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は
じ
め
に

茶
の
湯
を
研
究
す
る
場
合
、
主
な
史
料
と
な
る
の
は
、
茶
会
記
と
茶
書
で
あ

る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
両
方
共
に
歴
史
学
で
は
、
あ
ま
り
信
憑
性
を
認
め
ら
れ

て
い
な
い
。
そ
の
原
因
は
い
た
っ
て
単
純
で
あ
る
。
伝
来
の
確
か
な
茶
会
記
が

存
在
し
な
い
こ
と
と
、
茶
書
が
あ
く
ま
で
後
世
の
編
纂
物
で
あ
る
と
い
う
こ
と

に
起
因
す
る
。
つ
ま
り
第
一
次
史
料
と
し
て
認
め
が
た
い
存
在
が
、
茶
会
記
と

茶
書
な
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
茶
の
湯
の
歴
史
を
探
求
す
る
場
合
、
一
般
の
文

献
史
料
に
は
あ
ま
り
茶
の
湯
記
事
が
登
場
し
な
い
。
む
し
ろ
、
こ
れ
ま
で
は
あ

ま
り
注
目
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
ほ
と
ん
ど
史
料
の
検
索
対
象
と

さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
巷
間
に
知
ら
れ
て
い
る
茶
の
湯
史
料
は
少

な
い
。
林
屋
辰
三
郎
氏
の
『
図
説
茶
道
史
　
（
１
）

』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
史
料
が
主
た

る
史
料
と
い
っ
て
も
よ
い
ほ
ど
で
あ
っ
た
。

し
か
る
に
近
年
、
茶
会
記
に
お
い
て
は
永
島
福
太
郎
氏
に
よ
っ
て
『
天
王
寺

屋
会
記
』
が
翻
刻
し
な
お
さ
れ
　
（
２
）

、
史
料
的
価
値
も
高
ま
っ
た
。
し
か
し
現
在
の

と
こ
ろ
、
茶
会
記
で
史
料
的
価
値
が
認
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
『
天
王
寺

屋
会
記
』
ぐ
ら
い
で
、
四
大
茶
会
記
と
称
さ
れ
な
が
ら
、
残
り
の
「
今
井
宗
久

茶
湯
書
抜
」「
松
屋
会
記
」「
宗
湛
日
記
」
は
ま
だ
史
料
検
討
が
行
わ
れ
て
い
な

い
。
こ
と
に
前
二
者
は
歴
史
的
誤
謬
も
多
く
散
見
さ
れ
、
史
料
と
し
て
の
価
値

は
低
い
も
の
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。

だ
が
、
こ
れ
ら
茶
会
記
は
、
後
の
改
竄
が
あ
る
も
の
の
、
一
応
は
同
時
代
史

料
で
あ
る
。
し
か
る
に
茶
書
は
江
戸
時
代
に
入
っ
て
か
ら
、
新
た
に
意
図
を
も

っ
て
編
纂
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
史
料
的
信
憑
性
は
い
っ
そ
う
低
い

も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
と
に
元
禄
期
前
後
は
、
茶
の
湯
界
に
お
い
て
利

休
顕
彰
の
傾
向
が
強
く
、
利
休
神
話
が
た
く
さ
ん
生
み
出
さ
れ
た
時
期
で
あ
り
、

そ
の
時
期
の
茶
書
は
と
く
に
気
を
つ
け
て
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
利
休
説

話
を
も
っ
と
も
多
く
記
録
し
て
い
る
『
南
方
録
』
が
登
場
す
る
の
も
、
こ
の
時

期
な
の
で
あ
る
。

そ
う
い
っ
た
茶
書
の
中
で
、『
山
上
宗
二
記
』
だ
け
が
自
筆
本
と
思
わ
れ
る
も

の
が
存
在
し
、
も
っ
と
も
信
憑
性
の
高
い
史
料
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
。『
山

上
宗
二
記
』
は
茶
の
湯
の
由
来
、
名
物
道
具
集
、
茶
人
伝
、
利
休
秘
伝
よ
り
構

成
さ
れ
て
お
り
、
初
期
の
茶
書
と
し
て
は
非
常
に
ま
と
ま
っ
た
も
の
で
あ
り
、

か
つ
稀
少
な
記
録
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
早
く
か
ら
茶
の
湯
史
料
と
し
て
は
注

目
を
集
め
、
研
究
も
一
番
進
ん
で
い
る
　
（
３
）

。

だ
が
、『
山
上
宗
二
記
』
の
研
究
に
比
べ
て
他
の
茶
書
の
研
究
は
は
る
か
に
遅

れ
て
い
る
　
（
４
）

。
極
言
す
れ
ば
、
現
在
研
究
が
進
ん
で
い
る
の
は
『
山
上
宗
二
記
』

と
『
南
方
録
』
の
二
書
が
主
で
あ
り
、
他
に
は
『
今
井
宗
久
茶
湯
書
抜
』『
天
王

寺
屋
会
記
』『
松
屋
会
記
』『
宗
湛
日
記
』
の
四
大
茶
会
記
を
数
え
る
程
度
で
あ

る
。
諸
流
派
で
そ
れ
ぞ
れ
の
流
派
の
史
料
は
検
討
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
が
、

自
流
派
の
史
料
を
批
判
的
に
読
解
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

茶
書
を
一
次
史
料
と
み
な
す
こ
と
は
難
し
い
が
、
十
七
世
紀
以
降
、
膨
大
に
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板
行
さ
れ
た
茶
書
を
無
視
す
る
の
も
茶
道
史
研
究
と
し
て
は
問
題
が
あ
ろ
う
。

茶
書
は
従
来
書
の
引
き
写
し
や
孫
引
き
、
伝
承
・
逸
話
の
創
作
な
ど
の
面
が
否

定
で
き
ず
取
り
扱
い
が
難
し
い
。
ま
た
、
茶
の
湯
作
法
に
つ
い
て
の
記
事
も
多

く
、
一
般
研
究
者
に
は
解
読
困
難
な
点
も
あ
る
。

そ
の
中
で
、
歴
史
的
部
分
を
排
除
し
て
、
同
時
代
的
な
記
述
、
あ
る
い
は
思

想
的
記
述
を
中
心
に
茶
書
を
検
討
す
る
こ
と
は
一
つ
の
有
効
な
手
段
と
考
え
る
。

つ
ま
り
、
茶
の
湯
の
濫
觴
的
部
分
は
除
外
し
て
、
そ
の
茶
書
が
書
か
れ
た
時
代

の
茶
の
湯
の
あ
り
か
た
を
知
る
史
料
と
し
て
考
え
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
元

禄
期
前
後
の
利
休
顕
彰
傾
向
に
し
て
も
、
な
ぜ
そ
の
時
期
に
、
そ
の
よ
う
な
傾

向
が
生
み
出
さ
れ
た
の
か
を
考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
の
検
討
材
料
と
し
て
、

藪
内
竹
心
の
著
し
た
『
源
流
茶
話
』
は
最
適
な
対
象
物
と
考
え
る
。

藪
内
竹
心

ま
ず
、『
源
流
茶
話
』
の
著
者
藪
内
竹
心
は
ど
の
よ
う
な
人
物
で
、
何
を
目
的

と
し
て
『
源
流
茶
話
』
を
執
筆
し
た
か
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

し
か
し
、
千
家
に
し
て
も
天
王
寺
屋
に
し
て
も
そ
う
で
あ
る
が
、
室
町
末
期

か
ら
茶
の
湯
で
著
名
と
な
っ
た
家
で
も
、
そ
の
出
自
が
明
ら
か
な
家
は
ほ
と
ん

ど
な
い
。
藪
内
家
も
そ
の
例
に
漏
れ
ず
、
出
自
は
不
詳
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の

研
究
に
よ
る
と
　
（
５
）

、
初
代
剣
仲
（
天
文
五
年
〈
一
五
三
六
〉
〜
寛
永
四
年
〈
一
六

二
七
〉）
は
、
武
家
の
次
男
と
し
て
生
ま
れ
、
藪
内
宗
把
の
養
子
と
な
り
、
藪
内

家
一
世
と
な
っ
た
と
い
う
。
最
初
、
養
父
宗
把
に
茶
の
湯
を
学
ぶ
が
、
後
に
武

野
紹

に
師
事
し
千
利
休
と
兄
弟
弟
子
と
な
っ
た
と
い
う
。
剣
仲
は
紹
智
と
も

称
す
る
が
、
こ
れ
は
紹

の
「
紹
」
の
一
字
を
頂
戴
し
た
も
の
で
、
藪
内
家
で

は
代
々
紹
智
を
襲
名
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
藪
内
家
に
と
っ
て
、
源
流

と
す
べ
き
は
千
利
休
で
は
な
く
、
武
野
紹

で
あ
る
。
し
か
る
に
『
源
流
茶
話
』

で
は
、
竹
心
は
専
ら
源
流
と
し
て
千
利
休
を
讃
仰
し
て
お
り
、
矛
盾
が
み
ら
れ

る
。あ

る
意
味
で
、
竹
心
は
藪
内
家
と
し
て
の
源
流
よ
り
は
、
元
禄
期
以
来
の
利

休
回
帰
・
利
休
顕
彰
と
い
う
茶
の
湯
界
の
流
れ
に
便
乗
し
た
と
も
い
え
る
。
つ

ま
り
、
江
戸
初
期
の
武
家
茶
道
に
影
響
を
与
え
た
の
は
、
あ
く
ま
で
利
休
で
あ

っ
て
紹

で
は
な
か
っ
た
。
紹

は
数
寄
の
中
興
と
し
て
利
休
に
影
響
を
与
え

た
が
、
問
題
は
元
禄
期
の
社
会
が
認
知
し
て
い
る
茶
の
湯
の
「
源
流
」
が
誰
か

と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
本
質
的
な
源
流
論
で
は
、
世
間
に
与
え
る
イ
ン
パ

ク
ト
は
弱
い
の
で
あ
る
。
こ
の
時
点
で
は
、
源
流
は
何
が
な
ん
で
も
利
休
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

流
祖
・
剣
仲
に
関
す
る
史
料
も
も
と
よ
り
少
な
い
。「
宗
及
他
会
記
」
元
和
二

年
（
一
六
一
六
）
十
一
月
十
日
の
条
に
、

一
元
二
酉
辰
十
一
月
十
日
　
於
糸
や
九
郎
右
衛
門
所
、

蹄
見
申
候
、

是
ハ
前
堺
北
材
木
町
よ
り
出
一
期
、
紹
智
取
候
て
、
九
郎
右
方
へ
登
也
、

『源流茶話』注釈（1）
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初
而
見
申
候
、
大
サ
拙
子
（
宗
玩
）
所
持

之
　
蹄
ヨ
リ
二
分
程
も
大
ニ
覚
候
、
ナ
リ

ハ
似
申
候
、
口
ヅ
ク
リ
カ
ワ
ル
事
ナ
シ
、

（
後
略
）

と
あ
り
、
糸
屋
九
郎
右
衛
門
の
茶
入
に
関

す
る
話
題
に
登
場
す
る
。
紹
智
で
は
な
い

が
藪
内
宗
和
は
何
度
も
『
天
王
寺
屋
会
記
』

に
登
場
す
る
。
ま
ず
「
宗
及
他
会
記
」
天

正
七
年
（
一
五
七
九
）
二
月
四
日
条
に
、

同
二
　
四
日
朝
　
や
ぶ
の
内
宗
和

康
因
　
宗
訥
　
宗
及

炉
　
の
か
づ
き
　
　
手
桶
　
如
常
、

茶
過
テ
、
墨
跡
　
　
薄
茶
之
時
、
天

目
、
ハ
イ
カ
ツ
ギ
、
但
客
所
望
也
、

と
あ
る
の
が
初
見
で
あ
り
、
同
年
十
一
月

十
四
日
に
も
宗
和
は
宗
及
と
山
上
宗
二
の

二
人
を
茶
会
に
招
い
て
い
る
。
ま
た
同
年

同
月
二
十
日
の
利
休
朝
会
に
、「
や
ぶ
の
内
道
和
」
が
宗
及
と
二
人
で
出
席
し
て

い
る
の
が
「
宗
及
他
会
記
」
で
知
ら
れ
る
。
宗
和
・
道
和
二
人
の
存
在
に
よ
っ

て
、
藪
内
一
族
も
茶
の
湯
に
親
し
ん
で
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
し
か
し
、

