
中

國

文

化

の

受

容

に

つ

い

て

森

鹿

三

　

「
中
國
文
化

の
受
容
に
つ
い
て
」
と
い
う
、
た
い
へ
ん
茫
漠
と
し
た
演
題
を
掲
げ
ま
し
た
が
、
本
日
申
し
上
げ
ま
す
の
は
、
そ
の
中

の

一
小
部
分
な
の
で
あ
り
ま
す
。
實
は
學
會
の
世
話
人

の
方
か
ら
講
演
の
依
頼

が
あ

つ
た
時
に
、
中
國
文
化
の
受
容

に
つ
い
て
な
ら
ば
何
か

お
話
が
で
き
る
で
し
よ
う
と
い
つ
て
お
い
た
の
で
す
が
、
そ
の
こ
限
定
も
せ
ず
修
正
も
加
え
な
い
ま
ま
に
、
と
う
と
う
本
題
に
な
つ
て
し

ま

つ
た
次
第
で
す
。
そ
の
點
ま
ず
お
こ
と
わ
り
申
し
上
げ
て
お
き
ま
す
。

さ
て
私
、
昭
和

二
十
年
代
に
は
正
倉
院
の
御
物
を
中
心
に
し
て
中
國
文
化

の
受
容
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
し
た
が
、
そ
の
こ
他

の
問
題

に
移
り
、

最
近
で
は

「令
集
解

(り
よ
う

の
し
ゅ
う
げ
)
」

を
資
料
に
し
N
QF
S
訓
詁
的
解
釋
の
あ
り
方
を
解

明
し
た
く
努
力
し
て
お
り

ま
す
。
令
と
い
い
ま
す
の
は
律
令

の
令
で
あ
り
ま
し
て
、
も
と
も
と
中
國

の
根
本
法
典
で
あ
り
ま
す
。
律
が
今

で
い
う
刑
法
に
當
る
の
に

對
し
て
、
令
と
い
う
の
は
行
政
法
に
当
る
わ
け
で
す
。
も
つ
と
適
切
に
い
え
ば
、
律
が
刑
罰
を
俘
な
う
法
規
で
あ
る
の
に
對
し
て
、
令
は

刑

罰
を
件
な
わ
な
い
教
化
的
法
規
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
律
令
と
い
う
法
律
體
系

は
、
中
國
で
は
長
い
世
紀
に
わ
た
つ
て
磨
き
が
か
け
ら
れ

た
も
の
で
あ
り
ま
し
て
、
唐
代
に
な
り
ま
し
て
き
わ
め
て
整
備
さ
れ
た
段
階
に
逹
し
ま
し
た
。
そ
れ
で
申
國
周

邊
の
後
進
國
家
で
も
、
唐

の
律
令
を
と
り
い
れ
た
の
で
あ
り
ま
し
て
、
わ
が
國
で
も
七
世
紀
中
ご
ろ
の
永
徽
律
令
を
モ
デ
ル
に
し
て
法
典

を
編
集
し
た
の
で
あ
り
ま

す
。
現
在
、
そ
の
當
時

の
律
令
が
ど
う
な
つ
て
い
る
か
と
い
い
ま
す
と
、
中
國

で
は
令
が
な
く
な
つ
て
律
が
殘

り
、
日
本
で
は
律
が
ほ
ろ
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ん
で
令
が
殘

つ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
中
國
に
殘

つ
た

「唐
律
疏
議
」
と
い
う

の
は
永
徽
の
の
ち

一
世
紀
ほ
ど

た
つ
た
開
元
年
間
に
で

き
た
律

の
本
文
に
疏
議

つ
ま
り
律
文
の
解
釋

の
つ
い
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
ち
よ
う
ど
そ
れ
と
同
じ
く
、
わ
が
國

