
義
満
の
時
代
こ
と
可
な
り
頻
繁
で
あ
っ
た
が
、
義
教
の
時
に
明
と
宣
徳

条
約
を
締
結
し
て
十
年
一
貢
と
定
め
て
か
ら
、
百
十
五
年
間
に
十
一
回
の

差
遣
が
あ
っ
た
に
過
ぎ
な
い
。
こ
れ
に
比
べ
る
と
、
元
に
赴
い
た
わ
が
商

舶
は
、（
略
）
そ
の
往
来
は
極
め
て
頻
繁
で
、
年
々
歳
々
殆
ど
絶
ゆ
る
こ
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と
な
く
、
恐
ら
く
元
末
凡
そ
六
七
十
年
間
は
、
各
時
代
を
通
じ
て
わ
が
商

舶
の
最
も
盛
ん
に
彼
地
に
赴
い
た
時
代
と
思
わ
れ
る
。

　

中
国
の
王
朝
は
宋
か
ら
元
に
変
わ
っ
て
い
る
。
商
船
は
元
か
ら
銅
銭
・
香

薬
・
文
房
具
・
織
物
な
ど
の
品
物
を
運
ん
だ
。
だ
が
、
こ
の
時
代
に
と
く
に
目

立
つ
の
は
、
書
籍
経
巻
と
禅
院
什
器
、
す
な
わ
ち
茶
碗
・
香
炉
・
花
生
等
の
唐

物
陶
磁
器
の
大
量
舶
載
で
あ
る
。

　

書
籍
経
巻
は
、
商
人
に
託
し
て
輸
入
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。「
足
利
尊
氏
が

近
江
の
三
井
寺
に
寄
進
し
た
宋
本
一
切
経
は
、
元
弘
の
頃
鎌
倉
幕
府
が
元
か
ら

取
寄
せ
た
も
の
で
あ
っ
た
」
と
木
宮
は
述
べ
る
（
木
宮
、
一
九
八
七
）。

　

経
巻
書
籍
を
取
寄
せ
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
に
は
、
当
然
油
滴
や
禾
目
な
ど

の
天
目
茶
碗
も
取
り
寄
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
実
際
、
一
三
四
五
年
か
ら
の
天

龍
寺
船
の
派
遣
は
、
禅
院
や
大
流
行
の
唐
風
喫
茶
に
用
い
る
唐
物
を
求
め
る
た

め
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
る
。

　

宋
一
代
を
風
靡
し
た
油
滴
天
目
と
禾
目
天
目
は
、
文
人
地
位
の
下
落
や
点
茶

法
の
廃
れ
に
よ
り
、
中
国
で
そ
の
存
在
意
義
を
失
い
需
要
を
失
っ
た
。
一
方
、

海
の
向
こ
う
の
日
本
で
は
、
宋
風
点
茶
法
が
禅
院
か
ら
公
武
貴
族
社
会
に
浸
透

し
つ
つ
あ
っ
た
。
茶
の
湯
と
し
て
確
立
し
、
そ
の
最
盛
期
を
迎
え
よ
う
と
し
て

い
た
。
天
目
茶
碗
の
賞
玩
が
盛
ん
に
な
り
、
茶
人
は
そ
れ
を
強
く
求
め
た
。

　

こ
の
よ
う
な
中
国
に
お
け
る
需
要
の
衰
退
と
日
本
に
お
け
る
需
要
の
興
隆
を

結
び
つ
け
た
の
は
、
新
安
沈
船
や
天
龍
寺
船
な
ど
と
関
わ
り
の
あ
る
商
人
た
ち

だ
っ
た
。
不
要
な
も
の
を
必
要
と
す
る
と
こ
ろ
に
持
っ
て
い
く
と
い
う
商
人
の

合
理
的
、
か
つ
功
利
的
な
行
動
が
、
文
化
の
伝
播
に
貢
献
し
た
。
彼
ら
の
活
躍

に
よ
り
、
油
滴
天
目
と
禾
目
天
目
が
中
国
か
ら
姿
を
消
し
、
日
本
の
茶
人
の
手

に
入
っ
た
。
そ
し
て
、
唐
物
と
し
て
の
価
値
が
尊
ば
れ
、
今
日
に
伝
わ
る
こ
と

が
で
き
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

冒
頭
に
国
宝
天
目
茶
碗
に
対
す
る
私
の
三
つ
の
疑
問
を
掲
げ
た
。
様
々
な
事

例
か
ら
そ
の
答
え
を
探
っ
て
き
た
が
、
そ
れ
ら
に
対
す
る
解
答
を
、
以
下
に
ま

と
め
る
。

1　

天
目
茶
碗
の
中
日
に
お
け
る
存
在

　

南
宋
時
代
に
焼
造
さ
れ
た
天
目
茶
碗
が
、
生
産
地
の
中
国
で
は
地
上
か
ら
姿

を
消
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
で
は
国
宝
茶
碗
の
中
に
五
つ
も
入
っ
て
い

