
Title 茶の湯と恋歌 : 恋歌はなぜ忌避されるのか

Author(s) 岩井, 茂樹

Citation 国文学　解釈と教材の研究. 2007, 52(16), p. 26-34

Version Type VoR

URL https://hdl.handle.net/11094/24788

rights

Note

Osaka University Knowledge Archive : OUKAOsaka University Knowledge Archive : OUKA

https://ir.library.osaka-u.ac.jp/

Osaka University



26 

茶
の
湯
と
恋
歌

ー
ー
恋
歌
は
な
ぜ
忌
避
さ
れ
る
の
か

百
人
一
首
に
は
、
四
三
首
の
恋
歌
が
あ
る
。
だ
が
、
一
般
的
に

恋
歌
は
、
茶
の
湯
と
い
う
空
間
に
お
い
て
忌
避
さ
れ
る
。
も
ち
ろ

ん
百
人
一
首
の
中
の
恋
歌
と
て
同
じ
で
あ
る
。
な
ぜ
茶
の
湯
で
は

恋
歌
を
忌
避
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
う
い
っ
た
風
潮
は
い
つ
頃
生

ま
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
本
稿
は
、
そ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
論
じ

た
も
の
で
あ
る
。

ー
、
恋
献
の
忌
避

恋
歌
の
忌
避
は
、
い
つ
頃
か
ら
は
じ
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
茶

書
(
茶
の
湯
の
作
法
や
心
得
を
書
い
た
も
の
)
に
お
い
て
も
っ
と

こ
う
し
ん
げ
が
き

も
古
い
恋
歌
の
記
述
が
、
『
江
文
7

夏
書
』
に
あ
る
。
こ
れ
は
、
表

千
家
の
祖
、
江
本
宗
左
の
筆
録
で
あ
る
。
寛
文
三
年
(
一
六
六

一
二
)
七
月
七
日
の
条
に
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

岩
井
茂
樹

恋
の
歌
ハ
か
け
候
事
、
休
不
被
成
候
(
休
は
成
さ
れ
ず

候

i
|訓
読
筆
者
)
、
定
家
に
も
三
幅
在
之
、

O
わ
た
の
は
ら
ふ
り
さ
き
見
れ
は
か
す
か
な
る
三
笠
の
山
に

雪
ハ
ふ
り
つ
〉

マ

マ

部

マ

マ

O
八
重
も
く
ら
し
け
れ
る
や
と
の
さ
び
し
き
に

O
こ
ぬ
人
を
ま
つ
ほ
の
浦
の
夕
な
き
に
ゃ
く
や
も
し
ほ
の
身

も
こ
か
れ
つ
〉
(
注
1
)

「
休
不
被
成
候
」
は
、
「
利
休
居
士
は
行
な
わ
な
か
っ
た
」
と
い

う
意
味
で
あ
る
。
こ
こ
に
挙
げ
ら
れ
た
三
首
は
、
い
ず
れ
も
百
人

一
首
の
歌
で
あ
る
。
こ
の
内
、
恋
の
歌
は
三
首
目
の
「
こ
ぬ
人
を

:
・
:
」
だ
け
だ
。
通
常
恋
歌
は
掛
け
な
い
が
、
こ
の
恋
歌
だ
け
は

茶
の
湯
の
時
に
掛
け
て
も
い
い
と
い
う
の
だ
。
茶
書
に
お
け
る
言

説
を
歴
史
的
に
通
覧
し
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
わ
か



茶の湯と恋歌一一恋歌はなぜ忌避されるのか

ヲ
匂
。茶

の
湯
の
流
派
は
大
別
す
る
と
、
千
家
系
(
三
千
家
《
表
・

裏
・
武
者
小
路
》
と
、
そ
の
分
派
)
と
大
名
系
(
遠
州
流
・
石
州

流
な
ど
)
に
な
る
。
こ
の
う
ち
、
恋
歌
に
関
す
る
記
述
が
あ
る
茶

書
は
、
い
ず
れ
も
千
家
系
の
茶
書
に
限
定
さ
れ
る
。
一
方
、
大
名

系
の
茶
書
に
は
恋
歌
に
関
す
る
記
述
は
一
切
見
ら
れ
な
い
。

掛
物
と
し
て
恋
歌
を
使
用
し
て
よ
い
か
ど
う
か
と
い
う
記
述
が

見
ら
れ
る
の
は
、
寛
文
か
ら
元
禄
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。
他
の
資

料
も
含
め
て
勘
案
す
る
と
、
ど
う
や
ら
千
利
休
の
時
代
に
は
、
こ

の
よ
う
な
決
ま
り
事
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
恋
歌

の
問
題
は
江
戸
時
代
に
入
っ
て
か
ら
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
先

に
引
用
し
た
『
江
山
今
夏
書
』
の
「
休
不
被
成
候
」
と
い
う
記
事
は

事
実
で
は
な
く
、
後
の
時
代
に
作
ら
れ
た
言
い
伝
え
で
あ
る
と
思

わ
れ
る
。

茶
の
世
界
で
は
、
総
じ
て
百
人
一
首
の
歌
が
書
か
れ
た
小
倉
色

紙
は
特
別
扱
い
さ
れ
る
。
だ
が
、
表
千
家
の
影
響
を
受
け
た
流
派

は
藤
原
定
家
の
恋
歌

7
」
ぬ
人
を
:
:
:
」
を
だ
け
は
用
い
て
も
よ

い
と
し
て
い
る
。
だ
が
、
そ
の
他
の
千
家
系
諸
流
派
で
は
、
恋
歌

は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
も
好
ま
し
く
な
い
と
い
う
。
表
千
家
の
影

