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は
じ
め
に

　

コ
ロ
ナ
禍
の
二
〇
二
〇
年
五
月
二
十
六
日
、
裏
千
家
家
元
坐
忘
斎
は
濃

茶
の
各
服
点
て
を
復
活
さ
せ
、
流
派
を
問
わ
ず
参
考
に
し
て
ほ
し
い
と
裏

千
家
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
動
画
を
公
開
さ
れ
た
。
続
い
て
同
年
十
一
月

二
十
八
日
、
新
聞
各
社
が
報
じ
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
奈
良
西
大
寺
で
も

伝
統
行
事
の
大
茶
盛
が
銘
々
に
振
る
舞
う
ス
タ
イ
ル
に
変
更
さ
れ
た
。

　

茶
道
に
お
け
る
濃
茶
の
回
し
飲
み
は
「
一
座
建
立
」
を
象
徴
す
る
所
作

で
あ
り
、
ま
た
大
茶
盛
も
真
言
律
宗
の
本
質
「
一
味
和
合
」
の
精
神
を
反

秀
吉
期
に
お
け
る
新
し
い
茶
会
様
式

─
吸
茶
の
導
入
と
そ
の
意
義
─

竹
本
千
鶴

映
す
る
行
事
と
し
て
大
切
に
さ
れ
て
き
た
。
だ
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
の
蔓
延

に
よ
り
、
濃
厚
接
触
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
濃
茶
の
回
し
飲
み
を
避
け

る
べ
く
、
家
元
の
茶
道
も
伝
統
行
事
も
変
革
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
。

　

抹
茶
が
伝
来
し
て
お
よ
そ
九
〇
〇
年
。
茶
の
湯
は
そ
の
姿
を
微
妙
に
変

え
な
が
ら
日
本
文
化
の
ひ
と
つ
と
し
て
根
づ
い
て
い
る
。
そ
の
歴
史
を
学

ぶ
者
に
と
っ
て
、
伝
統
文
化
の
火
を
絶
や
さ
な
い
よ
う
に
と
願
う
家
元
の

メ
ッ
セ
ー
ジ
は
非
常
に
重
く
、
改
め
て
回
し
飲
み
と
い
う
行
為
を
考
え
る

き
っ
か
け
と
な
っ
た
。

　

そ
も
そ
も
、
裏
千
家
が
復
活
さ
せ
た
各
服
点
て
は
、
現
家
元
の
曾
祖
父

す
な
わ
ち
十
三
代
圓
能
斎
鉄
中
（
一
八
七
二
〜
一
九
二
四
）
に
よ
っ
て
考



國學院雑誌　第 122 巻第11号（2021年） ─ 54 ─

案
さ
れ
た
。
そ
の
背
景
に
は
ス
ペ
イ
ン
風
邪
や
疫
病
の
流
行
に
よ
り
、
衛

生
面
を
考
慮
す
る
当
時
の
風
潮
が
あ
っ
た
と
い
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
歴

史
を
ひ
も
と
け
ば
、
濃
茶
を
一
人
に
一
服
ず
つ
供
す
る
ス
タ
イ
ル
そ
の
も

の
は
圓
能
斎
が
初
め
て
行
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
千
利
休
に
よ
っ
て

わ
び
茶
が
大
成
さ
れ
る
以
前
、
す
な
わ
ち
織
田
信
長
の
頃
ま
で
、
各
服
点

て
が
当
た
り
前
で
あ
っ
た
の
だ
。
そ
れ
が
い
つ
回
し
飲
み
に
変
わ
っ
た
の

か
。
ま
た
そ
の
背
景
に
は
何
が
あ
っ
た
の
か
。
そ
れ
ら
を
解
き
明
か
す
こ

と
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。

第
一
章　

問
題
の
所
在

　

一　

先
行
研
究
の
到
達
点

　

千
利
休
に
よ
る
わ
び
茶
の
完
成
は
、
高
弟
山
上
宗
二
の
記
述
な
ど
を
根

拠
に
、
天
正
十
年
（
一
五
八
二
）
頃
と
考
え
ら
れ
て
い
る（
１
）。
と
す
れ
ば
、

回
し
飲
み
の
出
現
は
そ
れ
以
降
と
い
う
こ
と
に
な
り
、筒
井
紘
一
氏
は『
松

屋
会
記
』
天
正
十
四
年
十
月
十
三
日
条
を
そ
の
初
見
と
指
摘
す
る（
２
）。

そ
こ

に
は
「
御
茶
極
無
、
ス
イ
茶
ハ
宗
治
、
久（
松
屋
）政
、
宗
立
、
源（
井
上
）五
也
、」
と
あ
り
、

極
無
で
練
ら
れ
た
濃
茶
を
四
名
で
吸
茶
、
つ
ま
り
回
し
飲
み
を
し
た
と
記

さ
れ
て
い
る（
３
）。

　

さ
ら
に
筒
井
氏
は
吸
茶
の
出
現
に
つ
い
て
、
尾
張
藩
士
近
松
茂
矩

（
一
六
九
五
〜
一
七
七
八
）
に
よ
る
『
茶
湯
古
事
談
』（
享
保
十
六
年

〈
一
七
三
一
〉
序
）
の
記
述
を
あ
げ
る
。
そ
れ
に
は
、

一 

、
昔
ハ
濃
茶
ヲ
一
人
一
服
ツ
ヽ
ニ
タ
テ
シ
ヲ
其
間
余
リ
久
サ
シ
ク

主
客
共
ニ
退
屈
成
リ
ト
テ
、
利（
千
）休
カ
吸
茶
ニ
仕
初
メ
シ
ト
ゾ
、

と
書
か
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
昔
は
濃
茶
を
一
人
一
服
ず
つ
供
し
て
い

た
の
だ
が
、
あ
ま
り
に
時
間
が
か
か
り
、
亭
主
、
客
人
と
も
に
退
屈
な
の

で
利
休
が
吸
茶
を
実
践
し
始
め
た
と
い
う
の
だ
。
極
め
て
率
直
な
意
見
で

あ
る
し
、
わ
か
り
や
す
い
解
説
で
は
あ
る
が
、「
ス
イ
茶
」
の
初
見
か
ら

一
四
五
年
後
に
書
か
れ
た
史
料
に
よ
っ
て
、
そ
の
説
明
と
す
る
の
は
些
か

問
題
が
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
こ
の
話
に
は
続
き
も

あ
る
。

　

ま
た
熊
倉
功
夫
氏
は
、
日
本
人
の
持
つ
「
一
味
同
心
」「
同
じ
釜
の
飯

を
食
う
」
と
い
う
根
本
的
な
考
え
方
に
は
人
間
同
士
を
親
し
く
さ
せ
、
縁

を
結
ば
せ
る
面
が
あ
る
と
し
、
そ
の
こ
と
を
吸
茶
と
絡
め
て
説
明
さ
れ

る（
４
）。

こ
う
し
た
概
説
は
、
吸
茶
が
い
か
に
も
茶
道
の
理
念
に
適
し
た
行
為

で
あ
る
と
の
理
解
を
促
す
ば
か
り
で
な
く
、
利
休
が
関
与
し
て
い
る
の
も

む
べ
な
る
か
な
と
思
わ
せ
る
も
の
が
あ
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
こ
の
よ
う

な
連
想
は
、
歴
史
の
事
実
を
見
失
う
恐
れ
の
あ
る
い
わ
ば
落
と
し
穴
で
は

な
か
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
茶
道
史
上
の
改
革
や
手
柄
の
す
べ
て
を
利
休
と

関
連
づ
け
て
い
る
後
世
の
記
録
に
対
し
て
は
、
細
心
の
注
意
を
払
う
必
要
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が
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
近
年
、
利
休
時
代
の
吸
茶

を
考
察
し
た
小
林
紘
子
氏
は
、
筒
井
氏
の
説
明
を
敷
衍
し
た
上
で
、
関
連

史
料
を
博
捜
す
る
こ
と
な
く
、
吸
茶
が
キ
リ
ス
ト
教
の
ミ
サ
に
お
け
る
ワ

イ
ン
の
回
し
飲
み
か
ら
着
想
を
得
た
こ
と
を
に
お
わ
せ
、「
破
天
荒
と
も

い
う
べ
き
発
想
」
と
結
論
づ
け
て
い
る（
５
）。
つ
ま
り
現
在
の
茶
道
史
研
究
で

は
、
筒
井
氏
の
説
明
が
一
般
化
し
、『
茶
湯
古
事
談
』
の
解
説
が
半
ば
常

識
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、熊
倉
氏
は
こ
こ
五
十
年
ほ
ど
の
茶
道
史
研
究
を
総
括
さ
れ
、

研
究
史
の
理
解
と
批
判
が
不
十
分
で
あ
る
と
の
苦
言
を
呈
し
て
お
ら
れ

る（
６
）。
吸
茶
の
問
題
は
、
ま
さ
し
く
そ
れ
に
当
て
は
ま
る
事
案
で
は
な
か
ろ

う
か
。
改
め
て
、
筒
井
氏
が
提
示
し
た
史
料
も
含
め
て
検
討
す
る
必
要
が

あ
る
。

　

二　

江
戸
時
代
の
茶
書
に
見
え
る
吸
茶

　

ま
ず
、
吸
茶
に
関
す
る
史
料
と
し
て
、『
茶
湯
古
事
談
』
よ
り
一
〇
〇

年
ほ
ど
早
く
成
立
し
た
茶
書
『
草
人
木
』
を
紹
介
し
た
い
。
こ
こ
で
は
抹

茶
の
分
量
を
説
明
し
な
が
ら
、「
む
か
し
ハ
独
ニ
一
服
つ
つ
の
故
、
ミ
す

く
い
也
、
利（
千
）休

よ
り
ハ
す
い
茶
に
な
る
故
に
猶
定
な
し
、」
と
吸
茶
に
も

言
及
し
て
い
る
。つ
ま
り「
昔
は
一
人
一
服
の
濃
茶
を
供
し
て
い
た
た
め
、

一
人
分
の
抹
茶
は
茶
杓
に
三
す
く
い
で
あ
っ
た
。
利
休
か
ら
濃
茶
は
吸
茶

と
な
っ
た
の
で
、
分
量
の
決
ま
り
は
な
く
な
っ
た
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
記
述
は
、
す
で
に
江
戸
初
期
か
ら
、
吸
茶
は
利
休
に
よ
っ
て
始
め
ら

れ
た
も
の
、
と
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。『
茶
湯
古
事
談
』

の
著
者
近
松
茂
矩
も
そ
の
説
を
採
用
し
た
わ
け
だ
が
、
さ
ら
に
発
生
理
由

に
ま
で
踏
み
込
ん
で
い
る
。
す
な
わ
ち
、
各
服
点
て
は
長
丁
場
に
な
り
退

屈
し
て
し
ま
う
か
ら
、
利
休
が
吸
茶
を
始
め
た
と
い
う
の
だ
。
こ
の
『
茶

湯
古
事
談
』
に
は
、
先
述
の
よ
う
に
、
筒
井
氏
が
紹
介
し
な
か
っ
た
逸
話

が
記
さ
れ
て
い
る
。
あ
ら
ま
し
を
紹
介
し
よ
う
。

　

あ
る
時
、
利
休
の
弟
子
で
あ
る
東
陽
坊
長
盛
（
一
五
一
五
〜
九
八
）
の

も
と
に
、
豊
臣
秀
次
の
家
臣
が
や
っ
て
来
た
。
正
式
な
手
順
で
茶
を
出
す

べ
き
だ
が
、
そ
れ
で
は
か
え
っ
て
多
忙
な
客
人
に
失
礼
と
考
え
た
東
陽
坊

は
、
大
量
の
薄
茶
を
一
碗
に
点
て
て
吸
茶
で
ど
う
ぞ
と
供
し
た
。
こ
の
話

を
耳
に
し
た
利
休
は
、
東
陽
坊
の
機
転
を
素
晴
ら
し
い
作
意
と
褒
め
た
。

　

こ
の
逸
話
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
当
時
の
人
々
が
本
来
の
手
順
で
は
茶
会
に

時
間
が
か
か
り
す
ぎ
る
と
思
い
始
め
て
い
た
と
い
う
部
分
に
あ
ろ
う
。
そ

し
て
、吸
茶
は
そ
の
ジ
レ
ン
マ
を
解
決
し
、あ
の
利
休
が
作
意
と
ま
で
言
っ

て
弟
子
を
褒
め
そ
や
し
た
の
だ
か
ら
、
わ
び
茶
を
効
率
よ
く
行
う
最
適
な

方
法
だ
と
広
く
認
識
さ
れ
て
い
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
歴
史
学
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
吸
茶
に
対
す
る
先
行

