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滅
後 

  

一 

宗
易
が
、
濃
茶
の
点
前
に
一
層
や
つ
し
た
草
が
あ
り
、
薄
茶
の
点
前
に
は
極
真
が
あ
る
。
こ
の
区
別
を
よ
く
よ
く
得
心
す
る
の
だ
。

時
に
応
じ
、
所
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
軽
く
思
え
る
が
秘
事
で
あ
る
、
と
い
っ
た
。 

 

二 

台
子
陰
陽
の
曲
尺
を
も
っ
て
、
百
万
千
万
の
飾
り
で
あ
っ
て
も
、
草
葺

く
さ
ぶ
き

の
侘
び
座
敷
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
法
に
洩
れ
る
も
の
は
何
も

な
い
。
こ
の
仔
細
は
長
年
の
修
行
を
積
ん
で
わ
か
る
も
の
で
あ
る
。
さ
て
ま
た
侘
び
の
本
意
と
は
、
清
浄
無
垢
の
仏
世
界
を
表
す
も
の
。

こ
の
露
地
草
庵
に
来
た
っ
て
、
塵
芥
を
払
拭
し
、
主
客
と
も
に
直
心
に
て
交
わ
り
を
持
つ
こ
と
で
あ
る
。
決
ま
り
、
定
め
、
長
い
短
い
、

式
法
な
ど
と
う
る
さ
く
い
う
も
の
で
は
な
い
。
火
を
熾
し
、
湯
を
沸
か
し
、
茶
を
喫
す
る
ま
で
の
こ
と
。
他
愛
も
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ

れ
が
す
な
わ
ち
仏
心
の
顕
れ
る
と
こ
ろ
。
作
法
、
挨
拶
に
か
か
ず
ら
う
ゆ
え
、
諸
々
世
俗
の
法
に
堕
し
て
、
あ
る
い
は
客
は
主
の
過
ち
を

伺
い
謗そ

し

り
、
ま
た
主
は
客
の
過
ち
を
嘲

あ
ざ
け

る
手
合
い
と
成
り
果
て
る
。 

 

こ
の
仔
細
、
熟
得
了
悟

じ
ゅ
く
と
く
り
ょ
う
ご

し
た
く
と
も
、
時
は
人
を
待
っ
て
は
く
れ
ぬ
。
趙
州
一

を
亭
主
と
し
、
祖
大
師
二

を
客
と
し
、
利
休
居
士
と
こ
の

坊
が
、
露
地
の
塵
を
拾
い
で
も
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
一
会
も
調
う
べ
き
か
。
大
笑
、
大
笑
。 

 

こ
の
よ
う
に
は
い
っ
て
も
、
天
下
の
人
を
達
磨
に
も
趙
州
に
も
成
し
難
い
。
成
し
た
い
と
思
う
心
が
、
す
で
に
執
着
と
な
る
。
よ
し
よ

し
、
三
界
出
離
の
人
は
、
か
え
っ
て
三
界
に
安
座
す
る
と
い
う
で
は
な
い
か
。
こ
こ
に
至
っ
て
当
惑
、
朦
朧
と
な
る
。
利
休
居
士
の
得
心

は
い
か
が
、
と
問
う
て
見
れ
ば
利
休
は
、 



252 

「
か
の
達
磨
大
師
の
大
悟
に
お
い
て
は
愚
盲
の
宗
易
、
ど
う
し
て
御
坊
に
及
ぼ
う
か
。
た
だ
し
、
御
坊
は
仏
教
経
論
に
よ
り
、
か
え
っ
て

迷
い
を
生
ず
る
と
見
え
る
。
宗
易
、
茶
に
よ
っ
て
申
す
べ
し
。 

台
子
を
初
め
、
諸
事
の
規
則
、
法
度
は
百
万
千
万
あ
る
。
古
人
も
こ
こ
に
留
ま
っ
て
、
こ
れ
を
茶
の
湯
と
心
得
た
も
の
と
見
え
る
。
各
々

の
法
式
を
大
切
に
す
る
こ
と
の
み
、
秘
書
に
記
し
置
い
た
の
だ
。
こ
の
宗
易
は
、
そ
れ
ら
法
式
を
は
し
ご
に
使
い
、
今
少
し
高
い
と
こ
ろ

に
登
ろ
う
と
の
志
を
持
っ
て
、
大
徳
寺
、
南
宗
寺
な
ど
の
和
尚
に
ひ
た
む
き
に
聞
き
た
だ
し
、
朝
夕
禅
林
の
清
規
三

を
本
と
し
た
。
か
の

書
院
結
構
の
式
よ
り
曲
尺
を
や
つ
し
、
露
地
の
一
隅
に
浄
土
世
界
を
打
ち
開
き
、
一
宇
の
草
庵
、
二
畳
敷
に
侘
び
住
ま
い
し
て
、
薪
水
の

た
め
に
修
行
し
、
一
椀
の
茶
に
真
味
の
あ
る
こ
と
を
よ
う
や
く
ほ
の
か
に
覚
え
始
め
た
が
、
時
と
し
て
水
に
濁
り
を
な
す
こ
と
は
、
宗
易