響
下
に
あ
る
流
派
が
「
こ
ぬ
人
を
:
:
:
」
だ
け
を
容
認
し
た
の

は
、
定
家
が
百
人
一
首
の
選
者
で
、
小
倉
色
紙
の
染
筆
者
で
あ
る
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と
い
う
理
由
が
一
つ
。
そ
れ
に
、
表
千
家
が
こ
の
小
倉
色
紙
を
所

持
し
て
い
た
紀
州
藩
の
茶
道
指
南
役
を
し
て
い
た
こ
と
、
と
い
う

三
つ
の
理
由
が
考
え
ら
れ
る
。

茶
の
湯
で
は
、
掛
物
の
他
に
茶
道
具
の
銘
を
歌
か
ら
つ
け
る
こ

と
が
あ
る
(
歌
銘
と
い
う
)
。
だ
が
、
茶
書
に
み
ら
れ
る
恋
に
関

す
る
記
述
は
す
べ
て
、
掛
物
に
関
す
る
も
の
で
、
銘
に
関
す
る
規

約
や
制
約
は
な
い
。
実
際
に
銘
に
は
恋
歌
由
来
の
も
の
が
多
く
存

在
す
る
。

E
、
恋
歌
を
使
う
と
き

恋
歌
の
忌
避
が
、
千
家
系
の
諸
流
派
に
お
い
て
の
み
な
さ
れ
て

い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
で
は
、
千
家
系
で
は
ま
っ
た
く
恋
歌
を

使
わ
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
過
去
の
茶
会
記
録
(
以
下
、
茶
会
記
と

い
う
)
を
調
べ
て
み
た
結
果
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

ま
ず
、
寛
永
年
間
以
前
の
茶
会
で
は
名
物
意
識
が
強
く
、
歌
の

内
容
は
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
季
節
感
を
表
現
す
る
も

の
と
し
て
掛
物
が
撰
ば
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
し
、
掛
物
に
恋
歌

が
用
い
ら
れ
て
い
て
も
そ
れ
は
意
図
的
に
行
な
わ
れ
た
も
の
で
は

な
い
。
こ
の
時
期
の
茶
会
で
歌
の
掛
物
と
い
え
ば
、
す
な
わ
ち
小

倉
色
紙
を
指
す
も
の
と
し
て
限
定
さ
れ
て
い
る
の
も
、
初
期
の
茶

の
湯
の
特
徴
で
あ
る
。
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小
堀
遠
州
の
時
代
(
寛
永
年
間
)
に
な
っ
て
初
め
て
、
歌
の
内

容
ま
で
吟
味
し
て
掛
物
を
選
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。
遠
州
は
四
季
に

応
じ
た
掛
物
を
使
用
し
て
い
る
。
歌
の
意
味
を
考
え
て
掛
け
る
よ

う
に
な
っ
た
結
果
、
恋
歌
を
ど
の
よ
う
に
扱
う
か
と
い
っ
た
問
題

も
発
生
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

恋
歌
を
掛
け
る
目
的
は
、
主
に
次
の
五
パ
タ
ー
ン
に
分
類
で
き

ヲ

Q

。V N III II I 

名季遊茶客
物節興人人
重表 追歓
視現 悼待

こ
こ
で
も
っ
と
も
注
意
す
べ
き
は
、
追
悼
の
念
を
表
す
も
の
、

H
で
あ
る
。
千
家
系
に
お
い
て
使
用
さ
れ
た
例
は
、
す
べ
て
利
休

追
善
茶
会
で
あ
る
。
利
休
三
二

O
、
一
一
五

O
、
三
五

O
回
忌
に
恋

歌
が
掛
け
ら
れ
て
い
る
。
原
則
と
し
て
恋
歌
を
禁
止
し
て
い
た
千

家
系
で
、
な
ぜ
利
休
追
善
茶
会
に
だ
け
恋
歌
が
用
い
ら
れ
た
か
に

つ
い
て
は
次
項
で
考
察
す
る
が
、
恋
歌
が
追
善
・
追
悼
茶
会
に
用

い
ら
れ
た
と
い
う
事
実
は
大
い
に
注
目
し
て
よ
い
。

本
居
宣
長
の
「
歌
は
恋
を
む
ね
と
す
る
事
を
し
る
べ
し
。
(
中

略
)
恋
は
万
の
あ
は
れ
に
す
ぐ
れ
て
、
深
く
人
の
心
に
そ
み
て
い

み
じ
く
堪
へ
難
き
わ
ざ
な
る
故
な
り
。
さ
れ
ば
す
ぐ
れ
て
あ
は
れ

な
る
す
ぢ
は
つ
ね
に
恋
の
歌
に
多
か
る
こ
と
な
り
」
(
注
2
)
と
い
う

言
を
侠
つ
ま
で
も
な
く
、
恋
歌
は
歌
の
根
本
で
あ
り
、
人
の
情
を

強
く
表
現
し
、
深
く
心
に
し
み
い
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て

き
た
(
注
3
)
0
述
懐
や
哀
傷
な
ど
一
人
称
の
嘆
き
で
〈
本
人
一
人

だ
け
の
老
い
や
厭
世
観
を
詠
ん
だ
も
の
〉
の
歌
で
は
弱
い
、
も
し

く
は
不
完
全
な
の
で
あ
る
。
故
人
を
追
悼
す
る
た
め
に
は
、
そ
の

人
を
偲
ぶ
と
と
も
に
、
も
う
一
度
会
い
た
い
と
い
う
気
持
ち
を
強

く
表
現
す
る
必
要
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
故
人
の
魂
と
意
志
の
疎

