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二
〇
二
一
年
度
（
第
48
回
）
連
続
講
演
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

　 

「
茶
道
と
キ
リ
ス
ト
教
」

提
題
者　
　

椿　
　

巌
三

　
　
　
　
　

田
中　
　

裕

ス
ム
ッ
ト
ニ
ー　

祐
美

司　

会　
　

竹
内　

修
一

竹
　
内
　�

そ
れ
で
は
こ
れ
か
ら
、
一
時
間
ほ
ど
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
行
い
た
い
と
思
い
ま
す
。
司
会
を
務
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
、

上
智
大
学
の
竹
内
で
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

	

　

先
生
方
の
方
か
ら
、
他
の
先
生
に
ご
質
問
等
が
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、
ま
ず
そ
の
辺
り
か
ら
伺
っ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

ス
ム
ッ
ト�

ニ
ー
　
田
中
先
生
、
講
演
会
が
始
ま
る
前
に
お
話
に
出
た
西
田
哲
学
に
つ
い
て
で
す
が
、
私
の
恩
師
で
京
都
大
学
の
倉
澤
行

洋
先
生
か
ら
、
哲
学
か
ら
み
た
キ
リ
ス
ト
教
と
茶
の
湯
と
の
関
係
に
つ
い
て
ご
教
示
い
た
だ
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
今
で

も
よ
く
分
か
ら
な
い
の
で
す
が
、
両
者
を
哲
学
の
精
神
性
か
ら
み
る
場
合
、
何
を
も
っ
て
説
明
で
き
る
の
で
し
ょ
う
か
。
資

料
が
あ
れ
ば
、
こ
れ
が
証
拠
で
す
っ
て
言
え
ま
す
が
、
哲
学
と
か
思
想
な
ど
は
見
え
な
い
わ
け
で
す
し
、
人
に
よ
っ
て
捉
え
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方
が
違
う
と
思
い
ま
す
。
何
が
あ
る
か
ら
こ
う
だ
っ
て
い
う
ふ
う
に
言
え
る
の
で
し
ょ
う
か
。
西
田
先
生
、
久
松
先
生
、
そ

し
て
倉
澤
先
生
の
哲
学
を
踏
ま
え
た
キ
リ
ス
ト
教
と
茶
の
湯
の
精
神
性
、
そ
の
辺
を
教
え
て
い
た
だ
け
ま
す
か
。

竹
　
内
　
そ
れ
で
は
、
田
中
先
生
、
お
願
い
し
ま
す
。

田
　
中
　�
今
ス
ム
ッ
ト
ニ
ー
祐
美
先
生
か
ら
倉
澤
先
生
の
お
名
前
が
出
て
、
私
は
何
か
縁
の
よ
う
な
も
の
を
感
じ
ま
す
。
実
は
倉
澤
先

生
は
京
都
大
学
の
久
松
真
一
の
お
弟
子
さ
ん
だ
っ
た
ん
で
す
が
、
久
松
真
一
と
い
え
ば
『
茶
道
の
哲
学
』
と
い
う
も
の
が
ご

ざ
い
ま
す
。
そ
し
て
、
禅
が
茶
道
の
根
本
で
あ
る
と
い
う
、
そ
う
い
う
理
解
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
こ
で
禅
と
呼
ば
れ
て
い
る

も
の
は
何
か
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
私
の
理
解
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
そ
れ
は
仏
教
の
一
宗
派
と
し
て
の
禅
宗
で
は
な
い
、
そ

れ
よ
り
も
も
っ
と
深
い
も
の
で
す
。　
　

	
	　

「
禅
」
と
は
、
も
と
も
と
観
想
な
い
し
瞑
想
を
意
味
す
るdhyāna

と
い
う
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
を
音
写
し
た
「
禅
那
」
に

由
来
し
ま
す
が
、
道
元
禅
師
が
「
禅
」
と
い
う
と
き
は
、
釈
尊
の
観
想
と
い
う
菩
薩
行
そ
の
も
の
に
参
ず
る
こ
と
を
意
味
す

る
の
で
、
禅
宗
と
い
う
宗
派
を
越
え
た
仏
教
の
原
点
で
す
。
禅
宗
と
い
え
ば
、
た
と
え
ば
浄
土
真
宗
と
は
異
な
る
仏
教
の
一

宗
派
だ
と
考
え
る
方
が
多
い
の
で
す
が
、
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
の
で
す
。
茶
道
の
成
立
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
村
田
珠
光

は
浄
土
宗
の
方
で
す
が
、
浄
土
宗
で
も
観
想
を
大
切
に
し
て
い
ま
す
。
ち
な
み
に
「
観
念
」
と
い
う
言
葉
は
、
仏
教
の
文
脈

で
は
本
来
「
観
想
」
を
意
味
す
る
の
で
、
人
間
が
頭
の
中
で
考
え
た
概
念
な
ど
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
枝
分
か
れ
し
た
仏
教
の

諸
宗
派
の
根
源
に
あ
る
宗
教
的
経
験
が
「
禅
」
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
を
更
に
徹
底
さ
せ
て
、
い
わ
ゆ
る
仏
教
的
な

る
も
の
す
ら
越
え
て
、
一
宗
一
派
の
教
説
に
と
ら
わ
れ
な
い
宗
教
そ
の
も
の
を
成
立
さ
せ
る
根
源

―
純
一
な
る
経
験
そ
の

も
の

―
を
久
松
先
生
は
「
禅
」
と
呼
ば
れ
た
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
世
俗
化
し
た
社
会
に
あ
っ
て
「
禅
」
を
実
践
す
る
道

の
一
つ
と
し
て
茶
道
を
主
体
的
に
選
ば
れ
、
西
田
哲
学
を
継
承
し
つ
つ
「
茶
道
の
哲
学
」
を
構
想
さ
れ
た
の
で
あ
る
と
理
解

し
て
い
ま
す
。
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茶
道
の
歴
史
的
か
つ
実
証
的
な
研
究
も
大
切
で
す
が
、
そ
れ
と
同
時
に
、
茶
道
の
哲
学
的
な
省
察
を
す
る
と
い
う
こ
と
も

重
要
で
し
た
。
そ
れ
も
概
念
的
な
哲
学
で
は
な
く
、
一
つ
一
つ
の
具
体
的
な
個
物
と
の
出
逢
い
、
人
と
人
と
が
顔
を
合
わ
せ

る
一
期
一
会
の
邂
逅
に
も
と
づ
く
経
験
の
現
場
に
立
ち
返
る
省
察
が
「
茶
道
の
哲
学
」
と
言
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
そ

こ
に
お
い
て
は
、
個
人
個
人
が
皆
違
い
な
が
ら
も
根
底
に
お
い
て
一
つ
で
あ
る
こ
と
、
各
人
が
他
の
人
と
は
違
う
個
性
を
発

揮
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
し
た
。

	
	　

私
の
場
合
は
、
そ
う
い
う
形
で
の
久
松
先
生
の
「
茶
道
の
哲
学
」
を
キ
リ
ス
ト
教
、
と
く
に
カ
ト
リ
ッ
ク
の
典
礼
解
釈
に