研
究
の
理
解
は
非
常
に
危
う
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ
は
後
世
の
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史
料
を
援
用
し
て
い
る
か
ら
で
は
な
く
、
後
世
の
史
料
に
よ
っ
て
事
実
の

認
識
を
し
て
い
る
か
ら
だ
。茶
の
湯
に
限
ら
ず
文
化
史
で
は
、伝
承
や
咄
、

逸
話
と
い
っ
た
類
い
も
大
切
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（
７
）。

だ
が
言
う
ま
で

も
な
く
、
そ
れ
ら
の
扱
い
方
に
は
注
意
を
要
す
る
。
つ
ま
り
吸
茶
の
問
題

で
言
え
ば
、
天
正
年
間
後
半
に
発
生
し
た
事
象
を
一
五
〇
年
ほ
ど
後
の
享

保
年
間
に
書
か
れ
た
史
料
を
根
拠
に
し
て
説
明
を
終
え
、
そ
れ
が
再
検
討

さ
れ
る
こ
と
な
く
一
般
化
し
て
い
る
こ
と
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
利
休
に

よ
っ
て
吸
茶
が
始
め
ら
れ
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
当
然
な
が
ら
同
時
代
史
料

に
も
と
づ
い
て
議
論
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
利
休

の
時
代
＝
秀
吉
の
時
代
の
史
料
と
い
う
こ
と
だ
。
秀
吉
茶
会
で
の
吸
茶
で

あ
れ
ば
、
例
え
ば
天
正
十
五
年
正
月
三
日
に
行
わ
れ
た
大
坂
城
で
の
大
茶

会
な
ど
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
（『
宗
湛
日
記
』）。
こ
う
し
た
史
料
を
吸

茶
解
明
の
視
点
で
読
み
直
す
必
要
が
あ
ろ
う
。

第
二
章　

吸
茶
の
発
生
と
そ
の
方
法

　

一　
「
大
名
茶
の
湯
」
と
各
服
点
て

　

こ
こ
で
は
ま
ず
、
当
該
期
に
お
け
る
茶
会
の
あ
り
よ
う
を
簡
単
に
ま
と

め
、
吸
茶
が
導
入
さ
れ
る
以
前
の
飲
み
方
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。『
山

上
宗
二
記
』
で
明
言
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
当
時
は
二
つ
の
茶
の
湯
の
系

統
が
あ
っ
た
。
ひ
と
つ
が
唐
物
を
絶
対
視
す
る
「
大
名
茶
の
湯
」
で
、
い

ま
ひ
と
つ
が
茶
人
の
め
ざ
す
「
わ
び
茶
」
だ
。「
大
名
茶
の
湯
」
は
室
町

以
来
の
伝
統
に
も
と
づ
く
ス
タ
イ
ル
で
、
貴
人
と
の
距
離
を
と
る
た
め
六

畳
敷
で
行
わ
れ
た
。
そ
れ
に
対
し
「
わ
び
茶
」
は
、
唐
物
の
み
な
ら
ず
、

和
物
や
高
麗
物
を
ミ
ッ
ク
ス
し
て
狭
い
座
敷
の
中
で
取
り
合
わ
せ
る
、
い

わ
ば
斬
新
な
ス
タ
イ
ル
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
を
ジ
ョ
ア
ン
・
ロ
ド
リ
ゲ

ス
は
東
山
殿
の
古
い
様
式
を
部
分
的
に
改
め
た
様
式
と
、「
市
中
の
山
居
」

を
取
り
入
れ
、
東
山
殿
の
古
い
流
儀
を
捨
て
た
ス
タ
イ
ル
と
明
快
に
説
明

を
し
て
い
る
（『
日
本
教
会
史
』）。
前
者
が
「
大
名
茶
の
湯
」
で
、
後
者

が
「
わ
び
茶
」
で
あ
ろ
う
。

　
「
大
名
茶
の
湯
」
の
意
義
や
本
質
、
そ
れ
を
実
践
し
た
織
田
信
長
に
つ

い
て
は
種
々
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
が（
８
）、

信
長
の
茶
会
で
は
家
元
の
茶
道
と

し
て
伝
わ
っ
て
い
る
「
わ
び
茶
」
か
ら
は
想
像
も
で
き
な
い
よ
う
な
作
法

や
心
得
が
必
要
と
さ
れ
た
こ
と
も
わ
か
っ
て
い
る
。
そ
の
あ
り
よ
う
は
戦

国
時
代
の
茶
書
『
烏
鼠
集
』
な
ど
に
書
か
れ
て
お
り（
９
）、

室
町
時
代
の
武
家

故
実
に
共
通
す
る
理
念
や
精
神
が
多
多
見
ら
れ
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い

る）
（1
（

。
例
え
ば
、「
大
名
茶
の
湯
」
の
原
則
で
あ
っ
た
各
服
点
て
は
、
別
室

で
点
て
ら
れ
た
茶
を
将
軍
の
御
座
所
ま
で
運
ぶ
者
と
、
そ
れ
を
御
前
に
差

し
出
す
者
と
が
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
た
室
町
殿
中
の
し
き
た
り
の
名
残

と
捉
え
ら
れ
よ
う
。
ま
た
、
各
服
点
て
に
よ
り
客
人
の
好
み
に
よ
っ
て
茶
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の
濃
さ
を
加
減
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
こ
そ
が
最
も
丁
寧
な
振
る
舞
い

と
認
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
信
長
の
茶
会
で
は
各
服
点
て

に
対
応
で
き
る
だ
け
の
少
人
数
制
が
と
ら
れ
、
十
五
名
の
堺
衆
を
招
待
し

た
天
正
三
年
十
月
二
十
八
日
の
妙
覚
寺
茶
会
で
は
、
五
名
ず
つ
三
組
に
分

け
て
順
次
席
入
り
す
る
と
い
っ
た
工
夫
が
な
さ
れ
た）

（（
（

。

　

し
か
し
、
た
と
え
少
人
数
制
で
あ
っ
て
も
、
各
服
点
て
が
長
丁
場
に
及

ん
だ
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
と
い
う
の
も
、
当
時
の
茶
会
で
は
濃
茶

の
後
に
白
湯
を
二
杯
（
正
客
が
貴
人
の
場
合
は
一
杯
）、
そ
れ
か
ら
薄
茶

と
続
く
の
が
決
ま
り
と
さ
れ
て
い
た
か
ら
だ
。
そ
れ
こ
そ
が
一
期
一
会
の

醍
醐
味
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
や
が
て
効
率
よ
く
茶
会
を

進
行
さ
せ
る
手
立
て
が
編
み
出
さ
れ
て
い
く
。
そ
れ
が
、
東
陽
坊
の
逸
話

に
登
場
し
た
一
服
を
数
名
で
飲
み
回
す
吸
茶
と
い
う
わ
け
だ
。

　

二　

史
料
で
た
ど
る
吸
茶
の
あ
ゆ
み

　

改
め
て
、
吸
茶
の
初
見
と
さ
れ
る
『
松
屋
会
記
』
天
正
十
四
年
十
月

十
三
日
条
の
中
坊
源
吾
の
会
を
見
よ
う
。こ
の
日
の
客
人
は
宗
治
、宗
立
、

久
政
の
三
名
で
あ
っ
た
が
、「
ス
イ
茶
ハ
宗
治
、久
政
、宗
立
、源
吾
殿
也
、」

と
記
さ
れ
て
お
り
、
客
人
の
み
な
ら
ず
亭
主
を
も
含
め
た
四
名
で
回
し
飲

み
さ
れ
た
。
現
在
の
茶
道
に
照
ら
せ
ば
、
回
し
飲
み
は
客
人
同
士
で
行
わ

れ
る
の
が
一
般
的
だ
が
、
天
正
十
四
年
を
境
に
一
気
に
吸
茶
に
移
行
し
た

わ
け
で
は
な
く
、
主
客
同
服
や
客
の
み
同
服
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
パ
タ
ー
ン

が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る）

（1
（

。し
か
も
、堺
の
豪
商
津
田
宗
及
が「
二

名
を
一
服
に
す
る
と
は
あ
ん
ま
り
だ
」
と
発
言
し
て
い
る
こ
と
か
ら
（
神

屋
宗
湛
『
見
聞
記
』
天
正
十
四
年
十
二
月
十
九
日
条
）、
吸
茶
は
合
理
的

か
も
し
れ
な
い
が
、
各
服
点
て
の
方
が
よ
り
丁
寧
で
茶
会
に
ふ
さ
わ
し
い

と
考
え
る
向
き
も
あ
っ
た
よ
う
だ
。
つ
ま
り
、
吸
茶
が
出
現
し
た
時
分
に

は
ル
ー
ル
は
お
ろ
か
、
そ
の
位
置
づ
け
す
ら
定
ま
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い

う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

で
は
、
い
つ
頃
、
吸
茶
は
定
着
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
井
戸
茶
碗
の
逸
話

の
変
遷
を
も
と
に
考
え
て
み
よ
う
。
あ
く
ま
で
噂
だ
が
、『
多
聞
院
日
記
』

天
正
十
六
年
二
月
九
日
条
に
、

ヰ
ト
茶
ワ
ン
ヲ
吸
茶
呑
ト
テ
五
人
シ
テ
引
ア
イ
打
ワ
リ
無
興
ノ
時
、

細
川
兵（

幽

斎

）

部
大
夫
歌
ニ
、
ツ
ヽ
ヰ
ツ
　ヽ

五
ツ
ヽ
ニ
ワ
レ
シ　

ヰ
ト
茶

ワ
ン　

ト
カ
ヲ
ハ
タ
レ
カ　

ヲ
イ
ニ
ケ
ラ
シ
ナ
ト
被
読
了
、
此
比

関（
豊
臣
秀
吉
）

白
殿
ハ
ヰ
カ
イ
ニ
ス
カ
レ
タ
リ
、

と
い
う
話
が
見
え
る
。
す
な
わ
ち
、
秀
吉
所
有
の
井
戸
茶
碗
に
練
ら
れ
た

濃
茶
を
五
名
で
吸
茶
せ
よ
と
出
さ
れ
た
お
り
、
客
人
た
ち
は
我
先
に
飲
も

う
と
茶
碗
を
奪
い
合
っ
た
あ
げ
く
、
な
ん
と
茶
碗
を
割
っ
て
し
ま
っ
た
と

い
う
の
だ
。
凍
り
つ
く
客
人
を
前
に
、
細
川
幽
斎
が
『
伊
勢
物
語
』
に
ち

な
ん
だ
和
歌
を
即
興
で
詠
み
、
秀
吉
も
感
心
し
た
と
い
う
。
こ
の
手
の
話
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に
は
往
々
に
し
て
尾
鰭
が
つ
く
も
の
な
の
で
、
ど
こ
ま
で
が
真
実
か
わ
か

ら
な
い
。
し
か
も
噂
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
明
ら
か
に
幽
斎
の
機
転
を
利
か
せ

た
和
歌
に
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
話
が
流
布
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
事
実
で
あ

り
、こ
こ
か
ら
吸
茶
と
い
う
新
し
い
ス
タ
イ
ル
に
対
す
る
戸
惑
い
、混
乱
、

無
作
法
、不
慣
れ
と
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
が
あ
っ
た
こ
と
が
読
み
と
れ
よ
う
。

　

こ
の
逸
話
は
長
く
茶
人
の
間
で
伝
え
ら
れ
た
よ
う
で
、
多
聞
院
英
俊
が

書
き
留
め
て
か
ら
お
よ
そ
五
十
年
後
、
奈
良
春
日
大
社
の
久
保
利
世
の
耳

に
入
っ
た
時
に
は
、
吸
茶
云
々
の
部
分
は
消
え
、
た
ん
に
秀
吉
の
目
の
前

で
井
戸
茶
碗
が
割
れ
た
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
即
座
に
幽
斎
が
和
歌
を
詠

み
、
そ
の
場
を
収
め
た
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
（『
長
闇
堂
記
』）。
そ

の
後
も
、
こ
の
逸
話
は
吸
茶
の
記
載
が
な
い
ま
ま
伝
え
ら
れ
て
い
っ
た
よ

う
だ
（『
茶
話
真
向
翁
』『
茶
湯
古
事
談
』）。

　

こ
の
よ
う
に
吸
茶
云
々
の
部
分
が
そ
ぎ
落
と
さ
れ
て
、
五
十
年
ほ
ど
の

間
に
逸
話
そ
の
も
の
が
微
妙
に
変
化
し
た
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
そ
の
理

由
を
示
唆
す
る
史
料
が
あ
る
。『
長
闇
堂
記
』
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
ま
と
め