通
、
つ
ま
り
双
方
向
性
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
実

際
に
故
人
の
魂
と
交
信
で
き
る
と
い
う
訳
で
は
な
い
。
少
な
く
と

も
弔
う
側
に
自
分
た
ち
の
意
志
が
故
人
に
届
い
て
い
る
と
実
感
で

き
る
こ
と
に
意
味
が
あ
り
、
よ
り
望
ま
し
く
は
故
人
も
そ
の
気
持

ち
を
喜
ん
で
受
け
て
く
れ
て
い
る
と
感
じ
ら
れ
れ
ば
よ
り
大
き
な

達
成
感
が
あ
る
も
の
だ
。
そ
こ
で
双
方
向
性
の
あ
る
歌
が
必
要
と

な
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
一
方
向
性
し
か
も
た
な
い
述
懐
で
も

哀
傷
で
も
な
く
、
恋
歌
が
選
択
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
故
人

の
魂
を
鎮
め
、
慰
撫
す
る
た
め
に
も
。

ー
の
客
人
歓
待
と
い
う
の
は
、
客
人
を
歓
待
す
る
気
持
ち
を
表

現
し
よ
う
と
し
た
ケ

l
ス
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
待
ち
住
び
た
と

い
う
気
持
ち
を
表
現
し
た
恋
歌
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
そ



の
他
に
も
客
の
格
や
晴
好
を
尊
重
し
て
い
る
と
い
う
配
慮
も
窺
え

る
。
客
、
と
り
わ
け
主
客
の
来
訪
を
か
な
り
意
識
し
、
そ
れ
を
歓

待
す
る
意
志
を
明
確
に
示
す
た
め
に
恋
歌
の
掛
物
を
選
ん
で
い

た
。
情
を
効
果
的
に
伝
え
る
手
段
と
し
て
恋
歌
使
用
が
採
用
さ
れ

た
の
で
あ
る
。
和
歌
の
一
つ
の
特
徴
と
し
て
友
情
を
詠
ん
だ
歌
が

ほ
と
ん
ど
な
い
こ
と
な
ど
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
恋
歌
が
時
に
友

情
、
親
愛
の
念
を
表
す
の
に
使
わ
れ
た
可
能
性
は
多
い
に
あ
る
だ

ろ
う
。

茶の湯と恋歌 恋歌はなぜ忌避されるのか

w
の
季
節
の
歌
と
解
釈
さ
れ
た
例
は
、
恋
歌
の
他
に
季
節
の
歌

が
あ
る
場
合
が
多
く
、
季
節
の
歌
に
つ
ら
れ
て
恋
歌
も
季
節
の
歌

と
看
倣
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
場
合
、
恋
歌
の
中
に
も
季
節
を
感
じ

さ
せ
る
言
葉
が
入
っ
て
お
り
、
掛
物
全
体
と
し
て
季
節
の
掛
物
と

し
て
解
釈
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
。

3
、
忌
避
す
る
理
由

で
は
、
な
ぜ
千
家
系
で
は
恋
歌
を
忌
避
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の

だ
ろ
う
か
。
千
家
系
が
恋
歌
を
使
用
し
た
の
は
、
い
ず
れ
も
利
休

の
追
悼
茶
会
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
、
利
休
の
追
悼
の
た
め
に
恋
歌
が

用
い
ら
れ
た
の
か
。
千
家
系
が
恋
歌
を
用
い
た
の
は
、
追
善
供
養

と
し
て
故
人
を
偲
ぶ
と
い
う
意
識
が
あ
る
の
は
確
か
で
あ
る
。
だ

が
、
ど
う
も
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
よ
う
だ
。
も
し
そ
れ
だ
け
の
理

29 

由
な
ら
、
歴
代
の
宗
匠
の
追
善
茶
会
に
も
恋
歌
を
掛
け
て
い
て
も

よ
さ
そ
う
な
も
の
で
あ
る
。
だ
が
実
際
は
、
そ
の
よ
う
な
例
は
現

在
の
と
こ
ろ
確
認
で
き
て
い
な
い
。
で
は
、
な
ぜ
利
休
追
善
に
限

っ
て
恋
歌
が
用
い
ら
れ
た
の
か
。
そ
こ
に
は
、
利
休
が
成
仏
、
あ

る
い
は
往
生
し
て
い
な
い
と
い
う
風
聞
が
根
強
く
あ
っ
た
か
ら
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

