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私
見
に
よ
れ
ば
茶
の
湯
の
歴
史
と
は
衰
退
の
歴
史
で
あ
る
。
こ
う
い
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
は
残
念
な
こ
と
で
あ

る
。
筆
者
は
そ
れ
を
第
三
者
的
に
傍
観

す
る
こ
と
で
よ
し
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
な
ん
と
か
し
た
い
の
で
あ
る
。

茶
道
研
究
の
第

一
人
者
、
熊
倉
功
夫
は
そ
の
著
書
を
、
茶
人
は
孤
独
で
あ
る
、

と
い
う
言
葉
で
書
き
は
じ
め
て
い
る

(『茶
の
湯
』
教
育
社
、

一
九
七
七
)。
現

在
、
茶
道
人
口
は
五
百
万
人
と

い
わ
れ
て
い
る
。
か
つ
て
、
こ
れ
以
上
茶
道
が

大
衆
化
し
た
時
代
は
な
か

っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
茶
人
は
孤
独
な
の
で
あ

る
。
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
が
居
酒
屋
で
酒
を
飲
み
な
が
ら
茶
の
湯
が
話
題
に
な
る
こ

と
は
な
い
。
な
ら
ば
O
L
な
ら
ば
事
態
は
変
わ
る
か
?
O
L
な
ら
ば
茶
の
湯
を

習
っ
て
い
る
人
も
比
較
的
多

い
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
茶
の
湯
は
O
L
の
話
題
に

も
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
彼
女
た
ち
の
ほ
と
ん
ど
は
生
き
が
い
と
し
て
茶

の
湯
を
や
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
教
養
を
身
に
つ
け
る
か
ら
と

か
、
礼
儀
作
法
を
身
に
つ
け
る
か
ら
と

か
、
そ
う

い
う
次
元
で
茶
の
湯
を
習

っ

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
茶
の
湯
を
、
本
当

の
生
き
が
い
と
し
て
や
っ
て
い
て
、

そ
れ
な
し
で
は
生
き
て
行
け
な
い
と
い
う
人
は
、
本
当
に
少
な
い
。
そ
う
い
う

人
が
五
百
万
人
の
う
ち
何
人
い
る
だ
ろ
う
か
。

し
か
し
、
茶
人
が
孤
独
で
あ
る
の
に
は
そ
れ
な
り
の
歴
史
的
な
経
緯
が
あ
り
、

理
由
が
あ
る
。
本
稿
で
は
ま
ず
そ
れ
に
つ
い
て
論
じ
、
そ
の
の
ち
茶
の
湯
と
俳

句

(
一
般
的
に
両
者
は
そ
れ
ぞ
れ
日
本
の
代
表
的
な
芸
能
と
文
芸
と
し
て
み
な

さ
れ
て
い
る
)
を
比
較
す
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
茶
の
湯
を
衰
退
か
ら
救

い
、
活
性
化
さ
せ
る
ヒ
ン
ト
を

つ
か
み
た

い
、
と

い
う
の
が
小
論
の
目
論
見
で

あ
る
。

一

茶

の
湯
か
ら
茶
道

へ

茶
道
と
い
う
言
葉
は
千
利
休
の
生
き
た
安
土

・
桃
山
時
代
の
も
の
で
は
な
く
、

江
戸
時
代
に
つ
く
ら
れ
て

一
般
化
し
た
言
葉
で
あ
る
。
茶
の
湯
か
ら
茶
道

へ
。

こ
れ
が
茶

の
湯
の
衰
退
の
歴
史
の
端
的
な
表
現
で
あ
る
。
生
き
が
い
と
し
て
の
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茶
の
湯
は
、
儀
礼
と
し
て
の
茶
道
に
変
質
し
た
。

茶
の
湯
の
黄
金
時
代
は
、
利
休
の
時
代
で
あ
る
。
し
か
し
江
戸
時
代
の
初
期

に
は
ず
い
ぶ
ん
と
お
も
し
ろ
い
茶
の
湯
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
。
利
休

の

一
番

弟
子
た
る
古
田
織
部
は
、
師
匠
ゆ
ず
り

の
自
由
奔
放
な
茶
の
湯
を
お
こ
な
っ
て
、

「か
ぶ
き
」
の
織
部
と
も

い
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
は
彼
の
茶
の
湯
の

一
面

を
強
調
し
た
評
価
に
す
ぎ
な
い
が

(建
築
家
村
野
東
吾
は
織
部
を
単
純
化
し
て

評
価
し
す
ぎ
た
)
、
そ
れ
を
否
定
す
る
事
も
ま
た
で
き
な
い
。

じ
ょ
し
ん
さ
い

十
八
世
紀
に
如
心
斎
千
宗
左
と
い
う
茶
人
が
出
現
す
る
。
利
休
の
七
代
目
の

孫
で
千
家
の
本
家
で
あ
る
表
千
家
の
宗
主
、
家
元
で
あ
っ
た
。
(ち
な
み
に
、
茶

の
湯
の
家
元
制
度
が
確
立
す
る
の
は
江
戸
時
代
に
は
い
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
)
如

