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茶
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日
本
料
理
が
２
０
１
３
年
12
月
に
世
界
文
化
遺
産
と
し
て
ユ
ネ
ス
コ
に
登
録
さ

れ
ま
し
た
。
伝
統
的
な
日
本
料
理
で
あ
る
懐
石
料
理
は
茶
道
と
か
か
わ
り
の
深
い

関
係
が
あ
り
ま
す
。
懐
石
と
い
う
言
葉
は
禅
宗
で
温お
ん
じ
ゃ
く石（

暖
め
た
石
）
を
懐
中
に

入
れ
て
空
腹
を
し
の
い
だ
と
い
う
故
事
に
由
来
し
、
茶
道
も
禅
宗
の
思
想
と
人
物

に
関
係
し
て
い
ま
す
。

　
今
日
の
懐
石
料
理
は
茶
道
の
お
茶
事
の
中
で
発
達
し
て
き
た
も
の
で
す
。
茶
道

文
化
は
私
た
ち
の
衣
・
食
・
住
そ
の
他
の
家
政
学
に
か
か
わ
る
生
活
の
分
野
に
さ

ま
ざ
ま
な
影
響
を
与
え
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
人
と
し
て
の
人
の
在
り
方
に
も
影
響

を
与
え
な
い
わ
け
が
あ
り
ま
せ
ん
。
い
か
な
る
根
拠
に
よ
っ
て
美
的
な
影
響
が
与

え
ら
れ
て
き
た
と
言
え
る
の
か
考
察
し
て
ゆ
き
ま
す
。

　
こ
の
考
察
は
文
部
省
の
科
学
研
究
助
成
金
に
よ
っ
て
、
１
９
９
０
年
度
か
ら
１

９
９
２
年
度
ま
で
行
っ
た
家
政
学
部
門
で
『
茶
の
湯
』
を
中
心
と
し
た
「
ポ
ス
ト

モ
ダ
ン
の
オ
イ
コ
ノ
ミ
ア
」
の
研
究
の
延
長
上
に
あ
り
ま
す
。
泉
滋
三
郎
氏
と
の

＊
東
北
女
子
大
学

1
　「
炉
と
五
行
」『
淡
交
』１
９
９
９
年
８
月
号
で
は
、陰
陽
五
行
を
中
心
に
延
べ
ま
し
た
。

連
載
は
、
産
経
新
聞
に
泉
14
回
佐
々
木
16
回
計
30
回
、『
淡
交
』
に
佐
々
木
に
よ
っ
て
12

回
発
表
さ
れ
ま
し
た
。
今
回
は
禅
と
儒
教
と
の
関
係
か
ら
考
察
し
ま
す
。

共
同
研
究
で
、
陰
陽
五
行
説
が
当
時
の
自
然
学
的
な
考
え
方
の
基
本
と
し
て
、
茶

道
の
中
に
深
く
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
発
見
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
１
９
９

３
年
に
産
経
新
聞
お
よ
び
１
９
９
９
年
に
裏
千
家
の
雑
誌
『
淡
交
』
に
連
載
さ

れ
1

、
今
日
の
陰
陽
五
行
説
と
茶
道
と
の
関
係
の
認
識
の
普
及
と
な
り
ま
し
た
。

１
章
　
茶
道
と
は

　
日
本
を
代
表
す
る
茶
道
の
家
元
で
あ
る
裏
千
家
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
は
「
茶
道

と
は
「
も
て
な
し
」
と
「
し
つ
ら
い
」
の
美
学
だ
と
い
っ
て
も
よ
い
で
し
ょ
う
。�

亭
主
と
な
っ
た
人
は
、
ま
ず
露
地
（
庭
園
）
を
と
と
の
え
、
茶
室
の
中
に
、
掛
物

や
水
指
・
茶
碗
・
釜
な
ど
を
用
意
し
て
、�

演
出
の
準
備
を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
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ん
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
日
本
の
風
土
が
育
ん
で
き
た
文
化
的
な
結
晶
と
い
え
る
も

の
ば
か
り
で
す
。�

だ
か
ら
茶
道
と
は
「
日
本
的
な
美
の
世
界
」
だ
と
い
う
こ
と

が
で
き
ま
す
。
そ
し
て
亭
主
と
客
の
間
に
通
う
人
間
的
な
ぬ
く
も
り
が
重
要
な
要

素
と
な
り
ま
す
。�

そ
れ
を
「
和
敬
清
寂
」
の
精
神
と
い
い
ま
す
」2
と
紹
介
さ
れ

て
い
ま
す
。

　
こ
こ
で
言
わ
れ
る
「
も
て
な
し
」
と
は
、
客
に
応
じ
た
演
出
の
準
備
を
し
て
亭

主
と
客
の
間
に
通
う
人
と
し
て
の
ぬ
く
も
り
を
生
み
出
す
こ
と
で
あ
り
ま
す
。「
し

つ
ら
い
」
と
は
露
地
（
庭
園
）
を
と
と
の
え
、
茶
室
の
中
に
、
掛
物
や
水
指
・
茶

碗
・
釜
な
ど
を
美
的
な
統
一
を
考
え
て
用
意
す
る
こ
と
で
す
。
こ
こ
に
書
か
れ
て

い
る
こ
と
は
、
や
り
方
や
表
現
は
違
っ
て
も
茶
道
の
ど
の
流
派
に
も
共
通
す
る
こ

と
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
を
前
提
に
「
茶
道
は
人
を
美
し
く
す
る
」
と
い
う
こ
と

を
考
え
て
ゆ
き
ま
す
。

　「
美
の
世
界
」
に
つ
い
て
は
、
お
作
法
や
お
道
具
、
室
内
の
装
飾
、
茶
室
や
露

地
に
関
す
る
も
の
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
の
物
に
気
を
配
り
、
作
法
を
ど
の
よ
う
に
す

る
か
説
明
さ
れ
ま
す
。
し
か
し
、
茶
道
が
人
を
美
し
く
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
つ

ま
り
人
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
何
か
を
感
じ
、
何
か
が
分
か
っ
て
い
て
も
、
語
る

こ
と
が
難
し
く
、こ
れ
ま
で
あ
ま
り
語
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

　
茶
道
で
学
ぶ
作
法
の
稽
古
に
お
い
て
、
動
作
が
仕
付
け
ら
れ
、
立
ち
居
振
る
舞

い
が
整
え
ら
れ
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
を
美
し
い
和
服
な
ど
を
着
て
振
る
舞
う
こ
と
に

な
り
ま
す
。
そ
れ
だ
け
で
も
、
確
か
に
綺
麗
に
見
え
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
お

茶
と
直
接
か
か
わ
っ
て
い
な
い
時
ま
で
も
美
し
い
と
言
わ
れ
る
の
は
、
綺
麗
に
見

え
る
だ
け
の
こ
と
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
3

。

　
こ
こ
で
は
、
ま
ず
鈴
木
大
拙
の
『
禅
と
日
本
文
化
』
の
茶
に
関
わ
る
言
葉
か
ら

始
め
て
、「
も
て
な
し
」「
し
つ
ら
い
」「
和
敬
清
寂
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
を
明

ら
か
に
し
て
ゆ
き
ま
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
茶
道
と
そ
の
美
を
成
り
立
た
せ
て
い
る

人
の
徳
と
美
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

２
章
　
鈴
木
大
拙
の
「
禅
と
日
本
文
化
」
に
つ
い
て

一
　「
わ
び
」
に
つ
い
て

　『
禅
と
日
本
文
化
』4
の
中
で
、「
和
敬
清
寂
」
の
寂
に
つ
い
て
、
鈴
木
大
拙
は
、

寂
（
さ
び
）
は
侘
（
わ
び
）
と
同
意
語
で
あ
る
と
言
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
「
わ

び
の
真
意
は
「
貧
困
」、
す
な
わ
ち
消
極
的
に
い
え
ば
「
時
流
の
社
会
の
う
ち
に
、

ま
た
そ
れ
と
一
緒
に
、
お
ら
ぬ
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
貧
し
い
と
い
う
こ
と
、

