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趣

ヒヨ
日

明
治
神
宮
国
際
神
道
文
化
研
究
所
で
は
、
昨
年
十
一
月
一
日
、
明

治
神
宮
参
集
殿
に
於
い
て
、
鎮
座
九
十
年
を
記
念
す
る
国
際
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム

「内
と
外
か
ら
見
た
明
治
日
本
」
を
開
催
し
た
。

明
治
時
代
、
日
本
は
近
代
世
界
の
舞
台
に
登
場
を
果
た
し
た
が
、

当
時
の
国
際
社
会
の
中
で
、
日
本
は
ど
の
よ
う
に
振
る
舞
い
、
ま
た

諸
外
国
か
ら
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
い
た
の
か
。
こ
の
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
で
は
、
明
治
神
宮
と
予
て
よ
り
学
術
交
流
を
深
め
て
い
る
ロ
ン

ド
ン
大
学
関
係
者
ほ
か
、
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
の
研
究
者
を
お
招
き
し
、

開
国
期
に
見
ら
れ
た
自
国
文
化
へ
の
思
い
と
西
洋
に
学
ほ
う
と
し
た

努
力
、
ま
た
明
治
日
本
に
寄
せ
ら
れ
た
外
か
ら
の
評
価
に
つ
い
て
お

話
頂
い
た
。
当
日
は
約
四
百
名
の
参
加
者
を
迎
え
、
往
時
を
振
り
返

り
つ
つ
も
こ
れ
か
ら
の
世
界
に
お
け
る
わ
が
国
の
あ
り
方
に
つ
い
て

考
え
る
素
晴
ら
し
い
機
会
と
な
っ
た
。

講
演

霊
の
日
本

l
福
沢
、
渋
沢
、
チ
エ
ン
パ
レ
ン
、
ハ
l
ン
は
土
着
の
宗
教
を
と
う
考
え
た
か
|

東

京

大

学

名

誉

教

授

祐

弘

氏

平
川

外
か
ら
の
ま
な
ざ
し
、
内
か
ら
の
ま
な
ざ
し

-
博
物
館
と
博
覧
会
の
明
治
日
本
|

国
立
民
族
学
博
物
館
教
授

土
口
回

憲
司
氏

討
議

パ
ネ
リ
ス
ト

国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
教
授
稲
賀
繁
美
氏

ロ
ン
ド
ン
大
学
S
O
A
S
助
教
授
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
准
教
授

ジ
ョ
ン
・
ブ
リ
1
ン
氏

立
命
館
大
学
衣
笠
総
合
研
究
機
構
ポ
ス
ト
ド
ク
ト
ラ
ル
フ
エ
ロ
1

彬
子
女
王
殿
下

司
会

ロ
ン
ド
ン
大
学
S
O
A
S
日
本
研
究
セ
ン
タ
ー
所
長

ア
ン
ガ
ス
・
ロ
ッ
キ
ヤ
l
氏

(
以
下
、
講
演
部
分
に
つ
い
て
は
敬
称
を
略
し
ま
す
。

フ
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第
二
部

(討
議
)

第
一
一
部
の
進
行
を
担
当
い
た
し
ま
す
、
ロ
ン
ド
ン

大
学
の
ア
ン
ガ
ス
・
ロ
ッ
キ
ヤ
!
と
申
し
ま
す
。
宜
し
く
お
願
い
し

ま
す
。
諸
先
生
方
を
前
に
緊
張
も
あ
り
ま
す
が
、
明
治
神
宮
と

S
O

A
S
、
ま
た
日
本
と
イ
ギ
リ
ス
と
い
っ
た
様
々
な
ご
縁
に
よ
っ
て
こ

の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
参
加
で
き
る
こ
と
を
大
変
幸
せ
に
感
じ
ま
す
。

ま
ず
三
名
の
パ
ネ
リ
ス
ト
に
コ
メ
ン
ト
を
頂
い
た
後
、
議
論
に
移

り
た
い
と
思
い
ま
す
。
は
じ
め
に
、
立
命
館
大
学
衣
笠
総
合
研
究
機

構
ポ
ス
ト
ド
ク
ト
ラ
ル
フ
エ
ロ

l
の
、
彬
子
女
王
さ
ま
か
ら
お
願
い

致
し
ま
す
。

彬
子
女
王

コ
メ
ン
テ

l
タ
!
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
す
が
、

少
し
自
分
の
研
究
分
野
に
引
き
寄
せ
て
明
治
日
本
の
内
と
外
と
い
う

こ
と
で
お
話
を
さ
せ
て
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

大
英
博
物
館
の
日
本
美
術
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
核
を
つ
く
っ
た
人
物

の
一
人
に
、
帝
国
海
軍
医
学
校
、
海
軍
病
院
の
お
雇
い
外
国
人
と
し

て
約
六
年
間
日
本
に
滞
在
し
た
ウ
ィ
リ
ア
ム

・
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
が
い

ま
す
。
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
は
収
集
し
た
三
千
点
に
及
ぶ
日
本
絵
画
コ
レ

ク
シ
ョ
ン
を
も
と
に
、
日
本
美
術
の
本
を
記
し
、
中
で
も
『
ザ
・
ピ

ク
ト
リ
ア
ル

・
ア
l
ツ
・
オ
ブ

・
ジ
ャ
パ
ン
』
は
政
府
官
僚
の
末
松

謙
澄
の
翻
訳
に
よ
っ
て
一
八
九
六
年
に
『
日
本
美
術
全
書
』
と
し
て

口
ッ
キ
ヤ

|

出
版
さ
れ
る
な
ど
、
彼
の
著
作
は
英
国
と
日
本
で
高
く
評
価
さ
れ
て

い
ま
す
。

ル
イ
・
ゴ
ン
ス
が
一
八
八
三
年
出
版
の
『
日
本
美
術
」
の
中
で
、

西
洋
で
も
て
は
や
さ
れ
た
工
芸
品
や
北
斎
を
そ
の
論
の
中
心
に
据
え

た
の
に
対
し
、
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
は
あ
く
ま
で
も
客
観
的
に
日
本
の
美

術
の
歴
史
を
説
明
し
よ
う
と
し
ま
し
た
。
自
身
が
収
集
し
た
日
本
絵

画
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
研
究
に
加
え
、
多
く
の
邦
語
文
献
を
駆
使
し
、

日
本
美
術
を
古
代
か
ら
時
代
ご
と
に
整
理
し
、
作
家
の
紹
介
と
詳
細

な
注
解
を
施
す
と
い
う
、
ま
さ
に
科
学
的
な
分
析
を
行
っ
た
の
で
す
。

明
兆
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
日
本
絵
画
の
十
五
世
紀
を
イ
タ
リ
ア
ル
ネ

サ
ン
ス
に
た
と
え
る
な
ど
、
い
ま
ま
で
存
在
し
な
か
っ
た
日
本
美
術

史
を
客
観
的
に
構
築
し
た
こ
と
こ
そ
が
評
価
さ
れ
た
と
言
え
る
で

し
ょ
う
。
「
日
本
美
術
全
書
』
の
緒
言
を
、
帝
国
博
物
館
の
九
鬼
隆

一
と
日
本
美
術
協
会
の
会
頭
佐
野
常
民
が
寄
せ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、