心
斎
は
、
花
月
と
い
う
茶
の
湯
の
上
達

の
た
め
の
遊
び
を
つ
く

っ
た
。
こ
の
こ

ろ
か
ら
茶
の
湯
が
だ
ん
だ
ん
と
、
た
ん
な
る
遊
び
と
な

っ
て
く
る
。
茶
道
と

い

う
言
葉
も
広
く
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

明
治
時
代
と
な
る
と
、
茶
道
受
難
の
時
代
が
始
ま
る
。
茶
道
を
さ
さ
え
て
い

た
大
名

・
武
士
階
級
が
没
落
す
る
。
そ
し
て
、
世
の
中
が
日
本
の
伝
統
的
な
文

化
に
関
心
を
示
さ
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
明
治
の
最
初
の
二
十
年
間
で
、
不
人

気
の
横
綱
は
能
、
大
関
は
茶
の
湯
と
い
わ
れ
た
く
ら

い
で
あ
る
。

し
か
し
茶
道
関
係
者
は
手
を
こ
ま
ね

い
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
な
ん
と
か

活
路
を
見
い
だ
そ
う
と
し
て
懸
命
に
な
る
。
そ
し
て
、
茶
の
湯
を
礼
法
、
礼
儀

作
法
の
修
練
と
し
て
広
め
て
ゆ
く
こ
と
を
思

い
つ
く
。
か
く
し
て
茶
の
湯
は
、

そ
の
存
在
理
由
を
見

い
だ
し
存
続
す
る

こ
と
が
可
能
に
な
る
。
同
時
に
茶
の
湯

は
、
決
定
的
に
茶
道
に
変
質
す
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
と
は
別
に
、
知
識
人
が
茶
の
湯
を
日
本
文
化

の
典
型
と
し
て
、
そ
の
す

ば
ら
し
さ
を
さ
か
ん
に
説
き
始
め
る
よ
う
に
な
る
。
江
戸
時
代

の
茶
の
湯
は
、

裕
福
で
、
生
活
に
余
裕
の
あ
る
人
々
の
た
し
な
み
で
あ

っ
た
。
高
級
な
文
化
的

イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
。
人
々
は
、
そ
れ
を
な
ら
う
こ
と
に
な
に
が
し
か
の
優
越
感

を
か
ん
じ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
茶
道
と
化
し
た
茶
の
湯
は
大
衆
の
う
ち
に

ひ
ろ
ま

っ
て
ゆ
く
。

明
治
の
中
期
以
降
、
大
正
時
代
を
頂
点
と
し
て
、
茶
の
湯
を
職
業
と
し
な
い

人
々
、
数
寄
者
の
茶
の
湯

(彼
ら
は
特
権
的
な
少
数
者
で
あ

っ
た
)
が
隆
盛
を

き
わ
め
る
も
の
の
、
昭
和
に
は
い
っ
て
か
ら
茶
道
界
を
リ
ー
ド
し
た
の
は
家
元

で
あ
り
、
江
戸
時
代
に
確
立
し
た
家
元
制
度
が
か
つ
て
な
い
ほ
ど
巨
大
化
す
る
。

か
く
し
て
茶
道
人
口
五
百
万
人
と
い
う
現
代
に
至
る
。

二

明
治
以
降
の
茶

の
湯

明
治
以
降
の
茶
の
湯
に
つ
い
て
、
も
う
す
こ
し
く
わ
し
く
見
て
ゆ
く
こ
と
に

し
よ
う
。
先
に
も
の
べ
た
よ
う
に
、
江
戸
の
末
期
か
ら
明
治
の
初
期
に
か
け
て

の
茶
の
湯
の
家
元
は
苦
難
の
歴
史
を
背
負
う
こ
と
に
な
る
。
パ
ト

ロ
ン
た
る
大

名
、
上
級
武
士
が
没
落
す
る
。

一
般
民
衆
も
茶
の
湯
に
は
目
を
向
け
な

い
。
茶

の
湯
そ
の
も

の
の
人
気
が
な
く
な

っ
て
し
ま
う
。
こ
こ
で
家
元
は
、
茶
の
湯
が

社
会
に
役
立
つ
と
い
う
こ
と
を
、

一
生
懸
命
に
宣
伝
す
る
。
茶

の
湯
は
遊
び
で
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は
な
く
、
社
会
や
国
家
に
役
立
つ
も

の
で
あ
る
。
こ
れ
が
そ
の
主
張
で
あ
る
。

裏
千
家
十

一
代
家
元
玄
々
斎
宗
室
の
京
都
府

へ
の
口
上
書
に
は
、
次
の
よ
う

に
書
か
れ
て
い
る
。

茶
道
の
源
意
は
忠
孝
五
常
を
精
励
し
、
節
倹
質
素
を
専
ら
に
守
り
、
分
限
相

応
た
る
家
務
に
怠
ら
ず
、
治
世
安
穏

の
朝
恩
を
奉
戴
し
、
貴
賎
衆
人
親
疎
の
隔

て
無
、
交
会
し
、
子
孫
長
久
無
病
延
寿
の
天
恵
を
仰
ぐ
…

こ
れ
は
明
治
五
年
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
茶
の
湯
が
無
益
な
遊
び
で