す
な
わ
ち
世
間
的
な
事
物
（
冨
・
力
・
名
）
に
頼
っ
て
い
な
い
こ
と
、
し
か
も
、

そ
の
人
の
心
中
に
は
、
な
に
か
時
代
や
社
会
的
地
位
を
超
え
た
、
最
高
の
価
値
を

も
つ
も
の
の
存
在
を
感
じ
る
こ
と
、
こ
れ
が
わ
び
を
本
質
的
に
組
成
す
る
も
の
で

あ
る
」「
禅
の
心
的
習
慣
は
、
日
本
人
が
土
を
忘
れ
ず
、
い
つ
も
自
然
と
親
し
み
、

飾
り
け
の
な
い
単
純
性
を
味
わ
う
こ
と
を
助
け
て
き
た
。
禅
は
生
活
の
表
面
に
存

す
る
複
雑
さ
を
好
ま
ぬ
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
は
現
代
の
世
俗
的
な
世
界
が
経
済
的
な
豊
か
さ
や
快
適
さ
を
追
求
す
る
こ

と
で
、
か
え
っ
て
心
が
貧
し
く
な
り
、
精
神
の
豊
か
さ
を
持
ち
え
て
い
な
い
こ
と

へ
の
批
判
で
す
。「
時
流
の
う
ち
に
」
い
る
と
は
世
俗
的
な
生
活
の
中
で
己
を
見

失
っ
て
い
る
こ
と
な
の
だ
と
指
摘
し
て
い
ま
す
。
世
俗
の
中
に
あ
っ
て
も
世
俗
の

価
値
を
超
え
る
も
の
こ
そ
鈴
木
大
拙
は
「
わ
び
」
で
あ
る
と
言
う
の
で
す
。

　「
単
純
性
」
へ
の
志
向
と
は
、
人
の
人
と
し
て
の
本
来
の
在
り
方
を
忘
れ
さ
せ
る

混
乱
や
複
雑
に
な
っ
た
現
実
や
真
実
を
隠
し
て
し
ま
う
虚
飾
か
ら
離
れ
る
こ
と
で
す
。

こ
れ
は
仏
教
も
神
道
も
キ
リ
ス
ト
教
も
儒
教
も
そ
の
中
に
内
在
さ
せ
て
い
る
普
遍

的
な
考
え
方
で
す
。

　
な
お
、
こ
の
貧
し
さ
と
簡
潔
、
単
純
性
へ
の
志
向
は
、
お
茶
会
に
お
け
る
綺
麗

な
和
服
と
矛
盾
す
る
よ
う
に
一
見
見
え
ま
す
が
必
ず
し
も
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
柳
田
国
男
は
日
本
に
は
晴は
れ

と
褻け

と
い
う
時
間
と
空
間
が
あ
る
と
言
い
ま
す
。

2
　 http://w

w
w

.urasenke.or.jp/textb/spirit/spirit1.htm
l

3
　 

綺
麗
と
美
し
い
は
微
妙
に
ち
が
っ
て
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
綺
麗
が
外
側
か
ら
の
も

の
で
あ
る
の
に
対
し
て
。
美
し
い
は
内
側
か
ら
の
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

4
　 

鈴
木
大
拙
選
集
　
第
９
巻
　
昭
和
40
年
　
第
三
刷
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日
常
を
褻
と
言
い
、
特
別
な
冠
婚
葬
祭
な
ど
を
晴
と
言
い
ま
す
5

。
お
茶
会
は

こ
の
晴
に
当
た
り
、庭
や
お
茶
室
は
晴
の
空
間
と
な
り
ま
す
。
そ
こ
へ
晴
の
着
物
、

晴
れ
着
を
着
て
行
く
の
は
民
俗
学
的
に
相
応
し
く
、
正
し
い
の
で
す
。
し
か
し
、

禅
に
は
日
々
好
日
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
毎
日
良
い
日
だ
と
言
う
よ

り
も
、
晴
の
日
も
褻
の
日
も
区
別
な
く
、
ど
ん
な
日
で
も
修
行
を
同
じ
よ
う
に
続

け
る
と
い
う
意
味
で
す
。
禅
に
は
時
間
と
場
所
を
超
え
た
こ
だ
わ
り
の
な
い
生
き

方
が
あ
り
ま
す
。
禅
的
な
も
の
の
考
え
方
か
ら
は
晴
着
が
無
け
れ
ば
心
を
整
え
て
、

身
綺
麗
に
心
掛
け
れ
ば
、
ど
ん
な
服
で
も
良
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
さ
ら
に
「
一
切
の
人
工
に
よ
る
形
式
を
破
り
、
そ
の
背
後
に
横
た
わ
る
も
の
を

確
実
に
把
握
し
よ
う
と
い
う
禅
の
心
的
習
慣
は
、
日
本
人
が
土
を
忘
れ
ず
、
い
つ

も
自
然
と
親
し
み
、
飾
り
け
の
な
い
単
純
性
を
味
わ
う
こ
と
を
助
け
て
き
た
。
禅

は
生
活
の
表
面
に
存
す
る
複
雑
さ
を
好
ま
ぬ
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　「
人
工
」
は
、
土
に
代
表
さ
れ
る
自
然
か
ら
離
れ
文
明
と
共
に
現
れ
て
き
た
も

の
で
す
。
土
か
ら
生
ま
れ
土
へ
か
え
る
人
間
に
と
っ
て
は
「
土
」
に
よ
っ
て
象
徴

さ
れ
る
自
然
性
と
人
工
は
対
立
す
る
も
の
で
す
。
茶
道
に
お
い
て
炉
や
風
炉
の
中

の
白
っ
ぽ
い
灰
色
の
「
灰
」
を
、
番
茶
で
陰
陽
五
行
で
は
黄
色
と
さ
れ
て
い
る
土

の
色
に
似
せ
て
黄
色
く
染
め
、
大
切
に
す
る
の
は
、
こ
の
土
と
の
関
連
性
を
示
す

た
め
で
す
。

　「
人
工
」
に
は
人
間
の
人
間
ら
し
い
行
為
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
背
後
に
あ
る

人
間
を
本
来
的
な
人
間
ら
し
さ
か
ら
外
し
て
し
ま
う
よ
う
な
作
為
に
変
わ
る
こ
と

が
あ
る
の
で
す
。
そ
う
な
る
と
世
間
的
な
価
値
を
超
え
る
大
切
な
も
の
が
何
で
あ

る
か
忘
れ
て
し
ま
う
の
で
す
。

　
鈴
木
大
拙
は
茶
道
が
禅
と
深
く
か
か
わ
り
な
が
ら
形
成
さ
れ
て
き
た
の
で
禅
の

精
神
に
通
じ
る
も
の
で
あ
る
と
認
め
ま
す
。
つ
ま
り
、
茶
道
に
お
け
る
「
も
て
な

し
」
が
人
々
に
人
間
の
本
来
性
を
取
り
戻
さ
せ
る
癒
し
や
喜
び
を
与
え
る
仏
の
行

に
通
じ
、
そ
れ
を
行
う
人
に
禅
の
精
神
が
実
現
す
る
た
め
に
指
先
に
ま
で
神
経
を

集
中
さ
せ
る
稽
古
は
禅
の
修
行
に
通
じ
る
か
ら
で
し
ょ
う
。

二
　
美
に
つ
い
て

　「
美
と
は
か
な
ら
ず
し
も
形
の
完
全
を
指
し
て
い
う
の
で
は
な
い
。
こ
の
不
完

全
ど
こ
ろ
か
醜
と
い
う
べ
き
形
の
な
か
に
、
美
を
体
現
す
る
こ
と
が
日
本
の
美
術

家
の
得
意
の
妙
技
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
の
不
完
全
の
美
に
古
色
や
古
拙
味
（
原
始

的
無
骨
さ
）
が
伴
え
ば
、
日
本
の
鑑
賞
家
が
賞
美
す
る
と
こ
ろ
の
さ
び
が
あ
ら
わ

れ
る
。
古
色
と
原
始
性
と
は
現
実
味
で
は
な
い
か
も
知
れ
ぬ
。
美
術
品
が
表
面
的

に
で
も
史
的
時
代
感
を
示
せ
ば
、
そ
こ
に
さ
び
が
存
す
る
。
さ
び
は
鄙
び
た
無
虚

飾
や
古
拙
な
不
完
全
に
存
す
る
、
見
た
目
の
単
純
さ
や
無
造
作
な
仕
事
ぶ
り
に
存

す
る
、
豊
富
な
歴
史
的
な
連
想
（
か
な
ら
ず
し
も
現
存
し
な
く
て
も
よ
い
）
に
存

す
る
、
そ
し
て
最
後
に
そ
れ
は
く
だ
ん
の
事
物
を
芸
術
的
作
品
の
程
度
に
引
き
上

げ
る
と
こ
ろ
の
説
明
し
が
た
き
要
素
を
含
ん
で
い
る
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。