そ
の
重
要
さ
が
見
て
と
れ
ま
す
。
ま
た
、
訳
者
の
末
松
自
身
、
こ
の

著
作
を
翻
訳
す
る
こ
と
は
日
本
人
に
と
っ
て
利
益
と
な
る
、
と
い
う

こ
と
を
序
文
で
示
し
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
当
時
の
日
本
美
術
行
政
の

中
枢
部
が
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
の
本
を
通
し
て
、
日
本
美
術
の
姿
を
国
民

に
知
ら
し
め
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
す
。

こ
こ
で
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
が
果
た
し
た
役
割
と
は
、
西
洋
の
科
学
的

な
分
類
方
法
を
日
本
の
絵
画
史
に
応
用
し
、
そ
れ
ま
で
煩
雑
で
と
ら

え
に
く
か
っ
た
日
本
の
絵
画
史
を
画
派
別
、
時
代
別
に
区
分
け
し
た
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と
い
う
こ
と
で
し
た
。
日
本
美
術
は
、
江
戸
時
代
か
ら
画
論
や
画
人

伝
な
ど
を
通
し
て
諮
問
ら
れ
て
き
ま
し
た
が
、
古
代
か
ら
体
系
立
て
て

論
じ
た
書
物
は
存
在
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
点
か
ら
考
え
る
と
、

ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
の
試
み
は
日
本
人
に
と
っ
て
画
期
的
な
も
の
で
あ
っ

た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
彼
の
日
本
美
術

へ
の
評
価
は
、
あ
く
ま
で
西
洋

美
術
を
基
準
と
し
た
概
念
の
中
で
の
み
に
限
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
つ

ま
り
、
平
川
先
生
が
仰
っ
た
よ
う
に
、
西
洋
的
な
宗
教
観
を
も
と
に

し
た
日
本
の
宗
教
理
解
し
か
図
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
と
同
じ
よ
う
な

記
述
が
多
く
見
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
を
承
知
の
上
で
、
九
鬼
、
佐
野
の

序
文
で
は
共
通
し
て
、
日
本
美
術
を
見
る
外
国
人
と
い
う
他
者
の
観

点
を
学
ぶ
こ
と
の
意
義
が
強
調
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
こ
の
翻
訳
本

は
日
本
美
術
の
専
門
書
と
し
て
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
だ
け
で
な

く
、
そ
の
約
四
年
後
に
出
版
さ
れ
る
官
製
の
『
稿
本
日
本
帝
国
美
術

略
史
」
の
編
纂
手
法
に
も
参
考
に
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
の

ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
の
著
作
の
一
連
の
翻
訳
作
業
、
そ
し
て
彼
の
行
っ
た

日
本
美
術
史
の
分
類
作
業
は
、
内
と
外
か
ら
‘
見
た
明
治
日
本
の
新
た

な

一
面
と
な
り
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
、
お
話
し
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。

彬
子
女
王
さ
ま
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
明

治
期
の
日
本
美
術
に
つ
い
て
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
を
中
心
に
、
た
い
へ
ん

興
味
深
い
コ
メ
ン
ト
を
頂
き
ま
し
た
。

口
ッ
キ
ヤ
|

次
は
、
ロ
ン
ド
ン
大
学
S
O
A
S
助
教
授
、
国
際
日
本
文
化
研
究

セ
ン
タ
ー
准
教
授
の
ジ
ョ
ン
・
ブ
リ
l
ン
先
生
で
す
。
お
願
い
致
し

ま
ブ す
1) 。

〆〆

ま
ず
平
川
先
生
の
お
話
に
つ
い
て
コ
メ
ン
ト
を
さ
せ

て
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
私
も
平
川
先
生
と
同
じ
よ
う
に
、
ハ
ー

ン
が
大
好
き
な
ん
で
す
。
私
の
思
う
に
、
ハ

l
ン
の
よ
さ
は
、
例
え

ば
彼
が
初
め
て
出
雲
大
社
に
行
っ
た
時
に
残
し
た
記
録
と
、
ア

l
ネ

ス
ト

・
サ
ト
ウ
が
初
め
て
伊
勢
神
宮
に
行
っ
て
残
し
た
記
録
と
を
比

較
し
た
時
に
は
っ
き
り
し
て
く
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
サ
ト
ウ
は
伊

勢
神
宮
に
関
す
る
大
変
貴
重
な
記
録
を
残
し
て
い
る
ん
で
す
け
れ
ど

も
、
も
の
す
ご
く
さ
め
た
目
、
つ
め
た
い
目
で
神
宮
を
見
つ
め
て
い

る
わ
け
で
す
。
神
宮
の
歴
史
を
理
解
し
よ
う
と
し
な
い
。
感
情
移
入

の
兆
し
が
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
ハ

l
ン
が
出
雲
大
社
に
初
め
て

お
参
り
し
た
時
に
、
畏
怖
の
念
、
畏
敬
の
念
を
抑
え
き
れ
な
い
の
が

我
々
の
印
象
に
の
こ
り
ま
す
。
「
出
雲
と
い
う
と
こ
ろ
は
、
今
も
息

づ
く
神
道
の
中
心
地
だ
」
と
、
そ
の
よ
う
に
彼
が
感
じ
て
い
る
わ
け

で
す
。
宮
司
の
千
家
専
紀
に
会

っ
て
、
そ
の
カ
リ
ス
マ
性
に
も
圧
倒

さ
れ
て
し
ま
う
。
感
情
を
も
っ
て
日
本
文
化
に
接
す
る
、
そ
う
い
う

ラ
フ
カ
デ
イ
オ

・
ハ
1
ン
が
、
私
も
大
好
き
な
ん
で
す
。

神
社
が
大
好
き
で
、
「
神
国
」
に
拘
る
ハ

l
ン
で
す
が
、
伊
勢
神

宮
や
靖
国
神
社
に
つ
い
て
ほ
と
ん
ど
触
れ
て
い
な
い
事
実
が
大
変
興

味
深
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。
ハ
ー
ン
が
松
江
に
滞
在
し
て
い
た
時
期
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か
ら
伊
勢
の
こ
と
も
靖
国
の
こ
と
も
知
っ
て
い
た
筈
で
す
。
そ
う
で

な
く
て
も
、
の
ち
に
東
京
に
移
行
し
て
か
ら
は
近
代
国
家
の
も
っ
と

も
聖
な
る
伊
勢
と
靖
国
の
存
在
を
知
ら
な
か
っ
た
は
ず
が
な
い
で
す
。

と
く
に
死
者
に
強
い
関
心
を
も
っ
て
い
る
ハ

1
ン
が
、
な
ぜ
靖
国
神

社
に
つ
い
て
言
及
し
な
い
の
か
。
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
、
チ
ェ
ン
パ
レ

ン
と
同
様
の
感
覚
を
ハ

l
ン
は
共
有
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

つ
ま
り
、
ハ

l
ン
も
チ
エ
ン
パ
レ
ン
と
同
じ
よ
う
に
伊
勢
も
靖
国
も

近
代
国
家
が
創
出
し
た
宗
教
の
柱
だ
と
、
そ
れ
ゆ
え
に
触
れ
な
い
こ

と
に
し
て
い
た
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
す
る
と
、
チ
エ
ン
パ
レ
ン
と