は
な
く
、
道
徳
的
精
神
を
本
質
と
し
、
ひ
い
て
は
社
会
に
役
立

つ
も
の
で
あ
る
、

と
い
う
主
張
が
明
確
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
家
元
は
、

い
ま
ま
で
に
は
な
か
っ
た
流
儀
の
全
国
組
織
を

つ
く

っ
て

ゆ
く
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
経
済
的
な
基
礎
が
確
立
さ
れ
る
。

ま
た
、
献
茶
式
が
お
こ
な
わ
れ
だ
し
た
の
も
こ
の
こ
ろ
で
あ
る
。
献
茶
式
と

は
、
有
名
な
神
社
仏
閣
に
茶
を
献
じ
る
儀
式
で
あ
る
。
現
在
で
も
盛
ん
に
お
こ

な
わ
れ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
高
額
な
料
金
を
は
ら

っ
て
そ
れ
を
参
観
す
る
。

し
か
し
改
革
は
こ
の
よ
う
な
経
済
的
な
面
だ
け
に
係
わ

っ
た
わ
け
で
は
な

い
。

り
ゅ
う
れ
い

た
と
え
ば
、
椅
子
に
す
わ
っ
て
茶
席
が
楽
し
め
る
よ
う
な
作
法

(立
礼
と
よ
ば

れ
る
や
り
方
)
が
新
し
く
つ
く
り
出
さ
れ
た
の
も
、
こ
の
時
代
で
あ
る
。

や
や
遅
れ
て
で
は
あ
る
が
、
田
中
仙
樵

(
一
八
七
五
～

一
九
六
〇
)
と
い
う

人
物
が
登
場
し
て
茶
の
湯
の
改
革
を
試
み
る
。
非
常
に
個
性
的
な
人
物
で
あ
る
。

明
治
の
初
期
、
茶
の
湯
の
も

つ
と
も
衰
退
し
た
時
期
に
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
が
、

茶
の
湯
に
い
れ
あ
げ
て
、
裏
千
家
十
三
代
家
元
円
能
斎
の
高
弟
に
弟
子
入
り
す

る
。
し
か
し
そ
れ
で
も
あ
き
た
ら
ず
、
円
能
斎
直
直
に
奥
義
ま
で
な
ら
う
が
、

ま
だ
満
足
せ
ず
、
と
も
か
く
自
分
流
に
茶
の
湯
が
や
り
た

い
か
ら
と

い
っ
て
、

円
能
斎
に
自
ら
破
門
を
申
し
出
る
。
田
中
仙
樵
が
お
こ
な

っ
た
も

つ
と
も
革
新

的
な
改
革
は
、
書
物
に
し
て
茶
の
湯
を
公
開
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
茶

の
湯
と
は
元
来
、
口
伝
で
教
え
、
教
わ
っ
て
ゆ
く
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
出
版

物
に
し
て
公
開
す
る
と
い
う
先
駆
的
な
事
業
を
お
こ
な

っ
た
の
で
あ
る
。
仙
樵

が
つ
く

っ
た
会
が
大
日
本
茶
道
学
会
で
あ
る
。
こ
の
名
称
か
ら
容
易
に
推
測
で

き
る
よ
う
に
、
そ
の
茶
の
湯
は
国
粋
主
義
で
、
国
家
に
役
立

つ
茶
道
と
い
う
性

格
を
も

つ
も
の
で
あ

っ
た
。
明
治
三
十

一

(
一
八
九
八
)
年
に
か
か
れ
た
仙
樵

の
大
日
本
茶
道
学
会
の
設
立
趣
意
書
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る

(原
漢
文
)
。

抑
も
我
国
の
茶
道
は
、
珠
光
に
始
ま
り
、
紹
鴎
に
中
興
し
、
利
休
に
大
成
し
、

遂
に
以
て

一
種
の
国
粋
的
道
学
と
成
る
に
至
れ
り
。
本
来
茶
道
の
深
み
に
於
け

る
や
、
禅
よ
り
起
り
、
理
を
是
に
資
り
、
礼
を
曲
礼
に
定
む
。
夫
れ
、
然
り
而

し
て
之
を
大
に
し
て
は
則
ち
六
合
に
渉
り
、
而
し
て
窮
尽
す
可
ら
ず
。
之
を
小

に
し
て
は
則
ち
修
身
斉
家
治
国
平
天
下
の
基
と
為
る
。

彼
は
あ
ら
ゆ
る
流
儀
を
こ
え
た
茶
道
を
広
め
る
べ
く
理
想
に
む
か

っ
て
邁
進

し
て
ゆ
く
。
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近
代
の
茶
の
湯
で
、
も

っ
と
も
注
目
す
べ
き
は
数
寄
者
の
茶
の
湯
で
あ
る
。

近
代
以
降
茶

の
湯
の
名
に
値
す
る
の
は
、
数
寄
者
の
茶
の
湯
だ
け
か
も
し
れ
な

い
。
そ
の
他
の
茶
の
湯
は
、
茶
道
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
(実
際
、
家
元
も
茶
の