　
鈴
木
大
拙
の「
美
と
は
か
な
ら
ず
し
も
形
の
完
全
を
指
し
て
い
う
の
で
は
な
い
」

と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
。
例
え
ば
、
美
の
基
準
と
し
て
黄
金
分
割

の
よ
う
な
物
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、
正
五
角
形
を
眺
め
て
、
綺
麗
に
整
っ

て
い
る
と
感
じ
て
も
、
そ
れ
に
美
し
さ
を
感
じ
、
心
か
ら
感
動
す
る
人
は
あ
ま
り

い
な
い
で
し
ょ
う
。
少
し
角
度
を
変
え
れ
ば
た
ち
ま
ち
形
は
ゆ
が
ん
で
見
え
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。
均
整
は
美
の
必
要
条
件
（
材
料
）
の
一
つ
で
は
あ
っ
て
も
十
分

条
件
（
目
標
）
で
は
な
い
か
ら
で
す
。
若
き
千
利
休
が
武
野
紹
鴎
に
庭
掃
除
を
命

じ
ら
れ
、
掃
き
清
め
ら
れ
た
庭
に
、
木
の
葉
を
散
ら
し
た
と
い
う
話
が
あ
り
ま
す
。

も
の
を
美
し
く
す
る
根
源
（
十
分
条
件
）
こ
そ
目
指
さ
れ
る
も
の
な
の
で
す
。

　
次
に
、「
こ
の
不
完
全
ど
こ
ろ
か
醜
と
い
う
べ
き
形
の
な
か
に
、美
を
体
現
す
る
」

と
は
、
手
だ
け
で
作
り
ゆ
が
ん
で
凸
凹
し
て
い
る
楽
茶
碗
の
方
に
、
ロ
ク
ロ
で
回

し
た
り
型
を
取
っ
た
り
し
て
綺
麗
に
整
え
ら
れ
た
茶
碗
よ
り
も
、
何
か
を
感
じ
る

と
い
う
こ
と
で
す
。
近
代
の
日
本
で
工
芸
製
品
の
中
に
も
美
や
人
間
性
を
求
め
た

ア
ー
ツ
・
ア
ン
ド
・
ク
ラ
フ
ツ
運
動
6

を
受
け
入
れ
た
理
由
が
そ
こ
に
あ
っ
た

と
思
わ
れ
ま
す
。
ま
た
こ
の
こ
と
は
綺
麗
に
整
え
ら
れ
た
美
術
品
で
は
な
く
無
造

作
に
見
え
る
日
常
に
使
う
物
の
な
か
に
美
を
感
じ
る
と
い
う
こ
と
に
も
な
り
ま

5
　 

福
田
ア
ジ
オ
編
『
日
本
民
俗
大
辞
典
』
上
下
　
吉
川
弘
文
館
　
１
９
９
９
年
　
お
葬

式
を
晴
と
す
る
か
ケ
ガ
レ
と
す
る
か
に
つ
い
て
は
議
論
が
あ
り
ま
す
。
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す
。
茶
道
に
お
け
る
懐
石
料
理
で
も
特
別
に
し
つ
ら
え
た
も
の
を
嫌
い
、
日
常
的

な
も
の
を
創
意
工
夫
で
活
か
そ
う
と
す
る
精
神
に
通
じ
ま
す
。「
醜
と
い
う
べ
き

形
の
な
か
に
、
美
を
体
現
す
る
」
と
は
、
老
荘
思
想
に
お
け
る
美
醜
を
超
え
る
と

い
う
考
え
方
を
受
け
つ
い
で
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
千
利
休
は
そ
の
よ
う
な
不
完

全
な
物
の
中
に
も
本
質
的
な
美
を
発
見
し
、美
へ
の
理
解
を
深
化
さ
せ
た
の
で
す
。

今
日
的
に
は
不
完
全
と
言
う
よ
り
も
個
性
と
言
う
べ
き
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　「
さ
び
」
は
金
属
に
生
じ
る
錆
と
人
の
心
の
寂
し
さ
の
二
つ
の
意
味
が
含
ま
れ

て
い
ま
す
。
錆
に
は
歴
史
的
な
光
沢
の
あ
る
金
属
の
表
面
が
古
く
な
り
変
化
し
移

ろ
い
ゆ
く
無
情
な
時
の
流
れ
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
刀
に
錆
が
生
じ
れ
ば
、
そ
れ

を
醜
い
汚
れ
と
感
じ
、
砥
い
で
落
と
し
ま
す
。
錆
の
生
じ
る
物
は
刀
ば
か
り
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
緑
の
木
の
葉
が
枯
れ
て
色
が
変
わ
る
の
も
「
さ
び
」
で
す
。
そ
の

赤
や
黄
色
の
生
じ
方
に
よ
っ
て
美
し
い
模
様
と
な
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
黒
く
錆

れ
ば
幽
玄
に
通
じ
ま
す
。
幽
も
玄
も
黒
の
意
味
だ
か
ら
で
す
。
時
の
移
ろ
い
に
人

生
の
寂
し
さ
だ
け
で
は
な
く
、
そ
こ
に
美
を
発
見
し
た
こ
と
が
「
さ
び
」
と
い
う

美
意
識
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
古
色
や
古
拙
は
、
奈
良
の
仏
像
な
ど
の
古
拙
の
微
笑
に
も
通
じ
る
も
の
が
あ
り

ま
す
。
有
名
な
モ
ナ
リ
ザ
の
微
笑
も
古
拙
の
微
笑
（
ア
ル
カ
イ
ッ
ク
・
ス
マ
イ
ル
）

と
呼
ば
れ
ま
す
。
し
か
し
、古
拙
は
い
わ
ゆ
る
未
熟
な
稚
拙
と
は
違
う
も
の
で
す
。

ア
ル
カ
イ
ッ
ク
と
は
ギ
リ
シ
ア
語
の
ア
ル
ケ
ー
（
根
源
）
を
語
源
と
す
る
言
葉
と

言
わ
れ
ま
す
。
モ
ナ
リ
ザ
の
微
笑
は
、
澄
ま
し
て
整
っ
て
い
る
だ
け
の
綺
麗
な
顔

立
ち
で
は
な
く
、
そ
れ
を
崩
し
て
微
笑
む
と
こ
ろ
に
根
源
的
な
美
が
現
れ
る
神
秘

性
や
永
遠
性
を
示
す
も
の
だ
っ
た
の
で
す
7

。

　
こ
れ
は
拈ね
ん
げ
み
し
ょ
う

華
微
笑
と
禅
宗
で
伝
え
ら
れ
て
き
た
伝
説
に
通
じ
る
と
思
わ
れ
ま

す
。
釈
迦
が
花
を
拈
っ
て
弟
子
た
ち
に
見
せ
る
と
、摩ま

　か訶
迦か
し
ょ
う葉

だ
け
が
微
笑
し
た
。

そ
れ
で
釈
迦
は
教
え
が
摩
訶
迦
葉
に
伝
わ
っ
た
と
認
め
た
と
い
う
も
の
で
す
。
茶

室
に
は
い
わ
ゆ
る
生
け
花
と
は
違
う
茶
花
と
呼
ば
れ
る
花
が
さ
り
げ
な
く
飾
ら
れ

ま
す
が
、
そ
こ
に
禅
の
微
笑
の
教
え
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

す
べ
て
の
も
の
の
根
源
に
真
・
善
・
美
が
あ
る
と
言
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
ら
は
誰
で

も
知
っ
て
い
る
言
葉
で
す
が
、
ど
れ
も
「
説
明
し
が
た
き
要
素
」
で
す
。
真
・
善
・

美
と
は
言
え
て
も
、
そ
れ
が
何
で
あ
る
の
か
は
言
え
ま
せ
ん
。
同
じ
人
の
中
で
も

理
解
が
深
め
ら
れ
て
変
化
し
て
ゆ
く
か
ら
で
す
。
そ
れ
に
つ
い
て
以
下
の
考
察
で

明
ら
か
に
し
て
ゆ
き
ま
す
。

３
章
　
五
徳
の
命
名
に
示
さ
れ
る
意
識

　
徳
と
い
う
言
葉
は
美
徳
と
も
言
わ
れ
、
美
と
徳
が
無
縁
で
は
な
い
こ
と
を
示
し

て
い
ま
す
。
徳
に
か
な
っ
た
こ
と
が
善
で
す
。
茶
道
で
使
わ
れ
る
徳
と
い
う
言
葉

に
五
徳
（
ご
と
く
）
が
あ
り
ま
す
。
五
徳
は
、
灰
に
据
え
ら
れ
、
炭
の
上
に
置
か

れ
る
釜
を
支
え
る
大
切
な
道
具
で
す
。
金
属
製
の
も
の
は
鉄
輪
（
か
な
わ
）
と
呼

ぶ
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
灰
の
中
の
埋
ま
っ
て
い
る
部
分
が
輪
に
な
っ
て
い
ま
す
。

