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は
じ
め
に

　西
田
幾
多
郎
（
一
八
七
〇
│
一
九
四
五
）
を
通
じ
て
親
交
を
深
め
た
久

松
真
一
（
一
八
八
九
│
一
九
八
〇
）
と
鈴
木
大
拙
（
一
八
七
〇
│
一
九
六

六
）
は
、
と
も
に
禅
者
で
あ
り
、
か
つ
世
界
へ
の
禅
と
日
本
文
化
の
普
及

を
目
指
し
た
人
物
で
あ
る
。
両
者
と
も
禅
が
体
現
化
さ
れ
た
も
の
と
し
て

日
本
文
化
を
理
解
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
殊
に
茶
道
の
日
本
文
化

に
お
け
る
位
置
付
け
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。

　両
者
の
禅
思
想
を
比
較
し
た
研
究
は
、
す
で
に
上
田
閑
照
や
川
村
永
子

ら
に
よ
り
行
わ
れ
て
い
る）

1
（

が
、
茶
道
観
を
比
較
し
た
も
の
は
な
い
。
久
松

の
茶
道
観
に
つ
い
て
は
、
三
村
勉
や
倉
澤
行
洋
、
今
泉
元
司
ら
に
よ
り
こ

れ
ま
で
研
究
さ
れ
て
い
る）

2
（

が
、
大
拙
に
関
し
て
言
え
ば
、
佐
々
木
令
信
に

よ
る
彼
の
茶
道
の
簡
単
な
紹
介
）
3
（

や
、
山
村
賢
明
が
社
会
学
的
観
点
か
ら
論

じ
た
「
母
な
る
文
化
」
説
の
根
拠
を
支
え
る
一
事
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る）

4
（

に
止
ま
り
、
思
想
的
に
論
じ
て
い
る
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
い
状
態
で
あ

る
。
そ
の
要
因
の
一
つ
は
、
久
松
と
比
べ
、
大
拙
の
茶
道
に
関
す
る
言
及

は
単
に
禅
文
化
と
し
て
の
一
つ
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
思
想
的
に
体
系
化
さ

れ
て
い
な
い
こ
と
に
あ
る
だ
ろ
う）

5
（

。
し
か
し
、
後
述
す
る
よ
う
に
大
拙
の

茶
道
観
は
大
拙
の
思
想
全
体
を
端
的
に
反
映
し
て
い
る
と
い
う
点
で
重
要

な
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
そ
れ
を
久
松
と
比
較
す
る
こ
と
で
両
者
の
日
本

文
化
観
や
禅
思
想
の
諸
特
徴
を
浮
き
彫
り
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ

う
。
本
稿
で
は
、
以
上
の
よ
う
な
問
題
意
識
に
基
づ
い
て
、
両
者
の
茶
道

観
を
比
較
・
検
討
し
た
い
。

一

　「無
相
の
自
己
」
に
基
づ
く
茶
道
―
久
松
真
一
の
場
合

　久
松
に
と
っ
て
、
茶
道
は
単
な
る
日
本
文
化
の
一
つ
と
し
て
で
は
な

く
、
我
々
の
生
活
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
よ
う
な
、
さ
ら
に
重
要
性
を
帯

び
た
文
化
と
し
て
認
識
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
彼
が
自
ら
の
生
活
内
や
、
指

〈
研
究
論
文
１
〉

大

　持

　ほ
の
か

　

　久
松
真
一
と
鈴
木
大
拙
に
お
け
る
茶
道
観
の
比
較
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成
す
る
七
つ
の
性
格
が
全
て
表
現
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
無
相
の
自
己
に

基
づ
い
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　ま
た
、
久
松
の
説
く
と
こ
ろ
の
無
相
の
自
己
は
、
禅
院
に
お
け
る
禅
僧

の
よ
う
に
個
々
の
人
間
が
悟
る
だ
け
の
内
向
き
な
も
の
に
止
ま
ら
ず
、
そ

こ
か
ら
さ
ら
に
主
体
的
に
外
の
世
界
へ
と
関
わ
り
、
創
造
し
て
い
く
よ
う

な
積
極
性
を
持
つ
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
る
。
故
に
、
禅
と
茶
と
の
関
係

は
、
利
休
ら
に
お
い
て
自
覚
さ
れ
た
無
相
の
自
己
が
、「
佗
」
と
い
う
規

範
と
し
て
現
わ
れ
、
一
般
の
民
衆
の
間
で
佗
茶
と
佗
禅
が
形
成
さ
れ
た
の

で
あ
る
。
禅
は
茶
道
に
よ
っ
て
民
衆
へ
と
広
ま
る
こ
と
と
な
り
、
茶
道
も

ま
た
禅
に
よ
っ
て
そ
の
性
格
を
形
成
し
直
す
こ
と
と
な
り
、
ま
た
そ
の
根

本
が
同
一
な
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
日
本
文
化
に
お
け
る
茶
禅
一
味
が
成

立
し
た
、
と
い
う
の
が
久
松
の
理
解
で
あ
る）

8
（

。

　茶
道
に
は
、
茶
道
具
等
の
有
形
の
も
の
、
そ
し
て
礼
儀
作
法
等
の
無
形

の
も
の
と
あ
る
が
、
そ
の
根
底
に
あ
る
無
相
の
自
己
が
表
現
さ
れ
て
い
る

と
こ
ろ
に
、
人
は
茶
道
の
真
髄
を
見
出
す
。
こ
の
無
相
の
自
己
は
、
歴
史

的
に
考
え
れ
ば
千
利
休
ら
の
よ
う
な
古
の
茶
人
ら
の
も
の
で
あ
る
の
だ

が
、
こ
こ
に
表
現
さ
れ
る
無
相
の
自
己
は
、
我
々
一
個
人
の
も
の
と
し
て

認
識
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
、
久
松
の
茶
道
観
の
特
徴
が
あ
る
と
考
え
る
。

我
々
は
自
ら
に
備
わ
る
無
相
の
自
己
を
、
茶
道
具
等
に
表
わ
れ
る
そ
の
自

己
そ
の
も
の
の
上
に
見
出
し
、
自
覚
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、