結
び
付
け
て
考
え
ま
し
た
。
カ
ト
リ
ッ
ク
の
霊
性
の
伝
統
の
中
に
は
、
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
修
道
会
や
イ
グ
ナ
チ
オ
・
ロ
ヨ
ラ
に

由
来
す
る
霊
操
の
伝
統
が
あ
り
、
門
脇
神
父
が
す
で
に
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
こ
れ
は
最
も
広
い
意
味
で
の
「
禅
」
に
対
応

す
る
も
の
で
す
。
世
俗
化
し
多
元
化
し
た
現
代
社
会
の
た
だ
中
で
、
純
一
な
る
「
禅
」
を
実
践
し
た
茶
道
の
伝
統
か
ら
学
ぶ

こ
と
の
意
義
は
大
き
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

	
	　

ま
た
、
茶
道
に
か
ぎ
ら
な
く
て
も
、
私
た
ち
が
日
常
の
生
活
、
自
分
自
身
が
専
門
と
し
て
い
る
よ
う
な
仕
事
の
中
で
、
そ

の
精
神
を
受
け
継
ぐ
こ
と
は
可
能
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

	
	　

例
え
ば
岡
潔
は
数
学
者
で
す
け
れ
ど
も
、数
学
の
研
究
に
只
管
専
念
し
て
い
る
と
き
に
、彼
は
そ
う
い
っ
た
純
一
な
る「
禅
」

の
経
験
を
し
て
い
た
と
思
い
ま
す
。
ど
ん
な
業
務
に
従
事
し
て
い
て
も
、
そ
こ
で
キ
リ
ス
ト
教
に
も
通
じ
る
「
禅
」
の
道
が

実
現
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
、
こ
ん
な
ふ
う
に
思
い
ま
す
。

ス
ム
ッ
ト
ニ
ー
　
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

竹
　
内
　
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
先
生
、
よ
ろ
し
い
で
す
か
。

ス
ム
ッ
ト
ニ
ー
　
は
い
、
十
分
に
分
か
り
ま
し
た
。

竹
　
内
　
で
は
、
田
中
先
生
の
ほ
う
か
ら
、
ど
な
た
か
に
お
聞
き
し
た
い
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
す
か
。
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田
　
中
　�

ま
ず
、
ス
ム
ッ
ト
ニ
ー
先
生
に
お
聞
き
し
た
い
の
で
す
が
、
や
は
り
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
の
考
え
方
の
基
礎
に
あ
る
も
の
は
何

か
と
言
う
こ
と
で
す
。
さ
し
あ
た
っ
て
は
、
日
本
の
文
化
の
特
徴
を
よ
く
理
解
し
て
西
洋
の
考
え
方
を
押
し
つ
け
る
の
で
は

な
く
、
宣
教
さ
れ
る
側
の
主
体
性
を
尊
重
し
て
布
教
活
動
を
す
る
と
い
う
基
本
方
針
を
と
っ
た
と
理
解
し
て
い
ま
す
。
そ
こ

で
、
適
応
主
義
の
三
段
階
と
言
う
場
合
、
三
番
目
の
段
階
が
と
て
も
大
切
で
、
そ
れ
が
『
南
方
録
』
に
あ
る
よ
う
な
茶
の
湯

の
礼
法
規
則
に
見
事
に
対
応
し
て
い
ま
す
。
わ
ず
か
の
期
間
し
か
日
本
に
滞
在
し
て
い
な
い
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
が
こ
う
い
う

日
本
文
化
の
優
れ
た
理
解
を
示
す
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
大
勢
の
日
本
人
の
イ
ル
マ
ン
た
ち
の
協
力
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
推
察
し
ま
す
。
表
に
は
出
て
き
ま
せ
ん
が
、
彼
の
協
力
者
が
大
勢
い
て
、
な
か
で
も
特
に
利
休
の
高
弟
で
あ
っ
た
高
山

右
近
な
ど
は
非
常
に
重
要
な
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
が
、
こ
の
点
は
如
何
で
し
ょ
う
か
。
適
応
主
義
の
布
教
を
可
能
に

し
た
茶
の
湯
者
に
つ
い
て
の
史
的
な
資
料
に
つ
い
て
、
更
に
詳
し
く
教
え
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

	
	　

そ
れ
か
ら
、
椿
先
生
が
今
日
持
っ
て
こ
ら
れ
た
具
体
的
な
茶
器
と
作
品
に
感
銘
を
受
け
る
と
と
も
に
、
茶
を
飲
む
と
い
う

こ
と
が
宇
宙
を
飲
む
こ
と
に
繋
が
る
と
い
う
先
生
の
言
葉
に
も
大
い
に
共
感
し
ま
し
た
。
茶
の
湯
で
尊
重
さ
れ
る
名
物
、
名

器
は
み
な
固
有
名
と
歴
史
的
由
来
を
持
つ
個
物
で
す
。
こ
れ
を
手
掛
か
り
に
し
て
考
え
ま
す
と
、
名
物
名
器
で
な
く
と
も
、

こ
こ
に
あ
る
あ
り
ふ
れ
た
一
つ
一
つ
の「
物
」も
ま
た
、現
代
科
学
の
言
葉
を
使
う
な
ら
ば
、百
数
十
億
年
前
に
始
ま
っ
た
ビ
ッ

グ
バ
ン
以
来
の
宇
宙
の
歴
史
を
背
景
に
し
て
成
立
し
た
掛
け
替
え
の
な
い
個
物
だ
と
い
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
私

た
ち
は
そ
う
い
う
宇
宙
の
歴
史
的
背
景
の
も
と
に
「
個
物
」
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
気
づ
き
ま
せ
ん
。
椿
さ
ん
が
引
用
さ
れ

て
い
る
ギ
リ
シ
ャ
正
教
に
由
来
す
る
言
葉
も
ま
た
す
ば
ら
し
い
と
思
い
ま
し
た
。
茶
の
湯
はtea	cerem

ony

と
かtea	cult	

と
か
い
う
ふ
う
に
訳
さ
れ
ま
す
が
、
私
は
宇
宙
的
典
礼	cosm

ic	liturgy	

と
訳
す
の
が
良
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う

に
茶
の
湯
と
典
礼
と
の
結
び
つ
き
を
考
え
る
示
唆
を
与
え
ら
れ
た
こ
と
、
陶
芸
の
道
を
通
じ
て
カ
ト
リ
ッ
ク
の
ミ
サ
典
礼
の

素
晴
ら
し
さ
を
再
確
認
で
き
た
こ
と
な
ど
、
椿
先
生
の
お
話
に
ま
こ
と
に
感
銘
を
受
け
ま
し
た
。
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竹
　
内
　
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
ス
ム
ッ
ト
ニ
ー
先
生
、
最
初
の
ご
質
問
に
対
し
て
、
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