釜
を
置
く
部
分
を
爪
と
呼
び
ま
す
。
ガ
ス
コ
ン
ロ
に
も
同
じ
よ
う
な
形
の
も
の
が

あ
り
ま
す
。

　
も
と
も
と
は
、
五
徳
は
三
本
足
を
灰
や
土
の
中
に
刺
し
て
立
て
、
環
を
上
に
し

て
用
い
た
も
の
で
す
。
こ
れ
は
竈
子
（
く
ど
こ
）
と
呼
ば
れ
、
そ
の
形
は
古
代
中

国
の
鍋な
べ

に
三
本
の
足
の
付
い
た
よ
う
な
鼎
（
か
な
え
）
に
由
来
す
る
も
の
と
も
言

わ
れ
ま
す
。
鼎
は
王
位
を
示
す
宝
器
で
、
鼎
の
足
の
先
は
真
っ
直
ぐ
で
先
は
尖
っ

て
土
に
刺
さ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
竈
（
く
ど
）
は
「
か
ま
ど
」
と
も
読
み

ま
す
。
民
俗
学
に
よ
れ
ば
「
か
ま
ど
」
は
神
聖
な
も
の
で
す
。
竈
子
の
「
子
」
は

竈
と
比
べ
て
小
さ
い
と
い
う
意
味
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
五
徳
は
、
珠
光
か
ら
利
休
の
時
代
に
か
け
て
、
茶
釜
を
作
っ
た
釜
師
た
ち
の
協

力
よ
っ
て
工
夫
さ
れ
て
で
き
た
と
言
わ
れ
ま
す
。
室
内
で
用
い
る
囲
炉
裏
よ
り
小

さ
な
冬
に
使
う
「
炉
」
と
夏
に
使
う
「
風
炉
」
が
で
き
て
か
ら
、「
く
ど
こ
」
を

従
来
と
は
逆
向
き
に
設
置
し
、
足
の
先
を
曲
げ
て
爪
と
し
て
、
爪
を
上
に
し
て
使

6
　
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
モ
リ
ス
ら
が
始
め
た
機
械
的
な
無
機
質
的
な
製
品
に
人
間
の
ぬ
く
も

り
と
芸
術
性
を
与
え
よ
う
と
し
た
運
動
で
、
柳
宗
悦
ら
の
民
芸
運
動
は
そ
の
影
響
を
受

け
た
も
の
で
す
。
芥
川
龍
之
介
の
卒
業
論
文
が
『
若
き
モ
リ
ス
』
だ
っ
た
こ
と
か
ら
も

そ
の
影
響
の
大
き
さ
を
感
じ
ま
す
。

7
　
拙
論
「
モ
ナ
リ
ザ
の
謎
を
解
く
」『
モ
ナ
リ
ザ
の
家
政
学
』
国
書
刊
行
会
１
９
９
１
年
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う
よ
う
に
な
っ
た
と
言
わ
れ
ま
す
。
逆
さ
ま
に
さ
れ
た
由
来
は
分
か
り
ま
せ
ん
8
。

輪
の
部
分
を
上
に
す
れ
ば
釜
は
置
き
や
す
く
な
り
ま
す
が
、
爪
を
下
に
す
る
と
灰

の
中
に
足
が
不
均
等
に
沈
む
可
能
性
が
あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
輪
の
部
分
を

下
に
し
た
方
が
、安
定
が
良
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
逆
さ
ま
に
置
い
た
の
で「
く

ど
こ
」
の
読
み
も
逆
さ
ま
に
さ
し
て
「
ご
と
く
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と

言
わ
れ
ま
す
。

　
陰
陽
五
行
の
発
想
で
は
、
炉
に
は
炭
（
木
）・
火
・
灰
（
土
）・
五
徳
（
金
）・

水
の
五
行
の
要
素
が
集
ま
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
は
相
性
の
良
い
木
→
火
→
土
→

金
→
水
の
五
行
相
生
9

と
相
性
の
悪
い
木
→
土
→
水
→
火
→
金
の
五
行
相
克
10

が
存
在
し
て
い
ま
す
。
水
と
火
は
相
克
の
関
係
に
あ
り
相
性
の
悪
い
関
係
に
あ
り

ま
す
。
五
徳
（
金
）
を
逆
さ
ま
に
し
た
の
は
、
そ
の
関
係
を
整
え
秩
序
を
作
り
だ

す
発
想
と
思
わ
れ
ま
す
。
秩
序
に
乱
れ
が
な
け
れ
ば
、
平
和
で
あ
り
皆
が
幸
福

（
徳
）
と
な
る
調
和
と
繁
栄
が
実
現
す
る
と
考
え
ら
れ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

　「
五
徳
」
は
当
て
字
で
す
。「
ご
と
く
」
は
「
如
」
と
も
「
悟
得
」
と
も
聖
な
る

仏
教
的
な
当
て
字
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
世
俗
的
な
儒
教
の
在
り
方
を
示

す
「
五
徳
」
と
い
う
文
字
を
選
ん
だ
の
は
、
聖
と
俗
の
ど
ち
ら
に
も
偏
る
こ
と
の

な
い
バ
ラ
ン
ス
を
茶
道
的
に
整
え
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
五
徳
の
言
葉
が
定
着

す
る
に
は
千
利
休
が
在
俗
の
修
行
者
を
示
す
「
居
士
」
号
を
持
っ
て
い
た
こ
と
に

も
か
か
わ
る
で
し
ょ
う
。

　
五
徳
の
由
来
と
し
て
儒
教
に
お
け
る
五
常
（
仁
、
義
、
礼
、
知
、
信
）
が
考
え

ら
れ
ま
す
。
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
五
つ
の
徳
に
よ
り
父
子
、
君
臣
、
夫
婦
、

長
幼
、
朋
友
の
五
倫
の
道
を
整
え
、
い
わ
ゆ
る
修
身
斉
家
治
国
平
天
下
と
い
う
秩

序
に
よ
っ
て
平
和
が
実
現
さ
れ
る
よ
う
に
と
願
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
十
七
条
憲
法

に
あ
る
「
和
を
も
っ
て
貴
し
と
な
す
」
と
い
う
言
葉
も
『
礼
記
』（
儒
行
）
に
よ

り
ま
す
。
特
に
「
礼
」
の
作
法
は
、
目
に
見
え
る
規
範
と
し
て
人
々
の
振
る
舞
い

と
関
係
を
整
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
戦
国
の
時
代
、
お
茶
事
を
行
っ
て
い
る
時

間
だ
け
で
も
主
人
と
客
が
楽
し
く
過
ご
せ
る
よ
う
に
と
い
う
願
い
が
あ
っ
た
よ
う

に
思
わ
れ
ま
す
。
平
和
で
あ
る
こ
と
は
麗う
る
わし
い
、
美う
る
わし
い
こ
と
で
あ
り
美う
つ
くし
い
こ

と
で
す
。
そ
の
秩
序
観
が
後
に
、井
伊
直
弼
に
ま
で
つ
な
が
る
「
茶
の
湯
ご
政
道
」

と
呼
ば
れ
る
も
の
の
要
因
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
し
て
明
治
の
新
渡
戸
稲

造
の
『
武
士
道
』
に
も
茶
道
に
つ
い
て
語
ら
れ
、
こ
れ
ら
の
徳
の
話
が
結
び
つ
い

て
い
ま
す
。

一
　「
仁
」
と
は

　
人
を
愛
し
思
い
や
る
こ
と
で
あ
り
人
を
慈
し
む
こ
と
で
す
。
自
己
中
心
で
は
な

く
相
手
の
心
と
体
を
大
切
に
す
る
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
美
し
い
心
で
あ
り
美
し
い

行
為
で
す
。
孔
子
は
、
仁
を
最
高
の
道
徳
と
し
ま
し
た
。
そ
れ
は
政
治
家
が
行
う

べ
き
政
治
道
徳
で
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
実
現
す
る
に
は
礼
に
よ
っ
て
自
己
を
整