全
て
が
無
相
の
自
己
を
基
盤
と
し
て
、
ま
た
そ
れ
に
還
っ
て
く
る
と
い
う

構
造
に
な
っ
て
い
る
。

　久
松
が
「
点
前
一
つ
、
茶
碗
一
つ
、
露
地
一
つ
に
し
て
も
、
そ
の
中
に

導
者
と
し
て
茶
道
団
体
・
京
都
大
学
心
茶
会
）
6
（

で
の
活
動
を
通
じ
て
、
実
践

的
に
茶
道
に
取
り
組
ん
で
い
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

　一
般
的
に
考
え
れ
ば
、
生
活
は
全
て
の
人
間
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
普

遍
的
で
あ
り
、
茶
道
は
一
部
の
人
に
の
み
行
わ
れ
る
特
殊
な
も
の
で
あ
っ

て
、
生
活
の
一
部
と
し
て
し
か
認
知
さ
れ
得
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が

ら
、
久
松
は
茶
道
を
全
生
活
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
る
。
茶
道
と

日
常
生
活
と
の
一
体
化
を
主
張
す
る
の
は
、
茶
道
に
は
禅
の
修
行
を
通
じ

て
自
覚
さ
れ
る
よ
う
な
、
人
間
性
の
根
底
に
あ
る
も
の
、
す
な
わ
ち
全
て

の
人
に
共
通
す
る
普
遍
性
を
持
つ
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

　こ
の
根
底
に
あ
る
も
の
を
、
久
松
は
「
無
相
の
自
己
」
と
い
う
語
で
表

現
す
る
。
無
相
の
自
己
は
、
外
に
お
け
る
自
己
と
他
者
、
内
に
お
け
る
生

死
等
の
よ
う
に
人
間
が
自
ず
か
ら
持
ち
合
わ
せ
る
差
別
を
徹
底
的
に
否
定

し
尽
く
し
た
と
こ
ろ
に
現
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
自
覚
す
る
た

め
、
禅
で
は
公
案
や
坐
禅
と
い
っ
た
方
法
を
用
い
る
が
、
茶
道
で
は
茶
道

の
点
前
喫
茶
の
一
連
の
動
き
と
、
そ
れ
を
形
作
る
茶
道
具
等
を
通
じ
て
こ

れ
を
試
み
る
。

　久
松
に
よ
れ
ば
、
お
茶
を
飲
む
と
い
う
行
為
を
通
し
て
創
造
さ
れ
た
茶

道
文
化
に
は
、「
無
」
す
な
わ
ち
無
相
の
自
己
を
根
底
と
し
た
不
均
斉•

簡
素•

枯
高•

自じ

然ね
ん•

幽
玄•

脱
俗•

静
寂
の
七
つ
の
性
格
全
て
が
、

総
合
的
に
備
わ
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い）

7
（

。
茶
道
を
行
う
人
が
自
覚
す

る
無
相
の
自
己
は
、
人
間
の
根
源
的
主
体
と
し
て
積
極
的
に
新
た
な
も
の

を
創
造
す
る
こ
と
か
ら
、
自
ず
と
茶
道
文
化
全
般
に
現
わ
れ
る
。
ま
た
、

そ
の
本
質
た
る
主
体
が
茶
道
に
表
現
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
を
構
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を
あ
り
の
ま
ま
に
使
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
感
じ
ら
れ
る
と
言
う
。

　大
拙
が
「
自
然
」
の
語
を
用
い
る
際
に
は
、
本
性
と
し
て
の
自じ

然ね
ん

と
客

観
的
世
界
の
自
然
と
い
う
二
つ
の
意
味
が
含
ま
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
は
一

体
不
二
の
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
来
自
然
と
合

一
し
て
い
る
は
ず
の
一
個
人
は
、
自
然
を
客
観
的
に
捉
え
、
自
己
と
対
峙

す
る
も
の
と
し
て
考
え
て
い
る
た
め
、
そ
れ
を
自
覚
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、

自
然
と
接
し
て
、
自
然
を
愛
す
る
手
段
と
す
る
具
体
的
な
る
も
の
の
一
つ

が
茶
道
で
あ
る
。

　大
拙
に
よ
れ
ば
、
我
々
人
間
は
、
自
然
と
い
う
環
境
な
し
で
は
生
ま
れ

る
こ
と
も
生
き
る
こ
と
も
で
き
な
い
肉
体
を
持
つ
、
言
わ
ば
自
然
に
よ
っ

て
成
り
立
っ
て
い
る
存
在
と
し
て
認
識
さ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
自
然
は
、

そ
れ
自
体
が
「
働
き
そ
の
も
の
」
と
し
て
主
体
的
に
活
動
し
て
お
り
、
全

く
他
に
合
わ
せ
る
こ
と
を
せ
ず
、
自
由
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
主
体
性
を

持
つ
も
の
こ
そ
、
禅
に
求
め
ら
れ
る
人
が
本
来
あ
る
べ
き
姿
で
あ
り
、「
生

の
根
源
」
た
る
自
然
を
自
覚
す
る
こ
と
に
よ
り
、
体
得
す
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
あ
る
。
大
拙
が
「
親
し
み
は
や
は
ら
ぎ
で
あ
る）
12
（

」
と
い
う
の
も
、

茶
庭
や
茶
室
な
ど
も
含
め
た
茶
道
具
全
般
に
お
い
て
、
こ
の
生
の
根
源
が

表
現
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
自
然
へ
の
「
親
し
み
」
を
感
じ
る
と
と
も

に
、
生
の
根
源
へ
と
自
ら
が
還
る
と
い
う
「
生
の
感
覚
）
13
（

」
と
し
て
の
和
ら

ぎ
を
感
じ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
大
拙
は
「
茶
は
人
間
の
生
存
が
許
し

得
る
と
こ
ろ
迄
自
然
に
還
つ
て
、
自
然
と
一
つ
に
な
り
た
い
と
い
ふ
、
吾

〻
の
心
奥
に
感
じ
る
憧
憬
の
美
的
表
現
で
あ
る）
14
（

」
と
し
て
茶
道
を
捉
え
る

の
で
あ
る
。

謙
虚
に
自
分
を
見
い
だ
そ
う
と
す
る）

9
（

」
と
言
う
の
も
、
謙
虚
に
見
る
と
い

う
こ
と
は
、
我
を
捨
て
て
主
体
的
に
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
、

す
で
に
自
ら
の
内
に
立
ち
還
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
な
お
、
謙
虚
に
見
る
と
い
う
の
は
、
無
相
の
自
己
に
即
応
し
よ
う
と