の
い
ま
だ
至
ら
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

ま
た
客
人
が
得
道
せ
ぬ
ゆ
え
、
主
も
ま
た
引
か
れ
て
迷
う
こ
と
が
あ
る
。
さ
れ
ば
、
例
の
三
和
尚
四

、
御
坊
な
ど
に
お
越
し
い
た
だ
け

れ
ば
、
宗
易
の
誤
り
も
お
お
か
た
な
く
な
る
も
の
を
。
た
だ
恐
れ
る
の
は
、
世
に
数
寄
者
多
く
な
る
ほ
ど
、
師
匠
も
多
く
、
口
々
に
指
南

し
て
は
、
た
と
え
ば
大
名
高
家
の
交
わ
り
に
、
草
庵
を
書
院
の
よ
う
に
取
り
捌
き
、
そ
の
本
意
を
尋
ね
る
こ
と
も
な
い
。
ま
た
大
食
大
酒

の
人
は
、
草
庵
に
お
い
て
も
酒
盛
り
の
興
を
な
し
、
そ
の
心
に
叶
わ
ざ
れ
ば
、
侘
び
数
寄
を
嫌
う
も
の
。 

世
渡
り
の
師
匠
ど
も
、
大
名
の
気
に
入
り
、
茶
会
の
趣
向
を
凝
ら
す
こ
と
を
専
ら
に
念
じ
、
金
持
ち
、
分
限
者
が
こ
れ
を
好
む
を
幸
い

に
、
欲
心
よ
り
進
め
る
茶
の
湯
と
成
り
果
て
、
た
だ
の
今
で
さ
え
思
い
の
他
の
ふ
る
ま
い
が
多
い
も
の
と
な
っ
た
。
ま
し
て
や
、
末
代
の

茶
の
湯
、
思
い
や
ら
れ
て
ぜ
ひ
も
な
し
。
百
年
後
五

、
い
ま
一
度
生
ま
れ
で
て
、
世
間
の
茶
の
成
り
果
て
た
あ
り
さ
ま
を
見
た
い
も
の
で

あ
る
」 

と
い
っ
た
。
愚
僧
が
、
さ
れ
ば
ま
た
ど
の
よ
う
に
指
南
す
れ
ば
、
道
が
正
し
く
立
ち
行
く
の
で
し
ょ
う
か
、
と
問
え
ば
、
宗
易
は
、 
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「
い
く
ら
思
案
し
て
も
、
埒
の
明
か
ぬ
こ
と
が
あ
る
。
せ
め
て
は
、
書
院
台
子
の
作
法
を
習
い
た
い
と
い
う
人
が
あ
れ
ば
、
知
ら
ぬ
と
い

っ
て
教
え
ぬ
。
そ
し
て
草
庵
の
こ
と
ば
か
り
、
楽
々
と
伝
授
し
、
曲
尺
も
教
え
ぬ
。
大
方
畳
の
目
数
を
も
っ
て
覚
え
さ
せ
、
炭
次
の
次
第
、

濃
茶
、
薄
茶
た
だ
一
通
り
に
習
わ
せ
て
置
き
、
侘
び
の
心
を
存
分
に
思
い
入
れ
て
修
行
す
る
よ
う
に
の
み
仕
立
て
れ
ば
、
そ
の
内
十
人
二

十
人
に
一
人
く
ら
い
、
道
に
敏
い
人
は
道
に
入
る
で
あ
ろ
う
か
。
道
に
入
る
ほ
ど
の
人
で
さ
え
あ
れ
ば
、
そ
の
時
の
望
み
次
第
に
、
台
子

を
も
得
心
さ
せ
、
立
ち
返
っ
て
品
々
の
規
則
を
も
修
行
さ
せ
れ
ば
、
一
日
二
日
で
済
ん
で
し
ま
う
も
の
。 

 

さ
れ
ど
こ
の
思
案
も
成
し
難
い
仔
細
が
あ
る
。
能
阿
弥
、
相
阿
弥
伝
授
の
末
弟
子
、
珠
光
、
紹
鷗
の
弟
子
ど
も
、
出
来
不
出
来
い
く
ら

も
い
て
、
こ
の
頃
所
々
に
蜂
起
し
て
、
様
々
筋
目
も
わ
か
ら
ぬ
飾
り
、
置
き
合
わ
せ
を
し
て
は
人
に
珍
し
が
ら
れ
、
そ
れ
を
売
り
に
し
て

い
る
の
だ
。
誰
そ
れ
は
こ
の
飾
り
を
客
に
見
せ
た
。
そ
の
客
は
な
に
が
し
の
弟
子
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
を
知
ら
ず
に
赤
面
し
た
。
な
に
が

し
の
弟
子
は
よ
く
知
っ
て
お
り
難
な
く
こ
な
し
た
、
な
ど
と
言
お
う
も
の
な
ら
、
師
を
取
替
え
、
出
入
り
を
止
め
る
手
合
い
が
多
い
。
そ