え
、
互
い
に
尊
重
し
あ
う
こ
と
に
よ
っ
て
仁
の
実
践
が
な
さ
れ
う
る
も
の
で
す
。

　
仁
は
人
を
愛
す
る
こ
と
で
す
が
、
孔
子
は
弟
子
の
顔
回
の
問
い
に
対
し
て
、「
克

己
復
礼
」（
己
に
克
ち
て
礼
を
復ふ

む
を
仁
と
為
す
）
と
答
え
て
い
ま
す
。
仁
と
は
、

た
だ
相
手
を
思
う
だ
け
で
は
な
く
、
利
己
心
を
離
れ
、
礼
と
い
う
客
観
的
で
互
い

を
尊
重
す
る
ル
ー
ル
に
従
い
麗
し
く
振
る
舞
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
克
己
と

は
単
な
る
自
己
否
定
で
は
な
く
、
欲
望
に
克
っ
て
本
来
の
あ
る
べ
き
自
分
に
戻
り

自
分
を
保
つ
こ
と
で
す
。
だ
か
ら
、
礼
は
「
お
も
て
な
し
」
の
心
と
体
の
基
本
と

な
る
も
の
で
す
。

8
　
能
の
演
目
に
『
鉄
輪
』（
か
な
わ
）
と
い
う
作
品
が
あ
り
、
女
性
が
輪
を
頭
に
か
ぶ

り
爪
の
部
分
に
ロ
ウ
ソ
ク
を
た
て
火
を
つ
け
て
呪
詛
を
行
う
話
が
あ
り
ま
す
。
物
を
逆

さ
ま
に
使
う
こ
と
で
こ
の
世
の
秩
序
が
ひ
っ
く
り
返
る
こ
と
を
象
徴
す
る
か
ら
で
す
。

逆
さ
屏
風
は
死
者
の
世
界
が
生
き
て
い
る
者
の
世
界
と
は
逆
の
世
界
で
あ
る
と
言
う
こ

と
で
、
枕
元
に
屏
風
を
逆
さ
ま
に
立
て
ま
す
。
侘
び
茶
が
始
め
ら
れ
た
珠
光
の
時
代
に
、

応
仁
の
乱
が
起
こ
り
世
の
中
の
秩
序
が
ひ
っ
く
り
返
っ
た
こ
と
と
関
係
が
あ
る
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
闘
茶
の
よ
う
な
世
俗
的
で
派
手
な
遊
び
で
あ
る
バ
サ
ラ
の
よ
う

な
も
の
か
ら
の
価
値
の
転
換
を
示
す
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

9
　
木
は
燃
え
て
火
と
な
り
、
火
が
燃
え
る
と
土
と
な
り
、
土
の
中
に
金
属
が
生
じ
、
金

属
に
は
水
滴
が
付
き
、
水
は
気
を
育
て
る
と
考
え
、
自
然
の
循
環
が
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
た

と
思
わ
れ
ま
す
。

10
　
木
は
土
に
穴
を
あ
け
、土
は
水
を
せ
き
止
め
、水
は
火
を
消
し
、火
は
金
属
を
溶
か
し
、

金
属
は
木
を
切
る
と
い
う
否
定
的
な
関
係
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
る
よ
う
で
す
。
し
か
し
、

新
し
い
も
の
を
生
み
出
す
創
造
的
な
要
素
も
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
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二
　「
義
」
と
は

　
義
と
は
正
し
い
行
い
の
こ
と
で
す
。
正
し
い
規
則
を
守
り
、
正
し
く
従
う
こ
と

で
す
。
私
利
私
欲
は
人
間
関
係
の
公
平
を
失
わ
せ
る
の
で
義
と
対
比
さ
れ
ま
す
。

私
利
私
欲
（
エ
ゴ
イ
ズ
ム
）
か
ら
離
れ
れ
ば
、
人
と
し
て
な
す
べ
き
正
し
い
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
正
し
い
こ
と
は
美
し
い
こ
と
で
す
。

　
義
と
い
う
文
字
は
羊
と
我
の
組
み
合
わ
さ
れ
た
文
字
で
す
。『
新
字
源
』
に
よ

れ
ば
、「
神
前
で
行
う
舞
、
ひ
い
て
、
礼
に
か
な
っ
た
行
い
、
転
じ
て
、
み
ち
の

意
を
表
す
」
と
あ
り
ま
す
。
美
と
い
う
文
字
も
羊
と
大
か
ら
で
き
た
文
字
だ
そ
う

で
す
。
ま
た
『
常
用
字
解
』
に
は
、
神
に
捧
げ
る
羊
の
生
贄
は
美
し
く
な
け
れ
ば

義
い
と
は
言
え
な
い
と
あ
り
ま
す
。
英
語
の
ｆ
ａ
ｉ
ｒ
は
正
し
い
と
い
う
意
味
で

す
が
そ
の
古
い
用
法
に
は
美
し
い
と
い
う
意
味
が
あ
り
ま
す
。
日
本
語
で
も
き
れ

い
と
汚
い
に
は
倫
理
的
な
意
味
で
言
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
私
利
私
欲
は
汚
い
こ

と
な
の
で
す
。

　
千
利
休
の
「
利
休
」
と
い
う
名
前
の
意
味
に
つ
い
て
は
い
ろ
い
ろ
な
説
が
あ
り

ま
す
。
そ
の
一
つ
に
名
利
頓
休
（
名
誉
や
利
益
を
求
め
る
こ
と
を
や
め
る
）
と
い

う
意
味
で
あ
る
と
言
う
説
も
な
る
ほ
ど
と
思
わ
れ
ま
す
。
穢
れ
を
作
り
出
す
利
欲

を
捨
て
る
こ
と
は
仏
教
の
教
え
に
も
一
致
す
る
も
の
で
す
。

　
茶
祖
と
言
わ
れ
る
栄
西
禅
師
が
書
か
れ
た
も
の
に
『
喫
茶
養
生
記
』
が
あ
り
ま

す
。
し
か
し
、
栄
西
は
い
わ
ゆ
る
茶
禅
一
味
の
よ
う
な
こ
と
は
そ
こ
で
は
説
い
て

い
ま
せ
ん
が
、
彼
の
活
動
と
著
作
を
全
体
と
し
て
み
れ
ば
、
健
康
の
た
め
の
養
生

論
に
と
ど
ま
ら
ず
11

、
茶
を
正
し
く
良
く
生
き
る
た
め
、
禅
の
修
行
に
役
立
て

る
も
の
と
し
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
栄
西
の
影
響
を
受
け
た
道
元
は
食
事
の
意

義
と
作
法
そ
し
て
規
則
に
つ
い
て
書
い
た
『
永
平
清
規
』12
に
茶
礼
に
つ
い
て
と

後
で
述
べ
る
「
五
観
の
偈
」
を
書
い
て
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
聖
な
る
お
寺
で
行

わ
る
茶
礼
が
俗
な
る
個
人
の
住
宅
で
も
行
わ
れ
る
茶
道
へ
と
姿
を
変
え
な
が
ら
も

精
神
を
受
け
継
い
で
き
て
い
る
の
で
す
。

三
　「
礼
」
と
は

　
仁
や
義
を
作
法
に
し
た
が
っ
て
行
動
に
表
す
も
の
で
す
。
洗
練
さ
れ
た
作
法
は

美
的
な
も
の
を
表
現
し
ま
す
。
利
休
七
則
に
「
お
も
て
な
し
」
の
心
と
し
て
「
夏

は
涼
し
く
、
冬
は
暖
か
く
」
と
あ
り
ま
す
。
食
事
を
出
す
際
に
は
特
に
か
か
わ
り

ま
す
。
こ
れ
は
何
気
な
い
言
葉
の
よ
う
に
み
え
ま
す
が
、『
礼
記
』（
曲
礼
上
）
に

「
冬
は
温
か
く
し
て
夏
は
凊す
ず

し
く
、
昏く
れ

に
定
め
て
晨あ
し
たに

省
み
る
」（
父
母
に
仕
え
る

道
は
、
冬
は
温
か
く
、
夏
は
涼
し
く
過
ご
せ
る
よ
う
に
、
夜
は
寝
床
を
整
え
、
朝

に
は
体
調
を
尋
ね
る
）
と
あ
る
の
を
踏
ま
え
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
礼
に
は
古
代
中
国
に
お
い
て
自
然
や
神
へ
の
畏
敬
の
念
を
表
す
宗
教
的
な
意
味