そ
の
茶
友
は
広
い
も
の
と
は
思
わ
れ
な
い
。『
天
王
寺
屋
会
記
』
に
見
え
る
宗
和

関
係
茶
会
を
見
る
と
、
そ
の
客
組
み
は
、
千
利
休
・
津
田
宗
及
・
山
上
宗
二
・

天
神
春
盛
・
光
明
院
康
因
の
五
人
に
限
定
さ
れ
て
く
る
（
表
１
参
照
）。
こ
と
に

天
神
春
盛
・
光
明
院
康
因
の
二
人
と
同
席
の
こ
と
が
多
い
。
天
神
春
盛
と
は
堺

天
神
社
の
安
楽
寺
の
僧
侶
舜
盛
の
こ
と
で
、
光
明
院
康
因
と
し
ば
し
ば
茶
会
に

同
席
し
て
い
る
。

こ
の
藪
内
宗
和
・
道
和
と
初
代
剣
仲
が
い
か
な
る
関
係
に
あ
る
か
は
ま
っ
た

く
不
明
で
あ
る
。
ま
た
、
紹

門
下
と
さ
れ
る
剣
仲
が
ま
っ
た
く
天
王
寺
屋
関

係
の
茶
会
に
登
場
し
な
い
の
も
不
思
議
で
あ
る
。
た
だ
、
利
休
の
藪
中
斎
（
紹

智
）
宛
書
簡
は
多
く
、
現
在
で
は
十
三
通
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
利
休
書
簡
を

見
る
限
り
で
は
、
両
者
は
親
し
く
交
際
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。『
茶
話
指
月
集
』

に
は
、
利
休
と
剣
仲
が
雪
の
夜
に
両
者
と
も
懐
中
に
香
炉
を
潜
ま
せ
て
い
た
と

い
う
、
二
人
の
息
の
合
っ
た
逸
話
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
事
実
関
係
は
と
も
か

く
、
利
休
と
剣
仲
が
そ
の
よ
う
に
仲
の
良
い
関
係
で
あ
っ
た
こ
と
の
反
映
と
考

え
る
こ
と
は
、
先
に
見
た
書
簡
の
数
か
ら
言
っ
て
も
、
そ
れ
ほ
ど
的
外
れ
で
は

あ
る
ま
い
　
（
６
）

。

だ
が
、
剣
仲
が
紹

の
門
下
で
あ
っ
た
と
か
、
後
に
利
休
に
教
え
を
請
う
た

と
い
う
事
実
は
史
料
的
に
は
確
認
で
き
な
い
。
天
正
八
年
十
二
月
の
藪
内
紹
知

宛
の
利
休
伝
書
な
る
も
の
が
あ
る
が
、「
利
休
伝
書
に
登
場
す
る
利
休
は
、
既
に

造
ら
れ
た
も
の
と
し
て
の
性
格
を
拭
ひ
難
い
」
と
い
う
戸
田
勝
久
氏
の
指
摘
　
（
７
）

ど

お
り
、
こ
れ
ら
を
事
実
と
み
な
す
こ
と
は
む
つ
か
し
い
。
当
時
、
堺
衆
と
広
い

交
際
を
も
っ
た
天
王
寺
屋
の
茶
会
記
に
も
藪
内
剣
仲
が
登
場
し
な
い
こ
と
は
、

茶
人
と
し
て
の
剣
仲
の
存
在
を
稀
薄
な
も
の
に
さ
せ
る
。
利
休
書
簡
の
存
在
か

ら
、
実
在
性
は
問
題
な
く
、
茶
の
湯
と
の
関
わ
り
も
無
縁
で
は
な
い
こ
と
は
容

易
に
認
め
ら
れ
る
が
、
茶
の
湯
に
執
心
す
る
ほ
ど
の
茶
人
で
あ
っ
た
と
い
う
人

物
像
は
浮
か
び
上
が
っ
て
こ
な
い
。

そ
の
後
、
藪
内
家
は
二
世
真
翁
―
三
世
剣
翁
―
四
世
剣
渓
と
直
系
が
続
く
が
、

四
世
剣
渓
に
男
子
が
お
ら
ず
、
娘
婿
と
し
て
五
世
竹
心
を
迎
え
た
と
い
う
。
そ

し
て
藪
内
家
が
茶
家
と
し
て
隆
盛
を
極
め
る
の
は
、
五
世
竹
心
の
代
に
な
っ
て

か
ら
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
初
代
剣
仲
が
利
休
と
親
交
の
深
か
っ
た
茶
人
で
あ

っ
た
も
の
の
、
そ
の
茶
の
湯
に
つ
い
て
は
ま
っ
た
く
不
明
で
あ
る
こ
と
を
考
え

る
と
、
竹
心
が
初
代
剣
仲
や
そ
の
師
匠
と
さ
れ
た
紹

を
源
流
と
せ
ず
、
利
休
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年月日 亭主 客1 客2 客3

天正6・4・24 津田宗及 天神春盛 光明院康因 藪内宗和

天正6・12・6 津田宗及 天神春盛 光明院康因 藪内宗和

天正7・2・4 藪内宗和 光明院康因 銭屋宗訥 津田宗及

天正7・11・14 藪内宗和 津田宗及 山上宗二

天正7・11・20 千利休 津田宗及 藪内宗和

表1 藪内関係茶会



を
源
流
と
し
た
こ
と
の
意
味
が
、
ぼ
ん
や
り
と
で
は
あ
る
が
、
い
く
ら
か
理
解

さ
れ
て
く
る
。

竹
心
そ
の
人
の
出
自
は
不
明
で
あ
る
が
、
も
と
美
濃
大
垣
藩
の
儒
者
と
す
る

説
、
京
都
の
医
家
の
出
身
と
す
る
説
、
西
本
願
寺
門
主
の
典
医
南
条
紹
三
の
子

と
す
る
説
な
ど
が
出
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
説
が
分
か
れ
る
と
い
う

こ
と
は
、
四
世
剣
渓
の
実
子
で
あ
る
可
能
性
は
低
い
。

婿
養
子
と
考
え
ら
れ
る
竹
心
が
藪
内
流
の
中
興
と
評
価
さ
れ
る
の
は
誰
も
が

認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
で
は
な
ぜ
竹
心
が
中
興
と
さ
れ
る
ほ
ど
の
活
動
を
展

開
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
西
山
松
之
助
氏
は
「
こ
の
五
代
目
宗
匠
藪
内
竹
心
が
、

藪
内
流
の
茶
道
理
論
な
ら
び
に
実
技
を
体
系
化
し
た
そ
の
根
底
に
な
っ
た
も
の

は
、
そ
の
当
時
著
し
く
変
貌
し
た
千
家
を
は
じ
め
と
す
る
諸
流
茶
道
の
批
判
に

発
し
た
、
強
烈
な
利
休
回
帰
意
識
で
あ
っ
た
」
と
、
竹
心
の
原
動
力
を
分
析
し

て
い
る
　
（
８
）

。

ま
た
、
筒
井
紘
一
氏
は
、
西
山
論
を
認
め
た
う
え
で
、「
竹
心
の
批
判
は
、
藪

内
流
の
正
系
を
の
べ
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
に
発
す
る
も
の
で
あ
り
、
茶
道
そ
の

も
の
に
対
す
る
批
判
で
は
な
か
っ
た
」
と
竹
心
の
目
的
を
指
摘
す
る
　
（
９
）

。
そ
れ
は

至
極
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
谷
端
昭
夫
氏
に
よ
る
と
、
竹
心
は
『
源
流
茶
話
』

を
は
じ
め
と
し
て
一
七
冊
も
の
茶
書
を
著
述
し
て
い
る
。
こ
れ
ほ
ど
の
多
数
の

茶
書
を
茶
道
批
判
の
た
め
だ
け
に
書
け
る
も
の
で
は
な
い
。
本
流
た
る
藪
内
流

に
門
人
を
導
入
せ
ん
が
た
め
で
あ
る
。
そ
の
竹
心
の
考
え
の
実
体
化
し
た
も
の

が
真
仰
状
で
あ
る
。

真
仰
状
之
事

茶
法
之
古
流
利
休
居
士
御
改
正
に
よ
つ
て
、
茶
道
大
成
仕
、
尤
近
世
之
諸

流
、
茶
道
に
あ
ら
ざ
る
事
至
極
仕
り
大
切
之
道
に
奉
存
候
、
左
候
へ
ば
、

利
休
居
士
を
真
仰
可
仕
儀
得
心
感
誠
仕
、
随
分
心
底
ニ
入
正
道
を
流
布
仕

利
休
居
士
を
供
養
尊
敬
可
致
候
、
仍
而
真
仰
状
如
件
、
不
住
斎
竹
心
敬
白

竹
心
は
藪
内
流
を
利
休
の
正
風
と
し
、
そ
の
利
休
を
供
養
尊
敬
し
、
真
仰
す

る
こ
と
を
誓
約
す
る
神
文
誓
詞
と
し
て
「
真
仰
状
」
を
門
人
に
提
出
さ
せ
る
と

い
う
演
出
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
う
え
で
竹
心
は
門
人
に
藪
内
流
の
相
伝
を
与
え
る
行
動
に
出
た
。
西
山

氏
に
よ
る
と
、
四
世
剣
渓
ま
で
は
相
伝
に
つ
い
て
は
「
き
わ
め
て
厳
格
で
少
数

の
者
に
し
か
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
」
も
の
を
、
竹
心
は
茶
道
を
渡
世
家
業
と
す

る
町
師
匠
に
対
し
て
は
比
較
的
相
伝
を
ゆ
る
や
か
に
し
た
と
い
う
。
諸
流
派
が

源
流
た
る
利
休
の
教
え
を
忘
れ
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
強
烈
に
批
判
し
な
が
ら
、

自
流
の
門
弟
に
は
相
伝
を
緩
や
か
に
す
る
。
こ
れ
は
ま
さ
に
藪
内
流
の
門
弟
拡

大
を
は
か
る
行
動
と
考
え
ら
れ
る
。

『
源
流
茶
話
』
の
成
立

藪
内
竹
心
の
門
弟
拡
大
の
動
き
は
、
竹
心
ひ
と
り
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