ら
れ
た
『
日
本
教
会
史
』
だ
。
そ
こ
で
は
吸
茶
の
具
体
的
な
方
法
と
し
て
、

「
客
人
は
誰
か
ら
飲
み
始
め
る
か
、
た
が
い
に
会
釈
し
合
っ
て
、
最
初
に

主
賓
か
ら
始
め
、
そ
れ
を
三
口
飲
ん
で
か
ら
第
二
の
人
に
渡
す
。
こ
う
し

て
皆
が
飲
み
終
え
る
ま
で
、
つ
ぎ
つ
ぎ
に
渡
っ
て
い
く
」
と
解
説
さ
れ
て

い
る
。
こ
う
し
た
手
順
に
従
っ
て
、
行
儀
よ
く
吸
茶
が
行
わ
れ
て
い
た
の

だ
と
す
れ
ば
、『
多
聞
院
日
記
』
に
書
き
留
め
ら
れ
た
よ
う
な
騒
動
は
『
長

闇
堂
記
』
の
時
代
に
は
起
こ
り
よ
う
も
な
か
ろ
う
。
そ
の
点
こ
そ
、『
長

闇
堂
記
』
で
吸
茶
云
々
の
記
述
が
そ
ぎ
落
と
さ
れ
た
理
由
で
は
な
か
っ
た

か
。
つ
ま
り
、
江
戸
時
代
の
初
め
に
は
、
吸
茶
の
ル
ー
ル
が
整
え
ら
れ
て
、

規
則
正
し
く
客
同
士
で
回
し
飲
み
が
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
だ
。
い

わ
ば
吸
茶
は
発
生
か
ら
五
十
年
あ
ま
り
で
、
急
速
に
定
着
し
、
完
成
し
た

と
言
え
よ
う
。

　

三　

吸
茶
の
初
見
と
豊
臣
秀
長

　

吸
茶
の
あ
ら
ま
し
が
理
解
で
き
た
と
こ
ろ
で
、
天
正
十
四
年
の
『
松
屋

会
記
』
に
戻
り
、
吸
茶
の
初
見
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
条
文
を
め
ぐ
る
状
況

を
確
認
し
て
お
こ
う
。
そ
も
そ
も
『
松
屋
会
記
』
自
体
、
江
戸
時
代
に
な
っ

て
奈
良
の
漆
師
の
三
代
目
松
屋
久
重
が
、
祖
父
久
政
、
父
久
好
の
茶
会
記

を
編
纂
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
た
め
、
厳
密
に
言
え
ば
、
同
時
代

史
料
と
し
て
扱
う
に
は
些
か
問
題
が
あ
る
。
そ
の
点
を
留
意
し
つ
つ
、
利

休
の
没
年
で
あ
る
天
正
十
九
年
を
下
限
と
し
て
、『
松
屋
会
記
』
か
ら
吸

茶
が
行
わ
れ
た
茶
会
を
拾
っ
て
み
る
と
十
八
会
確
認
で
き
る
。
そ
れ
ら
を

年
代
順
に
列
挙
し
た
も
の
を
表
１
と
し
て
掲
出
し
よ
う
。

　

表
１
を
一
見
し
て
わ
か
る
こ
と
は
、
吸
茶
の
初
見
は
十
月
十
三
日
の
中

坊
源
吾
の
会
で
は
な
く
、
そ
の
二
週
間
ほ
ど
前
に
郡
山
で
開
か
れ
た
豊
臣
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秀
長
の
茶
会
で
あ
る
こ
と
だ
。
し
か
も
、
そ
こ
で
点
前
を
し
た
の
は
、
秀

吉
の
茶
頭
山
上
宗
二
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
現
存
す
る
記
録
の
上
で
、
吸

茶
の
始
ま
り
は
秀
吉
政
権
の
中
枢
に
い
る
人
た
ち
に
よ
る
茶
会
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
そ
こ
で
改
め
て
、
表
１
の
亭
主
欄
に
着
目
す
る
と
、
秀
長
が

六
回
、そ
し
て
中
坊
源
吾
を
は
じ
め
と
す
る
秀
長
の
家
臣
が
八
回
見
え
る
。

さ
ら
に
客
人
と
し
て
秀
長
の
家
臣
が
参
席
し
た
二
会
を
含
め
る
と
、
実
に

十
八
会
の
う
ち
十
五
会
が
な
ん
ら
か
の
か
た
ち
で
秀
長
と
そ
の
周
辺
の

人
々
が
関
与
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
次
に
、
表
１
の
客
人
欄
に
注
目
す

る
と
、
秀
長
会
の
三
十
六
名
を
筆
頭
に
、
十
二
名
、
十
一
名
、
八
名
と
比

較
的
大
人
数
を
迎
え
て
の
茶
会
で
あ
る
こ
と
が
目
に
つ
く
。
そ
の
よ
う
な

大
人
数
の
場
合
、
三
〜
五
名
を
一
グ
ル
ー
プ
と
し
て
一
服
を
飲
み
回
し
て

い
る
。
関
白
秀
吉
の
弟
に
し
て
、
紀
伊
、
河
内
、
大
和
の
三
国
合
わ
せ
て

一
〇
〇
万
石
を
有
す
る
郡
山
城
主
秀
長
の
茶
会
が
大
寄
せ
に
な
る
の
は
、

兄
秀
吉
の
茶
会
が
イ
ベ
ン
ト
的
な
大
茶
会
で
あ
る
こ
と
と
も
無
縁
で
は
な

か
ろ
う）

（1
（

。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
に
検
討
し
た
い
。

　

そ
し
て
最
後
に
、
表
１
の
記
載
欄
を
見
る
と
、
一
言
で
吸
茶
と
言
っ
て

も
、
そ
の
実
施
方
法
に
は
三
つ
の
パ
タ
ー
ン
が
あ
っ
た
。

　

パ
タ
ー
ン
１　

亭
主
（
茶
頭
含
む
）
と
客
で
一
服
を
回
し
飲
む
（
表
１

の
番
号
１
と
２
）

　

パ
タ
ー
ン
２　

客
同
士
二
〜
五
名
で
一
服
を
回
し
飲
む
（
表
１
の
番
号

１
、２
、
10
を
除
く
15
例
）

　

パ
タ
ー
ン
３　

正
客
は
一
服
飲
み
、
次
客
以
下
は
複
数
で
一
服
を
回
し

飲
む
（
表
１
の
番
号
10
）

　

要
す
る
に
、
秀
長
の
周
辺
で
は
そ
の
会
の
趣
旨
や
客
層
に
応
じ
て
臨
機

応
変
に
吸
茶
ス
タ
イ
ル
を
取
り
入
れ
て
い
た
と
理
解
で
き
よ
う
。
た
だ
そ

の
方
法
に
つ
い
て
、パ
タ
ー
ン
１
、パ
タ
ー
ン
２
と
パ
タ
ー
ン
３
と
で
は
、

亭
主
が
客
人
と
同
服
す
る
か
し
な
い
か
と
い
う
相
違
が
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
亭
主
が
客
人
と
同
服
し
て
い
る
パ
タ
ー
ン
１
の
茶
会
を
ひ
も

と
い
て
み
よ
う
。
天
正
十
四
年
九
月
二
十
八
日
未
明
に
、
秀
長
は
郡
山
城

内
に
あ
る
曲
音
（
秀
長
の
茶
頭
）
の
屋
敷
に
兄
の
茶
頭
で
あ
っ
た
山
上
宗

二
を
迎
え
た
。
秀
吉
か
ら
譴
責
を
受
け
た
宗
二
は
、
大
坂
城
を
離
れ
て
秀

長
の
も
と
を
訪
れ
た
の
だ
。
そ
し
て
、
そ
の
日
の
昼
頃
、
久
政
一
人
が
招

待
さ
れ
、
宗
二
の
点
前
で
も
て
な
し
を
受
け
た
。
宗
二
は
ま
ず
久
政
に
薄

茶
を
点
て
て
供
し
、
そ
の
後
で
濃
茶
を
練
っ
た
。
そ
の
様
子
を
久
政
は
、

次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

茶
ハ
極
ム
、
如
何
ニ
モ
〳
〵
タ
フ
〳
〵
ト
ス
ク
ヰ
、
四
ツ
五
ツ
入
、

湯
一
柄
杓
、
ス
イ
茶
也
、
初
口
久（
松
屋
）政
、
次
也
、
宗（
山
上
）二
取
テ
参
ル
、

　

こ
れ
に
よ
る
と
、
宗
二
は
極
無
を
い
か
に
も
た
っ
ぷ
り
と
、
そ
れ
は
茶

杓
に
四
、五
杯
ほ
ど
す
く
い
、
湯
を
一
柄
杓
。
こ
れ
を
「
ス
イ
茶
」
す
な

わ
ち
回
し
飲
み
し
た
。
初
め
は
久
政
が
口
を
つ
け
、
次
は
点
前
を
し
た
宗
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表１ 『松屋会記』に見える「スイ茶」記事
番号 年月日 場所 亭主 茶頭 客人 記載 出典

1 天正14年9/28 郡山 豊臣秀長 山上宗二 松屋久政 極無
茶杓4､ 5杯
湯は柄杓1
初口は久政
次は宗二？

久政茶会記

2 10/13 中坊源吾 宗治・宗立
･久政

極無
亭主含め4名でス
イ茶

久政茶会記

3 10/20 郡山城 豊臣秀長 曲音 8名 4名ずつ2組
スイ茶

久政茶会記

4 10/26 ナべヤ宗立 宗治・久政 スイ茶 久政茶会記
5 10/29 紺ヤ宗有 道か・久政 スイ茶 久政茶会記
6 天正15年1/24 郡山 桑山重長 寂福院・久

政
極無
スイ茶

久政茶会記

7 1/27 郡山 多賀新左衛門 久怡・久政 極無
スイ茶

久政茶会記

8 8/20 郡山城 豊臣秀長 住吉屋宗無 
・久政

秀長点前
極無
客人2名のスイ茶

久政茶会記

9 10/2 郡山城 豊臣秀長 秀長点前 36名 極無
5名1組
スイ茶

久政茶会記

10 天正16年9/7 郡山
　中坊

豊臣秀長 毛利輝元
坂東屋常勘
久政

輝元は1服
次に常勘と久政へ

久政茶会記

11 10/16 清水宗仙 中 坊 源 吾・
久政

別儀
スイ茶

久政茶会記

12 11/14 郡山 曲音 中 坊 源 吾・
久政

極無
スイ茶

久政茶会記

13 11/18 中坊源吾 御給仕
中坊源吾

等旧・与太
郎・久好

スイ茶 久好茶会記

14 天正17年1/27 郡山 桑山重長 紹斗・久好 スイ茶 久好茶会記
15 9/24 郡山

　中坊
豊臣秀長 秀長点前 11名 くじ引きで5組

スイ茶
久政茶会記
久好茶会記

16 9/26 中坊源吾 宗治・久好 初服は中坊点前
次は秀長点前

久好茶会記

17 天正18年2/14 郡山 多賀秀種 12名 3名ずつ4組
スイ茶の記載なし

久好茶会記

18 天正19年
12/13

大東等旧 宗具・道か・
久好

スイ茶 久政茶会記
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一 

、
侘
数
寄
に
、
客
と
主
と
の
分
、
只
二
服
程
茶
を
引
入
れ
調
る
事
、

本
義
を
は
少
用
し
て
、
侘
て
幽
な
る
躰
、
一
た
ん
お
も
し
ろ
き
な

り
、

　

つ
ま
り
、
各
服
点
て
を
基
調
と
す
る
当
時
の
茶
の
湯
に
対
し
て
、
た
だ

二
服
く
ら
い
の
茶
を
入
れ
た
一
碗
を
客
と
亭
主
で
分
け
合
っ
て
飲
む
こ
と

は
イ
レ
ギ
ュ
ラ
ー
だ
が
、「
わ
び
茶
」
の
い
わ
ば
変
形
と
し
て
は
趣
が
あ

ろ
う
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
記
述
に
は
「
吸
茶
」
の
文
言
は
記
さ
れ

て
い
な
い
も
の
の
、
回
し
飲
み
と
い
う
概
念
を
示
し
た
史
料
と
し
て
は
最

も
古
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

以
上
、
い
く
つ
か
の
史
料
を
た
ど
る
こ
と
に
よ
り
、
吸
茶
の
あ
り
よ
う

が
見
え
て
き
た
。
先
に
紹
介
し
た
小
林
氏
の
見
解）

（1
（

が
受
け
入
れ
難
い
こ
と

は
言
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。
日
本
に
は
古
く
か
ら
共
同
飲
食
の
風
習
が
根