湯
の
改
革
者
も
、
茶
の
湯
で
は
な
く
茶
道
と

い
う
言
葉
を

つ
か

っ
て
い
る
の
は
、

引
用
文
を
見
て
の
と
お
り
で
あ
る
。
)
明
治
中
期
か
ら
大
正

・
昭
和
に
か
け
て
活

躍
し
た
数
寄
者
は
枚
挙
に
い
と
ま
な

い
が
、
代
表
者
を
ひ
と
り
あ
げ
る
な
ら
、

鈍
翁
と
号
し
た
益
田
孝

(
一
八
四
八
～

一
九
三
八
)
で
あ
ろ
う
。

な
ぜ
彼
ら
の
茶
の
湯
だ
け
が
茶
道
で
な
く
て
茶
の
湯
な
の
か
。
そ
れ
は
、
彼

ら
が
好
き

(こ
れ
が
数
寄
の
原
義
だ
)

で
茶
の
湯
を
行
な

っ
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
礼
儀
作
法
の
訓
練
と
し
て
役
立

つ
と
か
、
社
会
や
国
家
に
役
立

つ
と
か
、

そ
う

い
う
茶
の
湯
に
対
し
て
外
的
な
目
的
の
た
め
に
茶
の
湯
を
行
な
っ
て
い
る

(こ
れ
が
茶
道
)
の
で
は
な
く
、
自
己
目
的
的
に
茶
の
湯
を
行
な
っ
て
い
る
か
ら

だ
。彼

ら
の
茶
の
湯
を
知
る
た
め
に
は
、

や
は
り
数
寄
者
の

一
人
で
あ

っ
た
高
橋

箒
庵

(
一
八
六

一
～

一
九
三
七
)
が
の
こ
し
て
い
る
膨
大
な
茶
会
記
が
あ
る
。

ど
の
よ
う
に
茶
会
が
行
な
わ
れ
た
か
、
そ
の
記
録
と
し
て
の
茶
会
記
は
昔
か
ら

あ
る
が
、
公
刊
さ
れ
て
い
て
、
し
か
も
こ
れ
だ
け
読
ん
で
楽
し
い
茶
会
記
は
他

に
な
い
だ
ろ
う
。
た
だ
ち
に

『東
都
茶
会
記
』
(熊
倉
功
夫

・
原
田
茂
弘
校
注
に

よ
り
復
刊
さ
れ
て
い
る
)
ほ
か
に
つ
い
て
み
る
べ
し
。

三

大
衆
化
す
る
茶
道

し
か
し
、
近
代
の
茶
の
湯
の
な
か
で

一
番
重
要
な
出
来
事
は
、
礼
儀
作
法
の

訓
練
と
し
て
の
茶
道
の
普
及
で
あ
り
、
大
衆
化
で
あ
る
。
(こ
れ
は
数
寄
者
の
茶

の
湯
と
平
行
に
進
行
し
た
こ
と
で
あ
る
。
数
寄
者
の
数
が

い
か
に
多

い
と
言

つ

て
も
、
社
会
全
体
か
ら
す
れ
ば
、
彼
ら
は
な
み
は
ず
れ
た
経
済
力
を
も
つ
特
権

的
な
少
数
者
に
す
ぎ
な
い
。)
こ
れ
が
直
接
、
現
代
に
つ
な
が

っ
て
く
る
。

茶
の
湯
の
現
代
化
の
指
標
と
な
る
点
を
い
く
つ
か
あ
げ
て
み
よ
う
。
現
在
茶

の
湯

(と
そ
れ
が
よ
ば
れ
る
に
値
す
る
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
)
を
行
な

っ
て

い
る
ひ
と
は
、
圧
倒
的
に
女
性
が
多

い
。
し
か
し
以
前
は
男
性
が
圧
倒
的
に
多

か

っ
た
。
こ
の
男
女
比
が
逆
転
す
る
の
は
、
大
正
末
年
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け

て
の
こ
と
で
あ

っ
た
。

ま
た
現
在
茶
会
と

い
え
ば
、
ふ
つ
う
大
寄
せ
の
茶
会
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

大
人
数

の
、
チ
ケ
ッ
ト
な
ど
を
介
し
た
不
特
定
多
数

(数
百
人
か
ら
千
人
に
及

ぶ
)
を
客
と
し
て
開
か
れ
る
茶
会
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
来
茶
会
と

い
え
ば
茶

事

の
こ
と
で
あ
る
。
ふ
つ
う
は
せ
い
ぜ

い
五
人
程
度

の
知
り
合

い
の
客
を
相
手

に
、
狭
い
茶
室

(四
畳
半
を
標
準
と
す
る
)
で
懐
石
料
理
と
共
に
お
茶
を
も
て

な
す
も
の
と
、
利
休
時
代
か
ら
決
ま

っ
て
い
た
も

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
茶
の

湯
人
口
が
数
百
万
人
と
も
な
る
と
、
茶
事
と
は
別
の
様
式
の
茶
会
が
必
要
と
な
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っ
て
く
る
。
そ
こ
で
う
ま
れ
た
の
が
大
寄
せ
の
茶
会
で
あ
る
。
こ
れ
が
流
行
す