る
。
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
起
っ
た
の
か
？　

こ
れ
が
国
宝
天
目
茶
碗
を
め

ぐ
る
私
の
一
つ
目
の
疑
問
で
あ
っ
た
。

　

曜
変
天
目
は
中
国
で
は
「
窯
変
」
で
あ
り
、
不
吉
な
異
変
で
あ
る
た
め
、
窯

か
ら
出
る
な
り
消
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
、
日
本
の
茶
人
は
「
窯
変
」
を

「
曜
変
」
と
呼
び
直
し
尊
ん
で
き
た
。
ま
た
、
玳
皮
天
目
は
煩
雑
な
文
様
や
派

手
な
釉
色
を
持
つ
た
め
、
宋
の
文
人
に
好
ま
れ
ず
、
日
常
雑
器
と
し
て
使
わ

れ
、
壊
さ
れ
、
棄
て
ら
れ
た
。
そ
れ
と
は
反
対
に
、
日
本
で
は
茶
人
に
認
め
ら
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れ
今
日
ま
で
伝
わ
っ
た
。
油
滴
天
目
と
禾
目
天
目
は
宋
代
の
文
人
に
も
愛
さ
れ

た
が
、
点
茶
法
の
消
失
に
よ
り
中
国
で
は
不
要
に
な
っ
た
。
日
本
に
持
ち
込
ま

れ
、
日
本
の
茶
人
に
珍
重
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

曜
変
、
玳
皮
、
油
滴
な
ど
の
天
目
茶
碗
が
、
日
本
の
茶
人
に
好
ま
れ
、
日
本

の
国
宝
茶
碗
に
成
り
得
た
の
は
、
中
国
文
化
と
日
本
文
化
の
異
質
性
に
よ
る
も

の
だ
と
思
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
も
し
日
本
の
茶
人
が
中
国
の
陶
工
の
よ
う
に
曜

変
天
目
を
不
吉
な
異
変
だ
と
思
え
ば
、
曜
変
天
目
は
今
日
ま
で
残
さ
れ
る
こ
と

が
な
か
っ
た
。
も
し
中
国
の
文
人
が
日
本
の
茶
人
の
よ
う
に
茶
の
味
な
ど
に
こ

だ
わ
ら
ず
茶
碗
そ
の
も
の
の
美
だ
け
を
求
め
る
な
ら
ば
、
玳
皮
天
目
も
油
滴
天

目
も
日
本
に
流
れ
て
く
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
も
し
中
国
に
お
け
る

文
化
の
継
承
が
、
古
い
も
の
が
跡
形
も
な
く
消
え
去
る
と
い
う
新
旧
交
代
で
な

け
れ
ば
、
点
茶
法
も
消
え
ず
、
天
目
茶
碗
も
残
っ
た
。
一
方
、
も
し
日
本
の
文

化
の
継
承
が
、
古
い
も
の
の
上
に
新
し
い
も
の
が
加
わ
る
と
い
う
こ
と
で
な
け

れ
ば
、
天
目
茶
碗
も
と
う
の
昔
に
消
滅
し
た
の
で
あ
る
。

　

中
国
文
化
と
日
本
文
化
は
こ
の
よ
う
に
異
質
な
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
天

目
茶
碗
が
こ
の
よ
う
に
日
本
に
伝
わ
り
、
中
国
で
は
消
え
て
し
ま
っ
た
。
国
宝

天
目
茶
碗
に
対
す
る
私
の
一
つ
目
の
疑
問
は
こ
れ
で
解
け
た
の
で
あ
る
。

2　

国
宝
茶
碗
と
日
本
文
化
の
相
克

　

日
本
の
国
宝
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
中
国
産
の
天
目
茶
碗
が
五
点
も
占

め
る
。
日
本
文
化
の
「
国
宝
」
と
、
中
国
文
化
の
産
物
で
あ
る
天
目
は
、
相
克

し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
な
ぜ
そ
の
相
克
を
日
本
人
は
矛
盾
と
し
な
い
の

か
。
こ
れ
は
国
宝
天
目
茶
碗
に
対
す
る
私
の
二
つ
目
の
疑
問
で
あ
る
。

　

私
は
、
し
ば
し
陶
磁
器
か
ら
離
れ
、
日
本
文
化
と
中
国
文
化
の
長
い
歴
史
を

見
渡
し
て
み
た
。
す
る
と
、
い
た
る
と
こ
ろ
に
こ
の
よ
う
な
矛
盾
が
存
在
す
る

こ
と
に
気
づ
い
た
。

　

ま
ず
、
日
本
人
は
漢
字
を
用
い
る
、
と
い
う
よ
り
、
漢
字
に
よ
っ
て
文
学
、

文
化
が
作
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

　