づ
い
て
い
た
し
、
中
世
の
一
揆
で
行
わ
れ
る
一
味
同
心
の
作
法
、
す
な
わ

ち
焼
い
た
起
請
文
の
灰
を
水
に
浮
か
べ
て
回
し
飲
み
を
す
る
誓
約
の
儀
式

も
あ
る）

（1
（

。
キ
リ
ス
ト
教
の
ミ
サ
を
持
ち
出
す
ま
で
も
な
く
、
中
世
社
会
で

行
わ
れ
て
い
た
共
同
体
の
結
束
を
固
め
る
回
し
飲
み
の
行
為
が
、
主
客
に

よ
る
一
座
建
立
を
尊
ぶ
茶
会
の
場
に
持
ち
込
ま
れ
た
と
し
て
も
な
ん
ら
不

思
議
は
な
い
。

　

次
に
検
討
す
べ
き
は
、
本
拠
地
の
大
和
へ
吸
茶
の
風
習
を
持
ち
込
ん
だ

秀
長
の
背
後
に
い
る
兄
秀
吉
の
茶
会
だ
。

二
で
あ
っ
た
。

　

抹
茶
の
分
量
は
当
時
の
平
均
的
な
一
人
分
と
見
て
よ
か
ろ
う
（『
烏
鼠

集
』）

（1
（

）。
こ
れ
に
通
常
の
大
き
さ
の
柄
杓
に
一
杓
の
湯
と
す
れ
ば
、
か
な
り

濃
厚
で
、
飲
む
と
い
う
よ
り
は
吸
う
と
い
う
表
現
が
し
っ
く
り
く
る
と
思

わ
れ
る
。
つ
ま
り
「
大
名
茶
の
湯
」
の
一
人
分
を
二
人
で
分
け
合
っ
た
と

い
う
こ
と
で
、
と
く
に
二
人
目
は
ど
ろ
っ
と
し
た
濃
茶
を
吸
い
き
る
の
に

多
少
苦
労
し
た
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
二
人
目
を
秀
長
と
考
え
る
向
き
も

あ
る）

（1
（

。
だ
が
、
い
ず
れ
に
し
ろ
重
要
な
こ
と
は
、
客
人
の
久
政
と
吸
茶
し

た
の
が
亭
主
サ
イ
ド
の
人
間
だ
っ
た
と
い
う
点
だ
。
現
代
で
も
ご
く
稀
に

「
亭
主
相
伴
」
と
言
っ
て
、
客
が
亭
主
に
薄
茶
を
勧
め
る
こ
と
が
あ
る

が）
（1
（

、
当
時
の
茶
会
で
は
現
代
ほ
ど
珍
し
い
行
為
で
は
な
か
っ
た
よ
う
だ
。

と
い
う
の
も
、
戦
国
時
代
に
行
わ
れ
て
い
た
茶
の
湯
の
あ
り
よ
う
を
示
す

『
烏
鼠
集
』
に
は
、
亭
主
が
い
つ
薄
茶
を
飲
む
べ
き
で
あ
る
か
を
詳
細
に

説
明
し
て
い
る
か
ら
だ
。
つ
ま
り
、
別
点
て
と
は
言
え
、
主
客
で
同
じ
茶

（
そ
こ
で
使
用
さ
れ
た
茶
入
に
収
ま
っ
て
い
た
茶
と
い
う
意
味
）
を
喫
す

る
行
為
そ
の
も
の
が
武
野
紹
鷗
が
説
く
「
一
座
建
立
」
を
具
現
す
る
と
い

う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
、
主
客
に
よ
っ
て
一
碗
の
茶
を
回
し
飲

む
と
い
う
よ
り
濃
密
な
吸
茶
ス
タ
イ
ル
に
発
展
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思

わ
れ
る
。
そ
の
こ
と
を
端
的
に
示
し
て
い
る
の
が
、『
烏
鼠
集
』
に
見
え

る
次
の
記
述
だ
。
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第
三
章　

豊
臣
秀
吉
に
よ
る
吸
茶
の
導
入

　

一　

茶
会
の
効
率
化

　

秀
吉
の
茶
会
で
し
ば
し
ば
吸
茶
が
行
わ
れ
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
、

と
り
わ
け
天
正
十
五
年
正
月
三
日
に
、
九
州
出
陣
に
際
し
て
行
わ
れ
た
戦

勝
祈
念
の
大
茶
会
は
有
名
だ
（『
宗
湛
日
記
』）。
こ
の
日
、
秀
吉
と
の
初

対
面
を
果
た
し
た
博
多
の
豪
商
神
屋
宗
湛
は
、
多
数
の
大
名
が
詰
め
か
け

る
中
、
特
別
待
遇
を
受
け
た
こ
と
を
喜
々
と
し
て
記
録
し
て
い
る
が
、
そ

こ
に
吸
茶
に
関
す
る
秀
吉
自
身
の
発
言
が
見
え
る
。状
況
を
説
明
す
る
と
、

秀
吉
は
招
待
客
が
大
人
数
な
の
で
名
葉
茶
壺
「
四
拾
石
」
に
収
ま
っ
て
い

る
茶
葉
だ
け
で
は
足
り
な
い
だ
ろ
う
か
ら
、「
撫
子
」
と
「
松
花
」
の
茶

葉
も
挽
か
せ
る
よ
う
指
示
し
た
。
そ
の
時
「
多
人
数
ナ
ル
ホ
ト
ニ
、
一
服

ヲ
三
人
ツ
ヽ
ニ
テ
ノ
メ
ヤ
、
サ
ラ
バ
ク
ジ
取
テ
次
第
ヲ
定
ヨ
」
と
発
言
し

た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
本
来
な
ら
各
服
点
て
に
す
べ
き
だ
が
、
対
応
で

き
な
い
ほ
ど
の
大
人
数
の
た
め
、
三
名
で
一
服
を
飲
む
よ
う
命
じ
た
わ
け

だ
。
と
こ
ろ
が
、
博
多
よ
り
参
上
し
た
宗
湛
に
対
し
て
は
、「
ソ
ノ
ツ
ク

シ
ノ
坊
主
ニ
ハ
四
十
石
ノ
茶
ヲ
一
服
ト
ツ
ク
リ
ト
ノ
マ
セ
ヨ
ヤ
ト
被
仰
出

候
ホ
ト
ニ
、
宗（
千
）易
手
前
ニ
参
、
一
服
被
下
候
也
、」
と
気
遣
い
を
見
せ
た
。

つ
ま
り
、
秀
吉
は
宗
湛
へ
並
み
居
る
大
名
を
尻
目
に
利
休
が
練
っ
た
「
四

拾
石
」
の
茶
一
服
た
っ
ぷ
り
と
飲
ま
せ
る
こ
と
で
、
ほ
か
の
客
人
と
の
差

別
化
を
図
っ
た
わ
け
だ
。
こ
の
ス
タ
イ
ル
は
、
前
章
で
分
類
し
た
パ
タ
ー

ン
３
に
あ
た
る
。

　

こ
れ
ほ
ど
大
規
模
な
会
と
も
な
る
と
、
明
確
に
正
客
を
特
定
す
る
こ
と

は
難
し
い
が
、
宗
湛
が
特
別
待
遇
を
受
け
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

こ
の
日
の
茶
会
の
場
に
限
っ
て
は
、
宗
湛
が
正
客
の
扱
い
を
受
け
る
に
ふ

さ
わ
し
い
立
場
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。
九
州
制
圧
を
見
据
え
た
秀
吉
に

と
っ
て
、
博
多
の
有
力
商
人
で
あ
る
宗
湛
を
確
実
に
引
き
寄
せ
て
お
く
必

要
が
あ
っ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
秀
吉
は
、
各
服

点
て
＝
丁
寧
、
吸
茶
＝
簡
略
と
認
識
し
て
お
り
、
大
寄
せ
の
時
に
は
簡
略

な
ス
タ
イ
ル
で
あ
っ
て
も
吸
茶
が
効
率
的
だ
と
理
解
し
て
い
た
こ
と
に
な

る
。
な
お
か
つ
、
吸
茶
と
各
服
点
て
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
客
人
の

差
別
化
を
図
る
こ
と
も
可
能
だ
。
こ
う
し
た
茶
会
の
実
施
に
あ
た
り
、
側

近
茶
頭
で
あ
る
利
休
の
助
言
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
不
明
な
も
の
の
、
天

正
十
五
年
の
段
階
で
、
秀
吉
が
吸
茶
を
合
理
的
な
手
段
と
し
て
、
大
い
に

活
用
し
て
い
る
様
子
は
確
か
め
ら
れ
よ
う
。

　

二　

画
期
と
な
っ
た
禁
中
茶
会

　

で
は
、
秀
吉
が
吸
茶
を
導
入
す
る
こ
と
で
、
効
率
よ
く
大
人
数
の
客
人

を
さ
ば
く
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
い
つ
か
。
結
論
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を
先
に
述
べ
る
と
、
宗
湛
を
大
坂
城
に
迎
え
た
日
の
一
年
三
ヶ
月
ほ
ど
前

の
こ
と
、
秀
吉
が
正
親
町
天
皇
ほ
か
数
名
に
茶
を
献
じ
た
い
わ
ゆ
る
禁
中

茶
会
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。『
兼
見
卿
記
』
天
正
十
三
年
十
月
七
日
条

に
よ
れ
ば
、
十
時
頃
に
参
内
し
た
秀
吉
は
一
献
の
儀
な
ど
を
済
ま
せ
、
小

御
所
へ
赴
い
た
。
三
御
所
（
正
親
町
天
皇
、
誠
仁
親
王
、
周
仁
親
王
）
が

出
御
し
、
七
名
の
公
家
衆
が
祗
候
す
る
中
、
秀
吉
点
前
に
よ
る
御
茶
の
儀

が
執
り
行
わ
れ
た
。
三
御
所
が
還
御
す
る
と
場
所
を
移
し
て
再
び
茶
会
が

行
わ
れ
た
。
注
目
す
べ
き
は
、
次
の
く
だ
り
だ
。

次
於
（
マ
ヽ
）端

之
御
座
敷
ニ
於
テ
、
御
茶
之
儀
在
之
、
理（

千

利

休

）

休
居
士
茶
道
、

台
子
之
御
茶
也
、
一
番
一（
内
基
）

条
殿
へ
参
也
、
次
清
華
之
衆
、
次
各
数
人
、

無
尽
期
、
関
（
豊
臣
秀
吉
）白仰

云
、
一
服
タ
テ
不
相
果
、
既
及
夕
、

　

こ
れ
は
祗
候
し
て
い
た
公
家
衆
に
茶
を
振
る
舞
う
、
い
わ
ば
跡
見
の
場

面
を
記
録
し
た
も
の
だ
。
端
の
座
敷
に
移
動
し
て
行
わ
れ
た
跡
見
は
利
休

の
点
前
に
よ
る
台
子
の
茶
の
湯
で
あ
り
、
客
人
ら
は
茶
を
い
た
だ
く
順
番

を
公
平
に
決
め
る
た
め
ク
ジ
を
引
い
た
。
一
番
目
を
引
き
当
て
た
一
条
内

基
が
最
初
の
一
服
を
い
た
だ
き
、
以
下
、
ク
ジ
の
順
番
に
従
っ
て
次
々
と

い
た
だ
い
て
い
る
と
、
秀
吉
が
「
こ
う
し
て
各
人
へ
一
服
ず
つ
供
し
て
い

た
ら
、
い
つ
ま
で
も
時
間
が
か
か
っ
て
し
ま
う
。
も
う
夕
方
に
な
っ
て
い

る
で
は
な
い
か
」
と
言
っ
た
。
こ
れ
こ
そ
が
、
吸
茶
導
入
の
き
っ
か
け
と

な
っ
た
発
言
で
あ
る
。
時
と
場
所
、
会
の
趣
旨
に
鑑
み
れ
ば
、
台
子
が
用

い
ら
れ
、
正
式
な
各
服
点
て
で
各
人
に
茶
が
供
さ
れ
た
の
は
、
至
極
当
然

で
あ
る
。
だ
が
、
客
人
が
七
名
も
い
れ
ば
、
長
丁
場
に
な
ら
な
い
は
ず
も

な
い
。
秀
吉
に
し
て
み
れ
ば
、
こ
こ
は
伝
統
に
則
っ
て
各
服
点
て
を
し
て

い
る
が
、時
間
が
か
か
り
す
ぎ
て
い
る
、と
い
う
の
が
正
直
な
と
こ
ろ
だ
っ

た
に
違
い
な
い
。
そ
こ
で
、
茶
会
の
効
率
化
と
い
う
も
の
を
考
え
始
め
た

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
さ
に
そ
の
現
場
に
、
こ
の
日
の
た
め
に
居
士
号