る
の
は
昭
和
十
年
以
降
で
あ
る
。

今
日
の
茶
の
湯
は
、
こ
の
延
長
線
上

に
あ
る
。
そ
れ
は
茶
道
家
元
が
五
百
万

人
の
茶
道
人
口
を
統
括
す
る
茶
道
で
あ
る
。
今
日
ほ
ど
茶
道
が
大
衆
化
し
た
時

代
は
な
い
。
で
は
、
こ
の
こ
と
を
単
純

に
よ
ろ
こ
べ
る
だ
ろ
う
か
。
こ
の
五
百

万
人
は
顔
の
な
い
大
衆
で
あ
る
。
極
端

に
言
え
ば
、
顔
を
も

っ
て
い
る
の
は
家

元
だ
け
で
あ
る
。
数
寄
者
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
顔
が
あ

っ
た
。
だ
れ
も
石
黒
况
翁

と
益
田
鈍
翁
を
、
小
林
逸
翁
と
松
永
耳
庵
を
混
同
し
は
し
な

い
。
し
か
し
五
百

万
人
が
そ
れ
ぞ
れ
判
別
で
き
る
顔
を
も

っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
み
ん
な
お
な
じ

こ
と
を
や
っ
て
い
る
。
あ
る
い
は
お
な
じ
こ
と
を
や
る
の
が
茶
の
湯
だ
と
お
も

っ
て
い
る
。
こ
れ
は
家
元
制
度
と
い
う
も
の
の
特
性
か
ら
生
じ
る
も
の
で
あ
る
。

茶
の
湯
の
点
前
の
型
や
、
道
具
の
好
み
は
家
元
だ
け
が
決
定
し
、
ま
た
変
更
す

る
権
利
を
も

っ
て
い
る
。
そ
れ
に
従
わ
な
い
弟
子
は
破
門
さ
れ
る
。
家
元
制
度

が
あ
る
か
ぎ
り
、
茶
の
湯
は
画

一
化
し
、
顔
の
な
い
茶
人
が
茶
道
を
反
復
す
る

だ
け
で
あ
る
。

四

茶
の
湯
と
俳
句

現
在
、
茶
道
と
同
様
に
ひ
ろ
く
社
会

に
ひ
ろ
ま
り
、
お
よ
そ
五
百
万
人
も
の

人
々
が
日
々
楽
し
ん
で
い
る
も
の
に
、
俳
句
が
あ
る
。
俳
句
と
は
、
明
治
に
入

っ
て
か
ら
つ
く
ら
れ
た
造
語
で
あ
り
、
俳
諧
の
発
句
の
略
で
あ
る
。
俳
諧
が
俳

句
に
な

っ
て
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
現
代
に
大
衆
化
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

茶
の
湯
が
近
代
以
降
、
茶
道
と
な

っ
て
大
衆
化
し
た
の
と

一
見
非
常
に
似
た
現

象
で
あ
る
か
の
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
そ
の
内
実
は
、
な
ん
と
両
者
は
異
な

っ
た
変
化
で
あ
る
こ
と
だ
ろ
う
。

俳
諧
の
歴
史
は
、
内
的
発
展
の
歴
史
で
あ
る
。
心
敬
や
宗
祇
の
連
歌
が
宗
鑑

の
俳
諧
連
歌
へ
と
変
化
し
、
さ
ら
に
貞
徳
や
宗
因
を

へ
て
芭
蕉
が
高
度
に
芸
術

化
さ
せ
た
。
明
治
に
な

っ
て
、
さ
ら
に
そ
れ
を
子
規
が
発
句
を

一
本
立
ち
さ
せ

て
、
俳
句
と
い
う
も
の
を
つ
く
り
だ
し
た
の
で
あ
る
。
連
歌
か
ら
連
句
、
連
句

か
ら
俳
句
へ
の
三
段
の
変
化
発
展
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
子
規
の
発
明
し
た
俳

句
が
こ
れ
だ
け
社
会
に
普
及
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
虚
子
の
組
織
力
を
忘
れ

て
は
な
ら
な
い
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
時
代
と
共
に
俳
諧
は
見
事
に
転
生
し
て

き
た
。
こ
れ
を
、
堕
落
の
歴
史
と
言
う
人
は
い
な
い
だ
ろ
う
。

そ
れ
に
比
べ
て
茶

の
湯
は
ど
う
か
。
お
そ
ら
く
室
町
時
代
、
連
歌
師
と
茶
人

は
場
所
を
同
じ
く
し
て
活
躍
し
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。
能
阿
弥
な
ど
の
華
麗