ハ
1
ン
の
話
離
は
、
現
在
言
わ
れ
て
い
る
ほ
ど
大
き
な
も
の
で
は
な

か
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
点
に
つ

い
て
、
平
川
先
生
の
ご
意
見
を
是
非
伺
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

次
に
土
ロ
田
先
生
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
博
物
館
、
博
覧
会
に
つ
い
て
。

私
は
今
、
近
代
の
伊
勢
神
宮
を
研
究
し
て
い
ま
す
が
、
そ
の
中
で
、

博
物
館
が
も
っ
大
き
な
意
味
を
認
識
し
て
い
ま
す
。
伊
勢
を
近
代
化

す
る
た
め
に
博
物
館
が
欠
か
せ
な
い
と
い
う
議
論
が
、
明
治
二
十
年

頃
か
ら
は
じ
ま
り
ま
す
。
そ
し
て
ま
ず
農
業
館
が
明
治
二
十
四
年
に
、

さ
ら
に
明
治
四
十
二
年
に
は
神
宮
徴
古
館
が
建
設
さ
れ
、
伊
勢
神
宮

の
博
物
館
と
し
て
結
実
す
る
わ
け
で
す
。

こ
の
徴
古
館
、
農
業
館
の
原
動
力
と
な
っ
た
の
は
、
国
家
で
も
神

宮
で
も
な
い
、
地
元
の
実
業
家
を
中
心
と
す
る
「
神
苑
会
」
で
し
た
。

こ
の
神
苑
会
の
人
た
ち
は
伊
勢
の
こ
と
を
「
神
の
都
」
と
概
念
化
す

る
わ
け
で
す
。
そ
し
て
、
東
京
や
京
都
、
奈
良
に
博
物
館
が
あ
る
こ

と
に
注
目
し
、
「
神
都
の
名
に
値
す
る
に
は
、
や
っ
ぱ
り
伊
勢
に
も

博
物
館
が
な
い
と
駄
目
だ
」
と
考
え
る
に
い
た
り
ま
す
。
ま
た
、
明

治
維
新
以
降
、
伊
勢
参
り
を
す
る
参
拝
者
の
数
が
激
減
し
た
の
で
、

「
町
興
し
」
の
意
味
も
ふ
く
め
て
、
博
物
館
、
農
業
館
、
水
族
館
、

動
物
園
、
競
馬
場
、
美
術
館
、
と
い
っ
た
も
の
す
ご
く
大
掛
か
り
な

計
画
を
神
苑
会
が
っ
く
り
ま
す
。
こ
れ
に
関
す
る
文
献
を
読
ん
で
い

く
と
、
い
た
る
と
こ
ろ
に
「
娯
楽
」
、
「
快
楽
」
と
い
う
言
葉
が
出
て

き
ま
す
。
つ
ま
り
、
多
く
の
人
に
伊
勢
に
来
て
も
ら
う
に
は
、
娯
楽

を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
の
神
苑
会
の
「
郷
土
愛
」
、
「
経
済
」
、
そ
し
て
「
娯
楽
」
か
ら

生
ま
れ
た
徴
古
館
、
農
業
館
は
、
明
治
の
博
物
館
史
の
中
で
ど
の
よ

う
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
の
か
。
当
時
の
伊
勢
の
状
況
と
あ
わ
せ

て
、
土
口
田
先
生
の
ご
意
見
を
聞
か
せ
て
頂
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

口
ッ
キ
ヤ
|

ブ
リ

l
ン
先
生
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

次
に
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
教
授
の
稲
賀
繁
美
先
生
、
お
願

い
し
ま
す
。

稲
賀
日
本
美
術
と
い
う
も
の
が
外
国
か
ら
ど
う
見
ら
れ
て
い
た

か
、
そ
れ
が
明
治
と
ど
う
関
わ
っ
て
い
る
か
と
い
う
と
こ
ろ
を
少
し

補
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

一
八
七
八
年
の
パ

リ
の
万
博
の
頃
か
ら
、
お
茶
の
道
具
、
茶
陶
が

ヨ
ー
ロ

ッ
パ
に
入
り
始
め
ま
す
。
そ
れ
ま
で

ヨ
ー
ロ

ッ
パ
で
認
め
ら
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れ
て
い
た
見
事
な
絵
付
け
の
磁
器
に
比
べ
、
茶
陶
の
類
は
、
形
は
歪

ん
で
い
る
し
、
色
は
汚
い
と
評
価
さ
れ
が
ち
で
し
た
。
彬
子
女
王
さ

ま
も
言
及
さ
れ
ま
し
た
が
、
一
八
八
三
年
に
出
た
ル
イ
・
ゴ

ン
ス
の

『
日
本
美
術
』
の
中
で
、
茶
陶
は
「
こ
れ
こ
そ
が
日
本
で
珍
重
さ
れ

て
い
る
」
も
の
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
、
日
本
の
陶
磁
器
の
評
価
の

変
換
点
と
な
り
ま
し
た
。
そ
の
ル
イ
・
ゴ
ン
ス
は
、
十
章
あ
る
中
の

丸
々
一
章
を
北
斎
に
割
い
て
、
彼
が
日
本
で
一
番
偉
い
画
家
だ
と
書

き
ま
し
た
が
、
こ
れ
に
対
し
て
、
ウ
ィ
リ
ア
ム

・
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
は

雪
舟
を
持
ち
上
げ
、
イ
タ
リ
ア
の
ル
ネ
サ
ン
ス
に
な
ぞ
ら
え
て
日
本

の
絵
画
芸
術
の
素
晴
ら
し
さ
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。
た
だ
、
ア
ン

ダ
ー
ソ
ン
の
力
点
は
絵
画
に
あ
る
。
絵
画
や
彫
刻
を
中
心
に
据
え
る

「美
術
」
観
か
ら
見
れ
ば
、
陶
磁
器
は
応
用
塞
術
に
過
ぎ
ず
、
そ
の

観
点
か
ら
は
茶
道
の
文
化
も
当
然
な
が
ら
欠
落
し
て
し
ま
っ
て
い
ま

し
た
。

一
九

O
O年
の
パ

リ
万
国
博
覧
会
に
際
し
て
、
日
本
で
初
め
て
公

式
の
美
術
史
が
編
ま
れ
る
の
で
す
が
、
こ
れ
は
フ
ラ
ン
ス
語
で
書
か

れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
日
本
人
で
は
な
く
フ
ラ
ン
ス
人
、
ひ
い
て
は

欧
米
人
に
向
か
っ
て
日
本
美
術
を
示
す
、
と
い
う
の
が
明
治
日
本
の

文
化
政
策
の
基
軸
で
あ
っ
た
こ
と
が
見
て
と
れ
ま
す
。
さ
ら
に
一
九

O
六
年
に
は
、
間
倉
覚
三
が
『
茶
の
本
』
と
い
う
英
文
の
本
を
出
し

ま
す
。
な
ぜ
岡
倉
は
こ
の
時
期
に
書
い
た
の
か
。
こ
れ
は
文
化
・

ミ
ッ
シ
ョ
ン
な
ん
で
す
ね
。

一
九

O
六
年
と
い
う
と
、

日
露
戦
争
が

終
わ
っ
て
す
ぐ
の
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
、
富
国
強
兵
に
よ
っ
て
ロ
シ