ス
ム
ッ
ト�
ニ
ー
　
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
が
茶
の
湯
の
規
則
を
作
成
で
き
た
背
景
に
は
、
日
本
人
の
協
力
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
の
ご

意
見
、
私
も
そ
の
よ
う
に
考
え
て
い
ま
す
。
そ
う
で
す
ね
、
イ
ル
マ
ン
に
限
ら
ず
、
先
ほ
ど
提
示
し
た
一
五
九
五
年
の
一
一

月
二
三
日
ゴ
ア
発
、
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
か
ら
総
長
宛
て
の
書
簡
で
、
修
道
院
で
の
接
待
が
大
変
無
作
法
で
あ
る
と
、
九
州
の

キ
リ
シ
タ
ン
大
名
三
名
（
有
馬
晴
信
、
大
村
純
忠
、
大
友
宗
麟
）
か
ら
指
摘
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
を
申
し
上
げ
ま
し
た
。
そ

の
続
き
と
し
て
、
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
は
宗
麟
が
改
善
の
た
め
の
助
言
も
与
え
て
く
れ
た
と
も
明
記
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、

宗
麟
は
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
の
協
力
者
の
一
人
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
ま
す
。
余
談
で
す
が
、
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
が
ほ
か

の
書
簡
で
宗
麟
所
持
の
「
似
た
り
茄
子
」
と
い
う
茶
入
を
見
て
、
鳥
の
餌
を
入
れ
る
容
器
に
し
か
な
ら
な
い
な
ん
て
記
し
た

資
料
も
あ
り
ま
す
ね
。
そ
れ
か
ら
一
五
八
〇
年
か
ら
三
ヶ
所
で
開
催
さ
れ
た
協
議
会
の
参
加
者
名
簿
に
示
す
二
六
名
の
神
父

さ
ま
た
ち
の
顔
ぶ
れ
を
み
ま
す
と
、
ル
イ
ス
・
ア
ル
メ
イ
ダ
や
ル
イ
ス
・
フ
ロ
イ
ス
の
名
前
が
載
っ
て
い
ま
す
し
、
信
長

に
セ
ミ
ナ
リ
オ
の
た
め
の
土
地
を
交
渉
し
た
オ
ル
ガ
ン
テ
ィ
ノ
の
名
前
も
列
挙
さ
れ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
日
本
人
以
外

に
も
そ
う
い
っ
た
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
が
来
日
す
る
以
前
の
豊
富
な
在
日
経
験
を
持
つ
神
父
さ
ま
た
ち
が
集
ま
っ
て
、
ヴ
ァ
リ

ニ
ャ
ー
ノ
に
日
本
の
習
慣
や
礼
儀
作
法
な
ど
に
つ
い
て
助
言
を
し
た
、
そ
れ
も
言
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

竹
　
内
　�

利
休
の
弟
子
の
中
に
は
、
複
数
の
キ
リ
シ
タ
ン
大
名
が
い
ま
し
た
よ
ね
。
彼
ら
の
働
き
に
つ
い
て
は
、
ど
の
よ
う
に
ご
覧
に

な
っ
て
い
ま
す
か
。
先
ほ
ど
の
田
中
先
生
の
ご
質
問
で
す
と
、
日
本
人
の
協
力
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
の

総
監
督
と
し
て
の
働
き
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
。
そ
の
辺
り
に
つ
い
て
、
少
し
伺
え
れ
ば
と
思
い
ま

す
が
。

ス
ム
ッ
ト�

ニ
ー
　
は
い
、
た
と
え
ば
利
休
七
人
衆
の
一
人
で
あ
っ
た
ユ
ス
ト
・
高
山
右
近
か
ら
の
助
言
、
そ
れ
は
大
き
か
っ
た
で
し
ょ

う
ね
。
で
も
そ
の
前
に
、
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
が
最
初
に
上
陸
し
た
口
之
津
を
支
配
し
て
い
た
有
馬
晴
信
か
ら
も
多
く
の
こ
と



76

を
学
ん
で
い
た
と
思
い
ま
す
。

	
	　

本
来
な
ら
長
崎
港
に
到
着
す
べ
き
と
こ
ろ
、
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
は
口
之
津
港
を
選
び
ま
し
た
。
今
は
ほ
ん
と
に
静
か
な
町

で
す
が
、
当
時
の
口
之
津
は
繁
栄
し
て
い
ま
し
た
。
山
側
に
は
晴
信
の
居
城
、
日
野
江
城
が
あ
っ
て
、
城
内
に
は
茶
室
が
あ
っ

た
こ
と
を
伝
え
る
資
料
が
あ
り
ま
す
。
近
年
そ
こ
で
発
掘
調
査
が
行
な
わ
れ
、
茶
の
湯
の
道
具
が
出
土
し
て
い
ま
す
。
と
す

る
と
、
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
は
来
日
当
初
に
茶
の
湯
を
見
て
、
興
味
を
持
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
利
休
七
人
衆
の

四
人
の
キ
リ
シ
タ
ン
茶
人
た
ち
や
九
州
大
名
た
ち
も
そ
う
で
す
し
、
と
に
か
く
当
時
は
武
将
や
豪
商
た
ち
が
皆
、
茶
の
湯
を

や
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
様
子
を
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
は
認
識
し
て
、
布
教
の
た
め
に
茶
の
湯
の
規
則
を
作
っ
た
の
で

し
ょ
う
。
現
代
の
感
覚
で
は
な
く
、
茶
の
湯
が
な
け
れ
ば
成
り
立
た
な
い
、
当
時
は
そ
う
い
う
時
代
だ
っ
た
の
で
す
。

竹
　
内
　�

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
椿
先
生
、
先
ほ
ど
田
中
先
生
が
、
先
生
が
レ
ジ
ュ
メ
の
中
で
引
用
さ
れ
て
い
る
シ
ュ
メ
ー
マ
ン

や
デ
ュ
・
ワ
ー
ル
に
つ
い
て
ご
指
摘
さ
れ
ま
し
た
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
も
う
少
し
お
話
い
た
だ
け
ま
す
で
し
ょ
う
か
。

ま
た
、
ミ
サ
と
茶
の
湯
と
の
関
係
に
お
い
て
、
特
に
回
し
飲
み
を
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

椿
　
　
　�

私
の
個
人
的
な
体
験
談
の
よ
う
な
話
に
な
り
ま
す
が
、
私
は
デ
ュ
・
ワ
ー
ル
や
シ
ュ
メ
ー
マ
ン
の
こ
と
は
ぜ
ひ
知
っ
て
い
た

だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
先
ほ
ど
は
話
し
き
れ
な
か
っ
た
の
で
す
け
ど
も
。

竹
　
内
　
そ
れ
で
は
、
是
非
、
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

椿
　
　�

　�

デ
ュ
・
ワ
ー
ル
に
つ
い
て
は
レ
ジ
ュ
メ
の
最
後
に
著
書
の
一
節
を
資
料
と
し
て
添
え
て
あ
り
ま
す
の
で
お
読
み
い
た
だ
き
た