を
勅
許
さ
れ
た
利
休
が
茶
頭
と
し
て
点
前
し
て
い
た
わ
け
だ
が
、
こ
こ
で

も
吸
茶
を
進
言
し
た
の
か
ど
う
か
は
不
明
だ
。
史
料
か
ら
読
み
と
れ
る
こ

と
は
、秀
吉
が
伝
統
的
な
各
服
点
て
へ
の
不
満
を
も
ら
し
た
に
過
ぎ
な
い
。

だ
が
、
こ
の
つ
ぶ
や
き
が
吸
茶
導
入
の
第
一
歩
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

で
は
、秀
吉
が
茶
会
で
吸
茶
を
実
践
し
た
の
は
い
つ
か
。そ
れ
も
ま
た
、

禁
中
茶
会
で
あ
っ
た
。
前
回
の
茶
会
か
ら
三
ヶ
月
後
の
天
正
十
四
年
正
月

十
六
日
、
秀
吉
は
完
成
し
た
ば
か
り
の
黄
金
の
茶
室
を
小
御
所
に
持
ち
込

み
天
覧
に
供
し
た
。
そ
の
様
子
は
『
兼
見
卿
記
』
に
、
次
の
よ
う
に
記
さ

れ
て
い
る
。

次
関
（
豊
臣
秀
吉
）

白
御
参
内
、
直
小
御
所
ニ
御
座
也
、
次
主
（
正
親
町
天
皇
）

上
出
御
、
小
御

所
金
之
御
座
敷
ニ
御
座
云
々
、
親（
誠
仁
親
王
）

王
御
方
、
若（
周
仁
親
王
）

宮
御
方
同
前
、
次
在

御
膳
之
儀
、
次
御
茶
、
殿
下
御
茶
ヲ
立
ラ
ル
、
主
上
、
親
王
、
若
宮
、

龍（
近
衛
前
久
）

山
、
菊
（
今
出
川
晴
季
）

亭
、
関
白
、
若
宮
ヘ
ハ
湯
ヲ
参
ル
、
以
上
五
服
、
関
白

之
呑
サ
シ
、
勧（
晴
豊
）

修
寺
ニ
被
遣
之
云
々
、　
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こ
れ
に
よ
れ
ば
、
小
御
所
に
設
営
さ
れ
た
黄
金
の
茶
室
に
正
親
町
天
皇

が
御
座
し
、
誠
仁
、
周
仁
両
親
王
が
こ
れ
に
続
い
た
。
膳
の
後
に
濃
茶
と

な
り
秀
吉
が
点
前
し
た
。
こ
の
日
は
三
御
所
に
加
え
、
近
衛
前
久
、
今
出

川
晴
季
に
亭
主
秀
吉
を
加
え
た
六
名
で
の
会
で
あ
っ
た
が
、
白
湯
を
差
し

上
げ
た
周
仁
親
王
の
分
を
除
き
、
秀
吉
は
五
服
点
前
を
し
た
と
い
う
か
ら

正
統
な
各
服
点
て
で
あ
っ
た
。
亭
主
で
あ
る
秀
吉
も
自
服
で
飲
ん
だ
こ
と

に
な
る
が
、
こ
の
行
為
が
特
異
で
な
か
っ
た
こ
と
は
前
章
で
述
べ
た
通
り

だ
。

　

さ
て
、
こ
こ
で
、
秀
吉
が
自
ら
の
飲
み
止
し
を
勧
修
寺
晴
豊
に
与
え
た

と
い
う
部
分
に
着
目
し
た
い）

（1
（

。
兼
見
の
言
う
「
呑
サ
シ
」
と
は
、「
わ
び
茶
」

の
趣
向
の
ひ
と
つ
で
あ
る
主
客
同
服
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
一
服
を
回

し
飲
む
と
い
う
意
味
で
言
え
ば
、
こ
れ
こ
そ
が
吸
茶
の
初
見
と
見
な
す
こ

と
が
で
き
よ
う
。
と
す
れ
ば
、
吸
茶
は
天
正
十
四
年
正
月
十
六
日
に
秀
吉

に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
吸
茶
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
り
、
社

会
的
立
場
を
体
現
す
る
こ
と
が
で
き
、
な
お
か
つ
時
短
も
期
待
で
き
る
。

前
年
の
禁
中
茶
会
で
の
つ
ぶ
や
き
が
伏
線
と
な
り
、
極
め
て
合
理
的
な
方

法
と
し
て
吸
茶
が
取
り
入
れ
ら
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

三　

大
友
宗
麟
を
迎
え
た
茶
会

　

禁
中
茶
会
か
ら
三
ヶ
月
後
、
秀
吉
は
豊
後
よ
り
上
坂
し
た
大
友
宗
麟
を

大
坂
城
に
迎
え
た
。
宗
麟
は
薩
摩
の
島
津
氏
が
秀
吉
の
停
戦
命
令
を
無
視

し
て
い
る
こ
と
を
訴
え
、
救
援
を
求
め
て
東
上
し
た
の
で
あ
っ
た
。
宗
麟

と
の
対
面
儀
礼
を
済
ま
せ
た
秀
吉
は
、
饗
膳
を
供
し
た
後
、
自
慢
の
黄
金

の
茶
室
を
見
せ
、
四
月
五
日
、
利
休
点
前
に
よ
る
茶
会
を
開
い
た
。
そ
の

様
子
は
宗
麟
が
重
臣
へ
宛
て
た
書
簡
に
詳
し
い
（『
大
友
家
史
料
』

三
五
五
号
）。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
秀
吉
よ
り
「
宗
麟
は
茶
が
好
き
か
」
と

尋
ね
ら
れ
た
利
休
が
「
な
か
な
か
好
き
で
ご
ざ
い
ま
す
」
と
返
答
。
そ
れ

な
ら
ば
宗
麟
へ
一
服
を
、
と
い
う
運
び
に
な
っ
た
と
い
う
。
注
目
す
べ
き

は
、
次
の
く
だ
り
だ
。

さ
て
、
宗
（
大
友
宗
麟
）

滴
へ
被
下
候
、
半
分
程
残
候
を
紹
岸
、
折
々
上
下
辛
労

仕
候
、
下
ヲ
ハ
是
非
共
、
紹
岸
へ
被
下
候
へ
と
て
、
紹
岸
拝
領
、
面

目
之
至
候
、
連
々
辛
苦
之
首
尾
に
て
候
、

　

宗
麟
は
一
服
の
濃
茶
を
供
さ
れ
る
も
、
半
分
ほ
ど
飲
み
、
残
り
を
日
頃

よ
り
苦
労
し
て
い
る
家
臣
の
紹
岸
へ
下
賜
し
た
。
そ
れ
に
よ
り
、
紹
岸
は

面
目
を
ほ
ど
こ
し
種
々
の
苦
労
が
報
わ
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。こ
こ
に
、

主
従
関
係
の
確
認
、
強
化
と
い
っ
た
共
同
飲
食
の
基
本
原
理
が
働
い
て
い

る
こ
と
が
見
て
と
れ
る
。
一
服
の
茶
を
主
従
で
分
け
合
う
こ
と
は
、
い
わ

ゆ
る
下
物
の
変
形
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う）

11
（

。
い
わ
ば
秀
吉
の
茶
会
で

は
、
人
と
人
と
の
つ
な
が
り
を
実
感
で
き
る
行
為
と
し
て
吸
茶
が
認
め
ら

れ
つ
つ
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
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そ
れ
か
ら
五
ヶ
月
後
の
九
月
二
十
八
日
、
大
和
郡
山
城
で
行
わ
れ
た
秀

長
の
茶
会
で
、
茶
頭
の
山
上
宗
二
が
吸
茶
を
行
っ
た
こ
と
は
す
で
に
述
べ

た
。
秀
長
が
郡
山
城
で
行
っ
た
方
法
は
、
十
月
二
十
日
の
茶
会
を
例
に
と

る
と
、
ま
ず
八
名
の
客
人
を
四
名
ず
つ
二
グ
ル
ー
プ
に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ

の
グ
ル
ー
プ
に
一
人
ず
つ
茶
頭
を
配
す
。
茶
頭
は
二
名
分
を
一
碗
と
し
た

濃
茶
を
二
回
点
前
す
る
、
と
い
う
手
順
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
秀
吉
の
周
辺

で
は
、
二
人
一
組
で
一
服
を
回
し
飲
む
こ
と
や
そ
の
実
践
方
法
も
定
ま
り

つ
つ
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、
吸
茶
は
確
実
に
広
が
り
を
見
せ
て
い
た
の

で
あ
る
。
従
っ
て
、
先
行
研
究
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
『
松
屋
会
記
』
の
「
ス

イ
茶
」
記
事
は
、
そ
の
初
見
で
は
な
く
、
す
で
に
秀
吉
が
実
施
し
て
い
た

効
率
の
よ
い
飲
み
方
と
し
て
の
吸
茶
が
、
秀
長
に
よ
っ
て
大
和
へ
も
た
ら

さ
れ
た
こ
と
を
示
す
記
述
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

翌
天
正
十
五
年
に
な
る
と
、
先
述
の
よ
う
に
「
吸
茶
せ
よ
」
と
の
秀
吉

の
発
言
が
あ
り
（『
宗
湛
日
記
』）、
さ
ら
に
十
月
二
十
一
日
昼
に
開
か
れ

た
大
坂
城
山
里
で
の
茶
会
で
も
吸
茶
が
あ
っ
た
。
こ
の
日
、
津
田
宗
及
、

神
屋
宗
湛
、
小
寺
休
夢
は
、
三
名
で
秀
吉
の
練
っ
た
一
服
の
濃
茶
を
飲
み

回
し
た
が
、
亭
主
の
秀
吉
は
一
服
を
一
人
で
飲
ん
だ
（『
宗
湛
日
記
』）。

各
服
点
て
と
吸
茶
と
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
場
に
参
席
す

る
人
々
の
格
差
や
立
場
を
明
示
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
天
正
十
四
年
と

十
五
年
に
は
頻
繁
に
吸
茶
が
行
わ
れ
て
い
た
と
の
指
摘
も
あ
る
が）

1（
（

、
そ
の

背
景
に
は
秀
吉
が
公
的
に
吸
茶
を
導
入
し
た
事
実
が
あ
り
、
そ
の
こ
と
が

吸
茶
を
急
速
に
広
め
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　

か
く
し
て
、
吸
茶
の
発
生
が
天
正
十
四
年
頃
と
い
う
先
行
研
究
の
指
摘

は
正
し
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
出
発
点
は
秀
吉
に
あ
り
、
利
休
の
関

与
を
論
証
す
る
こ
と
は
極
め
て
難
し
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
残
さ
れ

た
史
料
が
示
す
こ
と
は
、
秀
吉
そ
の
人
が
禁
中
茶
会
の
長
丁
場
を
き
っ
か

け
に
、「
わ
び
茶
」
の
趣
向
で
あ
っ
た
主
客
同
服
を
取
り
入
れ
た
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
そ
の
方
法
と
効
果
は
、
次
の
三
点
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で

き
る
。

　

一
、
客
同
士
が
一
服
を
回
し
飲
む
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
時
短

　

二 

、
亭
主
（
茶
頭
含
む
）
と
客
が
一
服
を
分
け
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
得

ら
れ
る
一
座
建
立
の
趣
向

　

三 

、
各
服
点
て
と
吸
茶
の
両
方
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら

れ
る
社
会
的
立
場
の
体
現

　

こ
の
よ
う
に
合
理
的
な
吸
茶
は
、
大
寄
せ
に
も
対
応
で
き
る
ス
タ
イ
ル

と
し
て
秀
吉
の
周
辺
で
公
的
に
行
わ
れ
、
徐
々
に
浸
透
し
て
い
っ
た
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。
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第
四
章　

服
属
儀
礼
と
し
て
の
茶
会

　

一　

豊
臣
秀
吉
と
島
津
家
と
の
い
き
さ
つ

　

関
白
が
執
り
行
う
公
的
な
茶
会
と
し
て
、
時
に
記
録
で
き
な
い
ほ
ど
の

客
人
を
招
く
の
を
好
ん
だ
秀
吉
に
と
っ
て
、
時
短
は
切
実
な
問
題
で
あ
っ

た
は
ず
で
あ
る
。
吸
茶
は
そ
れ
を
解
決
す
る
の
み
な
ら
ず
、
客
人
そ
れ
ぞ

れ
の
つ
な
が
り
や
社
会
的
立
場
を
体
現
す
る
こ
と
も
で
き
る
と
秀
吉
は
気

が
つ
い
て
い
た
に
違
い
な
い
。
そ
こ
で
本
章
で
は
、
服
属
儀
礼
の
一
環
と

し
て
行
わ
れ
た
秀
吉
の
茶
会
を
改
め
て
検
討
し）

11
（

、
吸
茶
が
定
着
し
た
政
治

的
か
つ
社
会
的
意
義
を
考
え
た
い
。

　