私
の
手
元
に
『
古
今
和
歌
集
』
が
あ
る
。
初
め
て
仮
名
、
つ
ま
り
日
本
製
の

文
字
で
書
か
れ
た
こ
の
和
歌
集
は
、「
や
ま
と
う
た
」
と
自
称
し
て
い
る
。
な

の
に
、「
や
ま
と
う
た
」
の
分
類
は
中
国
の
『
詩
経
』
の
「
風
・
雅
・
頌
・
賦
・

比
・
興
」
を
も
と
に
し
て
い
る
。

　
『
古
事
記
』
が
あ
る
。
日
本
民
族
の
起
源
と
さ
れ
る
内
容
な
の
に
、
序
文
は

漢
文
で
書
か
れ
、
言
葉
の
多
く
は
漢
籍
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
中
国
古
代
の
夏

の
禹う

王
、殷
の
湯と
う

王
な
ど
も
登
場
す
る
。
し
か
し
、こ
れ
で
も
本
居
宣
長
は
『
古

事
記
』
が
中
国
文
化
と
関
わ
り
な
く
、
古
代
日
本
の
姿
を
そ
の
ま
ま
伝
え
て
い

る
と
主
張
す
る
。

　

こ
の
本
居
宣
長
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
国
学
に
も
私
は
疑
問
を
呈
し
た
い
。

国
学
と
は
、
本
来
中
国
古
代
の
周
の
時
代
に
、
国
都
に
設
け
ら
れ
た
学
校
の
こ

と
で
あ
る
。
国
学
と
い
う
漢
字
表
記
自
体
が
中
国
文
化
そ
の
も
の
で
あ
る
の

に
、
中
国
を
排
除
し
て
日
本
民
族
固
有
の
思
想
・
精
神
を
求
め
る
学
問
に
、

「
国
学
」
と
い
う
中
国
語
を
冠
し
て
矛
盾
を
感
じ
な
い
。
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日
本
語
の
漢
字
、『
古
今
和
歌
集
』
の
「
風
・
雅
・
頌
・
賦
・
比
・
興
」、『
古

事
記
』
の
「
禹
王
湯
王
」、
本
居
宣
長
の
「
国
学
」
な
ど
と
同
じ
よ
う
に
、
国

宝
に
中
国
産
の
天
目
茶
碗
を
入
れ
て
も
、
矛
盾
で
あ
っ
て
も
、
矛
盾
と
は
な
ら

な
い
。

　

国
宝
天
目
茶
碗
が
日
本
文
化
と
相
克
し
な
が
ら
、
相
克
し
な
い
。
矛
盾
し
な

が
ら
、
矛
盾
し
な
い
。
日
本
人
が
思
い
込
ん
で
い
る
「
独
自
」
の
日
本
文
化
の

中
に
は
、
同
じ
よ
う
な
矛
盾
が
満
ち
溢
れ
て
い
る
。
見
慣
れ
た
も
の
に
は
矛
盾

を
意
識
し
な
い
。
と
い
う
よ
り
、
そ
の
矛
盾
も
含
め
て
、
自
分
た
ち
の
文
化
が

こ
の
よ
う
な
も
の
だ
と
日
本
人
は
自
ず
か
ら
考
え
る
。
こ
れ
は
私
に
と
っ
て
、

日
本
人
と
日
本
文
化
の
興
味
深
い
一
面
で
も
あ
る
。

3　

憧
憬
と
対
抗

　

一
九
七
七
年
一
〇
月
三
一
日
付
『
朝
日
新
聞
』
に
「
ナ
ゾ
の
色
彩
『
曜
変
天

目
』
を
再
現
」
と
い
う
記
事
が
あ
っ
た
。
数
多
く
の
陶
芸
家
が
再
現
を
夢
見
て

失
敗
し
つ
づ
け
た
〝
幻
の
名
器
〞、
宋
の
曜
変
天
目
は
、
奈
良
の
陶
芸
家
安
藤

堅
に
よ
っ
て
つ
い
に
再
現
に
成
功
し
た
。
庶
民
が
中
国
王
朝
の
秘
器
を
食
卓
で

楽
し
め
る
よ
う
に
な
る
、
云
々
と
あ
る
。

　

こ
の
記
事
を
読
み
、
私
は
加
藤
景
正
の
瀬
戸
窯
を
思
い
出
し
た
。
一
二
四
二

年
に
宋
か
ら
帰
朝
し
た
加
藤
景
正
は
、
宋
の
天
目
茶
碗
を
日
本
で
造
ろ
う
と
し

て
瀬
戸
窯
を
開
い
た
。
以
来
千
年
近
く
、
日
本
の
陶
工
は
宋
の
天
目
茶
碗
を
日

本
で
再
現
し
よ
う
と
焼
き
続
け
て
き
た
。
一
四
世
紀
の
瀬
戸
窯
、
一
五
世
紀
の

美
濃
窯
、
大
正
時
代
の
宇
野
仁
松
、
現
代
の
加
藤
幸
兵
な
ど
油
滴
天
目
写
し
の

名
手
（
小
山
、
一
九
七
四
）、
さ
ら
に
上
記
に
見
ら
れ
る
曜
変
天
目
に
生
涯
を
か

け
た
陶
芸
家
、
天
目
茶
碗
に
対
す
る
日
本
人
の
情
熱
と
は
い
っ
た
い
何

か
？　

こ
れ
が
私
の
三
つ
目
の
疑
問
で
あ
る
。

　