れ
ゆ
え
師
匠
も
思
い
思
い
、
様
々
の
飾
り
を
作
り
出
し
、
古
伝
に
背
く
こ
と
、
数
え
る
こ
と
も
で
き
ぬ
。
十
年
と
い
わ
ず
、
茶
の
本
道
廃

る
べ
し
。
廃
る
時
、
か
え
っ
て
世
間
に
は
茶
の
湯
が
繁
盛
す
る
も
の
と
思
わ
れ
よ
。
こ
と
ご
と
く
俗
世
の
遊
び
事
と
な
っ
て
浅
ま
し
い
成

れ
の
果
て
、
今
に
も
見
え
る
よ
う
で
あ
る
。 

 

か
な
し
い
か
な
。
宗
易
、
中
国
日
本
と
も
に
古
来
な
か
っ
た
露
地
草
庵
一
風
の
茶
の
湯
を
工
夫
し
、
お
そ
ら
く
趙
州
の
意
に
も
叶
う
べ

し
、
と
思
わ
れ
る
に
、
末
世
に
は
受
け
入
れ
ら
れ
ず
、
ほ
ど
な
く
正
道
断
絶
す
べ
き
こ
と
口
惜
し
い
こ
と
で
あ
る
。
二
畳
敷
も
い
ず
れ
二

十
畳
敷
の
大
茶
堂
に
成
る
こ
と
か
な
。
宗
易
、
三
畳
敷
を
設
え
た
時
で
さ
え
、
道
の
妨
げ
と
後
悔
し
た
も
の
を
。
と
に
か
く
、
こ
の
よ
う

に
思
う
こ
と
も
茶
道
の
執
着
。
仏
祖
、
聖
賢
の
大
道
さ
え
、
時
を
得
て
、
栄
え
、
ま
た
衰
え
る
。
い
さ
さ
か
も
悲
し
む
べ
き
で
は
な
い
。

ま
た
末
世
出
現
の
仏
、
な
き
に
し
も
あ
ら
ず
。
こ
の
道
に
お
い
て
も
、
得
心
の
人
が
後
世
出
来
し
、
御
坊
や
利
休
の
志
に
感
通
す
る
こ
と
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も
あ
る
は
ず
。
そ
う
し
た
人
に
一
服
の
茶
を
手
向
け
ら
れ
た
な
ら
、
百
年
後
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
骸
骨
も
涙
を
流
し
、
亡
魂
も
志
を
受

け
て
な
ぜ
喜
ば
ぬ
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。
必
ず
や
わ
れ
ら
茶
道
の
守
護
神
と
な
り
、
仏
祖
も
お
力
添
え
く
だ
さ
る
で
あ
ろ
う
」 

 

と
ね
ん
ご
ろ
に
答
え
た
の
で
あ
る
。 

 

さ
て
、
そ
の
日
は
天
正
十
七
年
二
月
二
十
八
日
。
夜
、
小
雨
が
し
め
や
か
に
降
り
、
話
は
夜
半
過
ぎ
に
及
ん
だ
。
ま
さ
し
く
、
こ
の
夜

か
ら
二
年
後
、
天
正
十
九
年
同
月
同
日
に
、
師
利
休
は
不
慮
の
災
難
に
遭
わ
れ
た
。
悲
嘆
か
ぎ
り
な
し
。 

今
は
も
う
こ
の
坊
よ
り
他
に
、

日
々
回
向
の
茶
の
湯
を
手
向
け
る
者
と
て
あ
る
ま
い
。
こ
の
坊
な
き
あ
と
も
、
怠
り
な
く
回
向
申
す
よ
う
に
と
看
板
六

を
残
し
置
く
の
で

あ
る
。 

 

三 

利
休
は
、
大
釣
舟
、
小
釣
舟
の
花
入
を
所
持
し
て
い
た
。
い
ず
れ
も
、
床
の
天
井
真
中
に
、
小
ヒ
ル
釘
を
打
っ
て
吊
っ
た
も
の
。
宗

無
も
小
釣
舟
を
所
持
。
利
休
と
同
様
に
吊
っ
た
。
立
石
紹
林
は
名
物
の
小
舟
を
持
つ
。
こ
れ
を
床
の
落
懸
の
内
側
に
釘
を
打
っ
て
吊
っ
た
。

利
休
に
尋
ね
た
と
こ
ろ
、 

「
吊
り
方
に
古
来
定
法
は
な
い
。
め
い
め
い
分
別
工
夫
す
れ
ば
よ
い
が
、
落
懸

お
と
し
が
け

七

に
吊
っ
て
は
、
小
座
敷
で
は
花
が
近
づ
き
す
ぎ
て
落
ち

着
か
ぬ
。
そ
の
上
、
落
ち
て
は
床
の
縁
に
当
た
り
、
客
に
も
危
な
げ
な
心
が
生
ま
れ
る
。
さ
れ
ば
、
大
小
と
も
に
真
中
に
吊
っ
て
い
る
」 

 