江
戸
時
代
か
ら
明
治
に
い
た
る
ま
で
、
利
休
が
秀
吉
の
茶
室
に

幽
霊
と
な
っ
て
出
る
と
い
う
話
が
、
広
く
知
ら
れ
て
い
た
。
も
っ

と
も
早
い
例
と
し
て
、
国
枝
清
軒
編
『
武
辺
附
聞
書
』
(
延
宝
八

年
政
)
が
あ
る
。
そ
の
第
八

O
話
に
、
次
の
よ
う
な
話
が
あ
る
。

堀
左
衛
門
督
秀
政
家
老
堀
監
物
直
政
に
男
子
数
多
有
。
嫡
子

を
雅
楽
助
と
云
。
次
男
三
十
郎
と
云
、
秀
吉
公
へ
御
目
見
さ

せ
候
。
三
十
郎
十
三
歳
成
。
容
顔
美
麗
な
れ
は
、
陪
臣
な
れ

共
秀
吉
公
御
小
姓
に
被
召
出
、
御
前
不
去
の
出
頭
也
。
三
十

郎
を
改
、
堀
丹
後
守
直
寄
と
号
す
。
或
時
秀
吉
公
、
女
郎
衆

四
五
人
御
供
に
て
御
数
寄
屋
へ
入
給
ひ
、
蝋
燭
を
立
炭
を
御

置
御
慰
被
成
候
処
、
千
利
休
か
亡
魂
忽
然
と
し
て
現
来
。
其

か
た
ち
影
の
如
く
黒
き
頭
巾
を
着
炉
前
に
座
し
、
熟
々
と
秀

吉
公
御
炭
を
見
る
。
其
眼
光
り
を
生
し
息
さ
し
火
気
出
、
女

郎
達
は
恐
怖
し
て
秀
吉
公
御
傍
挙
居
る
。
秀
吉
公
炭
を
御
置
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利
休
か
幽
霊
を
御
叱
「
頭
巾
を
か
ふ
り
平
座
し
て
我

炭
を
見
る
事
甚
不
礼
成
」
と
は
た
と
御
脱
候
へ
は
、
少
退
て

床
脇
に
居
る
。
秀
吉
公
釜
を
も
御
か
け
静
に
御
座
間
へ
御
出

也
。
御
供
の
女
郎
達
は
御
先
に
逃
る
。
さ
て
秀
吉
公
御
小
姓

堀
丹
後
、
其
時
十
五
歳
成
を
召
て
、
「
利
休
か
幽
霊
数
寄
屋

に
有
。
其
体
不
礼
成
に
よ
り
是
を
叱
。
未
罷
有
ら
は
汝
参
り

叱
候
へ
」
と
被
仰
。
丹
後
畏
り
則
数
寄
屋
に
行
に
、
廊
下
の

窓
の
戸
を
立
少
も
明
た
る
所
を
ふ
さ
き
つ
〉
行
。
御
数
寄
屋

に
入
て
見
る
に
何
者
も
な
し
。
罷
帰
宜
(
段
申
上
る
。
公
御
感

に
て
紫
の
御
羽
織
を
被
下
け
る
。
(
注
4
)

終
り
、

堀
直
寄
が
一
五
歳
の
時
、
豊
臣
秀
吉
が
「
女
郎
衆
」
四
、
五
人

を
引
き
連
れ
て
茶
室
に
入
っ
た
と
こ
ろ
、
利
休
の
幽
霊
が
出
た
。

そ
の
姿
は
、
影
の
ご
と
く
、
黒
い
頭
巾
を
被
り
、
目
を
光
ら
せ
て

口
か
ら
は
火
を
吐
い
て
い
た
。
女
た
ち
は
怖
が
っ
て
秀
吉
よ
り
先

に
茶
室
か
ら
逃
げ
た
が
、
秀
吉
は
炭
を
整
え
て
か
ら
茶
室
を
退
出

し
た
。
秀
吉
は
堀
直
寄
に
命
じ
て
、
利
休
の
幽
霊
を
追
い
払
う
よ

う
に
命
じ
た
が
、
直
寄
が
茶
室
に
い
っ
た
と
こ
ろ
、
も
う
利
休
の

幽
霊
は
い
な
く
な
っ
て
い
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
話
は
、
湯
浅
常
山
『
常
山
紀
談
』
、
神
沢
社
口
『
翁
草
』
、

よ

し

し

げ

お

か

や

し

げ

武
内
確
斎
『
絵
本
太
閤
記
』
、
山
崎
美
成
『
提
醒
紀
談
』
、
岡
谷
繁

け
ん
さ
ん

実
『
名
将
言
行
録
』
、
さ
ら
に
は
大
河
原
献
芹
編
『
義
勇
壮
烈
諦

林
』
な
ど
に
も
見
ら
れ
る
。
利
休
の
死
後
、
利
休
が
秀
吉
に
理
不

尽
な
死
を
言
い
渡
さ
れ
た
た
め
に
、
幽
霊
と
な
っ
て
秀
吉
の
前
に

現
れ
た
と
考
え
ら
れ
、
そ
れ
が
明
治
以
降
も
語
り
継
が
れ
て
い
た

の
で
あ
る
。

ま
た
、

『
南
方
録
』
に
は
、
天
正
一
七
年
(
一
五
八
九
)

二
八
日
の
利
休
の
言
葉
と
し
て
、

月

末
位
出
現
の
仏
も
無
き
に
あ
ら
ず
、
此
道
に
於
て
も
得
心
の

人
後
代
に
出
来
し
、
御
坊
や
休
が
志
を
感
通
す
る
こ
と
も
あ

る
べ
し
、
さ
や
う
の
人
に
一
服
の
茶
を
手
向
ら
れ
た
れ
ば
、

百
年
の
後
た
り
と
も
、
骸
骨
う
る
ほ
い
を
得
、
亡
魂
な
ど
か

う
け
よ
ろ
こ
ば
ざ
る
べ
き
、
必
茶
道
の
守
神
と
な
る
べ
し
、

仏
祖
も
な
ど
か
力
を
そ
へ
玉
は
ざ
ら
ん
と
(
傍
線
筆
者
)