い
う
こ
と
な
の
で
、
視
覚
的
な
も
の
に
限
ら
ず
、
茶
道
に
お
け
る
一
切
の

も
の
と
、
五
感
及
び
意
全
体
を
通
じ
て
接
す
る
と
い
う
意
味
合
い
で
理
解

す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
茶
道
具
・
茶
室
・
露
地
な
ど
の
鑑
賞
は
「
た
だ
見

る
だ
け
で
は
な
く
、
使
う
こ
と
に
よ
っ
て
観み

る
と
い
う
こ
と
が
大
切
で
あ

る
）
10
（

」
と
言
う
の
も
、
対
象
的
で
は
な
く
主
体
的
に
捉
え
な
け
れ
ば
、
そ
れ

ら
を
表
面
的
に
し
か
見
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
よ
っ
て
、

久
松
は
、
茶
道
と
い
う
一
つ
の
契
機
に
基
づ
き
表
現
す
る
主
体
に
お
い

て
、
日
本
文
化
の
本
質
、
つ
ま
り
は
無
相
の
自
己
を
直
接
的
に
把
握
す
る

こ
と
を
主
張
す
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
全
く
の
自
力
に
よ
る
無
相
の
自
己

の
自
覚
が
な
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
し
て
、
心
茶
会
で
は
、
以
上
で
述

べ
た
よ
う
な
茶
道
、
つ
ま
り
佗
茶
を
通
じ
て
自
力
的
に
本
来
の
自
己
に
目

覚
め
、
そ
こ
か
ら
ま
た
日
常
の
生
活
を
形
作
る
と
い
う
理
想
の
も
と
、
茶

道
を
実
践
し
て
い
く
在
り
方
が
提
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

二

　「自
然）
11
（

」
に
基
づ
く
茶
道
観
―
鈴
木
大
拙
の
場
合

　茶
道
に
お
け
る
人
間
関
係
や
茶
道
具
を
含
め
た
周
り
の
環
境
に
お
い

て
、
そ
の
中
核
を
成
す
も
の
を
、
大
拙
は
「
和
ら
ぎ
（
や
は
ら
ぎ
、
和
と

い
う
語
も
用
い
る
が
、
こ
こ
で
は
和
ら
ぎ
に
統
一
す
る
）」
と
い
う
語
に

よ
っ
て
表
わ
す
。
こ
の
和
ら
ぎ
は
、
自
然
の
も
の
、
例
え
ば
木
や
石
な
ど
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へ
と
立
ち
還
る
こ
と
と
な
る
。
大
拙
は
生
命
を
霊
性
と
い
う
語
を
用
い
て

表
す
。
霊
性
は
普
遍
性
を
持
つ
も
の
だ
が
、
こ
れ
が
思
想
上
に
現
わ
れ
る

場
合
は
各
民
族
の
特
殊
性
が
現
わ
れ
、
日
本
で
は
日
本
的
霊
性
に
基
づ
く

禅
が
生
じ
た
と
主
張
す
る）
18
（

。
茶
道
も
、
以
上
の
よ
う
な
自
然
と
人
間
と
の

触
れ
合
い
に
よ
っ
て
、
そ
の
生
の
根
源
を
見
出
そ
う
と
す
る
こ
と
か
ら
、

日
本
の
大
地
に
立
脚
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。
ま
た
、
大
拙
は
、
自

然
、
霊
性
な
ど
の
語
を
用
い
て
茶
道
を
捉
え
て
い
る
が
、
そ
れ
は
禅
を
説

明
す
る
際
も
同
様
で
あ
る
。
勿
論
、
茶
道
は
禅
文
化
の
一
つ
で
あ
る
も
の

の
、
自
然
と
の
一
体
感
が
他
の
禅
文
化
と
比
べ
て
よ
り
中
心
的
、
具
体
的

に
論
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
大
拙
を
考
え
る
上
で
、
茶
道
は
重
要
な

問
題
と
な
り
、
こ
こ
に
彼
の
茶
道
観
を
捉
え
る
必
要
性
が
出
て
く
る
。
日

本
的
霊
性
の
表
現
そ
の
も
の
で
あ
る
禅
は
、
具
体
的
な
る
大
地
と
の
密
接

な
関
係
の
上
に
さ
ら
に
茶
道
と
し
て
自
ら
を
表
現
し
た
。
日
本
的
霊
性

が
、
禅
と
し
て
、
さ
ら
に
は
茶
道
と
し
て
、
日
本
の
大
地
、
自
然
に
お
い

て
展
開
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、「
茶
室
の
精
神
は
ど
う
し
て

も
日
本
人
の
環
境
、
日
本
人
の
性
格
、
日
本
産
の
材
料
で
な
く
し
て
は
表

現
の
可
能
性
を
も
た
ぬ）
19
（

」
と
言
い
、「
…
…
日
本
的
環
境
に
お
か
れ
る
と

き
、
茶
室
又
は
日
本
の
建
築
は
、
本
然
の
美
を
思
ふ
存
分
に
表
現
す
る）
20
（

」

と
し
て
、
大
拙
は
日
本
の
大
地
及
び
自
然
環
境
と
の
密
接
な
関
係
の
上

に
、
茶
道
を
理
解
す
る
の
で
あ
る
。

三

　茶
道
観
の
比
較

　右
記
の
内
容
を
踏
ま
え
た
上
で
、
久
松
真
一
と
鈴
木
大
拙
の
茶
道
観
に

　ま
た
、
茶
道
に
お
け
る
和
ら
ぎ
は
、
五
感
の
中
で
も
触
覚
、
つ
ま
り
手

を
通
じ
て
感
じ
る
も
の
で
あ
る
と
大
拙
は
言
う
。
そ
の
例
と
し
て
茶
碗
を

挙
げ
る
と
、
ま
ず
視
覚
的
に
見
た
場
合
、
茶
碗
の
色
や
形
な
ど
に
注
目
す

る
こ
と
と
な
る
。
視
覚
だ
け
で
は
、
茶
碗
す
な
わ
ち
も
の
と
自
己
と
の
間

に
隔
た
り
が
あ
り
、
主
客
が
未
だ
あ
る
状
態
と
も
言
え
る
。
一
方
、
肉
体

の
一
部
で
あ
る
手
を
通
し
て
触
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
も
の
と
自
己
と
の

境
目
を
な
く
し
、
直
接
触
れ
合
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
大
拙
が
「
両
方