と
答
え
た
。
卓
見
、
感
服
さ
せ
ら
れ
た
。 

 

四 

書
院
の
釣
香
炉
な
ど
も
真
中
に
吊
る
。
赤
松
八

所
持
の
名
物
、
青
嶂

せ
い
し
ょ
う

と
い
う
猿
の
香
炉
は
、
棚
板
の
上
に
落
ち
て
は
危
な
い
の
で
、

下
に
敷
物
を
敷
い
て
吊
っ
た
。
が
、
後
に
は
い
っ
そ
う
秘
蔵
。
そ
の
香
炉
の
た
め
に
、
違
棚
を
取
り
外
し
、
上
の
袋
棚
の
み
と
し
、
そ
の
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棚
の
下
に
吊
り
下
げ
、
下
に
は
畳
を
敷
い
た
と
い
う
。
道
陳
の
物
語
で
あ
る
。 

 

五 

こ
の
坊
が
賜
っ
た
あ
さ
な
べ
の
花
入
は
、
無
論
床
の
真
中
に
、
鎖
を
長
く
た
ら
し
て
吊
っ
た
も
の
だ
。
位
置
が
高
す
ぎ
る
と
、
舟
と

は
違
い
見
栄
え
が
よ
く
な
い
。
こ
と
に
夏
は
、
水
を
湛
え
水
面
が
見
え
る
ほ
ど
に
、
一
段
と
低
く
吊
る
こ
と
に
興
趣
が
あ
る
と
い
う
。
こ

の
花
入
は
、
周
防
の
大
内
殿
が
所
持
し
て
い
た
も
の
だ
が
、
当
時
よ
り
紹
鷗
、
利
休
も
注
目
し
て
い
た
。
月
の
絵
の
と
こ
ろ
は
、
昔
よ
り

こ
の
よ
う
に
繕
っ
て
い
た
も
の
の
よ
う
だ
。
月
の
絵
柄
を
前
に
、
ま
た
無
地
の
方
を
前
に
も
、
時
に
応
じ
て
用
い
ら
れ
た
。 

 

六 

利
休
居
士
を
わ
が
集
雲
庵
へ
お
茶
に
お
招
き
し
た
時
は
、
五
月
雨
の
頃
、
風
炉
釜
で
あ
っ
た
。 

茶
を
茶
碗
に
入
れ
、
い
っ
た
ん
水
指
の
蓋
を
取
っ
た
が
、
気
温
も
肌
寒
け
れ
ば
、
釜
へ
水
を
差
す
こ
と
理
屈
に
合
わ
ぬ
と
、
前
よ
り
思

っ
て
い
た
ゆ
え
、
水
を
差
さ
ず
に
茶
を
点
て
た
。
茶
の
湯
が
済
む
と
、
利
休
は
散
々
に
叱
り
、 

「
な
ぜ
水
を
差
さ
ぬ
か
。
忘
れ
て
お
ら
ぬ
証
拠
に
水
指
の
蓋
を
取
っ
た
で
は
な
い
か
。
ま
す
ま
す
不
心
得
な
こ
と
。
水
を
差
す
仔
細
、
さ

い
わ
い
こ
こ
に
宗
及
、
宗
無
、
巧
者
お
二
人
が
同
席
さ
れ
て
い
る
ゆ
え
習
う
べ
し
」 

 

と
い
っ
た
。
す
な
わ
ち
両
人
に
尋
ね
て
み
る
と
、
暑
さ
は
な
は
だ
し
い
折
と
は
違
い
、
今
日
の
天
気
で
は
差
さ
ぬ
こ
と
に
も
一
理
あ
る
、

な
ど
と
答
え
る
。
両
人
が
帰
っ
た
後
、
利
休
の
袖
を
と
ら
え
て
、
今
一
度
お
尋
ね
し
た
。
利
休
は
、 

「
両
人
と
も
世
に
知
ら
れ
た
茶
人
で
は
あ
る
が
、
奥
儀
に
お
い
て
鍛
錬
が
足
り
ぬ
よ
う
に
見
え
る
。
そ
も
そ
も
、
茶
の
湯
と
い
う
名
は
何

を
も
っ
て
つ
け
ら
れ
た
も
の
か
。
茶
と
湯
の
相
応
じ
る
こ
と
が
第
一
義
で
あ
る
。 

草
庵
に
て
、
初
座
の
火
相
を
見
、
後
座
の
湯
相
を
推
し
量
っ
て
席
入
り
し
、
ほ
ど
よ
い
茶
に
め
ぐ
り
合
う
を
、
巧
者
の
客
と
い
う
。
ま
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た
そ
の
客
に
応
じ
て
、
湯
相
、
火
相
を
加
減
し
て
茶
を
点
て
る
も
の
を
巧
者
の
亭
主
と
申
す
の
だ
。 

口
切
よ
り
正
月
二
月
ま
で
は
、
茶
の
気
が
強
く
保
た
れ
て
い
る
が
、
お
よ
そ
三
月
も
半
ば
か
ら
末
に
な
る
と
、
少
し
ず
つ
気
も
衰
え
る
。