ア
と
の
戦
争
に
勝
っ
た
日
本
、
と
は
違
う
イ
メ
ー
ジ
の
日
本
を
出
そ

う
と
し
た
。
日
本
の
美
の
エ
ッ
セ
ン
ス
や
日
本
人
の
心
は
、
わ
び
・

さ
び
が
あ
ら
わ
れ
る
お
茶
に
あ
る
の
だ
、
と
い
う
こ
と
を
伝
え
た

か
っ
た
の
で
す
。

こ
こ
か
ら
平
川
先
生
の
お
話
に
つ
な
げ
た
い
の
で
す
が
、
時
間
が

な
く
な
っ
て
参
り
ま
し
た
の
で
一
言
だ
け
。
ア
ス
ト
ン
や
チ
ェ
ン
パ

レ
ン
は
、
神
道
は
宗
教
で
は
な
い
、
と
い
う
よ
う
な
言
い
方
を
し
て

い
ま
す
。
彼
ら
が
考
え
て
い
る

「
宗
教
」
と
い
う
枠
組
み
に
合
致
し

て
い
な
い
こ
と
を
根
拠
に
否
定
的
に
評
価
し
て
い
る
の
で
す
。
別
の

価
値
観
の
存
在
を
認
め
よ
う
と
し
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
チ
エ
ン
パ
レ
ン
は
伊
勢
神
宮
に
つ
い
て
、
こ
ん
な
こ
と
を

書
い
て
い
ま
す
。
「
何
も
見
る
も
の
な
ん
か
な
い
。
絵
も
な
い
。
飾

り
も
な
い
。
た
だ
、
掘
っ
建
て
小
屋
が
あ
る
だ
け
だ
。
お
ま
け
に
、

日
本
人
た
ち
は
そ
れ
を
見
せ
て
も
く
れ
な
い
。
」
つ
ま
り
、
何
も
な

い
と
い
う
こ
と
を
見
せ
た
く
な
い
か
ら
見
せ
よ
う
と
し
な
い
の
だ
、

と
。
し
か
し
、
伊
勢
神
宮
に
し
て
も
、
わ
び
・
さ
び
に
し
て
も
、

ヨ
ー
ロ

ッ
パ
的
で
な
い
も
の
へ
の
価
値
へ
の
開
眼
と
い
う
点
か
ら
捉

え
る
な
ら
ば
、
実
は

「
何
も
な
い
」
、
な
い
な
い
尽
く
し
の
神
道
と

い
う
の
は
、
む
し
ろ
新
た
な
可
能
性
を
秘
め
て
い
た
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
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そ
れ
で
は
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
に
移
り
ま
す
が
、
ま
ず
、
皆
さ
ん

の
コ
メ
ン
ト
を
受
け
て
、
平
川
先
生
は
ど
の
よ
う
に
思
わ
れ
ま
し
た

で
し
ょ
う
か
。

平
川

日
本
美
術
の
内
と
外
か
ら
の
ま
な
ざ
し
の
違
い
に
つ
い
て
、

中
固
と
日
本
の
美
術
に
対
す
る
、
西
洋
側
の
見
方
を
紹
介
し
た
い
と

思
い
ま
す
。
例
え
ば
一
九
二

0
年
代
の
英
国
人
は
、
自
国
へ
持
ち
込

ん
だ
美
術
品
が
中
国
の
も
の
で
な
く
日
本
の
も
の
だ
と
聞
か
さ
れ
る

と
、
一
様
に
が
っ
か
り
し
た
と
い
い
ま
す
。
第
一
次
世
界
大
戦
の
後

も
依
然
と
し
て
そ
う
だ
つ
た
。
誰
が
こ
う
い
う
見
方
を
英
国
に
広
め

た
の
で
し
ょ
う
か
。
例
え
ば
、
日
本
の
漢
学
者
が
「
文
明
は
す
べ
て

中
国
か
ら
伝
わ
っ
て
き
た
」
と
言

っ
て
み
た
り
、
チ
ェ
ン
パ
レ
ン
が

代
表
作
の

M
J
M
H
s
b
h
b言
語
旬
悶
で
、
「
日
本
と
い
う
国
は
風
呂
桶
を

の
ぞ
け
ば
、
日
本
の
そ
れ
以
外
の
文
物
制
度
は
す
べ
て
中
国
に
起
源

を
も
っ
て
い
る
」
と
、
皮
肉
た
っ
ぷ
り
に
書
い
た
り
し
て
い
る
。
ま

た
、
当
時
の
日
本
外
交
官
が
日
本
に
つ
い
て
英
語
で
説
明
す
る
と
き

に
、
こ
の
チ
エ
ン
パ
レ
ン
の
本
を
土
台
に
し
て
い
た
と
も
言
わ
れ
ま

す
。
こ
れ
に
対
し
、
一
九
二
九
年
の
京
都
で
の
太
平
洋
問
題
調
査
会

会
議
に
あ
た
り
、
大
英
博
物
館
の
学
芸
員
で
あ
っ
た
ア

1
サ
1
・

ウ
ェ
イ
リ
l
は
、
英
国
の
代
表
団
の
た
め
に
「
日
本
文
明
の
独
創
性

3
z
s
m
E回
一
与
え

γ
E
5
8
e
s
--N
5
8)」
と
い
う
文
章
を
書
き

ま
し
た
。
そ
れ
ま
で
西
洋
に
流
布
し
た
日
本
文
明
は
、
派
生
的
で
独

創
性
に
欠
け
る
、
と
い
う
見
方
が
支
配
的
で
し
た
。
し
か
し
、
ウ
エ

イ
リ
l
は
、
日
中
ど
ち
ら
の
古
典
に
も
通
じ
て
い
る
人
で
、
そ
う
い

う
見
方
は
お
か
し
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
。
彼
は
「
中
国
の
日
本
に
対