な
書
院
台
子
の
茶
の
湯
が
利
休
の
侘
茶

へ
と
転
換
す
る
。
そ
れ
を
常
識
的
な
美

へ
と
芸
術
化
し
た
遠
州
く
ら
い
ま
で
は
、
な
ん
と
か
俳
諧
と
の
比
較
も
絵
に
な

る
が
、
家
元
制
度
が
で
き
て
如
心
齋
が
七
事
式
を
つ
く

っ
た
あ
た
り
か
ら
も
う

い
け
な
い
。

そ
も
そ
も
茶
の
湯
と
は
何
か
。
茶
を
介
し
て
人
と
人
と
が
心
か
ら
交
わ
り
を

か
わ
す
こ
と
が
茶
の
湯
で
は
な
い
の
か
。
茶
を
介
し
て
と
は
、
具
体
的
に
は
茶

会

(茶
事
)
を
ひ
ら
い
て
、
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
(こ
れ
に
反
対
の
向
き
は
、
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こ
れ
を
否
定
し
て
み
ら
れ
る
が
よ

い
。

い
っ
た

い
ど
こ
で
ど
の
よ
う
に
し
て
人

と
人
と
が
で
あ
う
の
か
?
)
そ
れ
が
、
茶
の
湯
と
は
、
茶
の
湯
の
点
前
の
型
の

稽
古
、
反
復
練
習
の
こ
と
に
な

っ
て
し
ま

っ
た
の
で
あ
る
。
江
戸
中
期
か
ら
、

茶
の
湯
と
は
茶
の
湯
の
稽
古
を
す
る
こ
と
な
の
だ
。

稽
古
こ
そ
茶
の
湯
で
あ
る
、
と
い
う
倒
錯
が
、
礼
儀
作
法
の
修
練
と
し
て
の

茶
の
湯
、
す
な
わ
ち
茶
道
を
つ
く
り
あ
げ
る
。
時
代
の
変
化
が
こ
れ
を
助
長
す

る
。
稽
古
に
比
べ
れ
ば
、
大
寄
せ
の
茶
会
す
ら
少
し
し
か
ひ
ら
か
れ
ず
、
画

一

的
な
茶
を
点
て
る
動
作
の
習
得
こ
そ
茶

の
湯
で
あ
る
と
勘
違
え
し
た
人
々
が
、

日
々
茶
道
の
稽
古
に
励
ん
で
い
る
。
何
を
か
い
わ
ん
や
。

た
し
か
に
、
俳
句
の
結
社
に
入
れ
ば
、
は
じ
め
は
主
宰
の
俳
句
の
模
倣
を
余

儀
な
く
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
い
つ
ま
で
も
同
じ
作
風
の
句
を
つ

く
り
続
け
て
、
決
し
て
個
性
的
な
作
品
な
ど
つ
く

っ
て
は
い
け
ま
せ
ん
、
と
い

わ
れ
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
が
茶
の
湯
の
世
界
で
は
お
こ
っ
て
い
る
の

だ
。茶

道
に
家
元
が
あ
り
、
流
派
が
あ
る
よ
う
に
、
俳
句
に
は
結
社
が
あ
り
主
宰

が

い
る
。
し
か
し
、
い
わ
ば
し
に
せ
の
結
社
は
あ
ろ
う
が
、
俳
壇
の
方
が
よ
り

拡
散
的
で
多
様
性
が
あ
る
こ
と
は
否
定

で
き
ま
い
。
た
と
え
ば
茶
道
界
に
、
黛

ま
ど
か
の
よ
う
な
人
が
い
る
だ
ろ
う
か
。

茶

の
湯
も
俳
句
も
、
ど
ち
ら
も
日
本
的
な
芸
能

・
文
芸
で
あ
る
と
い
わ
れ
、

日
常
的
な
営
み
、
情
景
の
な
か
に
美
を
見

い
だ
し
、
さ
さ
や
か
な
営
為
に
な
ご

み
を
求
め
、
生
き
が
い
を
み
い
だ
す
も

の
で
あ
る
。
茶
道
人
口

・
俳
句
人
口
と

も
に
五
百
万
と

い
わ
れ
、
ど
ち
ら
も
隆
盛
を
き
わ
め
て
い
る
の
に
ど
う
し
て
こ

う
も
ち
が
う
の
か
。

一
方
に
は
子
規
が

い
て
、

一
方
に
は
そ
れ
に
相
当
す
る
よ
う
な
人
物
が
い
な

か

っ
た
。
た
し
か
に
そ
の
よ
う
な
こ
と
も
お
お
き
な
原
因
の
ひ
と

つ
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
は
、
別
の
面
か
ら
言
え
ば
、
形
式
上

・
形
態
上
の
近
代
化
を
な
し
と
げ

た
か
、
否
か
の
ち
が
い
で
も
あ
る
。
俳
諧
は
、
明
治
時
代
に
お
い
て
、
連
句
か

ら
俳
句

へ
と
、
み
ご
と
な
形
式
上
の
内
的
発
展
を
な
し
と
げ
た
の
で
あ
る
。
茶

の
湯
は
と
い
え
ば
、
椅
子
に
座

っ
て
茶
を
点
て
る
立
礼
式

の
考
案
、
田
中
仙
樵

に
よ
る
点
前
の
書
物
に
よ
る
公
開
、
茶
事
に
か
わ
る
大
寄
せ
の
茶
会
等
も
、
発

句
の
独
立
に
比
べ
れ
ば
、
部
分
的
な
改
革

に
す
ぎ
な
か

っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
俳

句
は
紙
と
筆
さ
え
あ
れ
ば
で
き
る
の
に
た
い
し
て
、
茶
の
湯
の
場
合
は
は
る
か

に
多
く
の
、
と
い
う
こ
と
は
あ
る
程
度
高
額
の
道
具
が
必
要
で
あ
る
。
形
式
的

な
改
革
の
困
難
は
、
公
平
に
み
て
、
茶
の
湯
の
方
が
困
難
で
は
あ
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
改
革
が
現
段
階
以
上
に
は
不
可
能
で
あ
る
、
と
は
か
ん
が
え
ら
れ
な
い
。