四
月
と
も
な
れ
ば
い
よ
い
よ
気
薄
く
、
五
月
雨
の
頃
な
ど
は
、
も
っ
て
の
ほ
か
に
衰
え
る
も
の
。
そ
れ
ゆ
え
、
湯
の
煮
え
る
音
、
五
音
の

段
階
の
内
、
口
切
に
は

も
強
い
峠
の
松
風
の
湯
相
、
正
月
二
月
に
い
た
っ
て
は
、
雷
鳴
の
熱
を
通
り
越
し
て
、
と
徐
々
に
湯
相
の
心
も

ち
を
加
え
る
の
だ
。
四
月
以
降
、
茶
の
色
香
と
も
に
衰
え
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
沸
き
立
つ
峠
の
湯
を
打
ち
込
め
ば
、
茶
の
気
た
ち
ま

ち
抜
け
、
色
香
も
変
わ
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
ゆ
え
風
炉
の
湯
相
は
、
熱
湯
に
水
を
柄
杓
一
杯
打
ち
入
れ
、
汲
み
取
っ
て
ゆ
る
ん
だ
湯
音
を

茶
碗
に
入
れ
れ
ば
、
湯
相
や
わ
ら
か
に
茶
の
気
を
た
す
け
、
お
互
い
相
応
す
る
の
で
あ
る
。
炉
で
夏
の
会
を
す
る
場
合
も
同
様
で
あ
る
。

こ
れ
は
台
子
の
秘
伝
の
し
き
た
り
で
あ
る
、
と
紹
鷗
が
い
っ
た
。 

炉
で
点
て
る
冬
の
茶
の
湯
は
、
夜
明
け
に
入
れ
替
え
か
け
た
湯
に
、
水
を
次
ぎ
足
し
、
次
ぎ
足
し
、
い
か
に
も
湯
が
練
れ
て
く
る
の
が

よ
い
。
ま
た
夏
の
茶
は
、
気
が
衰
え
て
い
る
ゆ
え
、
練
れ
過
ぎ
た
湯
は
気
が
埋
も
れ
て
し
ま
い
よ
く
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
客
の
前
で
水
よ

り
沸
か
し
、
そ
の
沸
き
立
っ
た
湯
に
水
を
差
す
心
得
で
あ
れ
ば
、
湯
味
軽
や
か
で
、
茶
の
気
も
発
す
る
も
の
。
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
意
味
の

浅
か
ら
ぬ
も
の
を
、
た
だ
暑
気
を
散
ず
る
た
め
水
を
差
す
な
ど
と
は
、
大
い
な
る
不
心
得
で
あ
る
。 

あ
る
時
、
利
休
が
施
薬
院
九

を
茶
に
お
招
き
し
た
と
こ
ろ
火
相
、
湯
相
と
い
う
こ
と
を
お
尋
ね
な
さ
っ
た
の
で
、
こ
の
あ
ら
ま
し
を
お

話
し
た
が
、
そ
れ
は
ご
も
っ
と
も
。
医
薬
の
道
に
も
、
文
火
、
武
火
を
薬
に
よ
っ
て
使
い
分
け
、
寒
飲
熱
用
、
熱
飲
寒
用
な
ど
と
い
う
処

方
も
、
み
な
湯
と
薬
の
相
応
を
考
え
て
の
こ
と
で
あ
る
。
利
休
の
茶
が
さ
ほ
ど
ま
で
に
鍛
錬
し
た
も
の
で
あ
れ
ば
、
茶
が
お
い
し
い
だ
け

で
な
く
、
服
用
す
れ
ば
ま
こ
と
仙
薬
と
も
な
ろ
う
、
と
感
想
を
述
べ
ら
れ
た
も
の
だ
。
さ
て
こ
そ
、
あ
っ
さ
り
と
し
た
名
で
は
あ
る
が
、

茶
の
湯
と
い
う
名
に
は
、
深
遠
の
道
理
が
込
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
わ
き
ま
え
る
が
よ
い
」 
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と
話
し
た
。
そ
れ
よ
り
、
ま
す
ま
す
こ
の
心
に
専
念
し
て
見
て
き
た
が
、
炭
の
次
第
よ
り
始
ま
っ
て
、
一
座
一
会

い

ち

ざ

い

ち

え

の
心
は
、
た
だ
こ
の

火
相
、
湯
相
の
み
に
あ
る
こ
と
だ
。 

 

七 

茶
の
師
範
た
る
者
、
よ
く
よ
く
心
を
働
か
せ
る
べ
き
で
あ
る
。 

 

天
王
寺
屋
宗
及
一
〇

は
、
一
風
思
い
切
っ
た
作
意
を
見
せ
る
人
で
、
一
冬
に
二
、
三
会
、
一
夏
に
一
、
二
会
、
必
ず
人
も
聞
き
伝
え
る
ほ

ど
の
逸
話
を
つ
く
っ
た
も
の
だ
。 

 