竹
心
が
藪
内
流
発
展
の
た
め
に
奮
闘
す
る
に
到
っ
た
原
因
は
、
江
戸
前
期
の
茶

の
湯
界
の
変
貌
に
起
因
す
る
。

今
、
簡
略
に
利
休
以
後
の
茶
の
湯
界
の
動
向
を
、
先
学
の
研
究
に
則
っ
て
概

観
し
て
み
る
。
利
休
死
後
、
古
田
織
部
・
小
堀
遠
州
が
武
家
茶
道
を
確
立
し
、

大
名
茶
が
成
立
す
る
。
そ
の
後
、
寛
文
五
年
十
一
月
に
片
桐
石
州
が
将
軍
家
綱

の
御
道
具
奉
行
を
務
め
、「
石
州
三
百
ケ
条
」
の
献
上
に
よ
り
将
軍
家
茶
道
指
南

の
地
位
を
獲
得
す
る
と
、
将
軍
に
倣
っ
て
多
く
の
大
名
・
武
家
が
石
州
流
に
改

め
る
よ
う
に
な
っ
た
。

石
州
流
の
広
ま
り
は
、
武
家
社
会
に
茶
の
湯
そ
の
も
の
が
普
及
す
る
こ
と
に

も
寄
与
し
た
。
ま
た
茶
道
を
初
め
と
す
る
遊
芸
が
武
家
の
就
職
に
も
有
利
に
働

く
と
い
う
現
象
を
生
ぜ
し
め
、
そ
の
こ
と
が
茶
道
指
南
を
い
っ
そ
う
必
要
と
す

る
現
象
を
生
ん
だ
。
そ
の
こ
と
と
相
俟
っ
て
、
茶
道
の
大
成
者
で
あ
る
利
休
へ
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の
讃
仰
思
想
を
生
み
、
さ
ら
に
利
休
の
子
孫
で
あ
る
千
家
に
対
す
る
重
視
の
傾

向
が
生
ま
れ
た
。
宗
旦
は
仕
官
し
な
い
も
の
の
、
三
人
の
息
子
は
そ
れ
ぞ
れ
宗

守
は
高
松
松
平
家
に
、
宗
左
は
紀
州
徳
川
家
に
、
宗
室
は
加
賀
前
田
家
に
仕
官

し
た
。
ま
た
宗
旦
四
天
王
の
山
田
宗
　
は
三
河
吉
田
藩
に
、
藤
村
庸
軒
は
藤
堂

藩
の
茶
道
師
範
に
迎
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
莫
大
な
武
家
茶
道
人
口
の
増
加
は
、
当
然
の
事
な
が
ら
民
衆
の

茶
道
人
口
も
増
加
さ
せ
、
い
っ
そ
う
の
町
師
匠
の
需
要
を
生
み
出
し
た
。
ま
た
、

各
藩
の
閉
鎖
性
と
完
全
相
伝
性
が
多
く
の
独
立
流
派
・
家
元
を
生
み
出
し
て
い

っ
た
の
で
あ
る
。
諸
流
派
の
発
生
は
、
同
時
に
茶
書
の
需
要
も
生
み
出
し
た
。

茶
道
の
手
引
書
や
来
由
書
が
、
当
時
の
木
版
印
刷
の
盛
行
と
も
連
動
し
て
、

次
々
に
出
版
さ
れ
た
。
寛
永
三
年
（
一
六
二
六
）
に
『
草
人
木
』
が
板
行
さ
れ
、

万
治
三
年
（
一
六
六
〇
）
に
『
古
織
伝
』
が
、
元
禄
三
年
（
一
六
九
〇
）
に

『
茶
道
要
録
』
が
板
行
さ
れ
る
と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
。
表
２
を
見
て
い
た
だ
け

れ
ば
十
七
世
紀
後
半
か
ら
十
八
世
紀
前
半
の
出
版
状
況
が
理
解
さ
れ
る
と
考
え

る
。茶

の
湯
の
普
及
は
門
人
確
保
の
運
動
を
引
き
起
こ
し
、
自
ら
の
権
威
の
正
統

化
運
動
へ
と
進
ん
だ
。
ま
た
幕
府
が
諸
家
の
系
譜
の
整
理
を
行
う
中
で
、
家
康

と
利
休
の
関
係
を
、
紀
州
徳
川
家
を
通
じ
て
表
千
家
に
尋
ね
、
そ
の
結
果
、
承

応
二
年
（
一
六
五
三
）
に
『
千
利
休
由
緒
書
』
が
提
出
さ
れ
た
こ
と
な
ど
も
影

響
す
る
。
熊
倉
功
夫
氏
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
自
分
が
正
統
な
茶
流
で
あ
る
と

い
う
意
識
は
、
宗
旦
四
天
王
の
藤
村
庸
軒
・
山
田
宗
　
に
も
み
ら
れ
る
。
庸
軒

著
の
『
茶
話
指
月
集
』
の
冒
頭
部
分
を
み
よ
う
。

今
、
宗
旦
よ
り
利
休
の
台
子
直
伝
は
、
藤
村
庸
軒
一
人
存
命
の
由
。
此
の

人
、
若
か
り
し
時
、
古
織
を
学
び
、
遠
州
公
に
親
炙
す
。
強
年
に
及
ん
で

千
家
の
蘊
奥
を
探
り
、
齢
八
十
を
過
ぎ
て
、
一
日
も
炉
火
を
断
や
さ
ず
。

加
之
、
平
日
書
を
読
み
、
詩
を
題
す
る
事
を
好
む
。
暇
あ
る
時
は
、
茶

匙
・
竹
筒
を
製
し
て
俗
事
に
渉
ら
ず
。
門
流
甚
だ
多
し
。

実
技
と
し
て
古
田
織
部
・
小
堀
遠
州
の
茶
を
学
び
、
利
休
の
台
子
点
前
の
直

伝
を
伝
授
さ
れ
て
お
り
、
千
家
の
奥
伝
ま
で
学
ん
だ
と
い
う
庸
軒
の
自
信
は
相

当
な
も
の
で
あ
る
。
自
分
こ
そ
が
利
休
流
の
正
統
で
あ
る
と
い
う
意
識
が
如
実

に
読
み
取
れ
る
。

山
田
宗
　
は
、『
茶
道
要
録
』「
利
休
伝
」
奥
書
に
、

一
右
別
休
子
ガ
事
迹
、
往
々
ニ
語
リ
伝
ヘ
、
又
贔
屓
贔
屓
ノ
衢
説
又
ハ
誹

謗
ス
ル
ノ
説
多
シ
、
因
テ
実
説
ノ
一
篇
ヲ
書
シ
テ
、
世
人
其
一
事
ヲ
知
テ

疑
ヒ
ヲ
散
セ
バ
、
幸
ナ
ラ
ン
ト
、
以
テ
筆
ス
ル
所
如
件
、

と
記
す
。
こ
こ
で
は
茶
道
の
実
践
面
で
は
な
く
、
利
休
事
跡
の
正
確
な
伝
承
者

が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
。
利
休
の
事
跡
と
は
す
な
わ
ち
利
休
の
作
法
・
手
前
を

正
確
に
伝
承
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
、
結
局
は
利
休
流
の
正
統
な
継
承
者
を

自
負
し
て
い
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
な
傾
向
は
杉
木
普
斎
の
『
普
公
茶
話
』
に
も
み
ら
れ
る
。
熊
倉
氏

は
、
彼
ら
の
主
張
に
共
通
す
る
の
は
、「
彼
ら
が
血
脈
を
持
た
ぬ
故
に
、
点
前
伝

授
を
も
っ
て
正
統
と
す
る
強
烈
な
意
識
」
で
あ
り
、
そ
れ
が
彼
ら
の
「
対
社
会

的
活
動
を
す
す
め
る
と
き
の
存
立
基
盤
」
で
あ
っ
た
と
指
摘
す
る
。

千
利
休
の
聖
人
化
が
起
こ
り
、
利
休
と
の
関
係
に
お
け
る
自
流
派
の
正
統
化

が
生
じ
、
諸
流
派
の
勝
手
な
主
張
、
茶
書
の
板
行
が
盛
ん
に
な
る
と
、
茶
の
湯

の
普
及
と
共
に
、
茶
の
湯
の
遊
芸
化
が
進
み
、
そ
の
結
果
、
反
動
と
し
て
遊
芸

化
に
対
す
る
茶
の
湯
批
判
も
生
じ
て
く
る
。
そ
し
て
批
判
の
基
準
は
や
は
り

「
茶
聖
」
利
休
と
の
対
比
に
あ
っ
た
。

元
禄
三
年
（
一
六
九
〇
）
は
利
休
百
回
忌
に
あ
た
る
年
で
あ
っ
た
。
そ
の
年

に
『
南
方
録
』
が
発
見
さ
れ
る
。
そ
し
て
『
南
方
録
』
こ
そ
が
利
休
の
事
跡
を

も
っ
と
も
詳
し
く
伝
え
る
伝
書
で
あ
っ
た
。『
南
方
録
』
は
利
休
回
帰
思
想
の
終

着
点
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
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『
源
流
茶
話
』
注
釈
（
1）

─
13
5 
─

（
6）

和暦 西暦 山田宗● 藤村庸軒 杉木普斎 遠藤元閑 藪内竹心 その他

慶長18 1613
久田宗栄の次男として
誕生

寛永1 1624 この頃藪内真翁に入門
寛永3 1626 「草人木」刊
寛永4 1627 誕生
寛永5 1628 伊勢に誕生
寛永18 1641 この頃宗旦に入門
寛永19 1642 遠州より印可 宗旦に入門 「茶聞書」成立
正保1 1644 宗旦に師事
正保2 1645 遠州茶会に出席
正保4 1647 小堀遠州没
慶安2 1649 山崎闇斎に師事 三宅亡羊没
承応1 1652 宗旦より皆伝、隠居
承応2 1653 「千利休由緒書」
承応4 1655 藪内真翁没
明暦1 1655 小笠原家に仕官
明暦2 1656 岡部道可に入門 金森宗和没
万治1 1658 宗守より極真台子伝授 千宗旦没
寛文2 1662 「江岑夏書」成立
寛文11 1671 御使公用止む

寛文12 1672
宗左没、｢茶湯初心抄」
刊

延宝3 1675「茶道要録」著 「庸軒詩集」始まる 宗守より茶花伝授 宗守没
延宝6 1678 慈母二十五回忌 誕生
延宝7 1679「茶道便蒙抄」著

天和1 1681
「反古庵庸軒茶之湯留
書」「反古庵茶会」始
まる

天和3 1683 亡妻三十三回忌

表2
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貞享2 1685 「月詣和歌集補遺」著

貞享4 1687
「庸子へ参ル茶之湯留」
始まる

「茶湯棚之飾置合習法」
著述

久田宗利没

元禄3 1690「茶道便蒙抄」板行 『南方録』発見
元禄4 1691「茶道要録」板行 「茶湯三伝集」上梓 表千家随流斎没

元禄8 1695
久須美疎庵『茶話指月
集』著

元禄9 1696 「茶湯献立指南」刊 「茶湯献立指南」

元禄10 1697 小笠原家を致仕
佐々木弥七郎宛伝書、
「茶会香炉之事」著

「茶湯評林」刊行 「利休茶湯秘伝書」刊

元禄11 1698 江戸に転居 ｢茶之湯故実奥儀鈔」
元禄12 1699 9月17日没87歳 貝原益軒著｢三礼口訣」

元禄14 1701
「利休茶道具図会」板
行

「茶話指月集」刊
この頃『源流茶話』成
立か

元禄15 1702
「茶之湯六宗匠伝記」
刊行

赤穂浪士討入

宝永2 1705 如心斎宗佐誕生
宝永3 1706 6月没79歳
宝永5 1708 4月2日没82歳
宝永6 1709 「茶之湯綱目」刊行
享保1 1716 織部百回忌営む
享保3 1718 関竹泉「茶道真向翁」著
享保4 1719 川上不白誕生
享保7 1722 「茶道朱紫」板行 有岡道端「茶道」
享保8 1723 「茶道望月集」成立
享保11 1726 剣仲百回忌営む 「茶道口訣之相伝書」跋