最
後
に
茶
の
湯
の
未
来
の
た
め
の
提
言
を
お
こ
な

っ
て
み
た
い
。

五

茶

の
湯

の
未
来

の
た
め
に

多
く
の
人
が
茶
の
湯
を
誤
解
し
て
い
る
。
問
題
な
の
は
、
茶
の
湯
を
や
っ
て

い
な
い
人
ば
か
り
で
は
な
く
、
茶
の
湯
を
行
な

っ
て
い
る
多
く
の
人
々
も
、
茶

の
湯
を
誤
解
し
て
い
る
と
い
う
事
で
あ
る
。
そ
の
誤
解
の
ほ
と
ん
ど
は
、
点
前
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の
型
に
茶
の
湯
の
本
質
が
あ
る
と
か
ん
が
え
る
こ
と
か
ら
は
じ
ま

っ
て
い
る
。

ま
ず
、
こ
の
よ
う
な
誤
解
を
解
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
茶
の
湯
の
本
質
は
点
前
の

型
の
習
得
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
茶
会
で
の
演
出
上
の

一
要
素
に

す
ぎ
な
い
。
そ
れ
以
上
で
も
そ
れ
以
下
で
も
な
い
。
茶
の
湯
に
と

っ
て
い
ち
ば

ん
大
切
な
こ
と
、
そ
れ
が
な
け
れ
ば
茶

の
湯
が
茶
の
湯
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま

う
も
の
、
そ
れ
は
茶
を
介
し
て
人
と
出
会
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
く
ら
べ
れ

ば
点
前

の
型
も
礼
儀
作
法
も
、
茶
席
の
道
具
も
、
媒
介
や
媒
体
に
す
ぎ
な
い
。

こ
れ
は
茶
の
湯
に
お
け
る
人
間
主
義

(
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
)
で
あ
る
。

し
か
る
に
、
多
く
の
人
は
点
前
の
型

の
習
得
こ
そ
が
茶
の
湯
で
あ
る
と
か
ん

が
え
る
。
本
末
転
倒
も
は
な
は
だ
し
い
。
点
前
の
型
の
習
得
が
茶
の
湯
だ
と
か

ん
が
え
る
か
ら
、
茶
の
湯
の
稽
古
が
茶

の
湯
そ
の
も
の
だ
と
い
う
、
同
様
に
転

倒

・
倒
錯
し
た
あ
り
か
た
が
生
じ
る
。
茶
の
湯
と
は
茶
の
湯
の
稽
古
を
す
る
こ

と
で
あ
る
、
と
。
こ
ん
な
馬
鹿
な
こ
と
が
あ
り
え
よ
う
か
。
茶
の
湯
と
は
茶
会

を
開
い
て
人
と
交
わ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
点
前
の
練
習
を
す
る
の
で

あ
る
。
い
ま
、
こ
ん
な
馬
鹿
な
こ
と
が
あ
り
え
よ
う
か
、
と
か
い
た
が
、
こ
の

よ
う
な
馬
鹿
な
こ
と
が
蔓
延
し
て
い
る

の
が
現
代
の
茶
道
な
の
で
あ
る
。
本
番

よ
り
も
練
習
に
精
力
を
つ
ぎ
こ
む
こ
と
、
本
番
の
試
験
よ
り
、
予
備
校
で
の
受

験
勉
強
が
大
切
だ
、
と
い
っ
て
い
る
の
が
現
代
の
茶
道
な
の
で
あ
る
。
こ
の
倒

錯
の
根
源
に
は
、
点
前
の
型
の
習
得
至
上
主
義
が
あ
る
。
誤
解
を
お
そ
れ
ず
に
、

茶
の
湯
は
型
の
芸
能
で
は
な
い
、
と
明
確
に
力
説
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。

点
前
の
稽
古
、
そ
の
他
の
技
術
は
、
す
べ
て
茶
会

・
茶
事
を
開
く
こ
と
を
目

的
と
し
て
伝
授
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
稽
古
の
た
め
の
稽
古
と
い
う
の
は
、
あ