あ
る
暁
、
雪
が
面
白
く
降
り
積
も
っ
た
の
で
、
宗
及
ふ
と
思
い
つ
い
て
利
休
を
訪
ね
て
み
た
。
案
の
ご
と
く
、
露
地
の
戸
が
細
め
に
開

け
て
あ
る
。
腰
掛
に
入
り
案
内
を
問
う
て
休
ん
で
い
る
と
、
名
香
が
遠
く
よ
り
薫
じ
、
灯
が
か
す
か
に
感
じ
ら
れ
る
。
さ
て
こ
そ
は
蘭
奢
待

ら
ん
じ
ゃ
た
い

、

と
聞
き
知
っ
た
と
い
う
。
宗
及
は
香
道
の
名
人
で
あ
る
。
さ
も
あ
る
べ
し
。 

 

宗
易
は
紙
子
に
十
徳
の
出
で
立
ち
で
迎
え
つ
け
に
出
る
。
座
入
り
の
後
、
名
香
の
炷
空
を
と
所
望
し
、
香
炉
が
そ
の
ま
ま
に
出
さ
れ
た
。

主
客
さ
し
む
か
い
、
何
か
れ
と
挨
拶
す
る
内
に
、
水
屋
の
潜
り
戸
の
開
く
音
が
す
る
。
宗
易
、
い
う
に
は
、
醒
ヶ
井
に
水
を
汲
み
に
や
っ

た
が
、
遅
く
な
り
今
よ
う
や
く
着
い
た
も
の
と
見
え
る
。
さ
っ
そ
く
水
を
取
り
替
え
る
べ
し
、
と
釜
を
引
き
上
げ
勝
手
に
持
ち
入
る
。 

 

そ
の
後
、
宗
及
は
そ
の
ま
ま
台
目
に
行
っ
て
炉
を
見
た
が
、
す
な
わ
ち
寅
の
火
相
。
い
う
に
い
わ
れ
ぬ
見
事
な
火
相
で
あ
る
。
棚
の
炭

斗
に
炭
が
組
み
上
げ
て
あ
っ
た
の
を
、
宗
及
取
り
下
ろ
し
て
炭
を
置
き
添
え
、
羽
箒
に
て
台
目
を
清
め
亭
主
を
待
っ
た
。
利
休
が
茶
堂
口

よ
り
釜
を
持
ち
出
し
て
き
た
の
で
、
宗
及
は
、 

「
火
相
も
ち
ろ
ん
結
構
で
し
た
。
で
す
が
、
水
を
替
え
る
に
際
し
、
ひ
と
き
わ
火
相
を
強
め
ら
れ
る
に
違
い
な
い
と
推
量
し
、
お
手
間
を

と
ら
せ
る
ま
で
も
な
し
、
そ
れ
が
し
炭
を
次
い
で
お
き
ま
し
た
」 
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と
声
を
か
け
た
。
利
休
は
こ
と
の
ほ
か
感
じ
入
り
、
こ
の
よ
う
な
お
客
に
お
逢
い
で
き
て
こ
そ
、
湯
を
沸
か
し
茶
を
点
て
る
甲
斐
も
あ

る
、
と
宗
及
の
客
ぶ
り
を
後
々
ま
で
も
語
っ
た
と
伝
え
る
。
季
節
は
夜
長
、
そ
の
後
夜
明
け
ま
で
や
や
時
間
が
あ
っ
た
の
で
、
こ
の
火
相

に
て
お
茶
を
進
ぜ
た
き
由
、
挨
拶
あ
っ
て
、
い
ま
だ
暗
い
内
よ
り
懐
石
を
出
し
、
食
事
の
間
に
夜
が
明
け
た
。 

 

こ
れ
ら
は
常
の
会
に
て
な
す
べ
き
主
客
の
働
き
で
は
な
い
。
こ
の
会
の
折
、
愚
僧
は
や
や
遅
れ
て
ま
い
り
、
宗
及
座
入
り
の
由
伺
っ
た

ゆ
え
、
勝
手
へ
回
り
、
よ
く
よ
く
主
客
の
働
き
を
見
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
宗
及
、
す
ぐ
れ
た
茶
人
で
あ
っ
た
が
、
狭
い
座
敷
を

好
ま
な
か
っ
た
。
四
畳
半
、
六
畳
敷
な
ど
を
好
ん
だ
の
で
、
弟
子
の
中
に
は
心
得
違
い
も
あ
り
、
飾
り
、
諸
道
具
多
く
、
色
々
な
こ
と
が

起
こ
っ
て
し
ま
っ
た
。 

 

八 

住
吉
屋
宗
無
は
、
古
風
正
統
の
茶
人
に
し
て
、
た
と
え
ば
こ
の
茶
入
に
は
そ
の
茶
碗
、
あ
の
水
指
と
、
日
頃
じ
っ
く
り
吟
味
し
て
定

め
お
き
、
お
よ
そ
置
き
合
わ
せ
な
ど
も
ど
こ
で
あ
っ
て
も
常
に
一
様
に
し
た
。
未
熟
の
輩
に
は
見
所
少
な
く
、
面
白
み
の
な
い
よ
う
に
人
々