享保12 1727
野本道玄「茶教字実方
鑑」刊

享保13 1728 三谷宗鎮「和漢茶誌」刊

元文5 1740 利休150回忌営む
渡辺立庵編「石州流茶
道見聞書」

延享2 1745 没する
宝暦1 1751 如心斎没する



『
源
流
茶
話
』
は
こ
れ
ら
の
茶
の
湯
界
の
動
向
を
真
正
面
に
見
据
え
な
が
ら

書
か
れ
た
も
の
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
石
州
流
野
田
派
の
渡
辺
立
庵
が
編
述
し

た
『
石
州
流
茶
道
見
聞
書
』（
元
文
五
年
〈
一
七
四
〇
〉
成
立
）
に
「
千
家
ヲ
上

流
ト
云
、
藪
ノ
内
ヲ
下
流
ト
云
、
宗
佐
ヲ
表
流
ト
云
、
宗
室
ヲ
裏
流
ト
云
、
近

世
且
座
・
花
月
　
宗
守
ヲ
武
者
小
路
ト
云
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
十
八

世
紀
前
半
に
は
、
三
千
家
が
上
流
、
藪
内
家
が
下
流
と
称
せ
ら
れ
、
京
都
の
四

大
茶
家
と
し
て
意
識
さ
れ
た
こ
と
と
、
三
千
家
が
そ
れ
ぞ
れ
表
・
裏
・
武
者
小

路
流
と
分
か
れ
た
こ
と
を
意
味
し
よ
う
。

し
か
し
、
三
千
家
が
「
上
」
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
藪
内
家
が
「
下
」
で
あ

る
の
は
、
竹
心
と
し
て
は
面
白
く
な
い
呼
称
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
も
ち
ろ

ん
「
上
流
」「
下
流
」
の
名
称
は
、
三
千
家
が
上
京
に
、
藪
内
家
が
下
京
に
住
し

た
と
い
う
、
居
住
地
に
よ
る
呼
び
分
け
に
す
ぎ
な
い
が
、
上
・
下
の
も
つ
本
来

的
な
イ
メ
ー
ジ
は
払
拭
し
が
た
い
。
こ
と
に
室
町
時
代
の
京
都
の
居
住
区
が
、

上
京
に
富
裕
な
上
層
町
衆
が
住
み
、
下
京
は
庶
民
の
住
む
地
域
で
あ
っ
た
こ
と

の
イ
メ
ー
ジ
も
ま
だ
残
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
な
に
よ
り
、
三
千
家

は
利
休
の
家
筋
で
あ
る
と
い
う
絶
対
的
な
強
み
を
持
っ
て
い
た
。
そ
れ
に
対
抗

し
、
上
・
下
の
イ
メ
ー
ジ
を
払
拭
す
る
に
は
、
理
論
し
か
な
か
っ
た
。『
源
流
茶

話
』
の
誕
生
で
あ
る
。

『
源
流
茶
話
』
は
上
・
中
・
下
の
三
巻
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
著
述
年
代

は
不
明
で
あ
る
が
、『
茶
話
指
月
集
』
を
批
判
し
て
い
る
箇
所
が
あ
る
こ
と
か
ら
、

元
禄
十
四
年
以
降
享
保
頃
の
成
立
と
考
え
ら
れ
る
。
上
巻
に
は
全
部
で
五
五
項

目
の
話
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
第
一
項
目
の
「
源
流
茶
話
序
」
以
外
は
す
べ
て

問
答
形
式
で
叙
述
さ
れ
て
い
る
。
第
二
項
目
か
ら
第
七
項
目
ま
で
は
喫
茶
の
由

来
、
日
本
に
お
け
る
茶
の
湯
の
濫
觴
、
数
寄
の
成
立
過
程
、
諸
流
派
批
判
が
述

べ
ら
れ
、
第
八
項
目
以
下
が
「
茶
具
問
答
」
と
な
っ
て
い
る
。

中
巻
は
全
部
で
四
五
項
目
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
第
一
項
目
か
ら
第
三
二

項
目
ま
で
は
「
見
聞
問
答
」
と
し
て
上
巻
同
様
に
問
答
形
式
で
叙
述
が
進
む
。

第
三
三
項
目
か
ら
第
四
五
項
目
ま
で
は
「
茶
人
或
説
」
と
題
し
て
古
人
の
茶
の

湯
に
関
す
る
説
を
紹
介
す
る
か
た
ち
で
記
さ
れ
て
い
る
。

下
巻
は
項
目
の
切
り
方
が
む
つ
か
し
い
が
、
三
二
項
目
と
し
た
。
第
一
項
目

は
下
巻
の
序
文
的
な
文
章
で
あ
る
。
続
く
第
二
項
目
は
「
言
行
部
」
の
序
文
で

あ
る
。
第
三
項
目
か
ら
第
一
九
項
目
ま
で
は
能
阿
弥
か
ら
始
ま
り
千
宗
旦
ま
で

の
茶
人
伝
を
な
し
て
い
る
。
こ
こ
に
千
家
で
は
利
休
・
道
安
・
宗
旦
の
三
人
だ

け
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
少
庵
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
い
な
い
の
は
興
味
深

い
事
実
で
あ
る
。
竹
心
に
は
、
利
休
の
茶
は
道
安
に
引
き
継
が
れ
は
し
た
が
、

少
庵
に
継
承
さ
れ
た
と
の
意
識
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
京
都
の
千

家
で
は
、
少
庵
を
飛
ば
し
て
孫
の
宗
旦
に
引
き
継
が
れ
た
と
考
え
て
い
た
の
か

も
し
れ
な
い
。
第
二
十
項
目
か
ら
は
「
詞
歌
」
と
題
し
て
、「
心
の
文
」
な
ど
の

茶
の
湯
史
料
が
第
二
九
項
目
ま
で
続
く
。
そ
し
て
第
三
〇
項
目
は
「
唐
賢
茶
事

詠
略
」
と
し
て
中
国
文
人
の
茶
を
詠
ん
だ
漢
詩
史
料
を
掲
載
す
る
。
第
三
二
・

三
三
項
目
は
漢
詩
に
対
す
る
感
想
と
和
漢
の
比
較
で
あ
る
。

註（
１
）
林
屋
辰
三
郎
『
図
録
　
茶
道
史
』（
淡
交
新
社
、
一
九
六
四
年
）。

（
２
）
永
島
福
太
郎
『
天
王
寺
屋
会
記
』
全
七
巻
（
淡
交
社
、
一
九
八
九
年
）。

（
３
）
桑
田
忠
親
『
山
上
宗
二
記
の
研
究
』（
河
原
書
店
、
一
九
五
七
年
）
が
早

期
の
研
究
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
近
年
で
は
茶
の
湯
懇
話
会
に
よ
る
『
山

上
宗
二
記
研
究
（
一
）
〜
（
三
）』（
三
徳
庵
、
一
九
九
三
年
〜
七
年
）
が

出
さ
れ
、
研
究
水
準
を
一
気
に
高
め
た
。

（
４
）
木
芽
文
庫
が
『
茶
湯
　
研
究
と
資
料
』
誌
上
に
お
い
て
一
九
六
九
年
以
来
、

茶
書
の
復
刻
を
行
い
、
近
年
で
は
野
村
美
術
館
・
茶
の
湯
文
化
学
会
が

『源流茶話』注釈（1）
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『
紀
要
』
に
お
い
て
茶
書
の
復
刻
を
掲
載
し
て
い
る
。

（
５
）
林
屋
辰
三
郎
他
編
『
角
川
茶
道
大
事
典
』（
角
川
書
店
、
一
九
九
〇
年
）。

（
６
）
千
宗
左
他
監
修
『
利
休
大
事
典
』（
淡
交
社
、
一
九
八
九
年
）。

（
７
）
戸
田
勝
久
『
武
野
紹

研
究
』（
中
央
公
論
美
術
出
版
、
一
九
六
九
年
）、

二
五
三
頁
。

（
８
）
西
山
松
之
助
『
家
元
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
二
年
）、
三
九
〇

頁
。

（
９
）
筒
井
紘
一
『
茶
書
の
系
譜
』（
文
一
総
合
出
版
、
一
九
七
八
年
）、
二
七
四

頁
。
同
『
茶
書
の
研
究
』（
淡
交
社
、
二
〇
〇
三
年
）。

（
10
）
谷
端
昭
夫
「
藪
内
竹
心
と
『
茶
道
霧
乃
海
』」（『
研
究
と
資
料
　
茶
湯
』

一
三
号
、
一
九
七
七
年
）。

（
11
）
西
山
松
之
助
『
家
元
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
二
年
）、
三
九
二

頁
。

（
12
）
西
山
松
之
助
「
大
名
と
そ
の
周
辺
」「
京
の
四
流
」（
芳
賀
幸
四
郎
他
編

『
図
説
茶
道
大
系
』
第
二
巻
所
収
、
角
川
書
店
、
一
九
六
二
年
）、
村
井
康

彦
「
近
世
茶
道
の
展
開
」（『
茶
道
聚
錦
』
第
五
巻
、
小
学
館
、
一
九
八
五

年
）。

（
13
）
熊
倉
功
夫
『
寛
永
文
化
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
八
年
）、
三
〇

九
〜
三
一
〇
頁
。

（
14
）
熊
倉
（
13
）
書
、
三
一
〇
頁
。

（
15
）
筒
井
紘
一
「
上
流
の
茶
と
下
流
の
茶
」（『
茶
道
聚
錦
』
第
五
巻
、
小
学
館
、

一
九
八
五
年
）。

『
源
流
茶
話
』
注
釈

凡
　
例

１
　
『
茶
道
古
典
全
集
』
第
三
巻
所
収
の
『
源
流
茶
話
』（
藪
内
家
収
蔵
本
）
を

底
本
と
し
た
。

２
　
ル
ビ
や
漢
字
・
仮
名
遣
い
も
底
本
に
準
拠
し
た
。

３
　
便
宜
上
、
上
・
中
・
下
巻
ご
と
に
通
し
番
号
を
付
し
、
小
項
目
に
分
け
た
。

４
　
一
項
目
が
長
い
場
合
は
、
枝
番
号
と
し
て
①
②
③
と
○
番
号
を
付
し
た
。

５
　
原
文
割
書
き
は
﹇

﹈
の
中
に
入
れ
て
本
文
と
区
別
し
た
。

１
　
源
流
茶
話
序

①

源
流
論

一
、
源
ハ
一
流
な
れ
と
、
枝
流
と
ワ
か
れ
、
或
は
浅
く
或
は
深
く
、
或
は
清
く

或
は
濁
れ
る
に
似
た
り
、
有
ル
人
之
い
へ
ら
く
、
濁
れ
る
を
避サ
ケ

て
す
め
る
に
く

む
べ
し
と
、
余
お
も
へ
ら
く
、
下
流
の
清
濁
ハ
異
な
り
と
い
へ
と
も
、
源
は
皆

一
流
な
れ
は
、
濁
れ
る
を
し
て
す
め
る
に
導
ミ
チ
ビ
き
、
同
し
き
本
源
の
清
浄
な
ら
ん

と
欲
す
る
も
の
也
、

【
大
意
】

（
昨
今
の
茶
の
湯
の
状
況
を
み
る
と
）
水
源
は
も
と
も
と
一
つ
で
あ
る
が
、（
流

れ
る
に
し
た
が
っ
て
）
支
流
に
分
か
れ
て
、
あ
る
流
れ
は
浅
く
、
ま
た
あ
る
流

れ
は
深
く
、
あ
る
流
れ
は
清
く
、
ま
た
あ
る
流
れ
は
濁
っ
て
い
る
と
い
っ
た
水

の
流
れ
る
様
に
似
て
い
る
。
あ
る
人
の
説
に
、（
流
れ
が
濁
っ
て
い
る
な
ら
ば
）

そ
の
濁
っ
た
流
れ
は
避
け
て
、
水
の
澄
ん
だ
所
を
選
ん
で
汲
む
べ
き
で
あ
る
と

あ
り
ま
す
。
私
の
考
え
で
は
、
下
流
に
お
け
る
清
濁
の
違
い
は
あ
っ
て
も
、
本

源
は
み
な
同
一
な
の
だ
か
ら
、
濁
っ
た
流
れ
も
澄
ん
だ
流
れ
に
導
い
て
、
本
来

の
同
じ
清
浄
な
流
れ
と
し
て
あ
げ
た
い
も
の
だ
と
考
え
ま
す
。

『教育学部紀要』文教大学教育学部　第37集　2003年　中村修也

─ 132 ─
（9）



【
解
説
】

茶
の
湯
の
流
派
が
多
数
出
現
し
て
い
た
元
禄
・
享
保
期
の
状
況
に
対
す
る
批

判
が
冒
頭
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
諸
流
派
の
中
に
は
、
清
流
と
濁
流
が
あ
り
、