天
目
茶
碗
に
対
す
る
日
本
の
陶
工
の
情
熱
は
、
中
国
文
化
へ
の
憧
憬
と
対
抗

意
識
か
ら
来
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
華
麗
な
天
目
茶
碗
、
と
い
う
よ
り
中
国

文
化
へ
の
強
烈
な
憧
憬
、
中
国
と
同
じ
よ
う
な
も
の
、
む
し
ろ
、
そ
れ
を
超
え

る
も
の
を
造
り
だ
そ
う
と
い
う
対
抗
意
識
が
日
本
の
陶
工
に
あ
っ
た
。

　

ま
た
、
こ
の
憧
憬
と
対
抗
意
識
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
借
用
と
創
造
が
行
な

わ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
天
目
茶
碗
の
こ
の
世
に
な
い
美
に
憧
れ
、
茶
の
湯
の

茶
道
具
か
ら
今
日
の
国
宝
ま
で
、
借
用
が
続
い
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
超
え
る

も
の
を
造
ろ
う
と
い
う
対
抗
意
識
か
ら
創
造
が
生
ま
れ
た
。
瀬
戸
天
目
、
美
濃

天
目
、
伊
勢
天
目
、
白
天
目
、
菊
花
天
目
な
ど
の
和
物
天
目
茶
碗
は
、
宋
の
天

目
茶
碗
の
借
用
か
ら
生
ま
れ
た
創
造
で
あ
る
。
な
か
で
も
、
最
も
創
意
性
が

あ
っ
た
の
は
、
千
利
休
の
黒
楽
茶
碗
で
あ
る
。

　
『
山
上
宗
二
記
』
は
天
目
茶
碗
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
す
。

建
盞
ノ
内
、
曜
変
、
油
滴
、
烏
盞
、
別
盞
、
難
波
盞
此
六
種
皆
建
盞
也
、

代
物
カ
ロ
キ
モ
ノ
也
。

　

足
利
将
軍
家
の
茶
人
に
最
高
に
尊
ば
れ
た
曜
変
天
目
、
油
滴
天
目
な
ど
の
天
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目
茶
碗
は
、
こ
こ
で
「
カ
ロ
キ
モ
ノ
」
と
貶
さ
れ
て
い
る
。
華
麗
を
好
む
東
山

流
茶
の
湯
と
違
い
、
利
休
の
茶
は
倹
し
さ
を
好
む
の
だ
か
ら
、
華
美
な
天
目
茶

碗
が
否
定
さ
れ
た
と
言
わ
れ
る
。
し
か
し
、
地
位
名
声
金
銭
を
悉
く
手
に
入
れ

た
利
休
の
倹
し
さ
は
、
所
詮
倹
し
さ
気
取
り
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
華
美
な
天

目
茶
碗
を
否
定
し
た
の
は
、
倹
し
さ
の
た
め
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
天
目
茶
碗

に
対
す
る
利
休
の
対
抗
意
識
の
あ
ら
わ
れ
だ
と
私
は
理
解
す
る
。

　

利
休
は
宋
の
天
目
茶
碗
を
超
え
る
も
の
を
造
ろ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
当
時

の
日
本
の
製
陶
技
術
で
は
容
易
に
で
き
る
こ
と
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、
宋
の
天

目
茶
碗
を
真
似
る
よ
り
も
、
そ
れ
と
異
な
る
製
作
方
法
を
用
い
、
日
本
の
窯
で

も
焼
造
で
き
る
よ
う
な
黒
釉
の
茶
碗
に
切
り
換
え
た
。
こ
れ
が
す
な
わ
ち
、
高

い
焼
成
温
度
の
要
ら
な
い
、
手
捏
ね
で
成
形
す
る
黒
楽
茶
碗
の
誕
生
で
あ
る
。

　

黒
楽
茶
碗
と
天
目
茶
碗
と
の
関
連
を
示
唆
す
る
興
味
深
い
資
料
が
あ
る
。
新

安
沈
船
か
ら
引
き
揚
げ
ら
れ
た
一
点
の
天
目
茶
碗
で
あ
る
。
写
真
か
ら
見
る
か

ぎ
り
、
大
き
い
高
台
と
円
筒
の
形
、
そ
し
て
漆
黒
の
釉
色
、
後
の
長
次
郎
の
黒

楽
と
瓜
二
つ
の
印
象
を
受
け
る
。

　