い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
デ
ュ
・
ワ
ー
ル
は
イ
ギ
リ
ス
の
国
教
会
の
方
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
イ
ギ
リ
ス
は
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
が

す
ご
く
盛
ん
だ
っ
た
と
こ
ろ
で
、
そ
の
精
神
が
今
も
国
教
会
の
中
に
も
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
デ
ュ
・
ワ
ー
ル
さ

ん
の
『
神
を
探
し
求
め
て
』
と
い
う
本
は
、
そ
の
環
境
か
ら
生
ま
れ
た
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
の
『
戒
律
』
の
実
に
優
れ
た
解
き
明

か
し
の
本
だ
と
思
い
ま
す
。
ド
イ
ツ
の
オ
ッ
テ
イ
リ
エ
ン
に
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
の
修
道
院
が
あ
り
ま
す
が
、
私
は
そ
こ
の
オ
ブ
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ラ
ー
テ
（
奉
献
者
・
在
俗
修
道
士
）
に
な
り
ま
し
て
、
私
は
そ
れ
を
繰
り
返
し
読
ん
で
、
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
は
こ
う
い
う
こ
と

言
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
、
ほ
ん
と
に
知
り
た
い
こ
と
が
知
れ
た
よ
う
な
気
が
し
ま
し
た
。
そ
の
中
で
、
日
本
の
茶

道
に
つ
い
て
こ
の
よ
う
に
目
を
と
め
て
い
た
視
点
が
す
ご
く
新
鮮
で
し
た
。
素
晴
ら
し
い
感
性
、理
解
力
で
す
。
今
日
の
テ
ー

マ
の
「
茶
道
と
キ
リ
ス
ト
教
」
と
い
う
こ
と
に
重
な
り
ま
す
。
や
は
り
茶
を
い
た
だ
く
こ
と
は
礼
拝
行
為
な
ん
だ
っ
て
い
う

こ
と
に
は
共
鳴
と
感
動
が
あ
り
、
茶
道
と
キ
リ
ス
ト
教
を
考
え
る
上
で
の
突
破
口
に
な
っ
て
ゆ
き
ま
す
。

　
　
　
　

	　

そ
し
て
シ
ュ
メ
ー
マ
ン
の
こ
と
で
す
が
、
二
〇
年
ほ
ど
前
に
亡
く
な
ら
れ
ま
し
た
が
、
ロ
シ
ア
生
ま
れ
で
、
ア
メ
リ
カ
で

活
躍
し
た
、
現
代
を
代
表
す
る
正
教
会
の
神
父
様
で
す
。

　
　
　
　

	　

Ｆ
Ｅ
Ｂ
Ｃ
放
送
で
東
方
教
会
の
大
阪
の
神
父
さ
ま
の
お
話
を
伺
っ
た
と
き
に
出
合
っ
た
言
葉
な
の
で
す
け
れ
ど
も
、
人
間

の
立
場
と
い
う
の
は
、
神
と
自
然
の
間
に
あ
っ
て
、
自
然
界
を
受
け
、『
豊
か
さ
を
さ
さ
げ
返
す
祭
司
で
あ
る
』
と
い
う
こ

と
を
聞
き
ま
し
て
、
素
晴
ら
し
い
理
解
だ
と
思
い
ま
し
た
。
私
は
「
恵
み
の
受
け
手
と
し
て
」
の
思
い
を
も
っ
て
自
然
界
を

神
の
恵
み
と
し
て
受
け
な
が
ら
作
陶
し
、山
で
暮
ら
し
て
い
る
ん
で
す
け
ど
も
、そ
れ
を
さ
さ
げ
返
す
っ
て
い
う
表
現
に
よ
っ

て
ほ
ん
と
に
神
様
と
人
と
自
然
界
が
つ
な
が
っ
た
ん
で
す
ね
。

　
　
　
　

	　

田
中
先
生
も
シ
ュ
メ
ー
マ
ン
の
言
葉
を
喜
ん
で
く
だ
さ
い
ま
し
た
け
ど
も
。
や
っ
ぱ
り
こ
れ
で
す
ね
、「
人
の
食
物
と
し

て
の
こ
の
世
界
は
物
質
的
な
何
か
で
は
な
く
、
物
質
的
な
機
能
以
上
の
も
の
で
あ
り
、
霊
的
な
機
能
と
異
な
り
対
立
す
る
も

の
で
も
な
く
、（
霊
肉
の
二
元
論
で
は
な
い
と
い
う
意
味
で
す
が
）、
存
在
す
る
も
の
は
全
て
神
の
人
へ
の
贈
り
物
で
す
。
神

を
知
り
得
る
た
め
、
ま
た
人
の
命
を
神
と
の
交
わ
り
に
す
る
た
め
の
贈
り
物
で
す
」
と
い
う
表
現
は
本
然
を
示
し
て
い
る
と

思
い
ま
す
。
ほ
ん
と
に
モ
ノ
を
ど
う
受
け
る
か
、
私
は
茶
の
湯
や
っ
て
も
陶
芸
や
っ
て
も
モ
ノ
と
の
関
わ
り
で
す
の
で
、
ど

う
受
け
て
い
く
か
っ
て
い
う
の
が
ず
っ
と
課
題
で
し
た
。
ラ
ウ
ダ
ー
ト
・
シ
も
根
本
に
あ
る
の
は
受
肉
の
問
題
で
す
。
キ
リ

ス
ト
の
受
肉
に
よ
っ
て
、
モ
ノ
が
単
な
る
物
質
以
上
の
も
の
と
な
っ
た
。
本
来
の
意
味
と
価
値
を
回
復
さ
れ
た
も
の
と
な
っ
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た
と
い
う
こ
と
で
す
。
ラ
ウ
ダ
ー
ト
・
シ
や
シ
ュ
メ
ー
マ
ン
に
よ
っ
て
目
の
前
が
晴
れ
た
か
の
よ
う
で
し
た
。
作
陶
、
山
暮

ら
し
、
茶
の
湯
の
暮
ら
し
に
三
〇
余
年
の
時
間
を
了
解
で
き
、
励
ま
さ
れ
る
思
い
で
し
た
。

　
　
　
　

	　

や
っ
ぱ
り
コ
ロ
ナ
っ
て
い
う
の
は
物
質
化
、
人
間
が
物
質
化
し
て
し
ま
っ
た
現
象
の
果
て
っ
て
い
う
の
で
す
か
ね
、
自
然

と
神
様
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
。
人
間
自
身
も
自
分
を
失
っ
て
、
天
地
人
の
調
和
と
い
う
こ
と
で
は
、
ほ
ん
と
に
三
つ
の
調
和

が
、
自
然
界
を
営
利
事
業
の
た
め
の
場
、
資
源
と
し
て
見
る
物
質
主
義
に
丸
め
込
ま
れ
て
し
ま
っ
た
結
果
と
い
う
の
が
コ
ロ

ナ
禍
だ
と
思
う
ん
で
す
ね
。
こ
れ
は
自
然
界
を
神
か
ら
の
恵
み
と
し
て
、も
て
な
し
と
し
て
与
え
ら
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
、