で
も
令

の
本
文
だ
け
で

は
な
く
、
そ
れ
に
注
釋

の
件
な
つ
た

「
令
義
解

(り
よ
う
の
ぎ
げ
)
」
と
さ
き
ほ
ど
申
し
た

「
令
集
解
」
が
殘

っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

そ
し
て
こ
の
令
の
本
文
は
大
寳
令
で
は
な
く
て
そ
の
二
十
年
ほ
ど
後
に
で
き
た
養
老
令

で
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
養

老
令
に
對
し
て

一
定
の

解
釋
を
與
え
た
の
が

「令
義
解
」
で
、
清
原
夏
野
ら
が
勅
命
を
う
け
て
編
集
し
、
淳
和
天
皇
の
天
長
十
年

(八
三

三
)
に
奉

つ
た
も
の
で

あ
り
ま
す
。

一
方

「令
集
解
」
と
い
う

の
は
、
そ
の
名
の
ご
と
く
澤
山
の
人

の
解
釋
を
集
め
た
も
の
で
、
古
い
も

の
は
古
令

つ
ま
り
大
寳

令

に
つ
い
て
の
ノ
ー
ト
で
あ
る

「
古
令
私
記
」
を
は
じ
め
、
新
令
つ
ま
り
養
老
令
に
對
す
る
解
釋
で
あ
る

「
新
令
釋
」
や
明
法
博
士
の
讃

岐

某

・
穴
太
某

・
件
某
等
々
の
ノ
ー
ト
で
あ
る

「
讃
記
」
・
「
穴
記
」
・
「拌
記
」
等

々
と
い
わ
れ
る
私
記
を
惟
宗
直
本
が
編
集
し
た
も
の
で

あ
り
ま
す
。
養
老
令
の
本
文
を
適
宜
區
分
し
、
本
文

の
あ
と
に
そ
れ
に
應
ず
る
解
釋
を
配
當
し
た
の
で
あ

つ
て
、

ま
ず
義
解
を
置
き
、

つ

ぎ
に

「
新
令
釋
」
・
「
古
令
私
記
」
(「
古
記
」
と
も

い
う
)
そ
の
他
の
私
記
、
編
者
の
見
解
と
い
う
順
序
で
構
成

さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
私

記
の
中
に
は

「令
義
解
」
編
集
以
前
の
も
の
も
あ
れ
ぱ
、
以
後
の
も
の
も
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ぼ

「
件
記
」
1

俘
宿
禰
宗
の
私
記
と
考

え
ら
れ
る
ー

な
ど
は
、
令

の
本
文
ば
か
り
で
な
く
、
そ
れ
を
解
釋
し
た
義
解
の
語
句
を
も
注
釋
し
て
お
り
ま
す
か
ら
、
明
ら
か
に

「令

義
解
」
以
後

の
も
の
で
あ
り
ま
す
。
從

つ
て
こ
の

「
俘
tln�
J
を
含
む

「令
集
解
」
は
、
さ
ら
に

「
件
記
」
以
後

の
編
集
と
い
う
こ
と
に
な

り
ま
す
が
、
ま
ず
九
世
紀

の
後
牛
、
清
和
天
皇

の
貞
觀
年
間
に
で
き
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

と
こ
ろ
で
令

つ
ま
り
當
時
の
日
本
臣
民
の
遵
守
す
べ
き
教
化
法
は
、
内
容
は
勿
論
の
こ
と
、
そ
の
表
現
ま
で
も
中
國
を
模
範
と
し
た
の

で
あ
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
漢
文
で
書
か
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
こ
れ
を
解
釋
す
る
に
際
し
て
、
法
律

的
解
釋
に
先
だ
つ
て
漢

字
漢
文

の
訓
詁
的
解
釋
を
す
る
必
要
が
あ
る
わ
け
で
あ
り
ま
し
て
、

「令
義
解
」
で
も

「
令
集
解
」
で
も
、
そ

の
な
か
ぼ
は
訓
詁
的
解
釋

に
占
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
義
解
と
そ
れ
以
外
の
解
釋
を
比
較
し
て
み
ま
す
ヒ
、
義
解
で
は
そ
の
訓
詁
の
よ
り
ど
こ
ろ
を
示
し
て
い

ま
せ
ん
が
、
集
解
に
見
え
る

「
古
記
」
な
ど
義
解
の
編
集
さ
れ
る
以
前
に
存
在
し
た
令
の
注
釋
を
集
大
成
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
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り

ま
す
。
そ
れ
で
は

「古
記
」
な
ど
の
訓
詁
は
ど
う
か
と
い
い
ま
す
と
、
中
國

の
古
典

の
注
釋
を
ふ
ん
だ
ん
に
引
用
し
て
い
て
驚
歎
さ
さ

れ

る
の
で
あ
り
ま
す
。
餘
談
に
な
り
ま
す
が
、
京
都
大
學
を
卒
業
し
ま
す
前
後

の
こ
ろ
、
三
浦
周
行
先
生
か
ら
こ
の

「令
集
解
」
所
引
の

漢
籍
を
調
べ
る
こ
と
を
命
ぜ
ら
れ
、
少
し
く
そ
の
仕
事
を
進
め
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
三
浦
先
生
が
急
逝
さ
れ
ま

し
た
た
め
に
頓
挫
し
て

し
ま

い
、
近
ご
ろ
京
大
法
學
部
で
法
制
史

の
講
義
を
す
る
こ
と
に
な
つ
て
、
こ
の
仕
事
を
や
り
直
す
機
會
を
得
た

の
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ

で
改
め
て

「
古
記
」
な
ど
に
見
え
る
漢
籍
を
調
べ
ま
す
と
、
そ
の
中
に
は
最
も
古

い

「
古
記
」
の
で
き
た
と
思
わ
れ
る
天
夲
時
代
で
も
既

に
な
く
な
つ
て
い
た
は
ず

の
漢
籍
が
引
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
す
る
と
こ
れ
ら
の
引
用
は
直
接
に
そ
の
漢
籍
か
ら
で
は
な

く
、
何
か
字
典
と
か
事
典
と
か
か
ら
の
間
接
的
引
用
で
は
な
か
つ
た
か
と
想
像
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
り
ま
す
。
勿
論
、
中
國
に
な
く
な

つ

て
も
わ
が
國
に
殘
存
す
る
漢
籍
が
あ
り
う
る
わ
け
で
す
が
、
そ
う
と
も
受
け
と
り
に
く
い
面
が
あ
り
ま
し
て
、
今