大
坂
城
で
行
わ
れ
た
服
属
儀
礼
の
あ
り
よ
う
は
、
吉
川
、
小
早
川
、
大

友
、
上
杉
、
島
津
、
毛
利
と
い
っ
た
大
名
た
ち
が
そ
れ
ぞ
れ
残
し
た
記
録

に
よ
っ
て
具
体
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
秀
吉
は
大
坂
城
全
体

を
饗
応
の
舞
台
と
見
な
し
て
、
広
間
で
の
対
面
儀
礼
、
七
五
三
の
饗
膳
、

天
守
や
黄
金
の
茶
室
な
ど
の
見
物
ツ
ア
ー
、
猿
楽
や
囃
子
、
乱
舞
と
い
っ

た
余
興
に
、
茶
会
と
い
う
豪
華
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
組
ん
で
い
た
。
茶
会
で

は
、
大
友
宗
麟
の
書
簡
で
見
た
よ
う
に
、
大
人
数
で
な
く
と
も
、
つ
ま
り

各
服
点
て
で
対
応
で
き
る
程
度
で
あ
っ
て
も
吸
茶
が
行
わ
れ
て
い
た
。
宗

麟
を
迎
え
た
茶
会
で
吸
茶
が
行
わ
れ
た
の
は
時
短
と
い
う
よ
り
、
主
従
関

係
を
確
認
す
る
意
味
合
い
が
強
く
、
い
わ
ば
下
物
の
変
形
と
捉
え
る
べ
き

で
あ
ろ
う
。
本
章
で
は
、
そ
の
点
を
薩
摩
の
島
津
義
久
、
義
弘
兄
弟
の
事

例
か
ら
検
討
す
る
。
分
析
の
素
材
と
す
る
史
料
は
、
次
の
二
点
だ
。

ａ 

、『
旧
記
雑
録
』
天
正
十
五
年
六
月
二
十
六
日

　
　
　
　
　
　
　

 

博
多
筥
崎
で
の
秀
吉
茶
会　

　
　
　
　
　
　
　

 

客
人
：
島
津
義
久
、
伊
集
院
忠
棟

ｂ 

、『
島
津
家
文
書
』
一
四
九
三
号　

天
正
十
六
年
六
月
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　

 

大
坂
城
で
の
秀
吉
茶
会　

　
　
　
　
　
　
　
　

 

客
人
：
島
津
義
弘
、
伊
集
院
忠
棟

　

茶
会
の
背
景
を
理
解
す
る
た
め
、
簡
単
に
秀
吉
と
島
津
家
と
の
関
係
を

振
り
返
っ
て
お
こ
う
。
全
国
平
定
の
た
め
に
九
州
地
方
の
制
圧
が
必
須
と

考
え
た
亡
君
織
田
信
長
の
構
想
を
引
き
継
い
だ
秀
吉
は
、
天
正
十
三
年
十

月
二
日
、
島
津
義
久
へ
書
状
を
送
っ
た
（『
島
津
家
文
書
』
三
四
四
号
）。

そ
こ
で
秀
吉
は
、
関
東
残
ら
ず
奥
州
の
果
て
ま
で
も
天
下
静
謐
と
な
っ
た

の
に
、
九
州
だ
け
が
抗
争
を
続
け
て
い
る
の
は
い
か
が
な
も
の
か
と
非
難

し
、
即
刻
大
友
氏
と
和
睦
す
る
よ
う
に
と
の
勅
命
を
伝
え
、
そ
れ
に
応
じ

な
け
れ
ば
必
ず
成
敗
す
る
と
記
し
た
。
関
白
と
し
て
勅
命
を
振
り
か
ざ
し

た
堂
々
た
る
和
平
勧
告
で
あ
っ
た
。
そ
の
交
渉
に
際
し
、
秀
吉
は
外
交
官

を
た
て
て
義
久
の
宿
老
伊
集
院
忠
棟
へ
副
状
を
送
ら
せ
た
。
細
川
幽
斎
と

千
利
休
で
あ
る）

11
（

。
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一
方
、島
津
家
内
で
は
い
か
に
返
答
す
べ
き
か
談
合
に
及
ん
だ
。結
局
、

「
由
来
無
き
仁
」
つ
ま
り
い
か
が
わ
し
い
出
自
の
秀
吉
が
関
白
な
ど
と
は

笑
止
千
万
で
、
そ
れ
に
対
し
我
が
家
は
源
頼
朝
以
来
の
名
門
。
従
っ
て
、

こ
こ
は
庶
流
と
は
言
え
、
名
家
の
細
川
幽
斎
と
「
茶
湯
者
」
と
し
て
名
を

馳
せ
て
い
る
千
利
休
へ
返
書
を
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
（『
上
井
覚
兼

日
記
』
天
正
十
四
年
正
月
二
十
三
日
条
）。

　

こ
う
し
て
返
書
を
携
え
た
島
津
家
家
臣
の
鎌
田
政
弘
は
大
坂
城
へ
向
か

い
、幽
斎
の
導
き
で
登
城
し
た
。式
三
献
と
進
上
品
の
贈
答
を
行
っ
た
後
、

湯
漬
け
を
供
せ
ら
れ
た
。
そ
の
場
に
は
安
国
寺
恵
瓊
、
堀
秀
政
、
佐
々
成

政
、
小
早
川
隆
景
、
幽
斎
が
同
席
。
滞
在
中
に
秀
吉
と
四
度
対
面
し
た
鎌

田
政
弘
は
、
そ
の
た
び
に
過
分
な
贈
り
物
を
頂
戴
し
た
。
あ
る
時
に
は
太

刀
一
腰
、
ま
た
あ
る
時
に
は
そ
の
場
で
脱
い
だ
打
掛
、
さ
ら
に
は
旅
費
と

し
て
万
疋
と
い
っ
た
次
第
だ
。
あ
わ
せ
て
秀
吉
は
、
肥
後
半
国
と
豊
前
半

国
と
筑
後
を
大
友
宗
麟
に
、
肥
前
を
毛
利
輝
元
に
、
筑
前
を
秀
吉
の
直
轄

領
と
し
、
残
り
を
島
津
義
久
の
領
地
と
す
る
九
州
統
治
の
プ
ラ
ン
を
語
り

聞
か
せ
、
七
月
ま
で
に
返
答
せ
よ
、
さ
も
な
く
ば
出
馬
す
る
と
申
し
渡
し

た
。
そ
れ
か
ら
秀
吉
自
身
が
天
守
を
案
内
し
、
そ
こ
で
茶
の
湯
の
振
る
舞

い
も
あ
っ
た
と
い
う（『
上
井
覚
兼
日
記
』天
正
十
四
年
五
月
二
十
二
日
条
）。

　

む
ろ
ん
、
島
津
家
で
は
そ
の
よ
う
な
条
件
な
ど
当
然
受
け
入
れ
る
こ
と

な
ど
で
き
ず
、
結
果
、
世
に
言
う
九
州
征
伐
が
行
わ
れ
た
。
し
か
し
、
天

正
十
五
年
五
月
八
日
、
つ
い
に
島
津
義
久
は
降
服
し
、
秀
吉
政
権
に
組
み

込
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
経
緯
で
、
義
久
が
初
め
て
秀
吉
の

茶
会
に
参
席
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
が
ａ
で
あ
る
。

　

二　

島
津
義
久
お
よ
び
島
津
義
弘
を
迎
え
た
茶
会

　

九
州
を
平
定
し
た
秀
吉
は
、
六
月
三
日
か
ら
博
多
の
筥
崎
八
幡
宮
の
社

頭
に
三
畳
敷
の
数
寄
屋
を
構
え
、
茶
会
に
興
じ
て
い
た
。
と
り
わ
け
義
久

を
迎
え
る
前
日
の
茶
会
は
、
秀
吉
の
様
子
を
知
る
上
で
参
考
と
な
ろ
う
。

六
月
二
十
五
日
、
秀
吉
は
幽
斎
を
伴
っ
て
宗
湛
が
陣
屋
に
構
え
て
い
た
二

畳
半
へ
赴
い
た
。
す
る
と
、
秀
吉
は
次
の
よ
う
な
挙
に
出
た
。

床
ニ
ハ
ニ
シ
キ
ノ
シ
ト
ネ
敷
テ
、
関（
豊
臣
秀
吉
）

白
様
被
成
御
座
候
テ
、
御
膳
ア

カ
リ
候
、御
茶
ノ
時
ハ
、下
ニ
ヲ
リ
サ
セ
ラ
レ
テ
、キ
コ
シ
メ
サ
ル
ヽ

ナ
リ
、

　

す
な
わ
ち
、
床
の
間
に
錦
の
し
と
ね
を
敷
い
て
座
り
、
そ
こ
で
食
事
を

し
、
茶
が
点
て
ら
れ
る
と
床
の
間
か
ら
降
り
て
飲
ん
だ
と
い
う
の
だ
。
さ

ら
に
宗
湛
は
、
秀
吉
が
津
田
宗
及
や
九
鬼
嘉
隆
ら
と
次
の
間
に
控
え
て
い

た
小
寺
休
夢
に
配
膳
さ
せ
た
こ
と
も
記
し
て
い
る
（『
宗
湛
日
記
』）。
狭

い
空
間
で
、
唯
一
の
上
段
で
あ
る
床
の
間
を
自
ら
の
御
座
所
と
見
立
て
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
九
州
平
定
を
成
し
遂
げ
た
秀
吉
の
高
揚
し
た

気
分
が
、
こ
の
よ
う
な
奇
想
天
外
な
客
振
り
に
表
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。



國學院雑誌　第 122 巻第11号（2021年） ─ 68 ─

い
ず
れ
に
せ
よ
、
義
久
を
迎
え
る
前
日
、
秀
吉
は
上
機
嫌
だ
っ
た
の
で
あ

る
。

　

そ
し
て
二
十
六
日
未
明
、
秀
吉
は
三
畳
敷
に
義
久
と
伊
集
院
忠
棟
を
招

い
た
。
床
の
間
に
は
馬
麟
「
朝
山
の
絵
」
を
掛
け
、
そ
の
下
に
は
盆
に
の
っ

た
「
初
花
肩
衝
」
を
置
い
た
。
食
後
に
「
初
花
肩
衝
」
を
水
指
の
前
に
置

き
直
し
、
秀
吉
自
身
が
点
前
を
し
た
。
茶
は
「
極
無
」
で
、
正
客
の
義
久

へ
は
茶
杓
三
す
く
い
、次
客
の
伊
集
院
忠
棟
へ
は
五
す
く
い
と
い
う
か
ら
、

明
ら
か
に
伝
統
的
な
各
服
点
て
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
秀
吉
の
仕
草
は
そ

れ
と
は
裏
腹
に
「
お
り
ひ
さ
」
つ
ま
り
正
座
で
あ
っ
た
と
い
う
の
だ
。
当

時
の
正
式
な
マ
ナ
ー
に
照
ら
せ
ば
、
当
然
な
が
ら
片
膝
立
て
で
あ
る
べ
き

だ）
11
（

。
だ
が
、
秀
吉
は
当
時
「
危
坐
」
と
呼
ば
れ
た
罪
人
の
座
り
方
で
点
前

を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
得
意
絶
頂
に
あ
る
は
ず
の
秀
吉
が
妙
に
へ
り
く

だ
っ
て
い
る
よ
う
に
も
読
め
る
が
、
ひ
と
ま
ず
茶
会
で
の
斬
新
さ
の
表
現

と
考
え
て
お
き
た
い）

11
（

。
床
の
間
に
座
っ
た
前
日
の
振
る
舞
い
と
言
い
、
正

座
で
の
点
前
と
言
い
、
秀
吉
の
意
図
を
推
し
量
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、

前
代
未
聞
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
で
あ
っ
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
か
ろ
う
。

　

天
正
十
六
年
六
月
、い
よ
い
よ
秀
吉
は
島
津
義
弘
を
大
坂
城
へ
迎
え
る
。

前
年
に
服
属
を
決
め
た
ば
か
り
の
義
弘
は
、
五
月
二
十
六
日
に
鹿
児
島
を

発
ち
、
お
よ
そ
一
ヶ
月
後
に
堺
へ
到
着
。
六
月
四
日
、
大
坂
城
で
秀
吉
に

謁
見
し
、
六
日
に
山
里
三
畳
敷
で
の
茶
会
に
招
待
さ
れ
た
。
そ
の
様
子
は

義
弘
自
身
が
国
元
で
待
つ
子
息
忠
恒
（
島
津
家
久
）
へ
し
た
た
め
た
書
簡

に
詳
し
い
（『
島
津
家
文
書　

三
』
一
四
九
三
号
）。

　