す
る
影
響
を
否
定
は
し
な
い
が
、
そ
れ
は
ギ
リ
シ
ャ
の
ロ

l
マ
に
対

す
る
影
響
を
否
定
し
な
い
の
と
同
じ
こ
と
だ
。
ロ
ー
マ
文
明
に
も
そ

れ
な
り
の
独
自
性
は
あ
る
ん
だ
」
、
と
言
っ
て
い
る
の
で
す
。

伊
勢
神
宮
で
感
じ
る
聖
性
も
や
は
り
独
特
な
も
の
だ
と
思
わ
れ
ま

す
。
神
道
の
大
祭
司
と
し
て
の
天
皇
家
を
き
ち
ん
と
理
解
し
た
の
は
、

ハ
l
ン
の
愛
読
者
で
も
あ
っ
た
大
正
期
の
フ
ラ
ン
ス
の
駐
日
大
使
で

あ
っ
た
ポ
ー
ル
・
ク
ロ

l
デ
ル
で
し
た
。
個
人
の
死
を
超
え
、
世
代

を
超
え
、
民
族
の
命
の
永
続
の
象
徴
と
し
て
ご
皇
室
が
あ
り
、
日
本

人
と
し
て
の
紐
帯
や
心
の
よ
り
ど
こ
ろ
か
ら
生
ま
れ
る
感
覚
は
、
や

は
り
独
自
の
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
き
も
の
か
と
思
い
ま

す
。

平
川
先
生
。
ブ
リ
l
ン
先
生
よ
り
質
問
の
あ
っ
た
、

ハ
l
ン
の
死
者
に
対
す
る
関
心
、
そ
し
て
靖
国
神
社
に
関
す
る
記
述

を
交
え
て
、
お
話
頂
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

平
川

ハ
1
ン
の
死
者
に
関
す
る
関
心
と
い
え
ば
、
お
盆
が
挙
げ

ら
れ
ま
す
。
お
盆
の
と
き
に
死
者
が
帰
っ
て
く
る
と
い
う
の
は
ア
イ

ル
ラ
ン
ド
に
も
似
た
よ
う
な
風
俗
が
あ
る
の
で
、
ハ

l
ン
に
は
理
解

し
や
す
か
っ
た
よ
う
で
す
。
ま
た

「戦
後
に
て

(〉
P
R
S巾
巧
山
門
)
」

で
、
日
清
戦
争
の
あ
と
に
、
「
日
本
人
の
戦
死
者
の
魂
は
ど
う
な
る

か
」
と
い
う
文
章
が
あ
り
ま
し
て
、
こ
れ
に
対
し
て
「
魂
が
日
本
に

口
ッ
キ
ヤ
ー
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帰
っ
て
く
る
」
と
い
う
よ
う
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
靖
国
神

社
と
死
者
と
の
関
係
に
関
連
す
る
考
え
方
の
一
つ
の
例
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
と
に
か
く
、
ハ

l
ン
の
『
怪
談
』
な
ど
は
、
生
徒
た
ち

が
大
変
面
白
が
っ
た
。
過
去
百
三
十
年
の
日
本
の
外
国
人
教
師
の
中

で
ハ

l
ン
ほ
ど
評
判
の
よ
か
っ
た
先
生
は
い
な
か
っ
た
の
で
、
ハ
ー

ン
の
あ
と
に
来
た
人
は
み
ん
な
比
較
さ
れ
て
、
具
合
悪
く
な
っ
ち
ゃ

う
ん
で
す
(
笑)。

ハ
I
ン
が
辞
め
た
後
や
っ
て
き
た
の
が
名
前
が

ま
だ
よ
く
知
ら
れ
て
い
な
い
夏
目
金
之
助
と
い
う
男
で
し
た
が
、
学

生
は
彼
の
授
業
を
ち
っ
と
も
面
白
が
ら
な
い
。
「
小
泉
八
雲
先
生
の

よ
う
な
方
の
後
釜
は
誰
も
務
ま
る
は
ず
が
な
い
」
、
な
ど
と
愚
痴
っ

て
夫
婦
喧
嘩
の
も
と
に
な

っ
た
よ
う
で
す
。
今
で
も
、
英
語
の
勉
強

が
嫌
い
な
大
学
生
に
『
怪
談
」
を
教
え
る
と
面
白
が
る
ん
で
す
ね
。

当
時
、
彼
が
興
味
を
寄
せ
た
超
自
然
的
な
も
の
に
、
現
代
の
人
も
惹

か
れ
て
し
ま
う
。
や
は
り
大
作
家
と
い
え
る
ん
で
は
な
い
で
し
ょ
う

ヵ
。稲

賀

今

、

平
川
先
生
か
ら
「
夏
目
激
石
が
ハ

1
ン
の
後
釜
で
ひ

ど
い

目
に
あ

っ
た
」
、
と
い
う
お
話
が
あ
り
ま
し
た
が
、
激
石
と
い

え
ば
、
皆
さ
ん
『
夢
十
夜
』
の
中
の
第
六
夜
を
覚
え
て
い
ら

っ
し
ゃ

る
で
し
ょ
う
か
。
護
国
寺
に
行
っ
て
み
た
ら
、
運
慶
が
仁
王
を
彫

っ

て
い
る
。
す
ご
い
な
あ
と
言
っ
た
ら
、

「も
と
も
と
木
の
中
に
仁
王

が
隠
れ
て
い
て
、
そ
れ
を
彫
り
出
す
の
だ
か
ら
難
し
く
な
い
」
と
い

わ
れ
た
の
で
、
自
分
の
家
に
あ
る
材
木
を
彫
っ
て
み
た
け
れ
ど
、
何

も
出
て
こ
な
か

っ
た
。
「
明
治
の
木
に
は
仁
王
は
い
な
か

っ
た
」
と

い
う
わ
け
で
す
。
こ
れ
は
「
見
え
な
い
も
の
」
が
「
見
え
な
く
な
っ

た
」
明
治
と
い
う
時
代
へ
の
皮
肉
で
あ
る
と
同
時
に
、
実
は
、
マ
一
ア

リ
ア
ル
の
中
に
ス
ピ
リ
チ
ユ
ア
リ
テ
ィ
が
隠
れ
て
い
る
の
だ
、
と
い

う
教
訓
を
示
唆
し
て
い
ま
す
。
そ
の
点
で
は
、
激
石
と
い
う
人
に
は
、

ラ
フ
カ
デ
イ
オ

・
ハ
1
ン
が
日
本
に
見
つ
け
た
の
と
同
じ
も
の
が
見

、
え
て
い
た
、
と
い
、
え
る
で
し
ょ
、
っ
。

先
ほ
ど
、
福
沢
諭
吉
が
洞
の
中
の
ご
神
体
さ
ま
を
す
り
替
え
て
、

皆
が
そ
れ
を
拝
ん
で
い
る
の
を
見
て
、
パ
カ
に
し
た
と
い
う
話
が
あ

り
ま
し
た
が
、
そ
れ
を
聞
い
て
こ
ん
な
話
を
思
い
出
し
ま
し
た
。
私

の
友
人
で
す
が
、
彼
が
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
マ
ン
島
の
海
岸
を
歩
い
て

い
た
。
す
る
と
、

一
つ
の
石
が
目
に
映
っ
て
、
そ
の
石
が
「
拾
っ

て
」
と
、
言
っ
た
の
だ
そ
う
で
す
。
拾
っ
て
み
た
ら
、
そ
の
石
に
は

穴
が
あ
い
て
い
た
。
そ
こ
に
息
を
吹
き
込
ん
で
み
た
ら
、
ピ
!
と
い

う
高
い
音
が
出
た
。
つ
ま
り
、
た
だ
の
物
質
だ
っ
た
は
ず
の
石
、
そ

こ
に
自
然
の
力
で
穴
が
あ
い
て
い
て
、
人
聞
が
そ
こ
に
息
を
吹
き
込

む
と
楽
器
と
し
て
生
命
を
得
る
。
石
の
中
に
、
実
は
魂
が
龍
も

っ
て

い
る
、
と
い
う
わ
け
で
す
。
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
で
は
、
そ
う
い
う
霊
の

世
界
が
広
が

っ
て
い
る
。
ハ
l
ン
も
半
分
は
そ
ち
ら
の
血
を
引
い
て

い
る
人
で
、
見
え
な
い
世
界
へ
の
通
路
と
い
う
も
の
は
こ
の
辺
か
ら

も
探
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

口
ッ
キ
ヤ
ー

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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こ
こ
ま
で
平
川
先
生
を
中
心
に
、
明
治
時
代
の