と
い
う
言
葉
も
記
載
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
に
加
え
、
『
千
利
休
由
緒
書
』
や
、
山
田
宗
偏
『
茶
道
要

録
』
な
ど
に
は
、
「
利
休
め
は
と
か
く
果
報
乃
も
の
そ
か
し
菅
丞

相
に
な
る
と
お
も
へ
ハ
(
傍
線
筆
者
こ
と
い
う
歌
、
松
屋
久
重

編
『
茶
道
四
祖
伝
書
』
、
土
門
(
松
屋
)
元
亮
『
茶
湯
秘
抄
』
な

ど
に
は
、
「
利
休
め
は
と
か
く
果
報
の
も
の
ぞ
(
か
)
し
あ
ら
人

神
と
成
と
お
も
ヘ
パ
へ
傍
線
筆
者
と
と
い
っ
た
歌
も
、
品
慰
さ
れ
て



い
る
。
こ
れ
ら
の
歌
は
利
休
が
生
前
に
詠
ん
だ
歌
と
し
て
ま
こ
と

し
や
か
に
伝
わ
っ
て
い
た
。
つ
ま
り
死
後
、
荒
人
神
に
な
る
と
い

う
の
だ
。

茶の湯と恋歌←ー恋歌はなぜ忌避されるのか

こ
れ
ら
の
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
利
休
の
亡
魂
が
何
ら
か

の
神
と
な
っ
て
現
れ
る
と
い
う
信
仰
、
あ
る
い
は
俗
信
が
あ
っ
た

の
だ
ろ
う
。
利
休
が
こ
の
よ
う
な
歌
を
実
際
に
誰
か
に
伝
え
た

り
、
詠
ん
だ
り
し
た
か
ど
う
か
は
、
ま
っ
た
く
わ
か
ら
な
い
し
、

そ
れ
は
あ
ま
り
重
要
な
問
題
で
は
な
い
。
信
仰
、
あ
る
い
は
俗

信
、
伝
説
と
い
っ
た
類
の
も
の
は
、
本
人
で
は
な
く
信
じ
る
側
、

つ
ま
り
享
受
、
伝
承
す
る
人
々
が
ど
う
思
う
か
が
重
要
な
の
で
あ

る
。
江
戸
時
代
の
人
々
、
ひ
い
て
は
千
家
系
に
も
こ
の
よ
う
な
信

仰
、
俗
信
が
あ
り
、
そ
の
荒
ぶ
る
魂
を
鎮
め
、
慰
撫
す
る
た
め
に

恋
歌
が
用
い
ら
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
「
御
霊

信
仰
」
と
は
い
え
な
い
ま
で
も
、
単
な
る
先
祖
供
養
と
は
違
う
性

格
の
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
故
、
通
常
の
先
祖
供

養
で
は
用
い
ら
れ
な
い
恋
歌
を
、
千
家
系
は
用
い
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

も
う
一
つ
疑
問
が
残
る
。
そ
れ
は
、
な
ぜ
通
常
の
茶
会
に
お
い

て
千
家
系
は
恋
歌
を
禁
止
し
た
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
そ
れ
に
は
、
次
の
二
つ
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

一
つ
は
、
技
術
、
倫
理
、
精
神
面
に
お
け
る
戒
め
で
あ
る
。
と
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い
う
の
も
、
恋
歌
と
い
う
も
の
は
上
手
に
使
用
し
な
い
と
、
下
品

に
な
っ
た
り
、
客
に
不
快
感
を
与
え
た
り
し
か
ね
な
い
。
と
り
わ

け
千
家
系
が
大
名
系
と
著
し
く
分
化
し
た
江
戸
時
代
に
は
、
恋
歌

が
非
難
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
か
ら
ず
あ
っ
た
。
そ
う
い
っ
た
儒
教

的
道
徳
が
強
く
な
っ
た
結
果
、
恋
歌
が
禁
じ
ら
れ
た
可
能
性
が
あ

る
。
し
か
し
、
よ
く
考
え
て
み
る
と
大
名
系
、
つ
ま
り
主
に
武
士

た
ち
が
行
な
う
茶
の
湯
の
方
が
儒
教
の
影
響
を
多
分
に
受
け
そ
う

な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
実
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の

理
由
は
、
お
そ
ら
く
茶
会
に
対
す
る
考
え
方
の
違
い
に
あ
る
と
思

わ
れ
る
。

千
家
系
に
と
っ
て
茶
会
と
は
俗
世
か
ら
離
れ
る
場
で
あ
っ
た
の

に
対
し
、
大
名
系
の
そ
れ
は
、
堅
苦
し
い
儒
教
的
な
倫
理
か
ら
解

放
さ
れ
る
場
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
狭
い
茶
室
を
主
と

し
て
使
う
千
家
系
に
対
し
、
大
名
系
が
そ
れ
に
加
え
て
鎖
の
問
、

あ
る
い
は
書
院
の
よ
う
な
広
聞
を
活
用
し
た
り
、
き
ら
び
や
か
で

高
価
な
名
物
道
具
を
並
べ
、
茶
会
を
催
し
た
り
す
る
の
も
そ
の
表

れ
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
茶
会
と
い
う
の
は
、
白
分
の
普
段