や
敵
対
し
あ
う
者
の
間
で
和
平
を
結
ぶ
た
め
の
儀
式
の
意
味
も
あ
り
ま
す
13

。

袱
紗
で
棗
や
茶
入
れ
、
茶
杓
な
ど
を
清
め
ま
す
。
こ
れ
は
清
潔
と
い
う
意
味
で
美

し
く
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、気
付
い
て
い
る
も
の
気
付
か
ぬ
も
の
も
含
め
て
、

人
が
背
負
っ
て
い
る
穢
れ
や
罪
を
払
い
、浄
化
す
る
意
味
も
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

浄
化
は
美
を
も
た
ら
す
と
と
も
に
美
も
浄
化
を
も
た
ら
し
ま
す
。

　「
礼
は
君
の
大た
い
へ
い柄

な
り
」（
礼
を
も
っ
て
君
主
は
国
を
治
め
る
大
き
な
力
と
な
る

も
の
で
あ
る
）
と
あ
り
潔
さ
を
美
徳
と
し
た
日
本
の
武
士
た
ち
が
作
法
を
学
べ
る

茶
の
湯
に
親
し
ん
だ
理
由
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。『
礼
記
』（
礼
運
）
は
「
仁
は
義
の

本
な
り
」
と
あ
り
、
仁
と
義
の
関
係
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

四
　「
知
」
と
は

　
物
事
の
表
面
的
な
形
だ
け
で
は
な
く
そ
の
本
質
や
意
味
ま
で
分
か
っ
て
、
本
当

に
知
っ
て
い
る
と
言
わ
れ
ま
す
。
茶
道
で
は
、
自
分
の
飲
ん
だ
後
の
茶
碗
を
手
に

乗
せ
拝
見
し
ま
す
。
客
は
主
人
の
動
き
を
観
察
し
ま
す
。
茶
道
は
、
実
に
も
の
を

よ
く
見
る
芸
術
で
す
。
よ
く
見
る
こ
と
は
知
る
こ
と
に
近
い
も
の
で
す
。
衣
食
住

の
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
を
総
合
す
る
芸
術
で
あ
る
茶
道
に
は
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
が
沢
山
あ
る
の
で
す
。

11
　
岩
間
真
知
子
『
栄
西
と
『
喫
茶
養
生
記
』
２
０
１
３
年
静
岡
茶
業
会
議
所

http://shizuoka-cha.com
/files/1113/8924/4559/eisai.pdf

中
山
清
治
『
栄
西
と
喫
茶
養
生
記
』
東
京
有
明
医
療
大
学
雑
誌vol4: 33-37, 2012 

http://w
w

w
.tau.ac.jp/outreach/T

A
U

journal/2012/09-nakayam
a.pdf

12
　「
赴
粥
飯
法
」『
清
規
』
道
元
全
集
六
巻
春
秋
社
１
９
８
９
年

13
　 

竹
内
照
夫
『
四
書
五
経
』
平
凡
社
昭
和
40
年
　
50-

52
ｐ
参
照
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何
が
礼
（
作
法
）
で
あ
り
、
自
分
も
他
人
も
そ
の
礼
（
作
法
）
に
則
っ
て
い
る

の
か
、
何
が
正
義
で
あ
り
、
そ
れ
が
正
義
に
か
な
っ
た
行
為
で
あ
る
の
か
、
何
が

仁
で
あ
り
、
仁
に
従
っ
て
人
に
人
と
し
て
接
し
て
い
る
の
か
、
知
ら
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。
さ
ら
に
、
そ
の
よ
う
な
人
に
と
っ
て
大
切
な
こ
と
を
理
解
し
て
い
な

け
れ
ば
知
が
あ
る
と
は
言
え
な
い
の
で
す
。
五
徳
と
い
う
言
葉
に
現
わ
さ
れ
る
真

理
を
求
め
、
真
理
を
知
り
、
真
理
を
理
解
し
て
い
る
の
が
知
と
な
り
ま
す
。

　
だ
か
ら
「
克
己
復
礼
」
に
つ
い
て
言
え
ば
、己
に
克
つ
と
は
自
己
を
省
み
て
（
自

己
を
よ
く
見
て
）、
自
己
の
非
を
認
識
し
改
め
る
こ
と
が
知
と
い
う
こ
と
に
な
り

ま
す
。
そ
の
知
に
基
づ
い
て
、「
礼
を
履
む
」
と
は
礼
を
形
の
上
だ
け
で
は
な
く
、

礼
に
従
っ
て
心
か
ら
実
践
す
る
こ
と
を
認
識
で
き
れ
ば
、
仁
で
あ
る
と
言
え
る
の

で
す
。
そ
れ
が
な
か
な
か
実
現
で
き
な
い
自
分
に
気
が
付
く
こ
と
は
、
ギ
リ
シ
ア

の
「
汝
自
身
を
知
れ
」
と
い
う
神
託
の
言
葉
に
も
通
じ
ま
す
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
よ

う
に
自
ら
の
無
知
に
気
が
付
い
た
ら
、
無
知
を
認
め
て
謙
虚
に
学
ぼ
う
と
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
己
を
知
ろ
う
と
努
力
を
続
け
る
こ
と
が
美
し
く
生
き
る
条
件

と
な
り
ま
す
。

五
　「
信
」
と
は

　「
信
」
の
基
本
的
な
意
味
は
真
実
へ
の
信
頼
で
す
。
古
く
か
ら
の
伝
統
が
守
ら

れ
続
け
る
の
は
、
強
制
的
に
守
ら
せ
る
か
ら
で
は
な
く
、
伝
統
へ
の
理
解
が
あ
る

か
ら
で
す
。
実
は
、
茶
道
は
様
々
な
真
に
迫
る
た
め
の
試
み
が
な
さ
れ
て
、
美
を

作
り
だ
す
創
意
工
夫
を
発
展
さ
せ
て
き
た
も
の
が
伝
統
と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の

工
夫
の
意
味
が
分
か
ら
な
く
て
も
権
威
と
し
て
受
け
入
れ
る
の
が
信
頼
で
す
。
学

ん
で
い
て
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
す
る
の
か
疑
問
に
思
う
こ
と
は
幾
度
も
あ
る

で
し
ょ
う
。
疑
問
は
理
解
へ
の
大
切
な
一
歩
で
す
。
し
か
し
、
そ
れ
に
留
ま
ら
ず

師
を
信
頼
し
て
学
ば
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
疑
問
に
答
え
る
師
の
責
任
も
あ
り

ま
す
。

　
信
頼
は
対
等
の
関
係
と
し
て
の
友
と
の
間
の
気
持
ち
の
共
有
、
美
し
き
友
情
と

い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
お
互
い
の
約
束
を
た
が
え
な
い
こ
と
、
真
実
を
教
え
あ

う
こ
と
、
真
実
に
従
っ
て
誠
実
で
あ
る
こ
と
で
す
。
師
弟
関
係
に
お
い
て
は
弟
子

は
師
の
言
葉
を
信
じ
て
そ
の
言
葉
に
従
い
、
師
に
お
い
て
は
弟
子
の
信
頼
を
裏
切

ら
な
い
で
導
く
こ
と
で
す
。
そ
こ
で
初
め
て
共
同
の
善
（com

m
on good

）
を

実
現
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
を
麗
し
き
師
弟
関
係
と
言
い
ま
す
。
麗
し
さ

は
美
の
概
念
に
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
信
と
知
の
関
係
は
、
知
る
た
め
に
信
じ
、
信

じ
る
た
め
に
知
る
と
言
わ
れ
ま
す
。
信
だ
け
で
は
妄
信
と
な
り
か
ね
ず
、
知
だ
け

で
は
傲
慢
と
な
り
が
ち
で
す
。
知
と
信
の
両
者
の
対
話
が
相
ま
っ
て
理
解
が
深

ま
っ
て
バ
ラ
ン
ス
も
と
れ
て
き
ま
す
。

　
こ
の
中
の
「
仁
義
礼
智
」
の
四
徳
に
つ
い
て
、『
孟
子
』（
公
孫
丑
章
句
上
）
で

は
、
人
の
性
が
善
で
あ
る
こ
と
が
説
か
れ
、
四
徳
の
仁
・
義
・
礼
・
智
の
徳
を
誰

も
が
可
能
性
と
し
て
持
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
述
べ
ま
し
た
。
そ
れ
は
人
間
に