「
見
え
な
い
世

界
」
に
つ
い
て
お
話
頂
き
ま
し
た
。
次
に
、
吉
田
先
生
の
ご
講
演
、

ま
た
彬
子
女
王
さ
ま
の
コ
メ
ン
ト
で
ふ
れ
ら
れ
た
博
物
館
、
美
術
館
、

博
覧
会
と
い
っ
た
、
「
見
え
る
世
界
」
の
お
話
に
移
り
た
い
と
思
い

ま
す
。

明
治
時
代
に
は
博
物
館
な
ど
の
「
分
類
」
を
通
し
て
、
日
本
の
イ

メ
ー
ジ
、
日
本
美
術
の
イ
メ
ー
ジ
、
あ
る
い
は
日
本
の
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
が
確
立
し
た
と
思
う
ん
で
す
が
、
何
分
新
し
く
は
じ
ま
っ

た
こ
と
で
す
か
ら
、
例
え
ば
「
分
類
」
が
難
し
い
も
の
も
あ
っ
た
と

思
い
ま
す
。

こ
う
い
っ
た
こ
と
を
含
め
て
、
「
見
え
る
世
界
」
に
つ
い
て
少
し

展
開
し
て
頂
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
、
音
田
先
生
お
願
い
致
し

ま
す
。

私
の
話
に
つ
い
て
、
コ
メ
ン
テ
l
タ
1
の
方
か
ら
非
常
に

貴
重
な
情
報
を
頂
き
感
謝
し
て
お
り
ま
す
。
今
回
、
私
は
「
見
え
る

も
の
」
に
つ
い
て
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
日
本
の
博
物

館
の
創
設
に
深
く
関
わ
っ
た
佐
野
常
民
は
、
博
物
館
、
博
覧
会
は

「
眼
目
の
教
」
に
よ
っ
て
国
民
を
開
化
す
る
装
置
な
ん
だ
、
と
い
う

こ
と
を
繰
り
返
し
言
っ
て
い
ま
す
。
ミ
シ
ェ
ル
・
フ

l
コ
l
は
博
物

学
と
は

「
目
に
見
え
る
も
の
に
名
前
を
与
え
る
作
業
」
と
言
い
ま
し

た
け
れ
ど
も
、
な
る
ほ
ど
博
物
学
と
い
う
の
は
、
そ
の
日
に
見
え
る

も
の
を
中
心
に
、
世
界
を
も
う
一
度
再
構
成
し
て
い
こ
う
、
分
類
し

吉
田

て
い
こ
う
、
と
い
う
動
き
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
こ
の
流
れ
の
中
で
、

「
見
え
な
い
も
の
」
を
は
ら
ん
だ
存
在
、
た
と
え
ば
仏
像
な
ん
か
が
、

博
物
館
、
美
術
館
の
中
に
置
か
れ
る
よ
う
に
な
り
、
見
え
る
部
分
だ

け
が
強
調
さ
れ
て
、
「
信
仰
の
対
象
」
か
ら

「見
る
対
象
」
に
移
っ

て
い
っ
た
と
い
え
ま
す
。
し
か
し

「見
え
な
い
も
の
」
が
完
全
に
剥

奪
さ
れ
た
か
と
い
え
ば
、
私
は
そ
う
で
は
無
い
気
が
し
ま
す
。
例
え

ば
、
京
都
国
立
博
物
館
は
三
十
三
間
堂
の
す
ぐ
横
に
あ
り
ま
す
が
、

三
十
三
間
堂
を
お
参
り
に
行
っ
た
あ
と
博
物
館
に
入
る
と
、
私
自
身
、

仏
像
の
前
で
ど
う
自
分
が
行
動
し
た
も
の
か
、
た
じ
ろ
ぐ
と
こ
ろ
が

あ
り
ま
す
。
仏
像
と
い
っ
た
、
目
に
見
え
な
い
力
を
は
ら
ん
だ
も
の

が
、
博
覧
会
、
あ
る
い
は
博
物
館
、
美
術
館
を
通
じ
て
、
別
の
コ
ン

テ
ク
ス
ト
に
移
さ
れ
て
も
、
「
見
え
な
い
も
の
」
が
全
部
切
り
捨
て

ら
れ
て
し
ま
っ
た
と
は
、
な
か
な
か
言
え
な
い
部
分
が
あ
る
。

博
物
館
で
は
今
日
、
む
し
ろ
そ
れ
を
大
切
に
し
よ
う
と
し
て
き
で

い
ま
す
。
私
が
勤
務
す
る
国
立
民
族
学
博
物
館
に
は
ア
イ
ヌ
の
資
料

が
多
数
あ
り
ま
す
。
ア
イ
ヌ
の
人
た
ち
は
、
も
の
や
動
植
物
と
い
っ

た
す
べ
て
の
背
後
に
霊
的
な
存
在
日
カ
ム
イ
が
い
て
、
と
く
に
器
物

に
つ
い
て
は
、
扱
い
方
が
悪
い
と
、
そ
の
カ
ム
イ
が
怒
っ
て
人
間
に

災
い
を
及
ぼ
す
の
で
、
常
に
カ
ム
イ
ノ
ミ
と
い
う
儀
礼
を
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
民
博
で
は
開
館
以

来
、
一
年
に
一
度
、
収
蔵
さ
れ
て
い
る
ア
イ
ヌ
の
資
料
を
実
際
に
用

い
て
、
カ
ム
イ
ノ
ミ
の
儀
礼
を
し
て
お
り
ま
す
。
私
自
身
、
そ
れ
は
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博
物
館
の
資
料
に
命
が
吹
き
込
ま
れ
る
瞬
間
だ
と
い
つ
も
再
確
認
を

し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

明
治
以
来
、
博
物
館
と
い
う
の
は
有
形
の
文
化
遺
産
の
貯
蔵
庫
と

考
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
が
、
現
在
で
は
む
し
ろ
、
有
形
の
遺

産
の
保
存
と
と
も
に
無
形
の
遺
産
、
つ
ま
り
モ
ノ
を
巡
る
知
識
や
技

術
、
経
験
、
あ
る
い
は
信
仰
な
ど
、
そ
う
い
う
も
の
も
併
せ
て
伝
え

て
い
く
装
置
と
し
て
、
博
物
館
が
見
直
さ
れ
て
き
て
い
ま
す
。
つ
ま

り
、
「
見
え
る
も
の
」
だ
け
に
特
化
し
て
い
っ
た
博
物
館
、
博
覧
会

と
い
う
も
の
が
、
も
う
一
度
「
見
え
な
い
も
の
」
も
含
め
た
継
承
の

場
に
な
っ
て
き
て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思

い
ま
す
。

口
ッ
キ
ヤ
|

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

こ
の
件
に
つ
い
て
、
彬
子
女
王
さ
ま
は
ど
の
よ
う
に
お
考
え
で
す

か
。
例
え
ば
、
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
は

「見
え
な
い
も
の
」
を
「
見
え
る

も
の
」
の
分
野
で
ど
の
よ
う
に
分
類
を
し
よ
う
と
し
た
の
で
し
ょ
う

，刀

彬
子
女
王

た
と
え
ば
、
先
ほ
ど
お
見
せ
し
た

「津
島
祭
礼
図
」

の
扉
風
で
す
が
、
い
ま
我
々
が
こ
れ
を
見
た
ら
、
近
世
初
期
風
俗
画

と
言
、
っ
と
思
い
ま
す
。
近
世
初
期
風
俗
画
と
い
う
の
は
、
洛
中
洛
外

国
な
ど
、
あ
あ
い
つ
た
金
箔
を
貼
っ
た
扉
風
の
よ
う
な
、
都
市
風
俗

を
描
い
た
も
の
を
言
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
当
時
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
は
こ