置
か
れ
て
い
る
世
の
中
か
ら
遁
れ
る
場
所
で
あ
る
こ
と
は
、
「
市

中
の
山
居
」
と
い
う
言
葉
を
ひ
く
ま
で
も
な
く
明
ら
か
で
あ
り
、

そ
の
」
怠
味
で
千
家
系
も
大
名
系
も
共
通
し
た
意
識
を
持
っ
て
い

る
。
た
だ
、
俗
世
か
ら
茶
室
へ
、
倫
理
的
な
場
か
ら
茶
室
へ
と
い
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う
ベ
ク
ト
ル
の
方
向
が
違
う
に
す
ぎ
な
い
。
極
論
す
れ
ば
、
千
家

系
に
お
け
る
茶
会
の
場
と
い
う
の
は
、
色
恋
の
世
界
か
ら
の
転
出

で
あ
り
、
翻
っ
て
大
名
系
の
そ
れ
は
、
色
恋
の
世
界
へ
の
転
入
な

の
で
あ
る
。
こ
の
違
い
が
恋
歌
を
禁
止
す
る
か
否
か
と
い
う
相
違

点
が
存
在
す
る
理
由
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
狭
い
茶

室
を
使
い
、
か
つ
俗
世
か
ら
離
れ
よ
う
と
す
る
千
家
系
に
お
い
て

は
、
俗
世
的
な
恋
歌
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

も
う
一
つ
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
茶
会
へ
の
女
性
参
加
で
あ

る
。
谷
晃
に
よ
る
と
、
茶
会
記
に
初
め
て
女
性
が
登
場
す
る
の

は
、
文
禄
四
年
(
一
五
九
五
)
九
月
一
一
五
日
の
小
早
川
隆
景
の
茶

会
で
あ
る
と
い
う
。
ま
た
谷
は
、
そ
れ
よ
り
早
く
『
御
湯
殿
上
日

記
』
な
ど
の
天
正
年
間
の
日
記
類
に
女
性
の
参
加
記
録
を
見
出
し

て
い
る
(
注
5
)
。
他
方
、
谷
端
昭
夫
は
後
水
尾
天
皇
の
第
一
五
皇

女
で
あ
る
品
宮
常
子
内
親
王
の
日
記
、
『
元
上
法
院
殿
御
日
記
』

に
内
親
王
が
茶
会
に
出
席
し
た
記
録
を
紹
介
し
て
い
る
(
注
6
)
0

寛
文
六
年
(
一
六
六
六
)
一
一
月
に
禁
裏
で
行
な
わ
れ
た
口
切
茶

会
、
延
宝
九
年
(
一
六
八
一
)
七
月
三
日
に
行
な
わ
れ
た
後
西
院

主
催
の
茶
会
な
ど
に
、
内
親
王
が
参
加
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で

き
る
。
内
親
王
は
茶
会
に
相
伴
す
る
だ
け
で
な
く
、
茶
会
を
催
す

力
も
あ
っ
た
よ
う
で
、
貞
享
二
年
(
一
六
八
五
)
四
月
に
行
な
っ

た
茶
会
で
は
、
掛
物
以
下
諸
道
具
は
全
部
内
親
王
が
用
意
し
た
も

の
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
こ
と
か
ら
公
家
社
会
に
お
い
て
は
、
遅