は
誰
で
も
「
四し
た
ん端
」（
四
つ
の
糸
口
、
手
が
か
り
）
の
心
が
あ
っ
て
、
そ
れ
は

「
惻そ
く
い
ん隠
」（
他
者
の
不
幸
を
見
て
可
哀
そ
う
に
思
っ
た
り
憐
れ
に
思
っ
た
り
す
る
こ

と
）
は
仁
の
端
緒
と
な
り
、「
羞し
ゅ
う悪お

」（
不
正
や
悪
を
恥
じ
て
憎
む
こ
と
）
ま
た
は

「
廉れ
ん
ち恥

」（
恥
を
知
る
こ
と
）
は
義
の
端
緒
と
な
り
、「
辞じ

譲じ
ょ
う」（

謙
遜
し
て
相
手
に

譲
る
こ
と
）
は
礼
の
端
緒
と
な
り
、「
是
非
」（
正
し
い
こ
と
と
過
ち
を
判
断
す
る

こ
と
）
は
知
の
端
緒
と
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
四
端
か
ら
始
め
ら
れ
る
根

拠
に
人
間
の
性
が
善
で
あ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
仁
・
義
・
礼
・
智
と
い

う
人
間
の
四
徳
が
実
践
で
き
る
の
で
す
。

　
さ
ら
に
、
前
漢
の
儒
学
者
の
董と
う
ち
ゅ
う
じ
ょ

仲
舒
は
世
界
の
秩
序
の
元
と
な
る
五
行
説
に
も

と
づ
い
て
「
信
」
を
加
え
た
と
言
わ
れ
ま
す
。
五
行
説
と
は
木
・
火
・
土
・
金
・

水
に
よ
っ
て
世
界
が
構
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
古
代
の
自
然
哲
学
の
考
え
方
で
茶

道
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
ま
す
。
五
味
は
甘
味-

土
、酸
味-

木
、塩
味（
鹹
）

-

水
、
辛
味-

金
、
苦
味-

火
な
ど
の
関
係
を
認
め
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。
五
行

に
五
徳
を
当
て
る
と
は
、
木
・
火
・
土
・
金
・
水
に
仁
・
礼
・
信
・
義
・
知
を
当

て
る
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
自
然
の
秩
序
に
か
な
い
こ
と
に
な
る
思
わ
れ
ま
す
。

　
五
徳
に
つ
い
て
、
そ
の
他
に
、
温お
ん

・
良り
ょ
う・

恭き
ょ
う・

倹け
ん

・
譲じ
ょ
うも

挙
げ
ら
れ
ま
す
。
こ

れ
は
『
論
語
』（
学
而
）
に
あ
る
孔
子
を
評
し
た
弟
子
の
子
貢
の
言
葉
で
す
。「
温
」

に
つ
い
て
は
、
春
風
駘
蕩
と
い
う
よ
う
に
温
和
で
、
良
識
あ
る
判
断
が
で
き
、
信

頼
関
係
が
保
た
れ
素
直
で
あ
る
こ
と
は
仁
と
信
に
当
た
り
、
こ
れ
は
茶
道
に
お
け

る
和
敬
清
寂
の
「
和
」
と
「
清
」
に
当
た
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
恭
う
や
う
やし
く
礼
に
か
な
っ
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て
い
る
こ
と
は
「
敬
」
に
当
た
り
ま
す
。
慎
ま
し
や
か
で
謙
虚
で
、
他
人
に
譲
る

気
持
ち
が
あ
れ
ば
「
寂
」
に
当
た
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
仁
・
礼
・
信
・
義
・
知
も

温
・
良
・
恭
・
倹
・
譲
も
矛
盾
す
る
こ
と
な
く
「
和
敬
清
寂
」
に
対
応
す
る
よ
う

で
す
。
こ
れ
ら
を
心
が
け
る
こ
と
は
大
切
な
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
五
徳
で
水
を
温

め
る
だ
け
で
は
な
く
、
五
つ
の
徳
で
人
の
心
も
温
め
る
の
で
す
。

４
章
　
明
恵
の
茶
の
十
徳

　
華
厳
宗
の
僧
で
あ
る
栂と
が
の
お
さ
ん
こ
う
さ
ん
じ

尾
山
高
山
寺
の
明
恵
が
木
の
股
の
間
で
坐
禅
を
し
て
い

る
絵
は
有
名
で
す
。
茶
の
十
徳
と
は
、
明
恵
が
茶
の
十
の
徳
を
釜
に
刻
み
込
ま
せ

た
言
葉
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
明
恵
は
禅
宗
の
『
喫
茶
養
生
記
』
を
書
い

た
栄
西
か
ら
茶
の
実
を
譲
り
受
け
栂
尾
山
に
蒔
い
た
と
言
わ
れ
ま
す
。
宇
治
が
名

産
地
と
な
る
ま
で
、
栂
尾
が
良
い
茶
の
産
地
と
さ
て
い
ま
し
た
。

　
試
み
に
、
そ
の
書
か
れ
た
言
葉
の
順
序
に
読
み
解
く
と
、
お
茶
を
飲
め
ば
、
１

「
諸
仏
加
護
」
さ
ま
ざ
ま
な
仏
の
加
護
が
あ
り
ま
す
。
仏
の
加
護
に
よ
っ
て
健
康

に
な
れ
れ
ば
、
２
「
五
臓
調
和
」
身
体
の
全
体
の
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
機
能
と
維

持
で
き
る
こ
と
に
な
り
、
病
気
も
防
げ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
う
な
れ
ば
、
３

「
孝
養
父
母
」
父
母
へ
の
孝
行
を
全
う
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

お
茶
は
孝
行
の
心
を
目
覚
め
さ
せ
る
と
同
時
に
、
父
母
に
お
茶
を
奉
げ
る
こ
と
で

父
母
も
健
康
に
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
家
族
へ
の
悩
み
が
無
く
な
る
と
、
４
「
煩

悩
消
滅
」
煩
悩
か
ら
離
れ
、
煩
悩
も
消
え
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

そ
う
す
る
と
自
分
も
父
母
も
、
５
「
寿
命
長
遠
」
心
身
と
も
に
健
康
な
ら
ば
寿
命

も
長
く
な
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
茶
の
覚
醒
効
果
に
よ
っ
て
眠
気
を
払
っ
て
仕
事

が
き
ち
ん
と
で
き
ま
す
。
こ
れ
は
、
６
「
睡
眠
自
除
」
禅
の
修
行
で
静
か
に
座
っ

て
い
る
と
眠
く
な
り
ま
す
が
、
そ
れ
を
防
ぎ
、
修
行
に
は
げ
め
る
こ
と
と
同
じ
で

す
。
お
茶
と
坐
禅
に
よ
っ
て
心
が
整
え
ら
れ
れ
ば
、
７
「
天
心
隋
心
」
広
く
晴
れ

や
か
な
天
の
心
の
よ
う
に
自
分
の
心
も
変
わ
っ
て
ゆ
く
の
で
す
。
８「
諸
天
加
護
」

仏
が
助
け
て
く
れ
る
だ
け
で
は
な
く
様
々
な
神
々
も
助
け
て
く
れ
る
よ
う
に
な
る

で
し
ょ
う
。
体
が
弱
っ
た
時
に
茶
を
飲
め
ば
、
９
「
延
命
息
災
」
も
う
終
わ
り
だ

と
思
っ
て
い
た
命
も
延
び
て
、
元
気
に
な
り
ま
す
。
そ
う
は
言
っ
て
も
死
の
時
は

必
ず
や
っ
て
き
ま
す
。
不
安
や
恐
れ
に
心
を
乱
す
こ
と
な
く
、
10
「
臨
終
不
乱
」

臨
終
で
も
安
ら
か
に
あ
の
世
へ
行
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。
明
恵
の
十
徳
の
言
葉
は

こ
の
よ
う
な
こ
と
を
語
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
こ
れ
こ
そ
は
茶
道
の
目