れ
を
風
俗
画
で
は
な
く
、
浮
世
絵
に
分
類
し
て
い
ま
す
。
と
い
う
の

も
、
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
は
西
洋
美
術
の
概
念
か
ら
見
て
こ
れ
を
分
類
し

て
い
ま
す
の
で
、
風
俗
を
描
い
た
も
の
は
浮
世
絵
な
ん
で
す
ね
。

ジ
ャ
ン
ル

・
ペ
イ
ン
テ
イ
ン
グ
と
い
う
英
語
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、

ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
に
と
っ
て
は
ジ
ャ
ン
ル

・
ペ
イ
ン
テ
イ
ン
グ
、
イ

コ
ー
ル
浮
世
絵
な
の
で
、
こ
れ
は
浮
世
絵
に
分
類
さ
れ
る
わ
け
で
す
。

一
九
五

O
年
ぐ
ら
い
ま
で
時
代
が
下
っ
て
く
る
と
、
日
本
人
は

「
こ
う
い
っ
た
絵
画
を
浮
世
絵
に
分
類
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と

い
う
こ
と
で
、
近
世
初
期
風
俗
画
と
い
う
新
し
い
単
語
が
生
ま
れ
ま

し
た
。
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
の
時
に
は
ま
だ
そ
の
概
念
は
な
く
、
そ
も
そ

も
こ
の
よ
う
な
絵
画
は
大
名
家
な
ど
か
な
り
裕
福
な
家
に
伝
わ
っ
て

い
る
も
の
が
多
い
の
で
、
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
の
よ
う
な
お
雇
い
外
国
人

が
一
般
の
美
術
商
で
目
に
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
ん
で
す
。
彼
ら

の
勉
強
す
る
対
象
か
ら
外
れ
て
し
ま
っ
た
た
め
に
、
分
類
さ
れ
な

か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
か
な
と
。

口
ッ
キ
ヤ
ー

も
う
一
つ
取
り
上
げ
て
お
き
た
い
問
題
と
し
て
、

稲
賀
先
生
が
お
話
下
さ
っ
た
、
茶
の
湯
が
あ
り
ま
す
。
昨
日
ウ
エ
ブ

リ
l
学
長
と
一
緒
に
根
津
美
術
館
に
行
き
ま
し
た
が
、
根
津
美
術
館

の
茶
の
湯
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
二
十
世
紀
前
半
に
で
き
た
も
の
な
ん
で

す
。
面
白
い
の
は
、
当
時
、
東
博
、
京
博
、
帝
室
博
物
館
の
分
類
の

中
に
は
茶
の
湯
が
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
十
九
世
紀
後
半
に
は
、
茶
の

湯
が
き
ち
ん
と
美
術
の
分
類
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
な
か
っ
た
と
い

う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
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彬
子
女
王

私
は
以
前
か
ら
大
英
博
物
館
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
研

究
し
て
お
り
ま
す
が
、
大
英
博
物
館
の
日
本
陶
磁
器
の
コ
レ
ク
シ
ョ

ン
と
い
う
の
は
一
八
六

0
年
代
か
ら
七

0
年
代
に
収
集
さ
れ
た
も
の

が
ほ
と
ん
ど
で
、
極
端
に
茶
の
湯
の
道
具
が
多
い
ん
で
す
。
そ
の
当

時
、
日
本
で
は
煎
茶
の
ほ
う
が
隆
盛
で
、
一
般
的
な
日
本
人
は
茶
の

湯
に
は
余
り
興
味
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
。
明
治
時
代
、
廃
藩
置
県

が
行
わ
れ
、
今
ま
で
茶
の
湯
の
パ
ト
ロ
ン
で
あ
っ
た
大
名
家
が
茶
道

具
を
手
放
さ
ざ
る
を
え
な
く
な
り
ま
す
。
そ
こ
で
日
本
の
市
場
に
は

茶
の
湯
の
道
具
が
あ
ふ
れ
る
と
い
う
状
態
に
な
っ
た
の
で
す
が
、
日

本
人
は
そ
れ
に
全
く
興
味
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
結

局
買
わ
れ
ず
に
そ
の
ま
ま
残
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し

た
そ
れ
を
憂
え
た
峰
川
式
胤
が
『
観
古
図
説
』
と
い
う
本
を
書
き
ま

す
。
そ
れ
が
外
国
に
渡
っ
て
、
本
を
自
に
し
た
当
時
の
外
国
の
コ
レ

ク
タ
ー
た
ち
は
、
『
観
古
図
説
」
に
載
っ
て
い
る
も
の
こ
そ
が
日
本

人
が
使
っ
て
い
る
や
き
も
の
だ
と
思
い
、
そ
れ
に
載
っ
て
い
る
も
の

と
似
た
よ
う
な
作
品
を
集
め
始
め
る
わ
け
で
す
。
結
果
と
し
て
、
イ

ギ
リ
ス
で
も
ア
メ
リ
カ
で
も
ド
イ
ツ
で
も
、
極
端
に
似
た
陶
磁
器
の

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
が
出
来
上
が
り
ま
す
。
し
か
し
一
九

O
O年
を
ま
わ

り
ま
す
と
、
益
田
鈍
翁
や
、
根
津
嘉
一
郎
と
い
っ
た
人
々
が
茶
の
湯

を
復
興
し
て
日
本
で
そ
の
価
値
が
高
ま
っ
た
こ
と
か
ら
、
そ
れ
以
降

は
外
国
に
す
ご
く
い
い
茶
の
湯
の
器
は
出
な
く
な
り
ま
し
た
。
結
局、

外
国
に
出
た
茶
陶
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
と
い
う
の
は
、

一
八
六

0
年
代

か
ら
八

0
年
代
の
限
ら
れ
た
期
間
に
で
き
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り

ま
す
。
茶
の
湯
に
見
ら
れ
る
内
と
外
と
い
う
の
も
す
ご
く
面
白
い
で

す
ね
。

土
口
田
仰
る
と
お
り
で
す
。
茶
の
湯
の
問
題
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と

日
本
の
「
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」
に
つ
い
て
の
意
識
の
違
い
を
浮
か
び
上

が
ら
せ
ま
す
。
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
、
ア
メ
リ
カ
で
は
、
港
町
と
い
う
港
町

で
、
世
界
各
地
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
多
様
な
器
物
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

が
形
成
さ
れ
、
後
に
市
民
社
会
が
で
き
る
と
、
そ
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

を
博
物
館
な
ど
で
展
示
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。

一
方
、
日
本
で

は
、
あ
の
堺
で
す
ら
、
そ
う
し
た
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
形
成
さ
れ
な