も
っ
と
自
然
を
大
事
に
受
け
て
人
を
大
事
に
し
て
い
く
生
き
方
に
帰
れ
と
い
う
忠
告
と
思
わ
れ
る
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
意

味
で
茶
の
湯
っ
て
い
う
の
は
、
物
質
主
義
で
は
な
く
て
、
自
然
お
よ
び
神
、
人
間
の
調
和
の
流
れ
で
す
。
一
つ
の
素
材
が
選

ば
れ
、
作
ら
れ
、
用
い
ら
れ
る
と
き
、
も
て
な
さ
れ
る
と
き
天
へ
の
感
謝
、
讃
え
は
根
本
に
あ
り
ま
す
。
物
質
主
義
っ
て
い

う
の
は
さ
さ
げ
返
す
っ
て
い
う
こ
と
が
な
い
わ
け
で
す
ね
。
も
の
が
一
つ
の
資
源
に
な
っ
て
し
ま
う
、
産
業
の
資
材
に
な
っ

て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
ん
で
す
ね
。
人
間
も
産
業
の
た
め
の
資
材
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
自
然
界
は
人
間
が
生
存

を
維
持
す
る
た
め
の
素
材
に
す
ぎ
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　
　
　
　

	　

天
地
人
の
調
和
と
い
う
の
は
固
定
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
流
れ
の
状
態
で
す
。
捧
げ
返
す
と
い
う
の
は
循
環
の
完
成
で

す
。
人
間
は
自
然
界
と
神
の
間
に
立
ち
捧
げ
返
し
を
行
う
祭
司
職
だ
と
シ
ュ
メ
ー
マ
ン
は
言
う
わ
け
で
す
。
血
液
が
体
内
を

巡
っ
て
こ
そ
命
が
維
持
さ
れ
る
よ
う
に
、
真
の
い
の
ち
と
い
う
も
の
は
、
こ
う
い
う
流
れ
、
交
わ
り
の
中
に
あ
る
と
い
う
こ

と
で
し
ょ
う
か
。
う
ま
く
言
え
ま
せ
ん
が
。

竹
　
内
　�

先
生
が
お
っ
し
ゃ
り
た
い
こ
と
は
、
恐
ら
く
、
レ
ジ
ュ
メ
の
二
頁
に
も
引
用
さ
れ
て
い
る
、『
ラ
ウ
ダ
ー
ト
・
シ
』
の

二
三
六
か
と
思
い
ま
す
。
聖
体
（
ミ
サ
）
こ
そ
、
真
の
天
地
人
の
調
和
と
一
致
云
々
と
い
う
と
こ
ろ
で
す
。
今
回
、
先
生
の

お
話
を
伺
っ
て
驚
い
た
の
は
、
こ
の
『
ラ
ウ
ダ
ー
ト
・
シ
』
に
言
及
さ
れ
て
い
る
点
で
す
。
今
回
の
講
演
会
の
テ
ー
マ
は
、
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「
茶
道
と
キ
リ
ス
ト
教
」
で
す
。
こ
こ
で
、
茶
道
と
キ
リ
ス
ト
教
が
、「
と
」
に
よ
っ
て
つ
な
げ
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
、

単
な
る
並
列
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
「
と
」
が
、
接
点
な
の
か
あ
る
い
は
重
な
り
合
っ
て
い
る
の
り
し
ろ
な
の
か
、

と
考
え
ま
し
た
。
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
語
ら
れ
る
霊
性
と
、
茶
道
に
お
い
て
受
け
継
い
で
い
る
霊
性
は
、
ど
の
よ
う
に
関

係
し
合
う
の
で
し
ょ
う
か
。
先
ほ
ど
、
田
中
先
生
が
、
複
数
の
哲
学
者
の
思
想
を
ご
紹
介
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
が
、
あ
ら

た
め
て
先
生
に
、「
霊
性
」
と
い
う
言
葉
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
と
茶
道
の
関
係
に
つ
い
て
伺
え
れ
ば
と
思

う
の
で
す
が
、
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

田
　
中
　�

門
脇
神
父
が
禅
と
キ
リ
ス
ト
教
的
霊
性
と
の
結
び
つ
き
に
つ
い
て
「
道
の
形
而
上
学
」
な
ど
の
御
著
書
で
非
常
に
啓
発
的
な

解
説
を
さ
れ
て
い
ま
す
。
門
脇
先
生
は
も
と
も
と
旧
制
中
学
在
学
中
に
、
学
校
教
育
の
一
環
と
し
て
座
禅
の
経
験
が
あ
り
ま

し
た
が
、
キ
リ
ス
ト
教
に
入
信
さ
れ
た
の
ち
に
、
イ
エ
ズ
ス
会
で
霊
操
の
修
行
を
さ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
イ
グ
ナ
チ
オ
・
デ
・

ロ
ヨ
ラ
の
霊
操
の
本
来
の
意
味
が
、
座
禅
の
経
験
に
よ
っ
て
自
分
に
披
か
れ
て
き
た
の
だ
と
回
想
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
霊
操

と
は
身
体
と
心
と
い
う
も
の
が
一
体
と
な
っ
た
修
行
で
あ
る
。
だ
か
ら
、キ
リ
シ
タ
ン
時
代
に
は
、「
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
修
行
」

と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。「
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
修
行
」
は
、
そ
の
時
代
の
言
葉
で
訳
さ
れ
て
い
ま
す
か
ら
馴
れ
る
ま
で
が
大

変
で
す
が
、
日
本
語
の
魂
を
感
じ
さ
せ
る
名
訳
で
す
。
そ
の
根
本
的
な
経
験
の
中
に
は
、
椿
先
生
が
言
わ
れ
た
よ
う
に
、
三

つ
の
不
調
和

―
自
分
が
自
己
自
身
と
調
和
し
て
い
な
い
、
自
分
と
他
人
が
調
和
し
て
な
い
、
自
分
と
自
然
が
調
和
し
て
い

な
い

―
と
い
う
現
実
を
し
っ
か
り
と
踏
ま
え
た
上
で
、
調
和
の
根
源
で
あ
る
超
越
者
、
自
己
と
他
者
と
自
然
を
越
え
た
超

越
的
な
る
も
の
の
促
し
に
よ
っ
て
、
一
歩
一
歩
、
こ
の
世
に
調
和
（
平
和
）
を
実
現
し
て
ゆ
く
と
い
う
道
程
そ
の
も
の
が
ス

ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
修
行
で
あ
る
と
理
解
で
き
ま
す
。
イ
エ
ズ
ス
会
の
皆
様
に
は
、
門
脇
神
父
の
よ
う
に
、
日
本
の
伝
統
文
化
の

根
源
に
あ
る
「
禅
」
の
経
験
を
大
切
に
し
て
、
そ
れ
を
世
界
に
向
け
て
発
信
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
私
は
思
い
ま
す
。
私
は