指
す
美
し
い
人
生
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

５
章
　
結
論
と
し
て
、食
事
を
す
る
こ
と
と
は
何
か
、五
観
の
偈
（
ご
か
ん
の
げ
）

　
立
花
大
亀
老
師
は
、
茶
道
に
お
け
る
茶
事
は
仏
事
で
あ
る
と
言
わ
れ
ま
し
た
。

鈴
木
大
拙
は
臨
済
宗
も
曹
洞
宗
も
同
じ
禅
宗
と
し
て
見
て
い
る
の
で
、
多
少
の
差

異
は
あ
り
ま
す
が
14

、
こ
こ
で
は
そ
れ
に
従
っ
て
、
栄
西
の
弟
子
で
あ
っ
た
道

元
の
始
め
た
曹
洞
宗
の
作
法
に
お
い
て
考
察
し
ま
す
。

　
お
茶
事
の
中
で
食
べ
る
懐
石
料
理
の
起
源
に
禅
宗
の
精
進
料
理
は
な
っ
て
い
ま

す
。
禅
宗
で
食
べ
る
こ
と
へ
の
考
え
方
を
五
観
の
偈
は
示
し
て
い
ま
す
。
禅
宗
で

食
事
の
前
に
合
掌
し
て
唱
え
ら
れ
ま
す
。
道
元
の
『
赴
粥
飯
法
』
に
説
か
れ
る
も

の
で
、
毎
日
の
食
事
が
仏
事
で
あ
る
と
言
っ
て
い
ま
す
。

一
　
功こ
う

の
多た
し
ょ
う少

を
計は
か

り
彼か

の
来ら
い
し
ょ処

を
量は
か

る
。

　
こ
の
食
事
が
ど
れ
ほ
ど
の
手
間
を
か
け
て
で
き
た
も
の
か
考
え
、
食
材
が
こ
こ

に
来
る
ま
で
の
多
く
の
人
々
の
労
働
を
思
い
ま
す
。
食
物
が
単
な
る
商
品
で
は
な

く
、
動
物
や
植
物
な
ど
の
命
を
分
け
て
も
た
っ
た
も
の
と
し
て
感
謝
と
敬
意
を

も
っ
て
頂
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
人
を
含
め
た
衆
生
へ
の
思
い
や
り
に
は
慈
悲
の

心
が
感
じ
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
は
今
日
の
食
育
に
通
じ
る
も
の
で
す
。
バ
ラ
ン
ス
の

と
れ
た
食
事
が
健
康
美
だ
け
で
は
な
く
心
に
充
実
と
和な
ご
みを

も
た
ら
す
こ
と
は
当
然

の
こ
と
と
思
わ
れ
ま
す
。

14
　
天
地
一
切
衆
生
の
恩
徳
を
思
い
／
己
が
行
い
を
省
み
／
貪
り
の
心
を
離
れ
／
心
静
か

に
良
く
噛
み
て
／
道
業
を
成
就
せ
ん
が
た
め
に
／
こ
の
食
を
戴
き
ま
す
。
そ
し
て
、
そ

し
て
食
事
の
終
わ
り
に
、
衆
生
馳
走
の
た
ま
も
の
／
今
す
で
に
受
く
／
願
わ
く
ば
こ

の
力
を
い
た
ず
ら
に
／
消
す
こ
と
な
か
ら
ん
。
臨
黄
ネ
ッ
ト
よ
り
、「
仏
教
的
食
育
」

http://rinnou.net/cont_04/rengo/1408.htm
l
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二

　己
が
徳と
く
ぎ
ょ
う行の
全ぜ
ん
け
つ欠
を
忖は
か

っ
て
供く

に
応お
う

ず
。

　
何
を
食
べ
る
か
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
を
食
べ
る
自
分
を
省
み
る

こ
と
が
禅
そ
の
も
の
な
の
で
す
。
そ
の
た
め
に
自
分
が
人
と
し
て
な
す
べ
き
こ
と

を
正
し
く
行
っ
た
の
か
ど
う
か
、
自
分
が
食
事
を
す
る
の
に
価
す
る
か
ど
う
か
反

省
し
ま
す
。
謙
虚
に
な
り
励
ま
ざ
る
を
え
な
く
な
り
ま
す
。
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き

た
五
徳
の
精
神
の
実
践
を
点
検
す
る
こ
と
に
通
じ
ま
す
。

　
良
く
食
べ
る
こ
と
が
良
く
生
き
る
こ
と
の
条
件
と
な
る
よ
う
に
、
良
く
食
べ
る

た
め
に
は
良
く
生
き
る
こ
と
が
条
件
と
な
り
ま
す
。
至
ら
ぬ
自
分
を
反
省
す
れ
ば

謙
虚
と
な
り
、
感
謝
し
て
食
事
を
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

三

　心
を
防ふ
せ

ぎ
過と
が

を
離は
な

る
る
こ
と
は
貪と
ん

等と
う

を
宗し
ゅ
うと
す
。

　
良
く
生
き
る
た
め
に
、
心
を
迷
い
か
ら
守
り
、
あ
や
ま
っ
た
行
い
か
ら
身
を
避

け
る
た
め
に
、
貪
欲
や
瞋
（
怒
り
や
憎
し
み
）
そ
し
て
癡
（
無
知
と
愚
か
さ
）
な

ど
三
つ
の
過
ち
に
陥
ら
な
い
よ
う
に
努
力
す
る
こ
と
を
誓
い
ま
す
。
こ
れ
は
心
を

清
め
賢
明
に
生
き
る
こ
と
の
道
徳
的
な
正
し
さ
を
美
し
さ
を
実
現
さ
せ
る
も
の
で

す
。

四

　正
に
良
薬
を
事
と
す
る
こ
と
は
形ぎ
ょ
う
こ枯

を
療り
ょ
うぜ

ん
が
為
な
り
。

　
食
事
を
す
る
こ
と
は
良
薬
を
頂
く
こ
と
な
の
で
、
体
（
形
枯
）
を
健
康
に
す
る

た
め
に
頂
く
の
で
す
。
い
わ
ゆ
る
医
食
同
源
の
発
想
で
す
が
、
食
事
が
薬
で
あ
る

と
言
っ
て
い
る
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
さ
ら
に
食
事
が
修
行
で
あ
り
食
事
す
る

こ
と
が
悟
り
を
生
き
る
た
め
で
さ
え
あ
る
と
言
っ
て
い
る
の
で
す
。

五

　

 

成じ
ょ
う
ど
う
道
の
為
の
故
に
今
こ
の
食じ
き

を
受
く
。

　
今
こ
の
食
事
を
頂
く
の
は
、
仏
の
道
を
成
し
遂
げ
る
た
め
な
の
で
す
。
す
で
に

仏
と
共
に
仏
と
し
て
食
事
を
し
て
い
る
の
で
す
。
感
謝
し
て
美
味
し
さ
を
深
く
味

わ
う
こ
と
は
瞑
想
に
も
通
じ
ま
す
。
茶
道
も
ま
た
仏
道
の
歩
み
方
の
一
つ
に
な
る

も
の
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
こ
こ
で
言
う
良
く
生
き
る
こ
と
は
、
ク
オ
リ
テ
ィ
・
オ
ブ
・
ラ
イ
フ
（
英
： 

quality of life

、Q
O

L

）
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
日
常
生
活
に
大
切
な
物
と
し
て

の
必
要
を
十
分
に
満
た
す
こ
と
で
は
な
く
、
倫
理
的
な
意
味
で
良
く
生
き
る
こ
と

で
す
。
そ
れ
は
す
べ
て
の
人
に
か
か
わ
る
美
し
く
生
き
る
こ
と
な
の
で
す
。

　
茶
道
が
一
部
の
人
の
も
の
だ
け
で
は
な
い
こ
と
は
、
そ
れ
が
た
と
え
豊
臣
秀
吉

の
政
治
的
な
意
図
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
北
野
の
大
茶
会
に
あ
ら
ゆ
る
人
々
を
招

こ
う
と
し
た
発
想
が
生
ま
れ
た
こ
と
か
ら
も
伺
わ
れ
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
は

織
田
信
長
に
も
徳
川
家
康
に
も
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
茶
道
が
単
な
る

趣
味
や
娯
楽
と
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
よ
う
な
禅
の
厳
し
い
実
践
が
背
後
に
あ
っ

て
支
え
続
け
て
い
る
か
ら
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
良
く
生
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
は
美
し
く
な
る
こ
と
で
す
。
そ
の
た
め
に
禅
の

修
行
に
お
け
る
よ
う
な
生
活
の
無
駄
と
心
の
雑
念
を
す
べ
て
そ
ぎ
落
と
し
、
人
間

の
本
質
（
花
）
を
現
わ
す
べ
く
徳
に
従
っ
て
茶
道
も
ま
た
道
を
歩
ん
で
ゆ
く
の
で

す
。
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