の
手
の
平
で
茶
碗
の
肌
を
感
ず
る
。
茶
碗
か
ら
茶
を
の
む
と
云
ふ
よ
り

も
、
両
手
で
掬
ひ
上
げ
て
茶
を
の
む
と
云
つ
た
方
が
よ
い）
15
（

」
と
述
べ
て
い

る
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
す
で
に
茶
碗
と
両
手
と
の
境
界
は
存
在
し
な
い
。

つ
ま
り
、「
生
の
根
源
」
で
あ
る
自
然
が
表
現
さ
れ
た
茶
碗
を
、
実
際
に

両
手
全
体
で
感
じ
る
こ
と
で
、
そ
の
自
然
を
直
に
感
じ
、
自
然
と
一
体
に

な
り
、
主
客
未
分
の
状
態
に
立
ち
還
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　大
拙
の
言
う
茶
道
に
お
い
て
自
ら
の
肉
体
が
感
じ
る
あ
り
の
ま
ま
の
感

覚
は
、
大
地
に
結
び
つ
く
と
考
え
ら
れ
る
。「
人
間
は
大
地
に
お
い
て
自

然
と
人
間
と
の
交
錯
を
経
験
す
る）
16
（

」
と
言
う
よ
う
に
、
大
地
を
中
心
と
し

て
、
自
然
と
人
間
と
の
関
係
は
理
解
さ
れ
る
と
言
っ
て
も
よ
い
。
こ
こ
で

大
拙
が
言
う
と
こ
ろ
の
「
大
地
」
は
実
に
具
体
的
な
大
地
そ
の
も
の
を
指

し
て
い
る
。
茶
道
に
お
い
て
和
ら
ぎ
を
感
じ
る
具
体
的
な
自
然
は
、
こ
の

大
地
に
根
ざ
し
て
い
る
。
大
地
と
は
、
大
拙
に
と
っ
て
生
の
根
源
た
る
生

命
力
そ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
人
間
も
「
大
地
と
自
分
と
は
一
つ
も

の
で
あ
る
。
大
地
の
底
は
自
分
の
存
在
の
底
で
あ
る
。
大
地
は
自
分
で
あ

る
）
17
（

」
と
し
て
、
大
地
や
そ
れ
を
基
盤
と
す
る
自
然
と
同
じ
く
、
生
の
根
源
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特
徴
的
と
言
え
る
。

　一
方
、
大
拙
は
茶
室
を
例
と
し
て
挙
げ
、
そ
の
「
材
料
の
如
何
に
よ
り

て
、
内
容
精
神
を
よ
り
容
易
に
、
よ
り
完
全
に
、
よ
り
表
現
的
に
表
現
せ

し
む
る）
24
（

」
と
言
う
。
こ
こ
に
お
い
て
、
彼
が
「
表
現
材
料
」
と
い
う
具
体

的
な
る
も
の
に
着
目
し
て
い
る
と
い
う
点
が
特
徴
的
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

こ
の
表
現
材
料
、
茶
室
に
つ
い
て
言
え
ば
木
や
竹
は
、
自
然
の
状
態
、
つ

ま
り
作
為
以
前
の
あ
り
の
ま
ま
で
あ
る
こ
と
が
理
想
的
で
あ
る
と
言
う
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、「
丸
太
の
柱
は
そ
の
ま
ま
に
使
は
れ
得
る
自
然
性

の
あ
る
こ
と
。
曲
が
れ
る
は
曲
が
れ
る
ま
ま
、
直
き
は
直
き
ま
ま
に
、
そ

の
性
に
応
じ
て
、
適
材
適
所
に
な
り
得
る
こ
と
。
人
為
の
工
夫
を
余
り
加

へ
な
く
て
よ
い
こ
と
。
打
見
た
る
と
こ
ろ
何
の
造
作
も
い
ら
ぬ
如
く
な
る

こ
と
。
不
均
斉
が
人
工
で
な
く
て
天
然
な
る
こ
と）
25
（

」
と
、
明
確
に
言
及
さ

れ
て
い
る
。
ま
た
、
木
や
竹
に
備
わ
る
固
有
の
和
ら
ぎ
を
そ
の
ま
ま
用
い

る
こ
と
は
、
触
覚
を
通
し
て
そ
の
茶
室
内
に
い
る
人
々
に
も
和
ら
ぎ
を
も

た
ら
す
。「
直
線
や
直
角
の
組
合
せ
だ
け
で
な
く
て
、
そ
の
間
に
自
然
の

曲
線
を
入
れ
て
、
全
体
の
上
に
な
だ
ら
か
な
気
分
を
出
す
と
、
そ
の
中
に

ゐ
る
人
間
も
自
ら
其
気
を
吸
ふ
も
の
で
あ
る）
26
（

」
と
し
て
、
自
然
か
ら
自
己

へ
と
そ
の
和
ら
ぎ
が
伝
播
し
て
、
一
体
化
が
な
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

　ま
た
、
美
と
し
て
の
側
面
を
茶
道
に
求
め
る
か
否
か
の
点
に
つ
い
て

も
、
両
者
の
間
に
は
相
違
が
あ
る
。
久
松
は
、
美
的
側
面
も
茶
道
文
化
に

お
い
て
必
要
不
可
欠
な
要
素
で
あ
る
と
の
認
識
を
示
す
。
彼
に
と
っ
て
茶

道
は
、
無
相
の
自
己
に
基
づ
く
故
、
宗
教
性
・
道
徳
性
・
芸
術
性
な
ど
を

全
て
含
ん
だ
一
つ
の
総
合
的
文
化
体
系
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
久
松
は
茶

つ
い
て
、
よ
り
具
体
的
な
事
例
を
元
に
比
較
し
て
み
る
。

　ま
ず
、
久
松
に
と
っ
て
、「
自
然
」
は
茶
道
文
化
に
備
わ
る
七
つ
の
性

格
（
不
均
斉•

簡
素•

枯
高•

自じ

然ね
ん•

幽
玄•

脱
俗•

静
寂
）
の
内
の

一
つ
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、「
自じ

然ね
ん

」
は
、「
技
巧
的
・
意
識
的
・

人
為
的
な
も
の
の
否
定
と
し
て
の
、
た
く
ま
な
い
・
わ
ざ
と
ら
し
く
な

い
・
う
ぶ
な
・
無
心
・
無
念
と
い
う
よ
う
な
も
の
の
美
し
さ）
21
（

」
と
し
て
定

義
さ
れ
る
。
そ
れ
は
無
相
の
自
己
に
基
づ
い
て
計
算
し
尽
く
さ
れ
た
も
の

で
も
あ
り
、
作
意
を
凝
ら
し
つ
つ
も
作
意
を
感
じ
さ
せ
な
い
と
こ
ろ
に
表

わ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
自
然
は
、
茶
道
具
の
み
な
ら
ず
、
点
前
に
お