一
介
の
在
俗
信
徒
に
す
ぎ
ま
せ
ん
が
、「
禅
」
の
根
本
の
精
神
は
、
万
人
に
通
ず
る
も
の
が
あ
る
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
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竹
　
内
　�

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
日
本
的
霊
性
と
い
う
言
葉
は
、
一
般
的
に
は
、
鈴
木
大
拙
の
『
日
本
的
霊
性
』
に
よ
っ
て
知
ら

れ
て
い
ま
す
が
、
最
初
に
こ
の
言
葉
を
語
っ
た
の
は
、
浄
土
宗
の
山
崎
弁
栄
だ
と
聞
い
て
い
ま
す
。
先
ほ
ど
、
田
中
先
生
が
、

道
元
や
久
松
真
一
に
言
及
さ
れ
ま
し
た
が
、
禅
と
茶
の
湯
と
の
関
係
も
、
大
変
興
味
深
い
と
こ
ろ
だ
と
思
い
ま
す
。

椿
　
　
　�
禅
と
茶
の
湯
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
け
れ
ど
、
こ
の
度
改
め
て
ロ
ド
リ
ゲ
ス
の
『
日
本
教
会
史
』
の
茶
道
に
関
す
る
部
分
を

読
み
直
し
た
の
で
す
が
、
ロ
ド
リ
ゲ
ス
は
当
時
の
茶
道
が
禅
に
学
び
な
が
ら
孤
独
な
隠
遁
の
形
式
を
取
り
入
れ
た
と
、
宣
教

師
の
立
場
か
ら
見
て
理
解
し
た
こ
と
を
詳
し
く
書
い
て
お
り
ま
す
。
禅
は
強
い
求
道
心
を
も
っ
て
、自
然
の
事
象
を
観
照
し
、

第
一
義
の
認
識
に
達
し
よ
う
と
し
て
お
り
、
堺
の
精
通
し
た
茶
人
も
狭
い
地
所
の
中
で
自
然
の
事
象
や
そ
の
第
一
義
へ
の
観

照
を
行
っ
た
と
書
い
て
お
り
ま
す
。
茶
の
湯
は
一
方
で
は
も
の
を
介
し
て
の
心
の
交
流
で
す
か
ら
、
茶
碗
や
事
物
の
鑑
賞
に

触
れ
、
日
本
人
は
光
沢
も
な
い
、
自
分
に
は
粗
雑
と
見
え
る
陶
器
に
高
額
を
払
っ
て
買
っ
て
い
る
。
茶
人
は
器
な
ど
の
拝
見

に
あ
た
り
、
誉
め
言
葉
も
出
さ
ず
黙
考
し
、
そ
こ
に
そ
の
も
の
の
持
つ
神
秘
さ
を
自
身
で
見
出
し
た
、
と
も
書
い
て
い
ま
す
。

個
物
に
対
し
て
も
真
剣
な
禅
的
と
い
う
べ
き
見
方
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
見
え
る
と
思
い
ま
す
。

竹
　
内
　
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

椿
　
　
　�

も
の
を
通
し
て
そ
こ
か
ら
本
質
や
第
一
義
に
達
す
る
と
い
う
問
題
は
先
ほ
ど
の
西
田
哲
学
の
流
れ
と
も
関
係
し
て
く
る
と
思

う
の
で
す
が
、
ヨ
ハ
ネ
パ
ウ
ロ
二
世
が
、
物
品
そ
の
も
の
も
人
を
神
に
昇
ら
せ
て
ゆ
く
神
の
愛
の
し
る
し
と
い
っ
て
お
り
ま

す
。
自
然
や
そ
の
事
象
、
個
物
を
介
し
て
神
に
至
る
霊
性
と
い
う
も
の
は
、
自
然
や
自
然
素
材
、
手
仕
事
が
失
わ
れ
つ
つ
あ

る
現
代
に
お
い
て
改
め
て
問
わ
れ
る
べ
き
テ
ー
マ
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
が
。

竹
　
内
　�

恐
ら
く
、
田
中
先
生
の
発
表
の
中
で
は
、
無
差
別
智
と
い
う
言
葉
が
出
て
来
た
か
と
思
い
ま
す
。
あ
る
い
は
、
西
田
の
語
る

知
的
直
観
と
い
う
、
分
別
を
超
え
た
知
り
方
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
が
、
や
は
り
、
そ
う
い
う
こ
と
を
据
え
な
い
限
り
、
椿
先

生
が
お
っ
し
ゃ
ら
れ
た
宇
宙
を
飲
む
と
い
う
こ
と
は
、
理
解
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
思
い
ま
す
。
小
さ
な
茶
室
が
小
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宇
宙
で
あ
る
、
と
言
わ
れ
ま
す
。
宇
宙
が
、
凝
縮
さ
れ
て
い
る
、
と
い
っ
た
感
じ
で
し
ょ
う
か
。
一
五
世
紀
の
ニ
コ
ラ
ウ
ス
・

ク
ザ
ー
ヌ
ス
が
、
同
様
の
こ
と
を
語
っ
て
い
ま
す
。

　
　
　
　

	　

ス
ム
ッ
ト
ニ
ー
先
生
の
ご
発
表
の
タ
イ
ト
ル
は
、「
適
応
主
義
に
み
る
安
土
・
桃
山
時
代
の
茶
の
湯
」
と
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
「
適
応
主
義
」
は
、
積
極
的
に
理
解
し
て
い
い
の
で
し
ょ
う
か
。
一
六
世
紀
に
日
本
に
来
た
宣
教
師
た
ち
が
、
日
本
の

古
典
を
使
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
を
教
え
た
、
と
聞
い
て
い
ま
す
。
こ
の
セ
ン
ス
は
、
す
ご
い
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。
日
本
に
お

い
て
も
、
半
世
紀
ほ
ど
前
か
ら
、
イ
ン
カ
ル
チ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
辺
り
と
適
応
主

義
と
は
ど
の
よ
う
に
関
係
す
る
の
か
、
気
に
な
る
と
こ
ろ
な
の
で
す
が
。

ス
ム
ッ
ト�

ニ
ー
　
私
も
気
に
な
り
ま
す
。
今
で
い
う
「
適
応
主
義
」
で
す
ね
、
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
が
行
な
っ
た
日
本
の
文
化
や
習
慣
な

ど
を
採
り
入
れ
た
宣
教
手
段
を
、
現
代
で
は
「
適
応
主
義
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
は
日
本
の
様
子
が
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
や
今
ま
で
布
教
し
て
き
た
場
所
と
全
く
違
う
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
習
慣
と
全
く
反
対
で
あ
る
っ
て
、
書
簡
に
記
し
て
い

ま
す
。
当
初
か
ら
困
っ
ち
ゃ
っ
た
の
で
す
よ
。
ど
う
や
っ
て
日
本
で
布
教
す
れ
ば
良
い
の
か
っ
て
、
ま
し
て
や
言
葉
も
分
か

ら
な
い
の
で
す
か
ら
、
つ
ま
り
、
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
は
必
死
に
な
っ
て
布
教
の
糸
口
を
模
索
し
て
い
た
の
で
す
ね
。
そ
の
よ