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
茶
会
当
日
、
義
弘
は
伊
集
院
忠
棟
を
伴
っ
て
津
田
宗

及
の
案
内
に
よ
り
席
入
。
座
敷
に
は
台
子
飾
り
が
な
さ
れ
て
お
り
、
ま
も

な
く
饗
膳
が
供
さ
れ
た
。
秀
吉
も
同
席
し
た
の
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
行
為

は
極
め
て
珍
し
い
と
の
説
明
を
受
け
て
い
る
。
食
事
が
終
わ
り
濃
茶
と

な
っ
た
。義
弘
は
道
具
組
も
記
し
て
お
り
、と
り
わ
け
注
目
す
べ
き
は「
大

友
宗
麟
よ
り
召
し
上
げ
た
」
と
の
由
来
と
と
も
に
拝
見
に
供
さ
れ
た
「
に

た
り
茄
子
」
だ
。
こ
の
よ
う
な
室
礼
や
行
為
は
、
信
長
に
よ
る
茶
会
の
政

治
的
利
用
の
模
倣
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、「
に
た
り
茄
子
」
に
は
大
友

も
島
津
も
一
様
に
秀
吉
の
配
下
な
の
だ
と
い
う
政
治
的
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
こ

め
ら
れ
て
い
る）

11
（

。
濃
茶
が
終
わ
る
と
、
場
所
を
山
里
内
の
二
畳
敷
に
移
し

て
薄
茶
が
供
せ
ら
れ
た
。
義
弘
の
書
簡
に
よ
っ
て
茶
会
の
全
体
構
造
が
明

ら
か
と
な
り
、
そ
の
形
式
が
整
っ
て
き
た
こ
と
が
看
取
で
き
よ
う
が
、
と

り
わ
け
本
稿
と
の
関
わ
り
で
注
目
す
べ
き
は
濃
茶
の
場
面
だ
。
義
弘
の
書

簡
を
引
用
し
よ
う
。

御
茶
の
と
き
幽（
細
川
）斎
被
召
出
、
手
前
者
せ（
千
）む
の
宗
易
、
武
（
島
津
義
弘
）
庫
ハ
一
服
可

被
下
之
由
、
幽
斎
、
幸
（
伊
集
院
忠
棟
）

侃
、
宗
易
ハ
す
い
茶
た
る
へ
き
よ
し
御
諚
候
、

　

濃
茶
が
始
ま
る
時
、細
川
幽
斎
が
呼
ば
れ
て
席
入
。点
前
は
千
宗
易（
利

休
）
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
秀
吉
が
「
義
弘
に
は
一
服
差
し
上
げ
よ
う
。
そ
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し
て
幽
斎
と
伊
集
院
忠
棟
と
利
休
三
人
で
一
服
を
吸
茶
す
る
よ
う
に
」
と

発
言
し
た
。

　

前
年
、
筥
崎
で
義
久
を
迎
え
た
お
り
は
伝
統
に
則
っ
た
各
服
点
て
で

あ
っ
た
が
、
今
回
は
各
服
点
て
＋
吸
茶
で
あ
っ
た
。
前
者
が
出
陣
先
で
の

挨
拶
で
あ
り
、
後
者
が
本
拠
地
で
の
正
式
な
茶
会
と
い
う
違
い
も
あ
ろ
う

が
、
こ
こ
に
吸
茶
の
意
義
を
解
く
鍵
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
臣
下
の
礼
と
し

て
執
り
行
わ
れ
る
ハ
レ
の
茶
会
に
は
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
ス
タ
イ
ル
が

あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。そ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、濃
茶
が
始
ま
る
時
に
な
っ

て
、
幽
斎
が
呼
ば
れ
て
い
る
理
由
も
明
白
で
あ
ろ
う
。
こ
の
日
に
至
る
ま

で
の
政
治
的
経
緯
に
鑑
み
れ
ば
、
秀
吉
の
外
交
官
と
し
て
島
津
家
と
の
交

渉
を
担
当
し
た
幽
斎
と
利
休
、
そ
し
て
島
津
側
の
伊
集
院
忠
棟
で
一
服
を

回
し
飲
む
と
い
う
行
為
は
、
島
津
征
服
ま
で
の
道
の
り
や
連
携
を
象
徴
し

て
い
る
の
で
は
な
い
か
。そ
し
て
こ
の
三
名
と
は
別
に
義
弘
に
は
一
服
を
、

と
い
う
指
示
に
は
、
当
然
な
が
ら
義
弘
と
伊
集
院
忠
棟
と
の
主
従
関
係
を

端
的
に
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
い
わ
ば
こ
の
ス
タ
イ
ル
に
は
、
政
治
的
な
ス

ト
ー
リ
ー
や
人
間
関
係
が
幾
重
に
も
織
り
込
ま
れ
て
い
る
の
だ
。む
ろ
ん
、

三
名
を
吸
茶
に
す
る
こ
と
で
時
短
も
期
待
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
極
め
て

政
治
的
か
つ
合
理
的
、
そ
し
て
斬
新
な
ス
タ
イ
ル
を
差
配
し
て
い
る
の
が

天
下
人
秀
吉
と
い
う
構
図
が
見
え
る
。
こ
う
し
て
秀
吉
に
よ
っ
て
編
み
出

さ
れ
た
主
従
に
よ
る
飲
み
方
の
相
違
は
、
や
が
て
単
純
に
正
客
と
次
客
以

下
の
格
差
に
置
き
換
え
ら
れ
、
長
い
年
月
を
経
て
現
代
の
茶
道
の
か
た
ち

に
集
約
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

三　

千
利
休
の
問
題

　

以
上
の
よ
う
に
、
当
該
期
の
史
料
を
素
直
に
読
め
ば
、
吸
茶
は
秀
吉
の

意
志
に
よ
っ
て
大
坂
城
で
執
り
行
わ
れ
た
大
寄
せ
や
服
属
儀
礼
に
導
入
さ

れ
、
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
ひ
と
つ

残
さ
れ
た
問
題
が
あ
る
。
江
戸
時
代
の
茶
書
に
記
さ
れ
、
今
な
お
定
説
と

な
っ
て
い
る
利
休
の
関
与
だ
。
こ
れ
ま
で
の
検
討
か
ら
言
え
る
こ
と
は
、

吸
茶
が
行
わ
れ
た
秀
吉
の
茶
会
で
利
休
は
茶
頭
と
し
て
登
場
す
る
こ
と
も

あ
っ
た
が
、
管
見
の
限
り
、
利
休
が
吸
茶
そ
の
も
の
を
始
め
た
こ
と
は
確

認
で
き
な
か
っ
た
。
と
は
言
え
、
利
休
が
『
烏
鼠
集
』
に
記
さ
れ
る
主
客

同
服
を
知
ら
ぬ
は
ず
も
な
く
、
何
よ
り
自
身
で
も
吸
茶
を
取
り
入
れ
て
い

た
。
そ
れ
は
天
正
十
六
年
九
月
四
日
朝
に
開
か
れ
た
古
溪
宗
陳
想
望
の
茶

会
だ）

11
（

。
こ
の
時
、
亭
主
利
休
は
、
正
客
の
春
屋
宗
園
（
古
溪
の
法
兄
）
へ

茶
杓
三
す
く
い
で
一
服
、
次
客
の
玉
甫
紹
琮
（
古
溪
の
弟
子
）
と
三
客
の

本
覚
坊
暹
好
（
利
休
の
弟
子
）
へ
は
吸
茶
な
の
で
茶
杓
五
す
く
い
入
れ
て

練
っ
て
い
る
。秀
吉
が
島
津
義
弘
を
も
て
な
し
た
時
と
同
じ
ス
タ
イ
ル
で
、

古
溪
宗
陳
と
の
関
係
を
考
え
て
正
客
と
次
客
以
下
と
の
差
別
化
を
図
っ
た

も
の
と
思
わ
れ
る
。だ
が
、や
は
り
こ
の
史
料
も
吸
茶
が
利
休
よ
り
始
ま
っ
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た
と
い
う
証
拠
に
は
な
ら
ず
、む
し
ろ
た
ん
に
時
期
的
な
こ
と
を
言
え
ば
、

秀
吉
よ
り
後
に
行
わ
れ
て
さ
え
い
る
。

　

実
は
、
利
休
の
ア
イ
デ
ア
に
ま
つ
わ
る
逸
話
に
関
し
て
は
、
こ
れ
と
同

質
の
事
例
が
二
点
あ
る
。
ひ
と
つ
が
一
尺
四
寸
の
小
さ
な
炉
の
出
現
で
、

い
ま
ひ
と
つ
が
小
間
（
三
畳
敷
や
二
畳
半
）
で
の
唐
物
名
物
の
取
り
合
わ

せ
だ
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
利
休
の
「
わ
び
茶
」
が
完
成
し
た
こ
と
を
示

す
作
意
と
見
な
さ
れ
て
い
る
が
、
同
時
代
史
料
で
は
、
前
者
は
利
休
よ
り

一
年
早
く
弟
子
の
山
上
宗
二
が
実
践
し
て
お
り）

11
（

、
後
者
は
さ
ら
に
早
く
明

智
光
秀
の
茶
会
で
見
え
る）

11
（

。
し
か
し
な
が
ら
、
茶
の
湯
の
世
界
で
は
利
休

の
手
柄
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る）

11
（

。
本
稿
の
テ
ー
マ
で
あ
る
吸

茶
も
こ
れ
ら
と
同
様
に
、
現
存
す
る
史
料
か
ら
、
利
休
が
出
発
点
で
あ
る

こ
と
を
論
証
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
で
は
な
ぜ
、
史
実
と
伝
説
と
の
間
に

相
違
が
生
ま
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
解
き
明
か
す
た
め
に
は
、
歴
史

上
の
人
物
と
し
て
の
利
休
、
そ
し
て
い
く
つ
も
の
伝
説
を
ま
と
っ
た
茶
聖

利
休
と
い
う
二
つ
の
方
向
か
ら
の
研
究
が
必
要
に
な
る
だ
ろ
う）

1（
（

。
今
後
の

検
討
課
題
と
し
た
い
。

む
す
び
に
か
え
て

　

本
稿
で
は
、
江
戸
時
代
の
茶
書
に
も
と
づ
き
、
千
利
休
に
よ
っ
て
始
め

ら
れ
た
と
漠
然
と
認
識
さ
れ
て
い
る
吸
茶
に
つ
い
て
、
豊
臣
秀
吉
周
辺
の

同
時
代
史
料
を
も
と
に
、
そ
の
導
入
か
ら
定
着
、
そ
し
て
意
義
を
探
っ
て

き
た
。
茶
会
で
吸
茶
が
取
り
入
れ
ら
れ
る
契
機
と
な
っ
た
の
は
、
天
正

十
三
年
十
月
七
日
、
秀
吉
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
禁
中
茶
会
の
跡
見
で
あ
っ

た
。
そ
こ
で
秀
吉
は
、
七
名
の
公
家
衆
を
相
手
に
伝
統
に
則
し
た
各
服
点

て
で
濃
茶
を
供
し
た
の
だ
が
、
そ
れ
は
時
間
と
の
闘
い
で
も
あ
っ
た
。
大

寄
せ
の
茶
会
を
好
み
、
関
白
と
し
て
イ
ベ
ン
ト
化
し
た
大
茶
会
を
し
ば
し

ば
開
催
し
た
秀
吉
に
と
っ
て
、
効
率
よ
く
茶
会
を
遂
行
す
る
こ
と
は
大
き

な
課
題
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
の
手
段
と
し
て
導
入
し
た
の
が
吸
茶

で
あ
っ
た
。
一
言
で
吸
茶
と
言
っ
て
も
、
当
該
期
の
史
料
か
ら
三
つ
の
パ

タ
ー
ン
が
あ
っ
た
こ
と
が
見
て
と
れ
る
。

　

一
、
客
同
士
が
一
服
を
回
し
飲
む

　

二
、
亭
主
（
茶
頭
を
含
む
）
と
客
と
が
一
服
を
分
け
合
う

　

三
、
各
服
点
て
と
吸
茶
と
の
組
み
合
わ
せ

　

こ
れ
ら
三
つ
の
方
法
は
時
短
効
果
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
参
席
す
る