が
感
じ
た
も
の
だ
が
、
そ
の
日
、
そ
の
夜
の
節
に
応
じ
、
思
い
入
れ
の
深
い
点
前
を
見
せ
た
。
も
っ
ぱ
ら
夜
会
を
好
み
、
年
々
習
熟
し
て

き
た
の
で
、
夜
会
で
は
ひ
と
し
お
見
事
に
勤
め
た
も
の
だ
。
禅
宗
に
造
詣
が
深
か
っ
た
ゆ
え
、
趣
の
あ
る
茶
が
多
か
っ
た
。 

 

人
に
よ
っ
て
は
、
茶
の
湯
が
湿
り
す
ぎ
る
、
と
い
わ
れ
た
。
利
休
は
こ
と
さ
ら
褒
め
て
、
い
ま
少
し
働
か
せ
た
く
は
あ
る
が
、
働
き
す

ぎ
て
の
誤
り
よ
り
は
、
遥
か
に
ま
し
で
あ
る
、
と
い
ず
れ
の
意
味
で
も
評
価
し
て
い
た
。 

 

九 

納
屋
宗
久
一
一

、
点
前
な
ど
す
る
姿
は
な
ん
と
も
見
事
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
か
つ
て
御
意
を
も
得
、
上
様
御
茶
道
と
し
て
宗

易
に
劣
ら
ず
、
御
賞
玩
い
た
だ
い
て
い
た
。
さ
れ
ど
思
い
入
れ
と
い
う
も
の
の
な
い
人
で
あ
っ
た
。
後
に
は
、
殿
下
に
軽
々
し
く
扱
わ
れ
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た
と
の
こ
と
。 

 

一
〇 

勢
田
掃
部
一
二

は
、
は
な
は
だ
奇
異
の
人
で
、
思
い
き
っ
た
働
き
に
よ
り
、
た
び
た
び
人
々
目
を
驚
か
す
。
と
は
い
う
も
の
の
、
あ

ま
り
に
飛
び
す
ぎ
て
、
殊
勝
な
し
め
や
か
さ
に
欠
け
た
。 

 

一
一 

宗
易
居
士
は
理
に
通
じ
、
わ
ざ
に
叶
う
大
悟
の
茶
人
で
あ
る
。
さ
れ
ば
四
季
折
々
、
昼
夜
と
も
に
自
由
自
在
の
茶
で
あ
っ
た
。
そ

の
根
本
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
末
を
わ
き
ま
え
、
ひ
た
す
ら
茶
の
正
道
を
世
に
伝
え
る
こ
と
を
元
に
、
深
く
志
し
た
の
で
あ
る
。
さ
れ
ば
、

わ
が
誤
り
も
隠
す
心
が
な
く
、
人
に
も
わ
ざ
わ
ざ
語
っ
て
聞
か
せ
る
。
自
分
に
勝
る
よ
い
も
の
が
あ
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
初
心
の
人
の
所

作
を
も
感
嘆
し
、
自
他
の
分
け
隔
て
な
く
、
道
に
お
い
て
た
だ
深
く
思
い
入
れ
の
み
も
っ
て
い
た
の
で
、
交
わ
る
人
す
べ
て
親
し
く
な
ら

ぬ
人
は
な
か
っ
た
。 

 

書
入 

 

そ
う
じ
て
暁
の
火
相
を
、
寅
の
火
相
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
を
朝
会
ま
で
用
い
る
の
だ
。
ま
ず
寅
の
刻
、
宵
よ
り
釜
の
底
に
つ
か

え
る
ほ
ど
に
な
っ
た
炉
中
の
底
を
取
り
除
け
掃
除
を
し
、
井
華
水

せ

い

か

す

い

一
三

を
汲
ん
で
釜
を
洗
い
、
一
炭
し
た
後
、
水
釜
に
し
て
か
け
る
。
お
よ

そ
も
う
一
炭
置
い
て
、
朝
会
客
入
り
の
下
火
に
よ
い
頃
合
い
と
な
る
。
夜
話
し
の
会
へ
の
客
来
は
、
刻
限
に
応
じ
て
働
く
。 

 

あ
る
人
よ
り
利
休
へ
、
暁
に
伺
う
と
の
案
内
が
あ
っ
た
。
さ
れ
ど
遠
方
の
人
で
、
思
い
の
ほ
か
遅
く
な
り
、
夜
が
明
け
て
座
入
り
し
た
。

こ
の
時
、
自
分
は
勝
手
に
お
り
、
働
き
を
見
て
い
た
が
、
少
し
ず
つ
炭
を
次
ぎ
足
し
て
客
を
待
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
炭
が
釜
の
底
に
支
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え
て
い
た
の
で
、
客
入
り
の
後
、
炭
点
前
で
炉
の
底
を
軽
く
取
っ
て
、
掃
除
を
し
、
炭
を
置
い
た
も
の
だ
。
つ
く
づ
く
と
い
た
ず
ら
に
は