く
と
も
寛
文
年
聞
に
は
女
性
が
茶
会
に
参
加
し
、
後
に
は
茶
会
を

催
す
ま
で
に
実
力
を
つ
け
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
で
は
武

家
や
町
人
階
級
で
は
ど
う
で
あ
ろ
う
。
村
井
康
彦
は
杉
木
普
斎
の

「
得
失
庵
壁
書
」
と
い
う
文
書
中
に
「
て
談
は
す
き
わ
ざ
を
い

ふ
と
も
、
女
性
を
連
れ
来
る
べ
か
ら
ず
」
と
い
う
一
条
が
あ
る
こ

と
を
指
摘
し
、
こ
れ
は
「
女
性
が
そ
う
し
た
場
(
茶
会
|
|
筆
者

注
)
に
出
席
す
る
機
会
が
ふ
え
て
来
た
事
情
を
反
映
す
る
も
の
」

で
、
「
じ
じ
つ
茶
湯
の
世
界
に
女
性
が
登
場
し
は
じ
め
た
の
は
、

ま
さ
に
こ
の
時
期
|
|
一
七
世
紀
末
、
元
禄
時
代
前
後
か
ら
で
あ

っ
た
」
と
し
て
い
る
(
注
7
)
。

女
性
の
茶
会
参
加
は
、
種
々
の
草
子
類
の
中
に
も
見
出
す
こ
と

が
で
き
る
。
寛
永
二
年
(
一
六
二
五
)
の
肢
を
持
ち
、
慶
安
二
年

(
一
六
四
九
)
に
刊
行
さ
れ
た
仮
名
草
子
『
め
ざ
ま
し
草
』
に
、

あ
る
好
色
な
「
す
き
男
」
が
遊
女
を
ひ
そ
か
に
数
寄
屋
の
中
に
呼

び
入
れ
た
が
、
そ
れ
が
ば
れ
て
し
ま
っ
て
、
そ
の
事
を
聞
き
つ
け

た
「
あ
る
じ
の
女
」
が
怒
り
狂
っ
て
暴
れ
だ
す
と
い
う
話
し
が
出

て
く
る
(
注
8
)
。
こ
れ
は
厳
密
に
言
え
ば
、
茶
会
へ
の
女
性
参
加

と
は
関
係
な
い
が
、
茶
室
が
密
会
の
場
と
な
っ
て
い
る
点
で
留
意

し
て
お
く
べ
き
記
事
で
あ
ろ
う
。
西
鶴
の
い
わ
ゆ
る
「
好
色
物
」

と
よ
ば
れ
る
作
品
に
登
場
す
る
遊
女
が
往
々
に
し
て
茶
を
立
て
た



茶の湯と恋歌一一恋歌はなぜ忌避されるのか

り
、
茶
会
を
催
し
た
り
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
少
な
く
と
も
元
禄

以
前
の
遊
女
(
特
に
太
夫
)
に
茶
の
湯
の
心
得
が
あ
っ
た
こ
と
が

わ
か
る
。
具
体
例
を
示
す
と
、
『
好
色
一
代
男
』
に
出
て
く
る
吉

野
太
夫
は
、
世
之
介
の
親
族
の
前
で
茶
を
立
て
、
そ
れ
を
ふ
る
ま

っ
て
い
る
し
(
巻
五
)
、
高
橋
太
夫
は
世
之
介
を
正
客
と
し
た
口

切
茶
会
を
催
し
て
い
る
(
巻
七
)
。
遊
女
以
外
で
は
、
同
じ
く
西

鶴
の
『
浮
世
栄
花
一
代
男
』
巻
四
「
月
影
移
す
龍
宮
の
椙
焼
」
に

は
亭
主
に
代
わ
っ
て
点
前
を
す
る
女
性
が
登
場
す
る
。
西
鶴
は
そ

れ
を
「
却
も
美
人
か
な
美
人
か
な
伝
へ
聞
し
利
休
の
息
女
と
も
是

程
は
あ
ら
じ
」
と
表
現
し
て
い
る
。

り
ゆ
ゆ
っ
し

松
代
柳
校
『
庭
訓
染
匂
車
』
に
は
、
男
女
が
狭
い
茶
室
で
身

が
触
れ
合
う
う
ち
に
女
房
が
密
通
し
て
し
ま
う
話
が
あ
る
。
ま
た

近
松
門
左
衛
門
の
浄
瑠
璃
『
鑓
の
権
三
重
雌
子
』
に
も
、
松
江
藩

の
小
姓
笹
野
権
三
が
藩
の
茶
道
役
浅
香
市
之
進
の
妻
に
茶
を
習
っ

て
い
る
う
ち
に
、
不
義
の
疑
い
を
掛
け
ら
れ
る
と
い
う
場
面
が
あ

る
。
さ
ら
に
享
保
年
間
に
成
立
し
た
と
思
わ
れ
る
茶
書
に
、
『
万

白
快
』
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
大
口
樵
翁
と
い
う
石
川
流

の
茶
人
が
女
性
向
け
に
書
い
た
茶
書
で
あ
る
。
こ
の
本
に
は
恋
歌

に
関
す
る
記
述
は
な
い
が
、
女
性
が
茶
を
飲
ん
だ
後
に
男
性
へ
…
段

す
場
合
に
は
手
渡
し
せ
ず
に
床
に
置
い
て
渡
す
事
、
女
性
が
男
性

一
人
を
招
く
、
あ
る
い
は
反
対
に
男
性
が
婦
人
一
人
を
招
く
の
を
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禁
ず
る
旨
の
記
述
が
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
草
子
類
や
、
女
性
向
け

の
茶
書
が
生
ま
れ
る
背
景
に
は
、
当
然
女
性
の
茶
会
参
加
が
あ
っ

た
の
だ
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
数
は
多
く
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
が
、
元

禄
以
前
に
も
茶
会
に
女
性
が
参
加
す
る
こ
と
が
間
々
あ
っ
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
(
注
9
)
O

寛
永
期
頃
か
ら
掛
物
の
歌
の
意
味
を
解
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ

と
で
男
女
の
恋
情
を
表
現
し
た
恋
歌
と
い
う
「
素
材
」
が
供
給
さ

れ
、
茶
会
と
い
う
男
女
が
同
席
す
る
「
場
」
が
成
立
し
た
。
そ
の

「
場
」
で
あ
る
茶
室
も
千
家
系
で
は
大
名
系
に
比
べ
、
狭
い
の
が

一
般
的
な
傾
向
で
あ
る
。
極
端
な
場
合
に
は
一
畳
台
目
と
い
う
も

の
す
ら
あ
る
。
こ
の
茶
室
の
大
き
さ
と
い
う
の
も
か
な
り
大
き
な

要
因
で
あ
ろ
う
。
こ
う
い
っ
た
い
く
つ
か
の
要
因
が
重
な
り
あ
っ

て
、
恋
歌
を
忌
避
す
る
と
い
う
思
想
が
千
家
系
で
産
み
出
さ
れ
た

も
の
と
思
わ
れ
る
。

以
上
、
茶
の
湯
に
お
い
て
恋
歌
が
忌
避
さ
れ
る
問
題
に
つ
い
て

述
べ
た
。
茶
書
や
茶
会
記
の
具
体
的
な
分
析
に
つ
い
て
よ
り
詳
し

く
知
り
た
い
方
は
、
拙
著
『
茶
道
と
恋
の
関
係
史
』
(
忠
文
聞
出

版
、
二

O
O
六
年
七
月
)
を
御
覧
い
た
だ
き
た
い
。

千
宗
室
編
纂
代
表
『
茶
道
古
典
全
集
』
第
一

O
巻
、
淡
交
新

社
、
昭
和
三
六
年
五
月
、
九
三
頁

1王
1 
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「
石
上
私
淑
壬
一
E

佐
佐
木
信
綱
編
『
日
本
歌
学
大
系
』
第
七

巻
、
風
間
書
房
、
昭
和
三
三
年
一
一
月
、
三
八
六
頁

注

3

恋
歌
に
関
す
る
思
想
的
変
遷
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
恋
歌
の