日
本
の
陶
工
や
茶
人
の
天
目
茶
碗
を
再
現
し
よ
う
と
す
る
情
熱
に
は
、
中
国

文
化
へ
の
憧
憬
と
対
抗
意
識
が
あ
っ
た
。
憧
憬
が
あ
る
か
ら
中
国
文
化
を
借
用

し
、
対
抗
心
か
ら
新
た
な
創
造
へ
の
意
欲
が
生
ま
れ
た
。
黒
楽
茶
碗
は
、
宋
の

天
目
茶
碗
の
借
用
か
ら
生
ま
れ
た
日
本
人
の
創
造
だ
っ
た
。

　

日
本
人
は
結
果
と
し
て
、
中
国
の
天
目
茶
碗
を
「
日
本
の
」
国
宝
と
し
た
。

そ
こ
に
あ
る
矛
盾
そ
の
も
の
が
、
日
本
文
化
が
抱
え
た
大
陸
へ
の
絶
え
る
こ
と

の
な
い
憧
憬
と
対
抗
意
識
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
を
基
盤
に
し
た
創
造
性
で
あ

る
。
天
目
茶
碗
か
ら
黒
楽
茶
碗
、
大
陸
文
化
と
の
共
有
か
ら
出
来
上
が
っ
て
き

た
日
本
文
化
の
一
様
相
が
こ
こ
に
あ
る
。

表1　宋代の喫茶と天目茶碗

陶穀 903 ～ 970年 『清異録・錦地甌』 鷓鴣斑

蔡襄 1012 ～ 1067年 『茶録・器論・茶盞』 紺黒紋如兎毫

蘇東坡 1037 ～ 1101年 『送南屏謙詩』 兎毫斑

黄山谷 1045 ～ 1105年
『西江月・茶』 兎褐金糸宝椀

『満庭芳・茶』 金縷鷓鴣斑

恵洪 1071 ～ 1128年 題名不詳 鷓鴣斑

趙佶 1082 ～ 1135年 『大観茶論』
盞色貴青黒、玉毫条
達者為上

楊万里 1127 ～ 1206年
『以六一泉煮双井茶』 兎毫霜

『陳蹇叔郎中出閩漕・別送新茶』 鷓鴣碗　兎毫甌

祝穆 生没年不詳 『方輿勝覧』 兎毫盞
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引
用
文
献

日
本

栄
西　

一
二
一
一
年
『
喫
茶
養
生
記
』
使
用
し

た
翻
刻
は
一
九
六
二
年
初
版
・
一
九
六
七
年
限

定
発
行
『
茶
道
古
典
全
集
第
二
巻
』（
千
宗
室
編

纂　

森
鹿
三
注
）
淡
交
新
社

太
田
恵
三　

一
九
九
五
年「
油
滴
天
目
茶
碗
」『
油

化
学
』
第
四
十
四
巻
第
三
号

尾
崎
洵
盛　

一
九
五
一
年
六
月
「
天
目
茶
碗
に
つ
い
て
」『
日
本
美
術
工
芸
』
日
本
美
術

工
芸
社
一
五
二
号

鎌
田
正
・
米
山
寅
太
郎　

一
九
九
二
年
『
大
漢
語
林
』
大
修
館
書
店

木
宮
泰
彦　

一
九
五
五
年
初
版
・
一
九
八
七
年
第
四
刷
『
日
華
文
化
交
流
史
』
富
山
房　

四
一
六
頁
、
四
二
九
頁

玄
恵
法
印　

室
町
時
代
初
期
一
二
六
九
年
か
ら
一
三
五
〇
年
の
間
に
成
立
『
喫
茶
往
来
』

使
用
し
た
翻
刻
は
一
九
六
二
年
初
版
一
九
六
七
年
限
定
発
行『
茶
道
古
典
全
集
第
二
巻
』

（
千
宗
室
編
纂　

魚