う
な
と
き
茶
の
湯
を
発
見
し
た
の
で
す
。ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
は
茶
の
湯
に
出
合
っ
た
と
き
、さ
ぞ
か
し
う
れ
し
か
っ
た
で
し
ょ

う
ね
、
た
と
え
ば
信
長
の
茶
の
湯
に
与
っ
た
と
き
、
礼
儀
作
法
や
所
作
を
見
て
、
こ
れ
だ
っ
て
思
っ
た
で
し
ょ
う
ね
。
そ
し

て
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
は
聖
職
者
で
す
か
ら
、
ミ
サ
の
こ
と
を
考
え
た
で
し
ょ
う
ね
。

	
	　

こ
の
こ
と
は
資
料
に
は
記
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
茶
の
湯
の
所
作
や
進
行
が
ミ
サ
に
似
て
い
る
と
感
じ
た
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
実
際
に
似
て
い
ま
す
よ
ね
。
但
し
、
茶
の
湯
を
用
い
て
ミ
サ
を
し
た
、
そ
れ
は
成
り
立
ち
ま
せ
ん
。
も
し
そ
う

で
あ
る
な
ら
ば
、
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
は
そ
の
こ
と
を
ど
こ
か
に
記
し
て
い
た
は
ず
で
す
。
そ
の
よ
う
な
資
料
を
私
は
見
た
こ

と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
話
を
適
応
主
義
に
戻
し
ま
す
と
、
茶
の
湯
は
宣
教
方
針
に
適
す
る
日
本
の
習
慣
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
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す
。
茶
の
湯
が
あ
っ
て
良
か
っ
た
で
す
ね
。
そ
れ
も
信
長
・
秀
吉
の
茶
の
湯
と
利
休
の
わ
び
茶
と
い
う
最
盛
期
の
茶
の
湯
を
、

ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
は
目
撃
し
た
の
で
す
か
ら
。
特
に
一
五
九
〇
年
の
第
二
次
視
察
は
わ
び
茶
が
大
成
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
利

休
は
一
五
八
〇
年
頃
か
ら
茶
の
湯
の
簡
素
化
に
着
手
し
て
、
一
五
九
一
年
二
月
に
秀
吉
の
命
で
切
腹
し
ま
し
た
。
ヴ
ァ
リ

ニ
ャ
ー
ノ
は
わ
び
茶
が
人
々
の
間
で
嗜
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
認
識
し
て
、
第
一
次
視
察
で
は
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
精
神
性

を
本
位
と
す
る
茶
の
湯
に
も
共
通
す
る
規
則
を
加
筆
し
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
れ
が
「
茶
の
湯
者
規
則
」
や
「
禁
制
」
な
ど
で

す
。
こ
の
こ
と
は
布
教
地
の
状
況
に
順
応
し
た
宣
教
と
い
う
、
適
応
主
義
の
定
義
か
ら
も
言
え
る
と
考
え
ま
す
。

竹
　
内
　
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
他
の
先
生
方
、
も
し
何
か
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
ど
う
ぞ
。

田
　
中
　�

今
、
竹
内
先
生
が
言
わ
れ
ま
し
た
よ
う
に
、
日
本
の
古
典
の
言
葉
を
使
っ
て
教
義
を
説
い
た
っ
て
い
う
の
は
、
や
は
り
ヴ
ァ

リ
ニ
ャ
ー
ノ
が
印
刷
機
を
持
ち
帰
っ
て
き
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
古
典
だ
け
で
は
な
く
、
日
本
の
古
典
を
も
大
切
に
し
た
こ
と

で
す
ね
。

竹
　
内
　『
太
平
記
』
で
す
ね
。

田
　
中
　�『
太
平
記
』
の
抜
き
書
き
を
ロ
ー
マ
字
化
し
て
、
そ
し
て
出
版
し
て
い
る
。
こ
れ
は
大
変
に
大
き
な
意
味
が
あ
っ
た
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。『
太
平
記
』
は
、
客
観
的
な
歴
史
書
で
あ
る
わ
け
で
は
な
く
大
衆
向
け
の
物
語
な
ん
で
す
が
、
し
か
し

大
勢
の
人
に
読
ま
れ
て
い
て
、
当
時
の
人
々
の
も
の
の
考
え
方
が
非
常
に
よ
く
分
か
る
。
時
間
が
な
く
て
申
し
上
げ
ら
れ
な

か
っ
た
の
で
す
が
、『
太
平
記
』
の
楠
木
正
行
の
惜
別
の
辞
を
、
高
山
右
近
が
細
川
忠
興
に
贈
っ
て
い
ま
す
。
当
時
は
、
文

字
の
読
め
る
人
の
一
般
的
な
教
養
と
し
て
大
切
な
物
語
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
キ
リ
シ
タ
ン
時
代
よ
り
も
ず
っ
と
後
の
明

治
時
代
に
な
り
ま
す
が
、
内
村
鑑
三
が
米
国
に
行
く
と
き
に
忍
ば
せ
て
い
っ
た
本
の
一
つ
も
『
太
平
記
』
で
す
。
こ
れ
は
あ

ん
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
事
実
で
す
が
、『
太
平
記
』
は
、
忠
義
を
重
ん
じ
る
武
士
の
教
養
と
し
て
の
必
読
書
で
あ
る
と
同

時
に
、
米
国
に
キ
リ
ス
ト
教
を
学
び
に
行
く
と
き
で
も
日
本
人
の
心
を
忘
れ
な
い
た
め
に
携
帯
し
た
書
物
で
し
た
。
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高
山
右
近
の
場
合
も
、
内
村
鑑
三
の
場
合
も
共
通
し
て
言
え
る
こ
と
は
、
地
上
の
権
力
者
に
忠
誠
を
尽
く
す
と
言
う
こ
と

を
拒
否
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
で
し
ょ
う
。
権
力
者
が
交
代
す
れ
ば
人
々
は
、
そ
の
時
々
の
主
君
の
心
を
忖
度
し
て
右
往
左
往

す
る
だ
け
で
す
。
本
来
の
意
味
で
の
忠
義
な
い
し
至
誠
と
い
う
も
の
は
、
万
人
を
救
済
す
る
た
め
に
十
字
架
に
つ
け
ら
れ
た

イ
エ
ス
の
他
に
は
な
い
―
―
そ
う
い
う
意
味
で
の
至
誠
を
首
尾
一
貫
し
た
と
こ
ろ
に
日
本
の
キ
リ
ス
ト
者
の
ひ
と
つ
の
道
が

あ
り
ま
し
た
。

	
	　

千
利
休
の
場
合
は
、
彼
自
身
は
キ
リ
シ
タ
ン
で
は
な
か
っ
た
わ
け
で
す
が
、
し
か
し
弟
子
た
ち
が
キ
リ
シ
タ
ン
に
な
る
こ