け
る
動
作
・
仕
草
に
お
い
て
も
同
様
に
現
わ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
さ

れ
、
茶
道
に
関
連
す
る
全
般
に
見
出
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
こ
で
は
、

一
貫
し
て
環
境
と
し
て
の
自
然
に
対
す
る
言
及
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
か

ら
、
彼
に
と
っ
て
は
自
然
そ
の
も
の
よ
り
も
、
自
己
そ
の
も
の
の
根
底
に

あ
る
「
無
相
の
自
己
」
こ
そ
重
視
さ
れ
る
べ
き
事
柄
な
の
で
あ
る
。
例
え

ば
、
桂
離
宮
と
修
学
院
離
宮
と
を
比
較
す
る
際
も
、
自
然
と
融
和
し
て
い

る
修
学
院
離
宮
よ
り
も
、
自
然
を
活
用
し
な
い
、「
背
景
の
無
い
」
と
こ

ろ
に
作
っ
た
桂
離
宮
を
、
よ
り
独
自
性
を
持
つ
も
の
と
し
て
高
く
評
価
し

て
い
る）
22
（

。
こ
こ
に
お
い
て
、
あ
る
が
ま
ま
の
自
然
は
否
定
さ
れ
、
か
え
っ

て
洗
練
さ
れ
た
作
為
の
な
い
作
為
が
肯
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
だ
か
ら

こ
そ
、
久
松
は
「
自
然
に
な
い
理
想
的
な
も
の
を
作
る
と
こ
ろ
に
芸
術
の

創
作
的
意
義
）
23
（

」
が
あ
る
と
し
て
、
自
然
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
あ
る
無
相
の

自
己
こ
そ
が
、
茶
道
を
形
成
し
得
る
も
の
と
考
え
る
。
久
松
の
場
合
、
徹

底
し
て
環
境
と
し
て
の
自
然
を
排
除
し
て
、
茶
道
論
を
進
め
て
い
る
点
が
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財
を
問
わ
ず
、「
創
造
し
な
が
ら
保
存
し
て
ゆ
く）
30
（

」
こ
と
に
よ
り
、
後
世

の
人
々
が
覚
す
る
一
つ
の
契
機
を
与
え
続
け
る
こ
と
と
な
る
。

　反
対
に
、
大
拙
は
、「
茶
人
の
嗜
好
は
寧
ろ
美
そ
の
も
の
よ
り
も
や
は

ら
ぎ
と
云
ふ
や
う
な
人
情
的
な
も
の
に
気
を
引
か
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で

な
い
か）
31
（

」
と
し
て
、
茶
道
に
お
け
る
美
の
位
置
付
け
に
対
し
て
懐
疑
的
で

あ
る
。
美
よ
り
も
、
生
の
根
源
と
即
す
る
こ
と
に
よ
り
感
じ
ら
れ
る
和
ら

ぎ
に
こ
そ
、
茶
道
の
価
値
が
見
出
せ
る
と
す
る
。
こ
の
よ
う
な
和
ら
ぎ
に

最
も
近
い
の
は
、
貧
し
い
人
で
あ
る
と
大
拙
が
言
う
の
は
、
世
俗
的
な
価

値
観
に
束
縛
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
自
然
と
の
密
接
な
関
係
の
生
き
て
い
る

こ
と
に
よ
る
。
貧
し
き
者
は
所
有
す
る
物
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
己
の
身
一

つ
で
あ
り
、
物
で
は
な
く
置
か
れ
て
い
る
環
境
の
自
然
と
の
直
接
的
な
関

係
を
通
じ
て
、「
生
の
根
源
」
す
な
わ
ち
主
体
者
と
し
て
の
自
己
を
自
覚

す
る
。
そ
れ
故
、
大
拙
は
、「
貧
し
き
者
の
か
け
茶
碗
の
中
に
は
、
活
き

た
人
が
ゐ
る）
32
（

」
と
言
い
、
貧
し
き
者
は
す
で
に
覚
し
て
い
る
状
態
に
描
か

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
究
極
的
に
は
「
人
間
は
色
〻
の
道
具
を

作
る
が
、
い
つ
も
茶
道
具
な
し
の
世
界
を
慕
ふ
）
33
（

」
と
ま
で
言
い
切
る
。
形

に
と
ら
わ
れ
ず
、
本
来
無
一
物
で
あ
る
人
が
自
由
自
在
に
生
き
生
き
と
生

活
す
る
こ
と
を
主
張
し
、
つ
い
に
は
茶
道
具
な
ど
の
形
も
必
要
な
い
と
す

る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
最
終
的
に
は
具
体
的
な
茶
道
具
等
の
媒
介

と
す
る
も
の
も
な
く
な
り
、
自
然
に
即
し
た
、
主
体
性
を
持
つ
自
己
の
み

に
徹
底
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　以
上
二
点
に
お
い
て
、
両
者
の
茶
道
観
を
比
較
し
て
き
た
。
こ
れ
ら
の

具
体
的
な
事
例
を
通
し
て
、
一
方
は
無
相
の
自
己
同
士
の
関
係
の
内
に
、

道
箴
）
27
（

に
お
い
て
、
彼
な
り
の
新
し
い
「
茶
の
十
徳
）
28
（

」
す
な
わ
ち
茶
道
に
よ

る
十
個
の
徳
を
打
ち
出
し
て
い
る
。
そ
の
一
つ
目
こ
そ
、「
綜
合
的
に
日

本
文
化
を
行
ず
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
久
松
の
茶
の
十
徳

内
に
は
、
禅
に
参
ず
る
こ
と
や
、
道
徳
・
礼
儀
作
法
の
向
上
な
ど
の
無
形

の
も
の
と
と
も
に
、
茶
道
具
な
ど
の
有
形
の
も
の
に
つ
い
て
も
触
れ
ら
れ

て
い
る
。
例
え
ば
、
九
つ
目
に
「
文
化
財
の
保
存
」
と
あ
り
、
茶
道
は
有

形
・
無
形
の
日
本
特
有
の
文
化
財
を
、
後
世
の
た
め
保
存
す
る
と
い
う
役

割
を
担
う
も
の
と
位
置
付
け
ら
れ
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
茶
道
を