清
流
に
属
す
る
茶
人
は
濁
流
の
流
派
を
清
流
に
導
く
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
の

が
竹
心
の
主
張
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
清
流
と
は
、
も
ち
ろ
ん
藪
内
流
の
茶
の

湯
を
指
す
。

あ
る
人
の
説
は
、
こ
れ
か
ら
茶
の
湯
を
学
ぶ
人
は
、
濁
流
の
流
派
を
避
け
て

清
流
の
流
派
の
茶
の
湯
を
選
ん
で
学
べ
ば
よ
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
で

は
竹
心
は
満
足
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
あ
る
人
の
説
は
、
竹
心
に
と
っ
て
は
否

定
は
し
な
い
が
、
消
極
的
す
ぎ
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
積
極
的
に
、
自
分
で
は

気
づ
か
ず
に
濁
流
に
身
を
任
せ
て
い
る
人
々
を
、
清
流
に
導
い
て
正
し
て
や
ら

ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
強
引
さ
を
も
っ
て
い
る
。

こ
の
茶
の
湯
の
流
派
を
水
の
流
れ
に
例
え
る
の
は
、
す
で
に
『
南
方
録
』
の

「
岐
路
弁
疑
」
に
見
ら
れ
る
。
そ
の
冒
頭
部
分
を
引
用
す
る
と
、

古
徳
の
い
は
ゆ
る
、
水
源
を
き
は
め
ざ
る
も
の
は
、
流
派
の
清
濁
を
わ
き

ま
へ
ず
と
。
そ
の
言
の
あ
ざ
む
か
ざ
る
こ
と
し
か
り
。
凡
点
茶
の
一
道
、

普
広
院
、
慈
照
院
の
両
公
、
長
じ
好
事
に
、
こ
の
時
専
厳
重
の
茶
式
行
れ

し
よ
り
、
能
弥
、
珠
光
の
流
、
伝
々
し
て
紹

、
利
休
に
至
り
、
露
地
草

庵
の
清
規
は
、

休
の

煉
に
出
て
、
世
に
流
布
せ
る
こ
と
、
今
ま
た
贅

す
る
に
及
ば
ず
。
そ
の
下
も
、
古
田
織
部
、
小
堀
遠
州
等
に
至
れ
る
次
第
、

壷
中
炉
談
に
つ
ま
び
ら
か
な
り
。

と
あ
る
。
こ
こ
で
は
茶
の
湯
の
本
源
を
武
野
紹

と
千
利
休
の
二
人
に
求
め
て

い
る
が
、
竹
心
は
後
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
利
休
一
人
に
本
源
を
求
め
て
い
る
。

②
　
源
流
茶
話
の
構
成

一
、
茶
話
全
部
三
巻
、
上
巻
一
ニ
和
漢
茶
之
由
来
、
二
ニ
茶
会
之
濫
觴

ラ
ン
シ
ョ
ウ
、
三
ニ

中
興
大
成
之
次
第
、
四
ニ
諸
流
之
辨ヘ
ン

、
五
ニ
茶
席
茶
具
之
説
、
中
巻
ニ
近
世
見

聞
の
問
答
、
下
巻
ニ
珠
光
・
紹

・
利
休
茶
系
之
略
傳
●
ニ
和
漢
茶
事
詠
略
、

【
大
意
】

一
、
茶
の
湯
に
関
す
る
話
を
す
べ
て
三
巻
に
ま
と
め
た
。
上
巻
に
は
（
全
部
で

五
項
目
を
取
り
上
げ
た
）、
第
一
に
中
国
と
日
本
の
喫
茶
の
由
来
に
関
す
る
話
、

第
二
に
茶
会
の
始
ま
り
に
つ
い
て
の
話
、
第
三
に
茶
の
湯
の
中
興
（
が
武
野
紹

に
よ
っ
て
）
と
大
成
（
が
千
利
休
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
こ
と
）
の
経
緯
に
つ

い
て
の
話
、
第
四
に
諸
流
派
の
そ
れ
ぞ
れ
の
主
張
に
つ
い
て
の
話
、
第
五
に
茶

席
・
茶
道
具
の
説
明
を
載
せ
た
。
中
巻
に
は
、
近
来
の
茶
の
湯
に
つ
い
て
の
見

聞
と
そ
れ
に
関
す
る
意
見
を
記
し
た
。
下
巻
に
は
、
珠
光
・
紹

・
利
休
の
そ

れ
ぞ
れ
の
茶
の
道
統
に
つ
い
て
略
伝
と
和
漢
の
茶
に
関
す
る
詩
の
略
述
を
掲
載

し
た
。

【
語
釈
】

中
興
・
大
成
…
中
興
は
武
野
紹

を
指
し
、
大
成
は
千
利
休
を
指
す
。
第
三
項

目
に
「
珠
光
を
茶
祖
と
し
、
紹

を
中
興
と
し
、
利
休
を
大
成
之
法
祖
と
あ

ふ
ぎ
申
事
ニ
候
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

珠
光
…
応
永
三
〇
年
（
一
四
二
三
）
〜
文
亀
二
年
（
一
五
〇
二
）
五
月
十
五
日
。

経
歴
不
詳
で
あ
る
が
、『
山
上
宗
二
記
』
な
ど
に
は
奈
良
称
名
寺
の
僧
侶
で
、

能
阿
弥
を
通
じ
て
足
利
義
政
に
茶
の
湯
を
伝
授
し
た
と
記
さ
れ
る
が
作
為
性

が
あ
り
、
信
頼
で
き
る
記
述
で
は
な
い
。
古
市
播
磨
宛
の
「
心
の
文
」
が
有

名
だ
が
、
こ
れ
も
伝
存
せ
ず
不
詳
。
大
徳
寺
真
珠
庵
に
残
る
「
真
珠
庵
開
香

銭
帳
」（
一
四
九
一
）
と
「
一
休
三
十
三
回
忌
祖
師
忌
帳
」（
一
四
九
三
）
に
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「
殊
光
」
の
署
名
が
あ
る
。

紹

…
武
野
紹

。
文
亀
二
年
（
一
五
〇
二
）
〜
弘
治
元
年
（
一
五
五
五
）。
室

町
時
代
の
堺
の
町
衆
。
通
称
新
五
郎
。
名
乗
り
は
仲
材
、
号
は
一
閑
、
大
黒

庵
。
父
は
信
久
、
母
は
興
福
寺
の
衆
徒
中
坊
氏
の
女
。
三
条
西
実
隆
に
和
歌

を
習
い
、「
詠
歌
大
概
」
を
伝
授
さ
れ
る
。
名
物
を
多
く
所
持
し
、
堺
に
お
い

て
独
自
の
茶
の
湯
を
展
開
し
た
。

利
休
…
千
利
休
。
大
永
二
年
（
一
五
二
二
）
〜
天
正
十
九
年
（
一
五
九
一
）。
戦

国
時
代
の
堺
の
町
衆
。
幼
名
与
四
郎
、
号
は
宗
易
、
抛
筌
斎
。
最
初
、
信
長

の
茶
頭
と
な
り
、
つ
い
で
秀
吉
の
茶
頭
兼
相
談
役
と
な
る
が
、
大
徳
寺
山
門

に
お
け
る
木
像
事
件
で
切
腹
を
命
じ
ら
れ
る
。
利
休
が
果
た
し
た
茶
の
湯
の

改
革
は
多
岐
に
わ
た
り
、
茶
室
・
茶
碗
を
は
じ
め
点
前
の
簡
素
化
な
ど
も
推

進
し
、
武
将
の
支
持
も
多
く
得
た
。

【
解
説
】

第
一
の
和
漢
茶
の
由
来
は
、
上
巻
第
二
項
目
の
第
一
条
か
ら
第
三
条
に
記
さ

れ
て
お
り
、
第
二
の
茶
会
の
濫
觴
に
つ
い
て
は
同
項
目
第
四
条
に
述
べ
ら
れ
て

い
る
。
第
三
の
中
興
大
成
の
次
第
は
第
三
項
目
と
第
四
項
目
に
記
さ
れ
て
い
る
。

第
四
の
諸
流
の
弁
は
第
五
・
第
六
項
目
に
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
第
七
項
目

以
下
が
す
べ
て
茶
席
・
茶
具
の
説
で
あ
る
。
中
巻
以
降
は
、
本
論
で
触
れ
た
。

③

執
筆
の
目
的

一
、
此
草
子
ハ
、
他
と
長
短
譏
誉
キ

ヨ

を
あ
ら
そ
ひ
、
評
論
の
た
め
に
ハ
あ
ら
ず
、

初
心
の
人
、
茶
道
の
本
源
を
知
ず
し
て
、
猥
ミ
タ
リ
ニ
末
流
を
弄ラ
ウ

し
、
法
を
乱
り
、
道

を
失
ふ
が
爲
に
書
レ
之
、
讀
人
察
　
レ

之

ツ
マ
ヒ
ラ
カ
ニ
セ
ヨ

、

【
大
意
】

こ
の
冊
子
は
、
他
流
派
と
長
短
・
毀
誉
を
争
っ
た
り
、
他
流
を
批
判
す
る
た
め

に
書
い
た
も
の
で
は
な
い
。（
そ
の
叙
述
の
目
的
は
、
茶
の
湯
の
）
初
心
者
が
茶

の
湯
の
本
源
を
知
ら
な
い
た
め
に
、
誤
っ
て
（
茶
の
湯
の
）
末
流
を
（
学
ん
で
）

弄
び
、
法
式
で
あ
る
作
法
を
乱
し
た
り
、（
茶
の
湯
を
行
う
本
来
の
）
目
的
を
見

失
っ
た
り
す
る
こ
と
が
あ
る
の
で
、（
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
な
い
よ
う
に
）
こ
の

冊
子
を
書
い
た
の
で
あ
る
。
読
者
は
こ
の
こ
と
を
よ
く
理
解
し
て
ほ
し
い
。

【
解
説
】

こ
こ
に
は
、
本
書
執
筆
の
理
由
が
開
陳
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
茶
の
湯
の