澄
惣
五
郎
注
）
淡
交
新
社

小
山
冨
士
夫　

一
九
七
四
年
『
陶
磁
大
系
第
三
十
八
巻
・
天
目
』
平
凡
社　

八
五
頁
、

八
九
頁
、
一
〇
四
頁
、
一
〇
六
頁
、
一
一
〇
頁
、
一
一
一
頁
、
一
一
四
頁

小
山
冨
士
夫　

一
九
五
一
年
九
月
「
耀
変
天
目
茶
碗
」『
M
U
S
E
U
M
』
国
立
博
物
館

John A
yers

（
ジ
ョ
ン
・
エ
ア
ー
ズ
）
一
九
八
三
年
「
新
安
の
吉
州
と
天
目
陶
磁
器
」『
国

際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム　

新
安
海
底
引
揚
げ
文
物
報
告
書
』
中
日
新
聞
社

『
世
界
陶
磁
全
集
一
二　

宋
』
一
九
七
七
年　

小
学
館　

九
六
頁
、二
四
八
〜
二
五
一
頁
、

二
五
七
頁
、
二
五
八
〜
二
五
九
頁
、
一
五
一
頁
、
二
五
二
頁
、
二
五
一
頁
、
二
六
三
頁

『
静
嘉
堂
の
茶
道
具　

茶
碗
』
二
〇
〇
八
年　

静
嘉
堂
文
庫
美
術
館　

六
頁

『
茶
碗　

第
一
巻
・
中
国
安
南
』
一
九
七
二
年　

初
版
第
一
刷
・
一
九
七
四
年　

初
版
第

三
刷　

平
凡
社　

二
七
二
頁
、
二
四
三
頁
、
二
五
四
頁

『
庭
訓
往
来
』
室
町
時
代
初
期
一
二
六
九
年
か
ら
一
三
五
〇
年
の
間
に
成
立　

使
用
し
た

翻
刻
は
一
九
六
二
年
初
版
・
一
九
六
七
年
限
定
発
行
『
茶
道
古
典
全
集
第
二
巻
』（
千

宗
室
編
纂　

魚
澄
惣
五
郎
注
）
淡
交
新
社　

二
〇
四
頁

『
東
洋
陶
磁
の
展
開　

大
阪
市
立
東
洋
陶
磁
美
術
館
館
蔵
品
選
集
』
二
〇
〇
六
年　

大
阪

市
立
東
洋
陶
磁
美
術
館

中
村
喬
訳
注　

一
九
七
六
年
『
中
国
の
茶
書
・
茶
疏
』
平
凡
社　

三
四
三
頁

「
ナ
ゾ
の
色
彩「
曜
変
天
目
」を
再
現
」一
九
七
七
年
一
〇
月
三
一
日　

朝
日
新
聞（
夕
刊
）

『
日
本
書
紀
』
七
二
〇
年
成
立　

使
用
し
た
翻
刻
は
一
九
九
四
年
第
一
刷
・
一
九
九
八
年

第
七
刷
（
坂
本
太
郎
・
家
永
三
郎
等
校
注
）
岩
波
書
店

『
日
本
人
が
好
ん
だ
中
国
陶
磁
』
一
九
九
一
年　

京
都
国
立
博
物
館
特
別
展
覧
会

表2　曜変天目の日本伝来

1363年 『仏日庵公物目録』 湯盞窰変

1380年 『新札往来』 容変

1394 ～ 1428年 『桂川地蔵記』 容変

1394 ～ 1428年 『禅林小歌』 曜卞光ヲ持チ
毒ヲ謝ス

1397 ～ 1471年 『能阿弥相伝集』 曜変

1397 ～ 1471年 『君臺観左右帳記』 曜変
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西
田
宏
子　