人
々
の
社
会
的
立
ち
位
置
や
関
係
性
を
も
明
示
す
る
こ
と
に
も
な
り
、
極

め
て
合
理
的
な
手
段
と
し
て
急
速
に
普
及
し
た
。

　

各
服
点
て
か
ら
吸
茶
へ
と
い
う
茶
の
飲
み
方
の
変
容
は
、「
大
名
茶
の

湯
」
か
ら
「
わ
び
茶
」
へ
と
茶
会
の
趣
向
が
変
わ
っ
た
こ
と
に
伴
う
一
大

改
革
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
広
い
座
敷
か
ら
小
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間
へ
、
少
人
数
制
か
ら
大
人
数
を
グ
ル
ー
プ
分
け
し
て
順
次
席
入
り
へ
、

唐
物
絶
対
主
義
か
ら
唐
物
、
和
物
、
高
麗
物
の
ミ
ッ
ク
ス
へ
、
な
ど
茶
会

の
あ
り
よ
う
も
変
わ
っ
て
い
っ
た
。
そ
の
主
た
る
要
因
は
、
室
町
以
来
の

唐
物
名
物
が
失
わ
れ
た
本
能
寺
の
変
を
挟
ん
だ
政
権
移
行
に
あ
る
。
従
っ

て
、
茶
の
飲
み
方
を
含
む
新
し
い
茶
の
湯
誕
生
の
背
景
に
は
、
後
世
の
逸

話
で
流
布
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
利
休
の
好
み
や
思
考
と
い
う
個
人
的
な
問

題
で
は
な
く
、
天
下
人
が
政
治
的
儀
礼
の
中
で
執
り
行
う
茶
会
に
こ
め
た

ス
ト
ー
リ
ー
が
あ
る
の
だ
。
そ
の
ス
ト
ー
リ
ー
の
一
コ
マ
に
利
休
の
好
み

が
採
択
さ
れ
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
が
、
そ
れ
は
決
し
て
主
役
で
は
な

い
。
つ
ま
り
、
主
従
関
係
を
象
徴
す
る
共
同
飲
食
の
持
つ
歴
史
的
意
義
に

即
し
て
茶
会
と
い
う
饗
応
を
捉
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
中
に
吸
茶
の

問
題
も
含
ま
れ
る
の
だ
。
秀
吉
よ
っ
て
導
入
さ
れ
た
当
初
は
、
そ
の
よ
う

な
意
味
を
持
っ
た
吸
茶
で
は
あ
っ
た
が
、
そ
れ
が
家
元
の
茶
道
に
取
り
込

ま
れ
た
時
に
は
、
利
休
の
発
案
か
つ
一
座
建
立
の
象
徴
と
い
う
茶
道
に
即

し
た
ス
ト
ー
リ
ー
が
必
要
と
さ
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
そ
の
結
果
、

江
戸
時
代
の
茶
書
に
書
き
残
さ
れ
た
吸
茶
の
由
来
や
解
説
が
、
茶
道
に
関

わ
る
人
々
の
間
で
珍
重
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
そ
れ
で
ひ
と
つ
の

茶
道
の
歴
史
で
も
あ
る
。
し
か
し
、
史
実
と
は
分
け
て
考
え
る
べ
き
歴
史

で
あ
る
。

　

二
〇
二
〇
年
、
新
型
コ
ロ
ナ
の
蔓
延
に
よ
り
、
回
し
飲
み
を
避
け
る
べ

く
、各
服
点
て
が
復
活
し
た
が
、そ
れ
は
い
わ
ば
信
長
時
代
に
主
流
で
あ
っ

た
伝
統
ス
タ
イ
ル
の
復
興
で
も
あ
る
。
非
常
事
態
に
お
け
る
一
時
的
な
点

前
手
続
き
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
文
献
の
中
だ
け
で
生
き
て
い
る
「
大
名

茶
の
湯
」
の
所
作
を
想
像
す
る
よ
す
が
に
な
る
だ
ろ
う
と
思
う
。

注（1
） 

米
原
正
義
『
天
下
一
名
人　

千
利
休
』（
淡
交
社
、
一
九
九
三
年
）。

（
2
） 

筒
井
紘
一
『
山
上
宗
二
記
を
読
む
』（
淡
交
社
、
一
九
八
七
年
）
や
「
吸
茶
」（『
角

川
茶
道
大
事
典
』
角
川
書
店
、
一
九
九
〇
年
）
な
ど
氏
の
著
作
物
に
し
ば
し
ば
見

ら
れ
る
。

（
3
） 「
ス
イ
茶
」
が
回
し
飲
み
を
意
味
す
る
こ
と
は
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
や
『
日
葡

辞
書
』
な
ど
に
記
さ
れ
て
い
る
。

（
4
） 

熊
倉
功
夫
『
昔
の
茶
の
湯
今
の
茶
の
湯
』（
淡
交
社
、
一
九
八
五
年
）。

（
5
） 

小
林
紘
子
「「
見
聞
記
」
に
見
る
茶
の
点
て
方
と
飲
み
方
」（『
茶
道
文
化
研
究
』

第
七
輯
、
二
〇
一
五
年
）。

（
6
） 

熊
倉
功
夫
「
茶
書
研
究
の
過
去
・
現
在
・
未
来
」（『
茶
の
湯
文
化
学
』
三
十
四
号
、

二
〇
二
〇
年
）。

（
7
） 

熊
倉
功
夫
「
茶
の
湯
の
伝
承
ー
雑
話
・
逸
話
・
咄
」（『
茶
の
湯
研
究
ー
和
比
』
八

号
、
二
〇
一
四
年
）。

（
8
） 
竹
本
千
鶴
『
織
豊
期
の
茶
会
と
政
治
』（
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
六
年
）。「
大
名

茶
の
湯
」
に
か
わ
り
、「
わ
び
茶
」
が
流
行
し
た
背
景
に
は
、
本
能
寺
の
変
に
伴

う
信
長
の
唐
物
名
物
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
崩
壊
、
散
逸
、
消
滅
に
あ
る
。
そ
の
た
め
、

秀
吉
は
亡
君
を
超
越
す
る
よ
う
な
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
形
成
す
べ
く
、
和
物
ク
リ
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エ
ー
タ
ー
の
利
休
を
重
用
し
た
。

（
9
） 『
烏
鼠
集
』
の
翻
刻
と
最
近
の
研
究
は
、『
茶
書
古
典
集
成
一　

初
期
の
和
漢
茶
書
』

（
淡
交
社
、
二
〇
一
九
年
）
に
詳
し
い
。

（
10
） 

二
木
謙
一
『
中
世
武
家
の
作
法
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
九
年
）。

（
11
） 

天
正
三
年
十
月
三
十
日
付
曲
直
瀬
道
三
書
状
。詳
し
く
は
注
８
、第
二
部
第
一
章
。

（
12
） 

注
５
に
同
じ
。

（
13
） 

注
８
に
同
じ
。

（
14
） 『
烏
鼠
集
』
に
よ
れ
ば
、「
無
上
」
は
五
杓
、
さ
ら
に
上
質
な
「
別
儀
」
は
七
杓
だ

が
、
こ
れ
よ
り
少
な
い
場
合
も
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。

（
15
） 『
松
屋
会
記
』
を
校
訂
し
た
永
島
福
太
郎
氏
は
「
次
也
」
の
「
也
」
は
誤
記
で
、

二
口
目
は
秀
長
が
飲
ん
だ
と
注
記
さ
れ
て
い
る
。

（
16
） 『
烏
鼠
集
』
に
は
、
す
べ
て
の
客
人
が
茶
を
喫
し
た
後
、
亭
主
が
再
び
点
前
を
し
、

そ
れ
を
自
身
で
か
し
こ
ま
っ
て
飲
む
時
の
マ
ナ
ー
が
書
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
岡

本
浩
一
「
亭
主
相
伴
の
稽
古
」（『
淡
交
』
二
〇
二
一
年
七
月
号
）
に
よ
れ
ば
、
現

代
の
茶
道
で
も
、
と
り
わ
け
親
し
い
間
柄
で
開
か
れ
る
茶
事
で
「
亭
主
相
伴
」
が

行
わ
れ
る
が
、
そ
の
確
率
は
半
分
く
ら
い
で
、
そ
の
場
に
参
席
す
る
全
員
が
空
気

を
読
み
、
絶
妙
の
タ
イ
ミ
ン
グ
が
生
ま
れ
た
時
に
起
こ
る
「
小
さ
な
奇
跡
」
と
い

う
。

（
17
） 

注
５
に
同
じ
。

（
18
） 

千
々
和
到
「
誓
約
の
場
の
再
発
見
」（『
日
本
歴
史
』
四
二
二
号
、
一
九
八
三
年
）。

（
19
） 

矢
部
健
太
郎
『
豊
臣
政
権
の
支
配
秩
序
と
朝
廷
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
一
年
）

で
は
、
武
家
伝
奏
で
あ
る
晴
豊
と
の
特
殊
な
関
係
を
、
秀
吉
が
あ
え
て
天
皇
の
前

で
表
現
し
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
20
） 

下
物
に
関
す
る
議
論
に
つ
い
て
は
、
保
立
道
久
「
庄
園
制
的
身
分
配
置
と
社
会
史

研
究
の
課
題
」（『
歴
史
評
論
』
三
八
〇
号
、
一
九
八
一
年
）、
筧
雅
博
「
饗
応
と
賄
」

（『
日
本
の
社
会
史　

第
四
巻
』、
岩
波
書
店
、
一
九
八
六
年
）、
原
田
信
男
「
古
代
・

中
世
に
お
け
る
共
食
と
身
分
」（『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
紀
要
』
七
一
集
、

一
九
九
七
年
）
な
ど
に
詳
し
い
。

（
21
） 

注
５
に
同
じ
。

（
22
） 

注
８
に
同
じ
。

（
23
） 

細
川
幽
斎
と
千
利
休
に
よ
る
副
状
は
、
桑
田
忠
親
『
定
本
千
利
休
の
書
簡
』
所
収

の
八
四
号
文
書
（
東
京
堂
出
版
、
一
九
七
一
年
）。

（
24
） 

当
時
の
仕
草
が
片
膝
立
て
で
あ
っ
た
こ
と
は
『
烏
鼠
集
』
に
明
確
に
書
か
れ
て
お

り
、
ま
た
中
村
修
也
「
片
膝
立
て
で
す
る
茶
の
湯　

上
下
」（『
茶
の
湯
文
化
学
』

二
十
八
、二
十
九
号
、
二
〇
一
七
、二
〇
一
八
年
）
で
も
論
証
さ
れ
て
い
る
。

（
25
） 

後
世
の
史
料
に
よ
れ
ば
、
利
休
は
点
前
の
時
、
敷
物
を
畳
に
厚
く
敷
き
、「
両
足

ヲ
折
シ
キ
」
す
な
わ
ち
正
座
を
し
た
と
伝
え
る
（『
茶
湯
古
事
談
』）。
し
か
し
、

真
偽
の
ほ
ど
は
不
明
で
あ
る
。

（
26
） 

詳
し
く
は
注
８
。

（
27
） 

注
１
に
同
じ
。

（
28
） 

津
田
宗
及
の
『
他
会
記
』
永
禄
十
一
年
十
月
二
十
七
日
条
。

（
29
） 

津
田
宗
及
の
『
他
会
記
』
天
正
七
年
正
月
七
日
条
。

（
30
） 

本
文
に
あ
げ
た
二
例
の
ほ
か
、
利
休
好
み
を
象
徴
す
る
長
次
郎
の
赤
樂
茶
碗
や
菓

子
の
麩
の
焼
の
使
用
に
つ
い
て
も
、
記
録
の
上
で
は
利
休
よ
り
山
上
宗
二
の
方
が

ず
っ
と
早
い
こ
と
か
ら
、利
休
が
宗
二
に
倣
っ
た
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る（
神

津
朝
夫
『
山
上
宗
二
記
入
門　

茶
の
湯
秘
伝
書
と
茶
人
宗
二
』
角
川
学
芸
出
版
、

二
〇
〇
七
年
）。

（
31
） 

田
中
仙
堂
『
千
利
休
「
天
下
一
」
の
茶
人
』（
宮
帯
出
版
社
、
二
〇
一
九
年
）
で
は
、

歴
史
上
の
人
物
と
し
て
利
休
を
研
究
す
る
こ
と
を
強
く
意
識
さ
れ
て
い
る
。ま
た
、

利
休
の
二
面
性
に
つ
い
て
は
、
竹
本
千
鶴
『
古
典
で
旅
す
る
茶
の
湯
八
〇
〇
年
史
』

（
淡
交
社
、
二
〇
二
〇
年
）
で
も
少
し
述
べ
て
い
る
。