本
源
を
藪
内
流
と
し
て
、
他
流
派
を
「
末
流
」
と
決
め
付
け
て
い
る
点
で
は
、

公
平
な
立
場
と
は
い
え
な
い
。
し
か
も
対
象
読
者
を
「
初
心
の
人
」
と
限
定
し

て
い
る
が
、
①
で
は
「
濁
れ
る
を
し
て
す
め
る
に
導
」
く
と
あ
っ
た
は
ず
で
あ

る
。
濁
っ
た
他
流
派
の
茶
人
を
も
清
流
で
あ
る
薮
内
流
に
導
く
目
的
が
、
こ
こ

で
は
消
え
て
し
ま
っ
て
い
る
。

ま
た
、「
他
と
長
短
譏
誉
キ

ヨ

を
あ
ら
そ
ひ
、
評
論
の
た
め
に
ハ
あ
ら
ず
」
と
述
べ

て
い
る
が
、
第
五
項
目
で
「
古
織
ハ
実
な
れ
と
も
花
ヨ
カ
ラ
ラ
ズ
、
遠
州
ハ
花

う
る
ハ
し
け
れ
と
実
よ
か
ら
す
、
宗
旦
ハ
竹
の
緑
な
れ
と
も
花
な
き
か
こ
と
く

に
て
、
お
の

く
其
風
体
フ
ウ
タ
イ

、
か
れ
を
得
れ
ば
是
を
う
し
な
ふ
に
似
た
り
」
と
、

織
部
流
・
遠
州
流
・
宗
旦
流
を
そ
れ
ぞ
れ
比
較
し
な
が
ら
、
最
終
的
に
は
三
流

と
も
に
批
判
し
て
い
る
。
こ
れ
は
す
で
に
「
茶
道
霧
乃
海
」
に
も
見
ら
れ
る
傾

向
で
あ
る
。

「
茶
道
霧
乃
海
」
冒
頭
部
を
引
用
し
よ
う
。

一
利
休
没
後
故
有
て
適
家
ハ
身
を
日
潜
め
適
伝
は
口
を
閉
ツ
、
こ
の
ゆ
へ

ニ
休
乃
正
風
暫
ク
鳴
を
止
て
古
織
時
を
得
給
ひ
其
風
世
上
ニ
流
布
せ
り
、

古
織
故
有
て
没
後
宗
旦
の
風
ニ
か
ハ
り
遠
州
の
流
ニ
う
つ
り
一
時
の
風
流

代
々
ニ
変
じ
て
正
風
ニ
か
へ
ら
ず
、
今
や
三
子
の
風
儀
其
伝
家
々
ニ
残
る
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と
い
ふ
と
も
古
ニ
し
か
ず
、

諸
流
と
い
っ
て
も
標
的
は
織
部
流
・
遠
州
流
・
宗
旦
流
の
三
流
に
定
め
ら
れ

て
い
る
こ
と
が
明
白
で
あ
る
。
こ
こ
で
宗
旦
流
と
い
う
表
現
が
で
る
が
、
千
家

流
で
な
い
と
こ
ろ
が
注
意
を
引
く
。
今
日
的
理
解
で
は
、
宗
旦
は
利
休
の
孫
で

あ
る
か
ら
、
宗
旦
流
は
つ
ま
り
は
利
休
流
で
は
な
い
の
か
と
考
え
る
。
と
こ
ろ

が
宗
旦
流
と
い
う
表
現
は
竹
心
の
独
創
で
は
な
く
、
一
般
的
に
そ
の
よ
う
に
呼

ば
れ
て
い
た
。
山
科
道
安
の
『
槐
記
』
の
中
で
近
衛
家
熙
は
次
の
よ
う
に
発
言

し
て
い
る
。

今
ノ
世
ノ
宗
旦
流
ト
云
モ
ノ
ノ
湯
ヲ
汲
テ
溢
ル
ヽ
コ
ト
ヲ
厭
ハ
ズ
、
溢
ス

ヲ
本
ト
ス
ル
ヤ
ウ
ニ
覚
ヘ
タ
ル
ハ
、
異
ナ
コ
ト
ナ
リ

（
享
保
十
三
年
十
二
月
十
一
日
）

宗
旦
流
を
異
流
と
考
え
る
向
き
は
一
人
竹
心
だ
け
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、『
槐
記
』
に
お
け
る
宗
旦
流
の
使
用
は
、
裏
千
家
を
指
す
場
合
が
多
い
。

他
の
表
・
武
者
小
路
の
茶
の
湯
を
宗
旦
流
と
表
現
す
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
い
。

竹
心
の
い
う
と
こ
ろ
の
宗
旦
流
も
同
様
に
裏
千
家
を
意
味
す
る
可
能
性
が
高
い
。

そ
れ
は
表
千
家
が
不
審
庵
を
継
ぎ
、
利
休
の
流
れ
を
そ
の
ま
ま
宗
旦
よ
り
受
け

継
い
だ
の
に
対
し
て
、
裏
千
家
は
ま
さ
に
宗
旦
晩
年
の
今
日
庵
を
継
ぎ
、
利
休

と
い
う
よ
り
は
宗
旦
の
独
自
性
を
引
き
継
い
だ
と
い
う
経
緯
と
符
合
す
る
も
の

で
あ
る
。
久
田
家
が
表
千
家
五
代
随
流
斎
、
六
代
覚
々
斎
に
そ
れ
ぞ
れ
親
族
を

入
れ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
久
田
家
初
代
宗
栄
の
次
男
で
あ
っ
た
藤
村
庸
軒
の

千
家
に
お
け
る
位
置
は
重
い
。
兄
宗
利
の
次
男
が
表
千
家
の
五
代
目
と
な
り
、

兄
の
孫
が
六
代
目
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
反
対
に
宗
旦
に
直
接
千
家
流
の

茶
を
学
ん
だ
庸
軒
は
、
随
流
斎
や
覚
々
斎
に
と
っ
て
師
事
す
べ
き
存
在
で
あ
っ

た
。そ

の
庸
軒
に
対
し
て
竹
心
は
次
の
よ
う
に
批
判
す
る
。

中
此
、
藤
村
子
、
古
へ
ニ
し
て
其
言
行
を
指
月
集
と
号
し
、
片
々
古
実
を

書
の
せ
侍
れ
と
も
茶
の
深
奥
に
い
た
ら
す
、（
中
略
）
初
心
を
ま
ど
ハ
す
事
、

尤
な
け
か
し
き
事
也
、

と
あ
る
。
宗
旦
流
と
称
し
な
が
ら
、
批
判
の
対
象
は
実
は
藤
村
庸
軒
で
あ
っ
た

可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

２
　
茶
会
の
濫
觴

①
　
中
国
の
茶
の
先
人
達

有
ル
人
、
問
而
曰
、
茶
の
本
朝
に
わ
た
り
て
流
布
し
、
茶
法
之
定
り
、
茶
會
之

興
行
し
候
は
い
つ
れ
の
事
ニ
候
や
、

一
答
て
曰
、
有
ル
書
に
経
説

キ
ョ
ウ
セ
ツ
を
引
證

イ
ン
シ
ョ
ウ
し
、
茶
の
功
徳
コ
ウ
ト
ク

・
因
縁
イ
ン
エ
ン

を
稱セ
ウ

し
、
竺
土
に

出
た
る
由
を
記シ
ル

さ
れ
た
り
と
い
へ
と
も
未
レ
詳　
カ

、
唐
土
に
て
ハ
既
ニ
神
農
の
食
経

に
出
た
る
事
、
陸
羽
ノ
茶
経
、
栄
西
之
喫
茶
養
生
記
に
記
さ
れ
た
り
﹇
養
生
記

ハ
茶
種
ニ
添
て
鎌
倉
之
右
大
臣
實
朝
公
ニ
献
り
給
ふ
、﹈

記
に
、
茶
ハ
養
生
之
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仙
薬
、
延
齢
之
妙
術
也
、
天
竺
・
唐
土
と
も
に
貴
重
す
と
い
へ
り
、
爾
來

シ
カ
ツ
ヨ
リ

、

周
・
晉
・
漢
・
唐
・
宋
・
元
・
明
之
間
、
張
孟
陽

チ
ャ
ウ
モ
ウ
ヨ
ウ

・
陶
弘
景

ト
ウ
コ
ウ
ケ
イ

之
徒ト

、
是
を
賞
美

し
、
陸
羽
・
盧
同
専
ラ
に
嗜シ

愛ア
イ

す
、
次
て
劉
兎
錫

リ
ウ
ウ
シ
ャ
ウ

・
白
居
易

ハ
ク
キ
ョ
イ

・
笵
希
ハ
ン
キ

文
・
司
馬

光
・
王
安
石
・
朱
熹
・
林
希
逸

リ
ン
キ
イ
ツ

・
文
徴
明

ブ
ン
チ
ャ
ウ
メ
イ
、
其
外
諸
賢
之
詩
賦
に
賞
し
ら
れ
し

功
能
、
陸
羽
茶
経
全
書
、
栄
西
之
養
生
記
に
詳
也
、

【
大
意
】

あ
る
人
が
次
の
よ
う
に
尋
ね
た
。
茶
が
わ
が
国
に
伝
わ
っ
て
普
及
し
、
茶
の

作
法
が
定
ま
り
、
茶
会
が
興
行
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
い
つ
の
こ
と
で
す

か
。

一
、
答
え
て
い
う
に
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。
あ
る
書
物
は
、「
経
説
」
を
証
拠
と

し
て
引
用
し
、
茶
の
功
績
・
徳
行
と
発
生
に
つ
い
て
は
イ
ン
ド
発
祥
説
を
掲
げ

て
い
る
が
、
こ
れ
は
未
だ
詳
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
中
国
に
お
い
て
は
、
す

で
に
神
農
の
著
し
た
「
食
経
」
に
茶
が
登
場
す
る
こ
と
は
、
陸
羽
の
「
茶
経
」、

栄
西
の
「
喫
茶
養
生
記
」
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。﹇「
喫
茶
養
生
記
」
は
お
茶
の

種
に
添
え
て
、
鎌
倉
の
右
大
臣
源
実
朝
公
に
献
上
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
﹈
そ
の

「
喫
茶
養
生
記
」
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
茶
は
養
生
の
仙
薬
で
あ
り
、

延
齢
の
妙
術
で
あ
る
。
イ
ン
ド
で
も
中
国
で
も
貴
重
品
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い

る
。
そ
れ
以
来
、
周
・
晉
・
漢
・
唐
・
宋
・
元
・
明
の
各
王
朝
の
間
、
張
孟

陽
・
陶
弘
景
な
ど
と
い
っ
た
人
た
ち
が
茶
を
賞
美
し
、
陸
羽
・
盧
同
は
専
ら
茶

を
愛
飲
し
た
。
つ
い
で
劉
兎
錫
・
白
居
易
・
笵
希
文
・
司
馬
光
・
王
安
石
・
朱

熹
・
林
希
逸
・
文
徴
明
を
は
じ
め
と
し
て
、
そ
の
ほ
か
の
諸
賢
が
詩
に
賦
し
て

賞
し
た
茶
の
功
能
に
つ
い
て
は
、
陸
羽
の
「
茶
経
」
と
栄
西
の
「
喫
茶
養
生
記
」

に
詳
し
く
記
載
さ
れ
て
い
る
。

【
語
釈
】

経
説
…
朱
筆
に
て
「
茶
教
、
字
実
、
方
鑑
茶
伝
ノ
類
」
と
あ
る
。
こ
こ
で
は
茶

に
関
す
る
既
存
の
辞
書
類
を
指
し
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
。