一
九
九
九
年
「
天
目―

日
本
伝
世
の
黒
釉
陶
磁
の
世
界
」『
宋
磁
の
美
』

朝
日
新
聞
社　

一
七
一
頁
、
一
七
三
頁

西
田
宏
子　

二
〇
〇
〇
年
「
茶
の
請
来
陶
磁
」『
茶
の
美
術
』（
茶
道
学
大
系
第
五
巻　

谷

晃
編
集
）
淡
交
社

西
田
宏
子　

一
九
九
八
年
七
月
「
茶
碗
に
刻
ま
れ
た
歴
史
に
思
い
を
は
せ
る
」『
日
経
ア
ー

ト
・
特
集　

古
陶
磁
が
わ
か
る
』

能
阿
弥　

一
四
六
七
年
か
ら
一
五
一
一
年
ま
で
の
間
に
成
立
『
君
臺
観
左
右
帳
記
』
使
用

し
た
翻
刻
は
一
九
六
二
年
初
版
・
一
九
六
七
年
限
定
発
行
『
茶
道
古
典
全
集
第
二
巻
』

（
千
宗
室
編
纂　

谷
信
一
注
）
淡
交
新
社

『
仏
日
庵
公
物
目
録
』
一
三
六
三
年
成
立　

使
用
し
た
翻
刻
は
一
九
八
五
年
版
（『
校
刊
美

術
史
料
続
篇　

第
二
巻
』
所
収　

藤
田
経
世
）
校
刊
美
術
史
料
続
篇
刊
行
会

『
や
き
も
の
辞
典
』
一
九
九
二
年　

光
芸
出
版
社

山
上
宗
二　

一
五
九
〇
年
以
前
成
立『
山
上
宗
二
記
』使
用
し
た
翻
刻
は
一
九
六
七
年『
茶

道
古
典
全
集
第
六
巻
』（
千
宗
室
編
纂
）
淡
交
新
社

『
遊
学
往
来
』
応
安
年
間
（
一
三
六
八
〜
一
三
七
五
）
成
立　

使
用
し
た
翻
刻
は

一
九
六
二
年
初
版
・
一
九
六
七
年
限
定
発
行
『
茶
道
古
典
全
集
第
二
巻
』（
千
宗
室
編

纂　

魚
澄
惣
五
郎
注
）
淡
交
新
社　

二
〇
八
頁

中
国

白
居
易
（
唐
）「
首
夏
病
間
」（
八
一
一
年
作
）
使
用
し
た
翻
刻
は
二
〇
〇
六
年
版
『
白
居

易
詩
集
校
注
』（
謝
思
煒
撰
）
中
華
書
局

班
固
（
後
漢
）
紀
元
九
二
年
頃
成
立
『
漢
書
』
使
用
し
た
翻
刻
は
一
九
六
二
年
初
版
・

二
〇
〇
二
年
第
一
一
刷
（
唐
・
顔
師
古
注
）
中
華
書
局

卞
宗
舜　

一
九
九
三
年
『
中
国
工
芸
美
術
史
』
中
国
軽
工
業
出
版
社　

三
〇
七
頁

蔡
襄
（
宋
）『
茶
録
』
使
用
し
た
翻
刻
は
順
治
四
（
一
六
四
八
）
刊
『
説
郛
・
巻
第

九
十
三
・
茶
録
』（
元
・
陶
宗
儀
輯
）

曹
昭
（
明
）『
格
古
要
論
』
使
用
し
た
翻
刻
は
光
緒
二
二
年
（
一
八
九
七
）
刊
『
惜
陰
軒

叢
書
・
新
増
格
古
要
論
・
巻
七
』（
清
・
李
錫
齢
輯
）

陳
江
風　

一
九
九
六
年
『
天
人
合
一―

観
念
与
華
夏
文
化
伝
統
』
生
活
・
読
書
・
新
知
三

聯
書
店　

九
二
頁

范
曄
（
南
朝
・
宋
）
紀
元
四
四
五
年
頃
成
立
『
後
漢
書
』
使
用
し
た
翻
刻
は
一
九
六
五
年

初
版　

二
〇
〇
三
年
第
一
〇
刷
（
李
賢
（
唐
）
注
）
中
華
書
局

方
李
莉　

二
〇
〇
二
年
『
景
徳
鎮
民
窯
』
人
民
美
術
出
版
社　

二
四
六
頁

郭
預
衡　

一
九
九
八
年
『
中
国
古
代
文
学
史
三　

宋
代
文
学
』
上
海
古
籍
出
版
社　

三
頁

杭
間　

二
〇
〇
七
年
『
中
国
工
芸
美
学
史
』
人
民
美
術
出
版
社　

九
九
〜
一
一
〇
頁

何
孟
春
（
明
）『
余
冬
序
録
摘
抄
』
使
用
し
た
翻
刻
は
萬
暦
四
五
（
一
六
一
八
）
序
刊
『
紀

録
彙
編
・
巻
之
一
五
一
・
余
冬
序
録
摘
抄
四　

外
篇
』（
明
・
沈
節
甫
輯
）

何
文
煥
（
清
）
一
七
七
〇
年
序
『
歴
代
詩
話
』
使
用
し
た
翻
刻
は
『
歴
代
詩
話
・
第
六
冊
・

竹
坡
詩
話
』（
宋
・
周
紫
芝
著　

何
文
煥
編
）

李
剛　

二
〇
〇
八
年
「
浅
論
越
窯
和
龍
泉
窯
青
瓷
的
外
銷
」『
中
国
古
陶
瓷
研
究　

第

十
四
輯
』（
中
国
古
陶
瓷
学
会
編
）
紫
禁
城
出
版
社　

一
二
一
頁

劉
昫
（
五
代
後
晋
）
九
四
五
年
成
立
『
旧
唐
書
』
使
用
し
た
翻
刻
は
一
九
七
五
年
初
版
・

二
〇
〇
二
年
第
七
刷　

中
華
書
局

陸
羽
（
唐
）
七
六
〇
年
成
立
『
茶
経
』
使
用
し
た
翻
刻
は
二
〇
〇
六
年
『
茶
経
校
注
』（
沈

冬
梅
校
注
）
中
国
農
業
出
版
社　

四
〇
頁

藍
浦
（
清
）
一
八
一
一
年
刊
『
景
徳
鎮
陶
録
』
使
用
し
た
翻
刻
は
一
九
九
三
年
『
景
徳
鎮
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陶
録
詳
注
』（
傅
振
倫
著
）
書
目
文
献
出
版
社

『
論
語
』
使
用
し
た
翻
刻
は
二
〇
〇
五
年
『
論
語
訳
注
』（
楊
伯
峻
訳
注
）
中
華
書
局

繆
鉞　

一
九
四
〇
年
「
論
宋
詩
」『
宋
詩
鑑
賞
辞
典
』
二
〇
〇
五
年　

上
海
辞
書
出
版
社

　