歴
史
』
(
日
文
研
叢
書
三
九
、
二

O
O七
年
三
月
)
を
参
照
さ
れ

た
し

注
2 

『
武
辺
咽
聞
書
』
(
京
都
大
学
図
書
館
蔵
)
、
和
泉

書
院
、
平
成
二
年
四
月
、
五
九

1
六
O
頁
。
読
み
や
す
さ
を
考
慮

し
、
適
宜
句
読
点
を
補
っ
た
。

注

5

谷
晃
『
茶
人
た
ち
の
文
化
史
』
、
講
談
社
現
代
新
書
、
平
成

一
九
年
二
月
、
二
三
一

1
二
三
二
頁
。
こ
の
他
に
も
谷
は
同
書
に

お
い
て
、
江
戸
時
代
初
期
に
お
け
る
女
性
の
茶
会
参
加
記
録
を
い

く
つ
か
紹
介
し
て
い
る
(
一
二
二
二

1
二
三
四
頁
)
。

注

6

谷
端
昭
夫
『
近
世
茶
道
史
』
(
淡
交
社
、
昭
和
六
三
年
二
一

月
)
第
二
章
第
一
節
四
「
品
宮
常
子
内
親
王
女
性
と
茶
の
湯

注
4 

菊
池
真
一

(
二
」
。
常
子
内
親
王
と
そ
の
日
記
『
元
上
法
院
殿
御
日
記
」
に

関
し
て
は
、
瀬
川
淑
子
『
皇
女
品
宮
の
日
常
生
活
|
『
元
上
法
院

殿
御
日
記
』
を
読
む
』
(
岩
波
書
底
、
平
成
一
三
年
一
月
)
に
詳

し
い
。
こ
の
他
当
時
、
公
家
社
会
の
女
性
た
ち
が
茶
会
に
参
加
し

た
り
、
あ
る
い
は
催
し
た
り
し
た
こ
と
が
龍
谷
真
知
子
『
女
性
と

茶
の
湯
』
(
淡
交
社
、
昭
和
六

O
年
一
月
)
に
も
記
さ
れ
て
い
る

(
一
一
九

1
-
二
三
頁
)
。

村
井
康
彦
『
利
休
七
折
口
・
宗
旦
四
天
王
』
、
淡
交
社
、
昭
和

四
四
年
一
一
月
、
二
二
六
頁

注
8

『
め
ざ
ま
し
草
』
は
、
近
世
文
学
書
誌
研
究
会
編
『
近
世
文

学
資
料
類
従
』
仮
名
草
子
編
(
一
二
(
勉
誠
社
、
昭
和
四
八
年

七
月
)
に
影
印
版
が
あ
る
他
、
守
随
憲
治
編
『
近
世
国
文
学
』
第

一
輯
(
千
歳
書
房
、
昭
和
一
七
年
八
月
)
に
活
字
翻
刻
さ
れ
て
い

る
。
該
当
箇
所
は
、
前
者
で
は
三
二
四
頁
に
、
後
者
で
は
、
二
三

頁
に
あ
る
。

注
7 

女
性
と
茶
道
の
関
係
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
に
、
前
掲
『
女

性
と
茶
の
湯
』
が
あ
る
。
こ
の
中
で
箆
谷
は
、
千
利
休
の
後
妻
宗

恩
が
茶
道
に
通
じ
て
お
り
、
子
の
少
庵
に
手
解
き
を
し
た
の
で
は

な
い
か
と
推
察
し
て
い
る
が
、
そ
の
是
非
に
就
い
て
は
現
在
の
と

こ
ろ
証
明
で
き
る
史
料
が
全
く
な
い
状
態
で
あ
る
。
女
性
の
茶
会

参
加
は
、
当
時
は
稀
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
が
か
え
っ
て
恋
歌
忌
避

に
繋
が
っ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
茶
会
に
参
加

す
る
女
性
が
少
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
女
性
が
参
会
し
た
と
し
て

も
、
男
性
数
人
(
一
人
以
上
)
の
中
に
女
性
が
一
人
だ
け
と
い
う

構
成
に
な
る
確
率
が
高
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
恋
歌

を
掛
け
た
と
す
る
と
大
口
樵
翁
が
お
そ
れ
た
「
嫌
疑
」
が
か
か
り

ゃ
す
く
な
る
。
こ
う
し
た
誤
解
を
生
ま
な
い
た
め
に
、
恋
歌
を
忌

避
す
る
よ
う
な
条
項
が
制
定
さ
れ
た
可
能
性
も
あ
る
こ
と
を
指
鏑

ILV

守、h
ぬ

r

、。

注
9 