心
得
難
く
、
自
得
の
上
で
な
け
れ
ば
、
暁
の
火
相
は
成
り
難
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。 

 

午う
ま

の
火
相
と
は
昼
の
会
の
火
相
で
あ
る
。
朝
よ
り
続
い
た
炉
中
を
午
の
刻
の
頃
、
改
め
一
炭
す
る
。
こ
れ
が
す
な
わ
ち
客
入
り
の
下
火

と
な
る
。
酉と

り

の
火
相
と
は
夜
会
の
火
相
の
こ
と
で
あ
る
。
暁
の
火
相
に
似
た
心
が
あ
る
。
夕
暮
れ
よ
り
ま
い
る
客
が
あ
る
。
暁
の
時
の
働

き
を
心
得
る
べ
し
。
酉
の
頃
に
火
相
改
め
、
炉
中
掃
除
し
た
後
に
、
酉
の
下
刻
に
席
入
り
す
る
こ
と
は
常
の
夜
会
で
あ
り
何
も
問
題
は
な

い
。
掃
除
の
前
よ
り
来
て
、
ゆ
る
ゆ
る
話
を
し
、
下
火
よ
り
所
作
を
見
る
べ
く
所
望
の
客
が
あ
る
。
巧
者
の
亭
主
に
は
必
ず
、
こ
の
よ
う

な
客
が
来
る
。
暁
の
時
と
同
じ
こ
と
。 

 

暁
も
夕
暮
れ
も
座
興
な
し
で
は
間
が
も
た
ぬ
ゆ
え
、
香
炉
な
ど
出
す
こ
と
は
常
の
習
い
と
い
え
よ
う
。 

四
畳
半
に
短
冊
、
硯
な
ど
置
い
て
詩
歌
を
た
し
な
む
な
ど
、
客
に
応
じ
て
の
座
興
で
あ
る
。
亭
主
の
間
の
延
ば
し
方
、
縮
め
方
が
肝
要

で
あ
る
。
す
べ
て
こ
の
寅
、
午
、
酉
の
三
度
の
火
相
、
必
ず
や
茶
会
の
第
一
義
と
な
る
ゆ
え
、
こ
れ
を
三
炭
と
い
う
。
ま
た
右
と
三
度
の

会
に
て
、
露
地
に
水
を
打
つ
こ
と
が
ま
た
秘
事
と
な
る
ゆ
え
、
あ
わ
せ
て
三
炭
三
露
と
呼
ぶ
。 

 

笑
嶺
和
尚
が
、 

「
三
淡
と
も
い
い
た
い
も
の
だ
。
交
わ
り
の
淡
さ
一
四

、
茶
の
淡
さ
、
水
の
淡
さ
に
も
相
通
じ
る
。
露
の
文
字
も
、
心
の
露
、
雨
露
の
露
、

露
地
の
露
と
、
各
々
よ
り
ど
こ
ろ
が
あ
る
で
は
な
い
か
」 

 

と
興
じ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。 
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一 
趙
州 

唐
代
の
禅
僧
。 

二 

祖
大
師 

禅
宗
開
祖
、
達
磨
大
師
。 

三 

清
規 

禅
宗
寺
院
の
規
則
。 

四 

例
の
三
和
尚 
大
林
和
尚
、
笑
嶺
和
尚
等
。 

五 

百
年
後 

利
休
が
こ
れ
を
語
っ
て
い
る
の
が
天
正
十
七
年(

一
五
八
九)

で
あ
り
、
こ
の
二
年
後
天
正
十
九
年(

一
五
九
一)

に
切
腹
す
る
。
従
っ
て
滅
後

の
巻
が
立
花
実
山
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
た
元
禄
三
年(

一
六
九
〇)

が
ち
ょ
う
ど
百
年
忌
に
当
た
り
、
こ
の
言
葉
に
符
号
す
る
。 

六 

看
板 

集
雲
庵
、
松
下
堂
の
柴
門
に
掲
げ
ら
れ
た
「
露
地
清
茶
規
約
」
の
額
を
指
す
。「
滅
後
」
六
二
。 

七 

落

懸

お
と
し
が
け 

床
間
の
手
前
上
の
天
井
よ
り
一
段
と
下
げ
て
横
に
わ
た
し
た
横
木
。 

八 

赤
松 

赤
松
前
司
貞
村
。
「
墨
引
」
三
四
。 

九 

施
薬
院 

医
師
。
秀
吉
に
仕
え
る
。 

一
〇 

天
王
寺
屋
宗
及 

津
田
宗
及
。 

一
一 

納
屋
宗
久 

今
井
宗
久
。 

一
二 

勢
田
掃
部 

瀬
田
掃
部
。
利
休
七
哲
の
一
。 

一
三 

井
華
水

せ
い
か
す
い 

わ
か
水
。 

一
四 

交
わ
り
の
淡
さ 

荘
子
の
「
君
子
の
交
わ
り
淡
き
こ
と
水
の
ご
と
し
」
よ
り
。 
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