三
頁

欧
陽
修
・
宋
祁
（
宋
）
一
〇
六
〇
年
成
立
『
新
唐
書
』
使
用
し
た
翻
刻
は
一
九
七
五
年
初

版
・
二
〇
〇
三
年
第
七
刷　

中
華
書
局

丘
濬
（
明
）『
大
学
衍
義
補
』
使
用
し
た
翻
刻
は
寛
政
四
（
一
七
九
三
）
序
刊
『
大
学
衍

義
補
・
巻
之
二
十
九
・
治
国
平
天
下
之
要　

制
国
用　

山
澤
之
利
下
』

『
尚
書
』
使
用
し
た
翻
刻
は
二
〇
〇
〇
年
『
尚
書
訳
注
』（
李
民
撰
）
上
海
古
籍
出
版
社

司
馬
遷
（
前
漢
）
紀
元
前
九
一
年
頃
成
立
『
史
記
』
使
用
し
た
翻
刻
は
一
九
五
九
年
第
一

版
・
一
九
八
二
年
第
二
版　

中
華
書
局

田
自
秉　

二
〇
〇
八
年
『
中
国
工
芸
美
術
史
』
東
方
出
版
中
心　

二
五
七
頁

脱
脱
（
元
）
一
三
四
五
年
成
立
『
宋
史
』
使
用
し
た
翻
刻
は
一
九
八
五
年
初
版
・

二
〇
〇
七
年
第
六
刷　

中
華
書
局

陶
穀
（
宋
）『
清
異
録
』
使
用
し
た
翻
刻
は
清
道
光
二
六
年
（
一
八
四
七
）
刊
『
惜
陰
軒

叢
書
』

唐
英
（
清
）「
火
神
童
公
伝
」
使
用
し
た
翻
刻
は
二
〇
〇
六
年
『
中
国
陶
瓷
古
籍
集
成
』（
熊

寥　

熊
微
編
注
）
上
海
文
化
出
版
社　

二
九
一
頁

王
安
石
（
宋
）『
臨
川
先
生
文
集　

巻
七
十
七
』
使
用
し
た
翻
刻
は
一
九
五
九
年　

中
華

書
局
出
版

謝
肇
淛
（
明
）『
五
雑
俎
』
使
用
し
た
翻
刻
は
二
〇
〇
六
年
『
中
国
陶
瓷
古
籍
集
成
』（
熊

寥　

熊
微
編
注
）
上
海
文
化
出
版
社　

一
九
〇
頁

許
次
紓
（
明
）『
茶
疏
』
使
用
し
た
翻
刻
は
明
刊
『
百
川
学
海　

第
七
十
冊
』（
朱
済
之
校

閲
）

葉
喆
民　

二
〇
〇
六
年
『
中
国
陶
瓷
史
』
生
活
・
読
書
・
新
知
三
聯
書
店　

三
二
二
頁

周
煇
（
宋
）『
清
波
雑
志
』
使
用
し
た
翻
刻
は
二
〇
〇
六
年
『
中
国
陶
瓷
古
籍
集
成
』（
熊

寥　

熊
微
編
注
）
上
海
文
化
出
版
社　

一
六
九
頁

趙
佶
（
宋
）『
大
観
茶
論
』
使
用
し
た
翻
刻
は
順
治
四
（
一
六
四
八
）
刊
『
説
郛
・
巻
第

九
十
三
・
大
観
茶
論
』（
元
・
陶
宗
儀
輯
）

趙
令
畤
（
宋
）
南
宋
初
期
成
立
『
侯
鯖
録
』
使
用
し
た
翻
刻
は
二
〇
〇
二
年
初
版
・

二
〇
〇
四
年
第
二
刷
（
唐
宋
史
料
筆
記
叢
刊　

孔
凡
礼
點
校
）
中
華
書
局

『
中
国
陶
瓷
史
』
二
〇
〇
四
年　

中
国
硅
酸
塩
学
会
編　

文
物
出
版
社　

二
七
七
頁
、

一
八
一
頁
、
二
七
〇
頁

祝
穆
（
宋
）『
方
輿
勝
覧
』
使
用
し
た
翻
刻
は
宋
刊
『
新
編
方
輿
勝
覧
七
十
巻
』

朱
琰
（
清
）
一
七
七
四
年
刊
『
陶
説
』
使
用
し
た
翻
刻
は
乾
隆
五
九
（
一
七
九
五
）
刊
『
龍

威
秘
書
・
戊
集
・
第
三
冊
』（
清
・
馬
俊
良
輯
）

諸
葛
憶
兵　

二
〇
〇
二
年
『
宋
代
文
史
考
論
』
中
華
書
局　

二
五
七
頁

参
考
文
献
（
前
掲
の
も
の
を
除
く
）

『
辞
海
』
二
〇
〇
〇
年
初
版
・
二
〇
〇
六
年
第
一
四
回
印
刷　

上
海
辞
書
出
版
社

布
目
潮
渢　

二
〇
〇
一
年
『
中
国
喫
茶
文
化
史
』
岩
波
書
店