と
を
認
め
る
だ
け
の
度
量
が
あ
っ
た
。
し
か
も
利
休
の
茶
の
湯
は
、弟
子
が
師
匠
の
物
真
似
を
す
る
こ
と
は
好
ま
な
か
っ
た
。

弟
子
が
ま
こ
と
に
師
と
一
つ
に
な
る
た
め
に
は
、
師
を
超
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
い
う
意
味
で
の
非
常
に
包

括
的
な
「
禅
」
が
利
休
の
茶
道
の
根
本
に
あ
り
ま
す
。

	
	　

利
休
の
木
像
が
十
字
架
に
つ
け
ら
れ
、
秀
吉
に
よ
り
死
を
賜
り
、
切
腹
を
命
ぜ
ら
れ
、
斬
首
さ
れ
て
そ
の
首
が
十
字
架
の

足
元
に
晒
さ
れ
た
と
い
う
の
は
歴
史
的
事
実
で
す
。「
和
敬
静
寂
」
を
重
ん
じ
る
茶
の
湯
の
創
始
者
が
、
権
力
者
に
阿
諛
追

従
し
な
い
道
を
選
ん
で
賜
死
を
避
け
な
か
っ
た
こ
と
―
―
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
チ
ー
ス
リ
ッ
ク
神
父
が
『
高
山
右
近
史
話
』

と
い
う
本
の
中
で
指
摘
し
て
い
ま
す
が
―
―
私
は
高
山
右
近
の
キ
リ
ス
ト
教
的
至
誠
の
心
が
日
本
の
茶
の
湯
の
成
立
に
影
響

し
た
と
思
っ
て
い
ま
す
。

竹
　
内
　�

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。か
つ
て
、今
道
友
信
先
生
が
、『
美
に
つ
い
て
』と
い
う
本
を
書
か
れ
ま
し
た
。そ
の
中
で
、先
生
は
、

人
間
が
美
を
感
じ
る
場
合
に
は
、
段
階
、
あ
る
い
は
深
ま
り
の
よ
う
な
過
程
が
あ
る
、
と
語
っ
て
い
ま
す
。
ま
ず
、
美
し
い

も
の
に
反
応
す
る
感
覚
が
な
け
れ
ば
、
美
を
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
人
間
は
、
た
だ
単
に
き
れ
い
と
感
じ
る

だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
の
感
覚
に
深
み
が
増
す
に
つ
れ
て
、
精
神
的
に
も
そ
れ
を
味
わ
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。

換
言
す
れ
ば
、
美
は
、
き
れ
い
と
い
っ
た
単
な
る
感
性
の
レ
ベ
ル
を
超
え
て
、
よ
り
深
い
次
元
で
捉
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
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る
、
と
語
ら
れ
ま
す
。
そ
こ
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
る
美
と
は
、
恐
ら
く
、
い
の
ち
が
そ
こ
に
お
い
て
真
の
安
ら
ぎ
を
得
る
こ

と
が
で
き
る
、
そ
の
よ
う
な
人
間
の
生
き
方
に
お
い
て
現
れ
る
も
の
な
の
で
は
な
い
か
、
と
思
い
ま
す
。
茶
の
湯
に
お
け
る
、

凛
と
し
た
端
正
な
美
は
、
や
は
り
多
く
の
人
が
惹
か
れ
る
ポ
イ
ン
ト
な
の
で
は
な
い
か
、
と
思
い
ま
す
。

	
	

キ
リ
ス
ト
教
の
一
番
深
い
と
こ
ろ
に
も
、
そ
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
、
霊
性
あ
る
い
は
祈
り
と
い
う
言
葉
で
語

ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
も
思
い
ま
す
。

	
	　

〝
美
〟
と
い
う
文
字
は
、「
羊
」
と
「
大
」
に
よ
っ
て
な
っ
て
い
ま
す
。「
羊
」
に
は
「
犠
牲
と
し
て
捧
げ
る
」
と	

い
う
意

味
が
あ
り
、そ
れ
に
「
大
き
い
」
と
い
う
字
が
加
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、〝
美
〟
と
い
う
文
字
に
な
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
、〝
美
〟

に
は
、
最
大
限
の
犠
牲
を
伴
う
と
い
う
意
味
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
人
間
関
係
に
お
い
て
犠
牲
を
払
う
と
き
、
そ
れ
は
、

無
私
の
心
あ
る
い
は
献
身
的
な
心
で
相
手
に
仕
え
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
に
よ
っ
て
〝
美
〟
は
生
ま
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
〝
美
〟
は
、
最
終
的
に
は
、
一
人
の
人
間
の
生
き
方
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
生
ま
れ
て
く
る
も
の
で
は
な
い
か
、

と
思
い
ま
す
。
茶
道
に
お
い
て
も
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
も
そ
う
い
っ
た
突
き
抜
け
る
、
何
て
い
う
の
か
な
、
そ
う
い
っ
た

素
朴
で
単
純
な
真
っ
直
ぐ
な
心
、
清
廉
な
心
が
な
け
れ
ば
、
本
当
の
美
は
生
ま
れ
て
こ
な
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

ス
ム
ッ
ト�

ニ
ー
　
美
と
い
え
ば
、
利
休
が
晩
年
に
長
次
郎
に
作
ら
せ
た
楽
茶
わ
ん
で
す
が
、
信
長
の
時
代
の
唐
物
や
室
町
ブ
ラ
ン
ド
と

は
全
く
異
な
る
、
わ
び
茶
に
ふ
さ
わ
し
い
素
朴
な
美
し
さ
が
表
現
さ
れ
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
秀
吉
は
長
次
郎
の
茶
碗
を
嫌

ら
っ
て
い
ま
し
た
。
博
多
の
豪
商
で
神
屋
宗
湛
に
よ
る
『
宗
湛
日
記
』
と
い
う
茶
会
記
に
は
、「
黒
キ
ニ
茶
タ
テ
候
事
、
上

様
御
キ
ラ
イ
候
ホ
ト
ニ
」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
秀
吉
と
利
休
の
茶
の
湯
に
対
す
る
美
意
識
と
が
、
完
全
に
違
っ
て
い
た
っ

て
い
う
こ
と
で
す
。
利
休
の
追
求
し
た
美
こ
そ
が
、
キ
リ
ス
ト
教
に
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

竹
　
内
　�

何
と
も
い
え
な
い
、
利
休
の
あ
の
そ
ぎ
落
と
し
た
美
で
す
ね
。
今
、
思
い
出
し
た
の
で
す
が
、
か
つ
て
、
勅
使
河
原
宏
監
督

に
よ
る
「
利
休
」
と
い
う
映
画
が
あ
り
ま
し
た
が
、
よ
か
っ
た
で
す
ね
。
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そ
れ
で
は
、
そ
ろ
そ
ろ
時
間
と
な
り
ま
し
た
の
で
、
こ
れ
で
、
今
回
の
講
演
会
な
ら
び
に
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
終
わ
り
に
し

た
い
と
思
い
ま
す
。
先
生
方
、
ま
た
ご
参
加
さ
れ
た
皆
さ
ん
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。