き
ら
か
な
倒
錯
で
あ
る
。

す
で
に
筆
者
は
茶
の
湯
に
関
す
る
根
本
的
な
思
想
を
述
べ
た
。
以
下
そ
こ
か

ら
派
生
す
る
諸
提
言
を
列
挙
し
て
ゆ
く
。

一
、
茶
の
湯
を
反
復
の
相
に
お
い
て
と
ら
え
る
の
で
は
な
く
、
創
造
の
相
に

お
い
て
と
ら
え
る
こ
と
。
こ
の
点
は
、
特
に
俳
句
か
ら
学
ぶ
こ
と
は
多

い
。

一
、
茶
の
湯
を
お
こ
な
う
各
人
が
、
お
の
お
の
自
分
の
茶

の
湯
を
つ
く
る
こ

と
。
顔

の
な
い
大
衆
か
ら
、
顔

の
あ
る
大
衆

へ
。
顔
は
た
し
か
に
奪
わ
れ
て
い

る
。
し
か
し
、
奪
わ
れ
て
い
る
こ
と
の
自
覚
が
な
い
の
が
最
大
の
問
題
で
あ
る
。

こ
の
点
に
関
し
て
も
、
前
項
と
お
な
じ
く
俳
句
か
ら
多
く
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き

る
で
あ
ろ
う
。

一
、
茶

の
湯
の
歴
史
的
な
美
意
識
か
ら
、
新
し
い
美
意
識
の
確
立

へ
。
名
物

道
具
か
ら
の
解
放
。
箱
書
き
、
伝
統
的
権
威
に
も
と
つ
く
価
値
か
ら
の
解
放
。

日
本
全
国
、
全
世
界
で
つ
く
ら
れ
て
い
る
陶
器
そ
の
他
の
道
具
を
積
極
的
に
活

用
す
る
こ
と
。
お
の
お
の
が
自
分
な
り
の
美
意
識
を
持
ち
、
茶
会
を
開
く
こ
と

を
念
頭
に
お
い
て
茶
の
湯
に
励
め
ば
、
だ
れ
で
も
が
茶
会
を
開
け
る
よ
う
に
な

る
で
あ
ろ
う
。
茶
会
に
は
道
具
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
も
各
人
が
、
伝
統
的
価

値
観
に
と
ら
わ
れ
ず
に
ま
め
に
道
具
を
収
集
す
れ
ば
、
茶
席
を
開
く
こ
と
は
十

分
可
能
で
あ
る
。
現
在
の
よ
う
に
、

一
席
数
百
万
円
以
上
か
か
る
な
ど
と
い
う

の
が
異
常
な
の
で
あ
る
。

17?



茶の湯の近代と俳句の近代

一
、
同
志
を
つ
く
る
こ
と
。
新
し
い
人
間
関
係
を
組
織
す
る
こ
と
。
茶
の
湯

は

一
人
で
は
で
き
な
い
。
こ
の
点
が
、
作
品
を

一
人
で
つ
く
る
こ
と
が
で
き
る

俳
句
と
の
お
お
き
な
ち
が
い
で
あ
る
。
茶
の
湯
の
大
切
な
要
素
に
、
社
交
と
い

う
こ
と
が
あ
る
。
点
前
の
型
な
ど
よ
り
よ
ほ
ど
重
要
な
要
素
で
あ
る
。
人
間
主

義
に
お
け
る
茶
の
湯
は
、
特
権
的
な
個
人
が
支
配
す
る
茶
道

(そ
れ
ゆ
え
茶
道

は
人
間
主
義
的
で
は
な
い
)
と
は
異
な

っ
た
人
間
関
係
を
必
要
と
す
る
。
流
儀

の
な
か
だ
け
で
通
用
し
て
い
る
も
の
な
ど
、
な
に
ほ
ど
で
も
な
い
こ
と
を
認
識

す
べ
き
で
あ
る
。

人
間
主
義
は
近
代
の
、
あ
る
い
は
近
代
的
思
想
の
特
徴
で
あ
る
。
茶
の
湯
が

未
来
の
こ
と
と
し
て
人
間
主
義
を
必
要
と
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
茶
の
湯
に

お
い
て
真
の
近
代
は
い
ま
だ
到
来
し
て
い
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
ま
た
、
茶
の
湯
は
個
人
で
は

で
き
な
い
。
複
数
の
人
間
、
集
団
で
し

か
や
り
よ
う
の
な

い
も
の
で
あ
る
。
世
代
を
こ
え
て
つ
き
あ

い
、
人
々
が
遭
遇

す
る
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
お
ば
あ
さ
ん
と
高
校
生
の
男
の
子
に
出
会

い
を

用
意
し
、
共
に
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
場
を
つ
く
り
出
す
の
が
茶
の
湯

で
あ
る
。
茶
の
湯
の
他
に
も
こ
う

い
っ
た
も
の
が
た
く
さ
ん
あ
る
、
と
言
え
る

だ
ろ
う
か
?
そ
し
て
、
俳
句
の
よ
う
に
、
だ
れ
で
も
が
日
常
的
に
心
を
和
ま
せ
、

楽
し
み
、
ま
た
こ
こ
ろ
の
傷
を
癒
し
た
り
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
個
人

主
義
的
な
人
間
主
義
を
越
え
る
契
機
が
あ
る
。
茶
の
湯
は
い
ま
だ
近
代
以
前

の

段
階
に
あ
る
と
は
い
え
、
近
代
を
越
え
る
契
機
も
そ
こ
に
内
包
し
て
い
る
の
で

あ

る

。
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