通
し
て
、
我
々
は
茶
人
ら
の
創
造
物
に
現
わ
れ
る
無
相
の
自
己
を
自
覚
で

き
る
、
と
久
松
は
言
う
。
茶
道
に
お
け
る
有
形
の
文
化
財
に
美
を
見
出
す

の
は
、
そ
の
「
…
…
根
源
に
は
、
佗
そ
の
も
の
の
芸
術
が
あ
る）
29
（

」、
つ
ま

り
無
相
の
自
己
が
そ
こ
に
働
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
無
形
の
も

の
に
お
い
て
も
、
例
え
ば
点
前
作
法
は
、
そ
れ
を
行
う
人
の
内
に
あ
る
無

相
の
自
己
が
現
わ
れ
て
い
る
と
い
う
点
に
、
道
徳
的
美
を
見
出
す
と
言

う
。
し
か
し
、
人
の
上
に
成
り
立
つ
と
い
う
こ
と
は
、
当
人
を
含
め
無
相

の
自
己
を
自
覚
す
る
人
が
い
な
く
な
れ
ば
存
在
し
な
く
な
る
文
化
財
で
も

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
大
拙
は
永
遠
に
変
わ
ら
ず
そ
こ
に
あ
る
自
然
環
境

に
お
い
て
自
己
を
捉
え
る
が
、
久
松
の
場
合
で
は
難
し
い
。
そ
れ
故
、
久

松
は
有
形
の
文
化
財
と
し
て
の
保
存
を
行
う
こ
と
は
、
後
世
の
人
々
の
た

め
に
必
要
な
も
の
と
捉
え
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
文
化
財
を

通
じ
て
自
覚
さ
れ
た
無
相
の
自
己
は
、
同
時
に
我
々
の
全
生
活
に
わ
た
っ

て
主
体
的
に
働
き
出
す
こ
と
に
な
り
、
有
形
・
無
形
の
新
た
な
文
化
財
を

創
造
し
て
い
く
。
こ
こ
に
至
り
、
茶
道
は
、
今
後
も
有
形
・
無
形
の
文
化
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が
あ
る
。
な
お
、
両
者
の
共
通
点
や
思
想
的
影
響
も
含
め
た
総
合
的
な
考

察
は
、
今
後
の
課
題
と
す
る
。
国
際
的
な
視
野
を
持
つ
近
代
の
思
想
家
た

ち
が
ど
の
よ
う
な
視
点
か
ら
日
本
文
化
に
つ
い
て
論
じ
て
き
た
の
か
を
考

察
す
る
こ
と
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
注
目
さ
れ
る
現
代
の
日
本
文
化
研
究

の
意
義
を
改
め
て
考
え
直
す
上
で
、
大
き
な
示
唆
を
与
え
る
も
の
と
思
わ

れ
る
。

　＊

　本
稿
で
用
い
た
全
集
・
著
作
集
は
、『
増
補

　久
松
真
一
著
作
集
』（
法
藏
館
、

池
長
澄
他
編
、
一
九
九
五
│
一
九
九
六
年
、
全
九
巻
・
別
巻
一
）
と
『
鈴
木
大
拙

全
集
』（
岩
波
書
店
、
久
松
真
一
・
古
田
紹
欽
・
山
口
益
編
、
一
九
六
八
│
一
九
七

一
年
、
全
三
〇
巻
・
別
巻
一
・
二
）
で
あ
る
。
以
下
、『
久
松
著
作
集
』『
鈴
木
全
集
』

と
略
す
。

　＊

　本
稿
で
は
、
引
用
文
・
論
文
名
等
を
全
て
新
字
体
に
統
一
し
た
。

　（1
）
上
田
閑
照
「
禅
と
世
界

│
西
田
・
大
拙
・
久
松
・
西
谷
に
即
し
て

│
」、

川
村
永
子
「
禅
と
キ
リ
ス
ト
教

│
西
田
・
大
拙
・
久
松
・
西
谷
の
場
合

│
」

（
共
に
『
禅
と
現
代
世
界
』（
禅
文
化
研
究
所
、
一
九
九
七
年
）
所
収
）
で
は
、

大
拙
と
久
松
だ
け
で
な
く
、
西
田
幾
多
郎
と
西
谷
啓
治
も
比
較
対
象
と
し
て
含

め
て
、
彼
ら
の
禅
思
想
に
お
け
る
相
違
点
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。

　（2
）
三
村
勉
（「
抱
石
先
生
の
茶
道
観
」『
理
想
』
四
二
四
号
、
理
想
社
、
一
九
六

八
年
、
四
〇
│
四
七
頁
）、
倉
澤
行
洋
（「
抱
石
先
生
の
心
茶
の
世
界
」『
久
松
著

作
集

　別
巻
』
一
九
九
六
年
、
五
一
九
│
五
四
二
頁
）、
今
泉
元
司
（「
茶
道
と
禅
」

『
人
生
と
宗
教
：
西
村
恵
信
教
授
還
暦
記
念
文
集
』
禅
文
化
研
究
所
、
二
四
四
│

二
四
八
頁
）
ら
は
、
心
茶
会
で
の
活
動
に
参
加
し
て
い
た
人
物
で
あ
り
、
久
松

の
茶
道
論
を
実
践
と
理
論
の
両
面
か
ら
よ
く
理
解
し
て
い
る
。
彼
ら
の
研
究
を

含
め
、
こ
れ
ま
で
の
久
松
の
茶
道
に
関
す
る
研
究
は
、
久
松
の
茶
道
思
想
が
そ

の
禅
の
精
神
や
実
践
を
基
盤
と
し
て
成
立
し
て
い
た
こ
と
は
指
摘
す
る
も
の
の
、

久
松
の
茶
道
思
想
の
固
有
の
意
義
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
禅
に
基
づ
く

も
う
一
方
は
自
然
と
自
己
と
の
関
係
の
内
に
茶
道
を
考
え
て
い
る
故
に
、

相
違
が
生
じ
た
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

お
わ
り
に

　以
上
、
久
松
真
一
と
鈴
木
大
拙
の
茶
道
観
に
つ
い
て
論
じ
て
き
た
が
、

両
者
の
茶
道
理
解
は
そ
の
基
盤
と
す
る
も
の
に
よ
っ
て
異
な
る
こ
と
が
明

ら
か
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
久
松
は
徹
底
し
た
自
己
へ
の
還
元
に
お
い