か
っ
た
。
収
集
の
関
心
は
、
茶
器
に
集
中
し
、
そ
こ
で
は

「
用
」
つ

ま
り
、
「
用
い
る
こ
と
」
が
前
提
に
な
っ
て
い
ま
す
。
明
治
以
降
、

博
物
館
と
い
う
装
置
が
日
本
に
導
入
さ
れ
た
あ
と
、
公
的
な
コ
レ
ク

シ
ョ
ン
と
は
別
に
、
益
田
鈍
翁
や
、
根
津
嘉
一
郎
と
い
っ
た
、
い
わ

ゆ
る
近
代
の
数
寄
者
た
ち
に
よ
っ
て
個
人
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
も
形
成

さ
れ
て
い
き
ま
す
が
、
収
集
の
発
端
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
や
は
り

茶
の
湯
で
す
。
「
用
」
へ
の
こ
だ
わ
り
は
、
日
本
の
文
化
の
中
に

脈
々
と
続
い
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

さ
て
、
ブ
リ
l
ン
さ
ん
か
ら
、
日
本
の
博
物
館
の
草
創
期
に
、
徴

古
館
、
農
業
館
が
、
な
ぜ
伊
勢
で
つ
く
ら
れ
た
の
か
、
と
い
う
質
問

が
ご
ざ
い
ま
し
た
。
二
つ
の
博
物
館
の
建
物
は
、
迎
賓
館
、
京
都
国
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立
博
物
館
を
つ
く
っ
た
片
山
東
熊
の
設
計
に
よ
る
も
の
で
す
し
、
農

業
館
の
企
画
・
資
料
収
集
に
は
、
第
一
回
の
湯
島
聖
堂
大
成
殿
で
の

博
覧
会
立
ち
上
げ
の
中
心
人
物
で
あ
る
田
中
芳
男
が
か
か
わ
る
な
ど
、

伊
勢
の
博
物
館
に
は
、
明
治
政
府
の
中
枢
、
あ
る
い
は
国
の
博
物
館

政
策
の
中
枢
に
い
た
人
た
ち
が
関
係
し
て
い
ま
す
。
あ
る
意
味
で
国

家
的
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
も
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
明
治
天
皇
か
ら
も

か
な
り
の
資
金
が
ご
下
賜
さ
れ
た
よ
う
で
す
け
れ
ど
も
、
基
本
的
に

は
市
民
の
側
か
ら
の
寄
付
に
基
づ
い
て
立
ち
上
げ
ら
れ
た
も
の
で
す
。

で
す
か
ら
、
徴
古
館
、
農
業
館
が
日
本
で
最
初
の
私
立
の
博
物
館
と

い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
農
業
館
は
、
日
本
で
最
初
の
産
業

博
物
館
と
い
う
意
味
合
い
も
も
っ
て
い
ま
す
。
神
宮
の
二
つ
の
博
物

館
は
、
日
本
の
博
物
館
の
歴
史
の
な
か
で
、
帝
室
博
物
館

・
国
立
博

物
館
と
は
別
の
、
も
う
一
つ
の
流
れ
の
先
駆
け
に
な

っ
た
と
圭
守
え
る

と
思
い
ま
す
。

口
ッ
キ
ヤ
ー

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
ま
だ
先
生
方
に
お

聞
き
し
た
い
こ
と
も
多
い
で
す
が
、
時
間
を
超
え
ま
し
た
の
で
、
こ

こ
で
ま
と
め
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

本
日
は
「
内
と
外
か
ら
見
た
明
治
日
本
」
と
い
う
こ
と
で
、
先
生

方
の
ご
発
表
、
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
行
い
ま
し
た
が
、
本
日
の
講

演
で
ポ
イ
ン
ト
と
な
っ
た
三
点
を
挙
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。

一
つ
は
、
「
見
え
る
世
界
」
と
「
見
え
な
い
世
界
」
に
つ
い
て
で

す
。「
見
え
る
世
界
」
と
「
見
え
な
い
世
界
」
は
、
両
方
関
係
性
を

持
ち
な
が
ら
存
在
し
て
い
ま
す
。
明
治
時
代
は
、
二
つ
の
陛
界
の
捉

え
方
や
考
え
方
が
、
外
か
ら
の
影
響
を
通
し
て
変
化
し
た
、
一
つ
の

分
岐
点
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

二
番
目
は
、
も
の
と
言
葉
に
つ
い
て
で
す
。
新
し
い
も
の
や
言
葉

が
た
く
さ
ん
入
っ
て
き
た
明
治
時
代
に
は
、
本
日
と
り
あ
げ
ら
れ
た

分
類
の
問
題
の
よ
う
に
、
「
ど
う
説
明
し
た
ら
い
い
か
」
、
「
ど
う
表

現
す
れ
ば
よ
い
の
か
」
等
、
「
も
の
と
言
葉
が
二
層
の
関
係
に
あ
る
」

と
い
う
悩
み
が
、
常
に
存
在
し
て
い
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

三
番
目
は
、
世
界
の
変
化
で
す
。
も
の
と
言
葉
の
関
係
が
問
題
に

な
っ
た
の
は
、
日
本
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
十
九
世
紀
後
半
は
日

本
を
含
め
、
世
界
が
大
き
く
変
わ
っ
て
い
っ
た
時
代
で
し
た
。
そ
し

て
現
在
も
、
世
界
は
急
速
に
変
化
を
続
け
て
い
ま
す
。
そ
ん
な
変
化

の
大
き
い
時
代
を
生
き
て
い
く
こ
と
、
そ
し
て
お
互
い
を
理
解
し
あ

う
こ
と
。
そ
の
難
し
さ
を
、
私
は
感
じ
ず
に
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
。

「
見
え
る
も
の
」
と
「
見
え
な
い
も
の
」
の
捉
え
方
の
違
い
、
も

の
と
言
葉
の
関
係
の
難
し
さ
、
そ
し
て
大
き
く
変
化
す
る
世
界
。
こ

う
い
う
時
代
を
生
き
る
た
め
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
。
私
は
以
前
、

中
島
宮
司
さ
ん
が
「
い
つ
も
縁
を
大
切
に
し
て
い
る
」
と
仰
っ
た
こ

と
に
、
そ
の
答
え
が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
私
は
、
縁
に
は
二
つ

の
意
味
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

一
つ
は
、
「
巡
り
合
わ
せ
」
。
も
う
一

つ
は
、
「
繋
が
り
」
で
す
。
S
O
A
S
と
明
治
神
宮
の
縁
、
あ
る
い

は
日
本
と
英
国
の
縁
、
と
い
っ
た
具
合
に
、
縁
は
巡
り
合
わ
せ
に
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よ
っ
て
繋
が
っ
て
い
き
ま
す
。
そ
の
縁
に
よ
っ
て
皆
が
連
係
し
て
い

け
ば
、
世
界
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
も
、
よ
り
よ
い
関
係
が
築
け

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
私
は
、
明
治
時
代
は
、
日
本
が
世
界

と
縁
を
繋
い
で
い
く
ス
タ
ー
ト
の
時
代
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

最
後
に
、
「
内
と
外
か
ら
見
た
明
治
日
本
」
を
通
し
て
、
本
日
会

場
に
い
る
皆
さ
ん
と
素
晴
ら
し
い
縁
が
で
き
ま
し
た
こ
と
に
、
改
め

て
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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