功
徳
…
功
績
と
徳
行
。

竺
土
…
天
竺
の
こ
と
。
つ
ま
り
イ
ン
ド
国
。

神
農
…
中
国
古
代
の
伝
説
的
聖
王
。
炎
帝
神
農
氏
。
医
学
の
創
始
者
と
し
て
尊

敬
さ
れ
て
お
り
、
人
々
に
医
食
の
方
法
を
教
示
し
た
「
食
経
」
と
い
う
書
物

が
あ
っ
た
と
伝
承
さ
れ
て
い
る
。

陸
羽
の
茶
経
…
陸
羽
は
中
国
唐
代
の
詩
人
。
？
〜
八
〇
四
年
。
復
州
竟
陵
（
湖

北
省
天
門
県
）
の
竜
蓋
寺
で
育
つ
。
寺
を
出
た
後
、
李
斉
物
・
崔
国
輔
に
出

会
い
、
詩
人
皎
然
・
張
志
和
た
ち
と
親
交
を
も
っ
た
。『
茶
経
』
は
乾
元
元
年

（
七
五
六
）
〜
上
元
二
年
（
七
六
一
）
の
間
に
書
か
れ
た
、
茶
に
関
す
る
総
合

的
解
説
書
。

栄
西
之
喫
茶
養
生
記
…
栄
西
は
鎌
倉
時
代
の
臨
済
宗
の
僧
。
保
延
七
年
（
一
一

四
一
）
〜
建
保
三
年
（
一
二
一
五
）。
備
中
国
吉
備
津
の
出
身
。
姓
は
賀
陽
氏
。

号
は
明
庵
。
葉
上
僧
正
・
千
光
上
人
と
も
称
さ
れ
る
。
二
度
の
入
宋
に
よ
っ

て
臨
済
宗
を
日
本
に
も
た
ら
し
、
そ
の
際
に
抹
茶
法
も
伝
え
た
。
博
多
に
崇

福
寺
を
建
て
、
将
軍
源
頼
家
の
庇
護
に
よ
り
鎌
倉
・
寿
福
寺
、
京
・
建
仁
寺

の
開
山
と
な
る
。『
吾
妻
鏡
』
に
よ
る
と
、
建
保
二
年
二
月
に
体
調
の
悪
い
将

軍
実
朝
に
茶
を
服
用
さ
せ
て
回
復
さ
せ
、
そ
の
際
に
『
喫
茶
養
生
記
』
を
献

じ
た
。『
喫
茶
養
生
記
』
は
初
治
本
が
承
元
五
年
（
一
二
一
一
）
に
再
治
本
が

建
保
二
年
（
一
二
一
四
）
に
成
立
。
二
巻
本
で
上
巻
に
は
茶
の
効
能
が
、
下

巻
に
は
桑
の
効
能
が
記
さ
れ
て
い
る
。
栄
西
は
他
に
『
興
禅
護
国
論
』『
出
家

大
綱
』
な
ど
を
著
し
て
い
る
。

張
孟
陽
…
晋
の
文
人
。
諱
は
載
。
河
北
省
安
平
の
出
身
。
晋
の
武
帝
に
仕
え
る
。

『
茶
経
』
に
よ
る
と
孟
陽
の
「
登
成
都
楼
詩
」
に
「
芳
茶
冠
六
情
」
の
語
あ
り
。

陶
弘
景
…
四
五
六
〜
五
三
六
年
。
梁
の
時
代
の
道
士
。
丹
陽
秣
陵
（
江
蘇
省
江
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寧
県
）
の
出
身
。
諡
は
貞
白
先
生
。
二
十
歳
前
か
ら
諸
王
の
侍
読
と
な
り
、

梁
の
武
帝
と
も
親
交
を
も
っ
た
。
道
教
を
学
び
、
上
清
学
派
を
形
成
す
る
。

ま
た
医
学
に
も
造
詣
が
深
く
、
彼
の
『
神
農
本
草
経
集
注
』
は
中
国
薬
学
の

基
本
書
と
な
り
、
日
本
に
も
奈
良
時
代
以
前
に
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
。『
茶
経
』

所
載
の
「
陶
弘
景
雑
録
」
に
「
苦
茶
軽
換
膏
、
昔
丹
丘
子
青
山
君
服
之
」
と

あ
る
。

盧
同
…
？
〜
八
三
五
年
。
范
陽
の
生
ま
れ
。
唐
の
文
人
。
玉
川
子
と
号
す
。
仕

官
せ
ず
、
読
書
を
好
み
、
清
貧
に
甘
ん
じ
た
。
陸
羽
と
並
び
称
せ
ら
れ
、「
謝

孟
諫
議
恵
茶
歌
」
が
茶
人
に
重
ん
じ
ら
れ
た
。

劉
兎
錫
…
唐
の
文
人
。
白
居
易
と
交
遊
あ
り
。

白
居
易
…
七
七
二
〜
八
四
六
年
。
字
は
楽
天
、
号
は
酔
吟
先
生
。
香
山
居
士
と

も
称
し
た
。
新
鄭
（
河
南
省
新
鄭
県
）
出
身
。
二
十
九
歳
で
進
士
に
合
格
し
、

憲
宗
の
側
近
の
翰
林
学
士
と
な
る
が
、
徹
底
し
た
政
治
批
判
・
社
会
批
判
の

た
め
、
地
方
官
と
さ
れ
る
。
八
二
〇
年
、
長
安
に
召
喚
さ
れ
る
が
、
穆
宗
や

高
官
た
ち
の
無
能
ぶ
り
に
失
望
し
、
自
ら
地
方
官
を
希
望
す
る
。
彼
の
政
治

的
理
想
を
歌
い
上
げ
た
詩
は
三
〇
〇
〇
首
を
超
え
、「
白
氏
文
集
」
と
し
て
編

纂
さ
れ
、
日
本
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。

范
希
文
…
九
八
九
〜
一
〇
五
二
年
。
北
宋
の
代
表
的
政
治
家
。
范
仲
淹
、
字
は

希
文
、
諡
は
文
正
。
蘇
州
出
身
。
一
〇
一
五
年
、
科
挙
に
合
格
し
、
晏
殊
に

抜
擢
さ
れ
て
宋
州
応
天
府
の
学
校
主
事
と
な
り
、
一
〇
三
八
年
、
西
夏
方
面

の
担
当
者
と
な
る
。
一
〇
四
三
年
に
は
副
宰
相
と
な
り
、「
士
は
天
下
の
憂
い

に
先
ん
じ
て
憂
い
、
天
下
の
楽
し
み
に
後
れ
て
楽
し
む
べ
し
」
と
い
う
ス
ロ

ー
ガ
ン
を
掲
げ
て
改
革
を
推
進
す
る
が
失
脚
す
る
。

司
馬
光
…
一
〇
一
九
〜
八
六
年
。
中
国
北
宋
の
政
治
家
、
歴
史
家
。
陝
州
（
山

西
省
）
夏
県
　
水
郷
の
出
身
。
字
は
君
実
、
諡
は
温
公
。
進
士
に
合
格
し
、

皇
帝
近
く
に
仕
え
る
が
、
王
安
石
と
対
立
し
失
脚
。
王
安
石
放
逐
後
に
宣
仁

大
后
の
抜
擢
で
宰
相
と
な
る
。
彼
の
信
条
は
「
道
徳
的
規
範
こ
そ
が
至
高
」

に
あ
り
、
名
教
の
実
践
例
と
し
て
『
資
治
通
鑑
』
二
九
四
巻
を
著
す
。

王
安
石
…
一
〇
二
一
〜
八
六
年
。
北
宋
の
政
治
家
。
出
身
は
江
西
省
撫
州
臨
川

県
。
字
は
介
甫
、
諡
は
文
公
、
荊
公
、
臨
川
。
科
挙
に
合
格
後
、
六
代
皇
帝

神
宗
の
抜
擢
で
宰
相
と
な
り
、
青
苗
法
・
均
輸
法
な
ど
の
新
法
を
立
案
し
、

改
革
を
目
指
し
た
が
失
敗
し
、
江
寧
府
の
鐘
山
に
隠
退
し
た
。
彼
の
文
章
は

「
簡
健
」
と
評
さ
れ
る
よ
う
に
、
簡
略
な
文
章
の
中
に
明
快
な
意
図
の
表
現
が

な
さ
れ
て
お
り
、
唐
宋
八
大
家
の
一
人
に
数
え
ら
れ
る
文
章
の
達
人
で
あ
っ

た
。

朱
熹
…
一
一
三
〇
〜
一
二
〇
〇
年
。
中
国
南
宋
の
思
想
家
。
朱
子
学
の
創
始
者
。

一
一
七
八
年
、
廬
山
の
麓
の
白
鹿
洞
書
院
を
復
興
し
、
儒
教
教
育
の
メ
ッ
カ

と
し
た
。
晩
年
は
建
陽
（
福
建
省
）
に
考
亭
を
設
け
余
生
を
送
る
が
、
四
方

か
ら
学
徒
が
集
い
、
考
亭
書
院
と
呼
ば
れ
た
。
朱
子
の
著
作
は
鎌
倉
時
代
初

期
に
日
本
に
伝
わ
っ
た
が
、
広
く
流
布
し
た
の
は
江
戸
時
代
に
林
羅
山
が
朱

子
学
を
採
用
し
た
こ
と
に
よ
る
。

林
希
逸
…
南
宋
の
進
士
。
詩
画
書
に
通
じ
た
。

文
徴
明
…
一
四
七
〇
年
〜
一
五
五
九
年
。
明
朝
の
代
表
的
文
人
。
字
は
徴
仲
、

号
は
衡
山
・
停
雲
生
。
二
十
歳
の
時
に
沈
周
に
絵
を
学
び
、
沈
周
と
と
も
に

呉
派
文
人
画
の
祖
と
仰
が
れ
た
。
文
官
試
験
に
は
落
ち
続
け
た
が
、
自
宅
の

停
雲
館
で
書
画
三
昧
に
あ
け
く
れ
、
多
く
の
文
人
と
交
際
を
広
め
た
。
代
表

作
に
「
三
題
吉
祥
庵
巻
」「
湘
君
湘
夫
人
図
」
な
ど
が
あ
る
。
ま
た
『
武
宗
実

録
』
の
編
纂
に
も
か
か
わ
り
、
著
書
に
『
甫
田
集
』
が
あ
る
。

【
解
説
】

日
・
中
、
と
く
に
中
国
に
お
け
る
茶
の
知
見
を
著
名
な
文
人
を
紹
介
す
る
こ

と
で
示
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
伝
説
的
人
物
で
あ
る
神
農
を
登
場
さ
せ
る
こ
と
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に
よ
っ
て
、
い
か
に
茶
が
古
く
か
ら
身
体
に
よ
い
飲
み
物
で
あ
っ
た
か
の
証
拠

と
し
て
権
威
付
け
て
い
る
。
こ
の
部
分
は
ま
さ
に
初
心
者
む
け
の
解
説
的
箇
所

で
あ
る
。
そ
の
後
に
、
陸
羽
・
張
孟
陽
な
ど
の
文
人
を
掲
げ
て
い
る
の
は
、
竹

心
の
調
査
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、『
茶
経
』
な
ど
を
参
考
に
、
先
学
の
成
果
を

抜
粋
し
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
陸
羽
・
張
孟
陽
・
盧
同
に
関
し
て
は
、
下

巻
の
「
唐
賢
茶
事
詠
略
」
に
そ
の
漢
詩
を
掲
載
し
て
い
る
。
白
居
易
を
あ
げ
な

が
ら
陶
淵
明
を
あ
げ
て
い
な
い
の
は
い
さ
さ
か
不
思
議
で
あ
る
。

中
国
文
人
を
権
威
付
け
に
利
用
し
な
が
ら
、
一
方
で
栄
西
の
『
喫
茶
養
生
記
』

を
挙
げ
て
き
て
い
る
の
は
、
日
本
で
の
濫
觴
が
な
い
と
困
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