て
、
大
拙
は
自
然
と
自
己
と
の
密
接
な
関
係
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
茶
道

文
化
を
捉
え
た
。

　久
松
の
場
合
、
茶
道
は
全
人
類
に
備
わ
る
無
相
の
自
己
を
根
柢
と
し
た

も
の
と
し
て
普
遍
性
を
持
ち
、
ま
た
日
常
生
活
と
深
く
結
び
つ
く
こ
と
に

よ
り
、
宗
教
・
倫
理
・
芸
術
等
が
含
ま
れ
る
一
大
総
合
文
化
体
系
と
し
て

理
解
さ
れ
る
。
茶
道
の
根
柢
に
あ
る
無
相
の
自
己
の
普
遍
性
に
お
い
て
、

久
松
は
日
本
独
自
の
文
化
と
し
て
の
認
識
を
超
え
、
日
本
文
化
の
枠
組
み

を
日
本
か
ら
世
界
へ
と
広
げ
た
。
日
本
文
化
と
し
て
の
茶
道
に
対
し
て
、

新
た
な
価
値
を
付
与
し
た
と
い
う
点
に
、
久
松
の
茶
道
論
が
画
期
的
で
あ

る
と
す
る
理
由
が
あ
り
、
今
後
の
久
松
研
究
の
課
題
の
一
つ
と
な
る
の
で

は
な
い
か
と
考
え
る
。

　一
方
、
大
拙
は
、
日
本
の
自
然
環
境
と
そ
こ
か
ら
生
じ
る
性
格
や
材
料

に
よ
っ
て
、
茶
道
文
化
が
成
り
立
っ
て
い
る
と
し
て
、
茶
道
は
日
本
文
化

に
お
け
る
特
殊
な
現
わ
れ
の
一
つ
と
す
る
。
大
地
や
自
然
に
基
づ
い
て
文

化
を
説
く
と
こ
ろ
に
彼
の
独
自
性
が
現
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
思
想
が
茶
道

以
外
の
日
本
文
化
に
お
い
て
も
同
様
に
現
わ
れ
て
い
る
か
検
討
す
る
必
要
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心
を
行
っ
た
り
、
会
員
を
「
清
衆
」
と
呼
ん
だ
り
と
、
禅
と
茶
道
と
の
融
合
が

な
さ
れ
た
茶
道
を
実
施
し
て
い
た
。

　（7
）
久
松
真
一
「
茶
道
文
化
の
性
格
」『
久
松
著
作
集

　第
四
巻
』
一
九
九
五
年
、

五
九
│
六
一
、
六
七
頁
。

　（8
）
久
松
「
茶
道
と
仏
教
」
同
、
二
八
九
│
二
九
一
頁
。

　（9
）
久
松
「
生
活
の
根
源
と
し
て
の
茶
道
」
同
、
五
四
頁
。

　（10
）
久
松
「
茶
の
十
徳
」
同
、
二
六
二
頁
。

　（11
）
本
稿
で
は
、
客
観
的
世
界
と
し
て
の
自
然
、
つ
ま
り
具
体
的
な
自
然
環
境
を

「
し
ぜ
ん
」、
差
別
を
否
定
為
尽
く
し
た
と
こ
ろ
に
自
覚
さ
れ
、
自
由
自
在
に
働

く
主
体
性
を
持
つ
自
己
に
基
づ
い
て
い
る
も
の
を
「
じ
ね
ん
」
と
す
る
。
前
者

の
意
味
合
い
で
用
い
ら
れ
る
場
合
が
多
い
た
め
、
後
者
の
意
味
で
用
い
ら
れ
る

も
の
の
み
に
振
仮
名
を
付
け
る
。

　（12
）
鈴
木
大
拙
『
宗
教
と
近
代
人
』『
鈴
木
全
集

　第
二
一
巻
』
一
九
六
九
年
、
一

五
二
頁
。

　（13
）
同
、
一
五
三
頁
。

　（14
）
鈴
木
『
禪
と
日
本
文
化
』『
同
全
集

　第
十
一
巻
』
一
九
七
〇
年
、
一
〇
九
頁
。

　（15
）
鈴
木
、
前
掲
『
宗
教
と
近
代
人
』
一
五
四
頁
。

　（16
）
鈴
木
『
日
本
的
霊
性
』『
同
全
集

　第
八
巻
』
一
九
六
八
年
、
四
六
頁
。

　（17
）
同
、
四
八
頁
。

　（18
）
大
拙
は
禅
と
並
ん
で
浄
土
系
思
想
も
日
本
的
霊
性
に
基
づ
く
も
の
と
理
解
し

て
い
る
が
、
本
稿
で
は
こ
の
点
は
扱
わ
な
い
。

　（19
）
鈴
木
「
日
本
文
化
の
特
異
性
と
そ
の
将
来
な
ど
」『
仏
教
文
化
』
五
巻
八
号
、

信
道
会
館
、
一
九
四
九
年
、
三
頁
。

　（20
）
同
、
四
頁
。

　（21
）
久
松
「
茶
事
の
和
美
」『
久
松
著
作
集

　第
四
巻
』
一
二
五
頁
。

　（22
）
久
松
「
ガ
ブ
リ
エ
ル
・
マ
ル
セ
ル
氏
と
の
対
話
」『
同
著
作
集

　第
八
巻
』
五

三
一
頁
。

　（23
）
久
松
「
宗
教
と
花
」『
同
著
作
集

　第
五
巻
』
一
九
九
五
年
、
二
六
六
頁
。

　（24
）
鈴
木
、
前
掲
論
文
、
三
頁
。

　（25
）
同
、
三
│
四
頁
。

茶
道
思
想
は
ど
の
よ
う
な
具
体
的
な
実
践
を
も
た
ら
し
た
の
か
、
と
い
う
よ
う

な
点
に
つ
い
て
の
検
討
が
十
分
に
さ
れ
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　（3
）
佐
々
木
令
信
「
大
拙
と
日
本
文
化
と
し
て
の
茶
の
湯
」『
淡
交
』
五
六
号
、
淡

交
社
、
二
〇
〇
二
年
、
九
八
│
一
〇
一
頁
。

　（4
）
山
村
は
、
日
本
の
基
層
文
化
と
し
て
四
つ
の
特
性
を
挙
げ
、
そ
れ
を
「
母
な

る
文
化
」
と
呼
び
、
茶
の
湯
も
そ
の
一
つ
と
捉
え
る
。
そ
の
四
つ
目
の
特
性
で

あ
る
「
母
へ
の
志
向
性
」
を
説
明
す
る
際
、
大
拙
の
禅
に
見
ら
れ
る
母
へ
の
視

点
を
例
と
し
て
挙
げ
て
お
り
、
直
接
大
拙
の
茶
道
観
を
論
じ
て
い
る
も
の
で
は

な
い
も
の
の
、
彼
の
思
想
と
茶
道
と
の
接
点
が
示
さ
れ
て
い
る
点
は
注
目
す
べ

き
と
こ
ろ
で
あ
る
。
山
村
賢
明
「
日
本
の
基
層
文
化
と
茶
の
湯
」『
茶
道
文
化
論
』

熊
倉
功
夫
・
田
中
秀
隆
編
、
淡
交
社
、
一
九
九
九
年
、
二
〇
五
│
二
三
四
頁
。

　（5
）
大
拙
の
場
合
、『
鈴
木
全
集

　第
八
巻
』
所
収
の
『
禅
と
日
本
文
化
』（
一
九

四
〇
年
）
や
、『
続
・
禅
と
日
本
文
化
』（
一
九
四
二
年
）、『
同
全
集

　第
二
一
巻
』

所
収
の
『
宗
教
と
近
代
人
』（
一
九
四
八
年
）
内
の
「
や
は
ら
ぎ
」（『
知
と
行
』

二
巻
一
・
二
号
初
出
、
大
東
出
版
社
、
一
九
四
七
年
、
一
一
│
一
四
頁
）、『
同

全
集

　第
二
八
巻
』
所
収
の
「
茶
と
禅
」（
一
九
三
八
年
）、
柳
宗
悦
・
古
田
紹

欽
編
『
茶

│
私
の
見
方
』（
一
九
五
三
年
）
内
の
「
茶
の
哲
学
」（『
淡
交
』
五

巻
一
一
号
、
淡
交
社
、
一
九
五
一
年
に
初
出
）、
同
編
『
続
茶

│
私
の
見
方
』

（
一
九
五
三
年
）
内
の
「
茶
器
の
美
」（
と
も
に
『
同
全
集

　第
二
八
巻
』
に
所
収
）

な
ど
、
久
松
の
よ
う
に
一
つ
に
体
系
化
さ
れ
て
い
な
い
に
し
て
も
、
茶
道
に
つ

い
て
論
じ
て
い
る
も
の
は
決
し
て
少
な
く
な
い
。
久
松
が
茶
道
に
つ
い
て
論
じ

て
い
る
も
の
は
、
主
に
『
久
松
著
作
集

　第
四
巻
』
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
心
茶
会
の
機
関
誌
『
心
茶
』
第
一
号
│
第
五
六
号
（
一
九
五
二
年
│
）
も
、

心
茶
会
で
の
具
体
的
な
活
動
の
様
子
を
知
る
上
で
重
要
な
資
料
の
一
つ
で
あ
ろ

う
。

　（6
）
京
都
大
学
心
茶
会
は
、
久
松
真
一
を
指
導
者
と
し
て
、
裏
千
家
第
十
四
代
家

元
の
淡
々
斎
（
一
八
九
三
│
一
九
六
四
年
）
の
協
力
を
得
つ
つ
、
一
九
四
一
年

に
発
足
し
た
。
一
九
五
六
年
に
全
国
へ
と
活
動
の
幅
を
広
げ
、
各
地
に
支
部
を

置
く
こ
と
に
な
り
、「
心
茶
会
」
と
名
を
改
め
た
。
二
〇
〇
八
年
に
「
一
般
社
団

法
人
心
茶
会
」
と
な
り
、
現
在
も
活
動
を
続
け
て
い
る
。
茶
道
点
前
の
前
に
接
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　（26
）
鈴
木
、
前
掲
『
宗
教
と
近
代
人
』
一
五
一
頁
。

　（27
）
茶
道
箴
は
、
久
松
が
心
茶
会
設
立
の
際
に
、
心
茶
道
の
目
指
す
と
こ
ろ
を
明

確
に
示
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
他
に
、
茶
道
小
箴
と
京
大
心
茶
会
清
規
が
あ

る
。
な
お
、
こ
の
茶
道
箴
と
茶
道
小
箴
に
つ
い
て
は
、
点
前
稽
古
の
前
と
後
に
、

そ
れ
ぞ
れ
唱
え
る
と
い
う
方
針
が
と
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
大
変
そ
の
教

え
が
重
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
の
内
容
を
概
観
す
れ
ば
、
茶
道
に

よ
っ
て
無
相
の
自
己
を
自
覚
す
る
と
と
も
に
、
無
相
の
自
己
に
よ
る
茶
を
志
す
、

と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　（28
）
久
松
に
お
け
る
茶
の
十
徳
を
一
か
ら
順
に
挙
げ
る
と
、「
綜
合
的
に
日
本
文
化

を
行
ず
る
こ
と
」「
仏
法
に
参
ず
る
」「
仏
教
の
日
常
生
活
化
」「
道
徳
の
向
上
」

「
礼
儀
作
法
の
尊
重
」「
高
尚
な
趣
味
を
養
う
」「
日
本
文
化
の
高
揚
宣
揚
」「
日

本
文
化
の
創
造
」「
文
化
財
の
保
存
」「
薬
効
」
を
指
す
。

　（29
）
久
松
、
前
掲
「
茶
事
の
和
美
」
一
〇
五
頁
。

　（30
）
久
松
、
前
掲
「
茶
の
十
徳
」
二
六
四
頁
。

　（31
）
鈴
木
、
前
掲
『
宗
教
と
近
代
人
』
一
五
二
頁
。

　（32
）
鈴
木
「
茶
の
哲
学
」『
茶
│
私
の
見
方
』
柳
宗
悦
・
古
田
紹
欽
編
、
春
秋
社
、

一
九
五
三
年
、
六
二
頁
。

　（33
）
鈴
木
、
前
掲
『
宗
教
と
近
代
人
』
一
五
四
頁
。

（
お
お
も
ち
・
ほ
の
か
、
近
現
代
思
想
家
の
日
本
文
化
観
、

お
茶
の
水
女
子
大
学
博
士
後
期
課
程
）