翻
っ
て
考
え
る
と
、
日
本
に
は
『
喫
茶
養
生
記
』
以
外
に
茶
書
と
い
え
る
も
の

が
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
今
で
こ
そ
『
山
上
宗
二
記
』
な
ど
を
あ
げ
る

こ
と
が
で
き
る
が
、『
山
上
宗
二
記
』
は
あ
く
ま
で
個
人
的
な
伝
書
で
あ
り
、
人

口
に
膾
炙
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
ろ
う
。

②

茶
の
日
本
伝
播

一
茶
之の

本
朝
に
わ
た
り
し
事
ハ
、
年
久
し
と
い
へ
と
も
、
茶
を
本
朝
に
植
し
ハ
、

人
皇
七
十
九
代
六
條
院
仁
安
之
比
、
建
仁
寺
之
開
山
栄
西
禅
師
﹇
葉
正
僧
正
、

千
光
國
師
、﹈
入
唐
帰
朝
之
時
、
茶
種
を
将
来
し
、
筑
前
の
背
振
山
に
植
、
そ
れ

よ
り
都
に
う
つ
し
給
ひ
し
を
、
明
恵
上
人
乞
て
栂ト
ガ

尾
に
う
ゑ
給
ひ
し
後
、
宇
治

の
里
人
に
賜
て
植
ひ
ろ
め
侍
し
と
也
、
宋
人
ノ
詩
ニ
、﹇
幸
ニ
得　
テ

二
栂
山　
ノ

信　
ヲ

一
始　
テ

嘗ナ
ム

二
日
本
ノ
茶　
ヲ

一
、﹈

【
大
意
】

茶
が
日
本
に
伝
わ
っ
た
と
い
う
事
に
つ
い
て
、
既
に
長
い
年
月
が
経
っ
た
け

れ
ど
も
、
茶
を
日
本
に
植
え
た
の
は
七
十
九
代
六
條
院
の
御
世
、
仁
安
（
一
一

六
六
〜
六
九
）
の
頃
で
、
葉
上
僧
正
と
も
千
光
國
師
と
も
称
さ
れ
た
京
都
建
仁

寺
の
開
山
で
あ
る
栄
西
禅
師
が
植
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
栄
西
禅
師
は
仁
安
三

年
（
一
一
六
八
）
四
月
に
入
宋
、
同
九
月
帰
朝
、
次
い
で
、
文
治
三
年
（
一
一

八
七
）
夏
に
入
宋
、
建
久
二
年
（
一
一
九
一
）
に
帰
朝
し
た
の
だ
が
、
二
度
目

の
帰
朝
の
時
に
茶
種
を
も
た
ら
し
、
筑
前
に
あ
る
背
振
山
霊
仙
寺
に
植
え
、
そ

れ
か
ら
都
に
移
し
た
。
そ
し
て
そ
の
茶
種
を
山
城
栂
尾
の
高
山
寺
の
明
恵
上
人

が
懇
願
し
た
た
め
贈
り
、
そ
れ
を
明
恵
上
人
が
栂
尾
の
深
瀬
に
植
え
ら
れ
た
後
、

宇
治
の
里
人
に
も
分
植
さ
せ
、
繁
殖
さ
せ
て
い
っ
た
。
宋
人
の
詩
に
、「
思
い
が

け
ず
明
恵
上
人
の
書
信
を
得
て
、
初
め
て
日
本
の
茶
を
飲
ん
だ
。」
と
あ
る
。

【
語
釈
】

建
仁
寺
…
臨
済
宗
建
仁
寺
派
の
本
山
。
建
仁
二
年
（
一
二
〇
二
）
に
源
頼
家
が

栄
西
に
寺
地
を
寄
進
し
、
建
設
が
開
始
。
元
久
二
年
（
一
二
〇
五
）
に
完
成
。

京
都
五
山
の
第
三
位
。
最
初
、
京
都
の
他
宗
を
慮
っ
て
真
言
・
天
台
・
禅
の

三
宗
兼
学
と
し
た
が
、
円
爾
弁
円
・
蘭
渓
道
隆
が
住
す
る
に
及
び
禅
宗
と
な

っ
た
。
京
都
市
東
山
区
小
松
町
に
所
在
。

入
唐
…
入
宋
の
こ
と
。
栄
西
は
仁
安
三
年(

一
一
六
八)

二
十
七
歳
の
時
に
五
ヶ

月
、
元
治
三
年
（
一
一
八
七
）
四
十
七
歳
の
時
に
五
ヶ
年
、
中
国
に
渡
り
明

州
天
童
山
で
修
行
を
し
た
。

茶
種
…
栄
西
は
、
二
度
目
の
入
宋
の
元
治
五
年
に
中
国
よ
り
菩
提
樹
を
送
り
、

そ
れ
が
翌
年
香
椎
宮
に
植
え
ら
れ
た
。
そ
の
こ
と
が
茶
種
将
来
伝
承
の
も
と

で
あ
ろ
う
か
。
栄
西
の
将
来
物
が
茶
樹
か
茶
種
か
で
論
争
が
あ
っ
た
が
、
最

近
は
植
物
の
茶
で
は
な
く
、「
抹
茶
法
」
と
い
う
茶
の
飲
み
方
に
落
ち
着
い
て

い
る
。

筑
前
の
背
振
山
…
背
振
山
は
肥
前
と
筑
前
の
境
界
に
位
置
す
る
。
伝
承
で
は
宋

か
ら
持
ち
帰
っ
た
茶
種
を
、
栄
西
が
こ
の
山
の
西
ケ
谷
付
近
に
植
樹
し
、
そ

れ
が
岩
上
茶
と
し
て
広
ま
っ
た
と
い
う
。
た
だ
し
事
実
関
係
は
不
明
。
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明
恵
上
人
…
承
安
三
年
（
一
一
七
三
）
〜
貞
永
元
年
（
一
二
三
二
）。
紀
伊
国
有

田
の
出
身
。
法
名
は
高
弁
。
神
護
寺
の
文
覚
の
弟
子
と
な
り
、
建
永
元
年

（
一
二
〇
六
）、
後
鳥
羽
上
皇
か
ら
栂
尾
山
を
賜
り
、
高
山
寺
を
開
創
し
て
華

厳
宗
の
道
場
と
す
る
。
伝
承
に
、
栄
西
が
宋
よ
り
持
ち
帰
っ
た
茶
種
の
一
部

を
譲
り
受
け
、
栂
尾
に
植
え
、
茶
を
普
及
さ
せ
た
と
い
う
。

宋
人
の
歌
…
不
明
。
下
巻
の
「
唐
賢
茶
事
詠
略
」
に
は
栂
尾
山
の
茶
の
歌
は
見

当
た
ら
な
い
。

【
解
説
】

茶
の
日
本
伝
来
の
時
期
・
過
程
を
述
べ
て
い
る
。
栄
西
が
二
度
目
の
入
宋
よ

り
帰
朝
し
た
際
に
茶
種
を
将
来
し
、
そ
の
一
部
を
明
恵
に
与
え
た
と
い
う
伝
承

は
『
栂
尾
明
恵
上
人
伝
記
』
に
原
点
が
あ
る
。
そ
こ
に
は
次
の
記
事
が
あ
る
。

建
仁
寺
の
長
老
よ
り
茶
を
進
せ
ら
れ
け
る
を
、
医
師
に
是
を
問
ひ
給
ふ
に
、

茶
は
困
を
遣
り
、
食
気
を
消
し
て
快
か
ら
し
む
る
徳
あ
り
。
然
れ
ど
も
本

朝
に
普
か
ら
ざ
る
由
申
し
け
れ
ば
、
其
の
実
を
尋
ね
て
両
三
本
植
ゑ
初
め

ら
れ
け
り
。
誠
に
眠
り
を
さ
ま
し
、
気
を
は
ら
す
徳
あ
れ
ば
、
衆
僧
に
も

服
せ
し
め
ら
れ
き
、
或
る
人
語
り
伝
へ
て
云
は
く
、「
建
仁
寺
の
僧
正
御
房
、

大
唐
国
よ
り
持
ち
て
渡
り
給
ひ
け
る
茶
の
子
を
進
せ
ら
れ
け
る
を
、
植
ゑ

そ
だ
て
ら
れ
け
る
」
と
云
々
。

ま
た
、
成
立
年
不
詳
の
「
千
光
祖
師
年
譜
」
に

順
徳
帝
建
暦
元
年
辛
未
、
師
七
十
一
歳
、
春
正
月
撰
喫
茶
養
生
記
、[

割
注

略]

初
東
帰
時
、
携
茶
種
来
、
植
筑
前
州
背
振
山
、
後
與
其
種
於
明
恵
上
人
、

植
之
栂
尾
、

と
あ
る
。『
栂
尾
明
恵
上
人
伝
記
』
に
お
い
て
、
早
く
も
栄
西
か
ら
明
恵
に
茶
種

が
譲
ら
れ
、
そ
れ
を
明
恵
が
栂
尾
に
植
樹
し
た
骨
子
が
で
き
あ
が
っ
て
い
る
。

そ
し
て
「
千
光
祖
師
年
譜
」
で
は
、
栄
西
が
帰
国
し
た
際
に
、「
筑
前
州
背
振
山
」

に
ま
ず
茶
を
植
え
、
そ
の
後
、
そ
の
種
を
明
恵
に
与
え
る
と
い
う
風
に
、
話
が

二
段
階
に
複
雑
化
し
て
い
る
。

一
方
、
竹
心
が
活
躍
し
て
い
た
同
時
代
の
史
料
と
し
て
は
、
黒
川
道
祐
著
の

『
雍
州
府
志
』（
貞
享
和
元
年
・
一
六
八
四
）
が
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
こ
に
は
、

中
世
建
仁
寺
開
祖
千
光
国
師
栄
西
、
入
宋
得
茶
、
而
帰
本
朝
、
治
源
実
朝

公
之
余
醺
、
明
恵
上
人
種
茶
実
於
栂
尾
、
其
所
種
之
深
瀬
等
園
名
、
至
今

存
矣
、
曾
来
朝
層
清
拙
正
澄
、
興
夢
窓
独
芳
、
遊
栂
尾
之
詩
中
、
称
栂
尾

為
茶
山
、

と
あ
り
、『
雍
州
府
志
』
は
京
都
に
住
む
竹
心
に
と
っ
て
入
手
し
や
す
い
書
物
で

あ
る
。
竹
心
が
直
接
参
考
に
し
た
の
は
こ
ち
ら
か
も
し
れ
な
い
。
本
文
の
「
宋

人
之
詩
」
と
い
う
の
は
不
明
だ
が
、
こ
の
『
雍
州
府
志
』
に
、
夢
想
疎
石
の
詩

が
「
遊
栂
尾
之
詩
中
、
称
栂
尾
為
茶
山
」
と
紹
介
さ
れ
て
い
る
の
は
、
直
接
で

は
な
い
が
、
あ
る
種
の
類
似
性
を
感
じ
さ
せ
る
。
夢
想
の
師
は
中
国
元
朝
の
一

山
一
寧
で
あ
る
の
も
、
な
ん
ら
か
の
関
係
を
感
じ
さ
せ
る
。
た
だ
し
こ
こ
で
は

背
振
山
や
石
上
茶
の
伝
承
は
登
場
し
な
い
。
竹
心
は
複
数
の
史
料
を
検
索
し
て

書
き
上
げ
た
可
能
性
が
あ
る
。

付
記本

稿
は
東
京
藝
術
大
学
大
学
美
術
館
に
お
け
る
茶
書
研
究
会
の
「
源
流
茶
話
」

購
読
の
成
果
を
も
と
に
成
稿
し
た
も
の
で
あ
る
。