い
う
間
接
的
引
用
の
線

で
調

べ
る
こ
と
に
努
力
し
て
み
た
わ
け
で
す
。
そ
の
結
果
、

「古
記
」
な
ど
に
見
え
る
漢
字

の
訓
詁
の
多
く
は
、
陳
の
顧
野
王
の
作

つ
た

「
玉
篇
」
と
い
う
字
書
に
も
と
つ
い
て
い
る
こ
と
が
わ
か
つ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
今
も

「
玉
篇
」
と
い
う
字
書
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、

簡

單
な
も

の
で
あ

つ
て
、
ま
ず
反
切
で
音
を
與
え
、

そ
の
意
味
を
略
記
し
て
あ
る
だ
け
で
す
。
顧
野
王
の

「
玉
篇
」
か
ら
蛻
化
し
た
も
の

で
す
が
、
全
く
別
書
と
い
つ
て
も
よ
い
ほ
ど
の
ち
が
い
で
す
。
こ
の
顧
野
王
の
原
本
玉
篇
は
申
國
で
は
な
く
な

つ
て
い
ま
す
が
、
幸
に
も

わ

が
國
に
僅
か
な
が
ら
、
分
量
に
し
て
そ
の
十
分

の

一
ほ
ど
が
殘

っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
全
體
三
十
卷

の
中

で
、
八

・
九

・
十
八

・

十
九

・
二
十
二

・
二
十
四

・
二
十
七
の
卷
に
ま
た
が
つ
て
い
ま
す
が
、
完
全
な
の
は
二
十
二

・
二
十
七
の
二
卷

で
前
者
は
久
邇
宮
家
に
あ

り
、
後
者
は
前
牛

が
栂
尾
の
高
山
寺
、
後
牛
が
近
江

の
石
山
寺
に
別
々
に
所
藏
さ
れ
て
い
ま
す
。
明
治
の
は
じ
め
に
黎
庶
昌
と
い
う
中
國

の
公
使
が
參
り
ま
し
て
、
こ
の
種

の
中
國
に
失
わ
れ
て
日
本
に
存
す
る
、

い
わ
ゆ
る
佚
存
書
を
集
め
ま
し
た
際
、

こ
の
原
本

「
玉
篇
」
も

そ

の
對
象
に
な
つ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
こ
の
仕
事

の
顧
問
役
に
な
つ
た
の
は
書
家
で
あ
り
書
誌
學
者

・
地
理
學
者
で
も
あ
つ
た
楊

守

敬
で
あ
り
ま
し
て
、
こ
の
人
が
日
本

の
古
書
蒐
集
家
を
通

じ
て
、
そ
の
よ
う
な
貴
重
な
漢
籍
を
集
め
た
の
で
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
集
め

た
貴
重
書
を
複
刻
し
て

「
古
逸
叢
書
」
と
名
づ
け
ま
し
た
。
徳
川
時
代
に
大
學
頭

の
林
述
齋
が

「佚
存
叢
書
」
と

い
う
も
の
を
出
版
し
て
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い
ま
す
が
、
ち
よ
う
ど
そ
れ
を
繼
承
し
た
形
に
な
り
ま
す
。
ま
ず
九

・
十
八

・
十
九

・
二
十
七
の
四
卷
が
出
版
さ

れ
ま
し
た
が
、
知
恩
院

の
鵜
養
徹
定
上
人
が
黎
庶
昌
に
、
こ
の
ほ
か
に
も

「
玉
篇
」

の
殘
卷
の
存
す
る
こ
と
を
注
意
さ
れ
、
影
寫
し
て
迭
ら

れ

た

の
で
あ
り

ま

す
。

一
つ
は
九
卷

の
殘
缺
で
輻
井
崇
蘭
館
所
藏

の
も
の
、
も
う

一
つ
は
前
述

の
二
十
二
卷
で
久
邇
宮
家
に
あ

つ
た
も

の
で
す
。
黎
庶
昌
は

早
速
に
こ
れ
ら
を
も
複
刻
し
て

「
古
逸
叢
書
」
に
收
め
、
そ
の
經
緯
を
あ
と
が
き
に
詳

し
く
記
し
て
お
り
ま
す
。
明
治
十
七
年
の
こ
と
で

す
。
そ
れ
か
ら
ず
つ
と
お
く
れ
て
昭
和
八
年
か
ら
十
年
に
か
け
て
、
す
で
に
黎
庶
昌

の
複
刻
し
た
も
の
を
含
め
、
今
ま
で
複
刻
さ
れ
て
い

な

か
つ
た
卷
八

・
二
十
四
の
殘
簡
も
原
形
ど
お
り
忠
實
に
複
製
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
私
が
前
に
奉
職
し
て
い
ま

し
た
東
方
文
化
學
院

の

事
業
の

一
つ
と
し
て
行
な
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。

だ

い
ぶ
話

が
そ
れ
ま
し
た
が
、
こ
の
原
本

「
玉
篇
」
が
僅
か
な
が
ら
殘
存
し
て
お
り
ま
す
た
め
に
、

「
令
集
解
」
に
見
え
る
令
の
本
文

の
訓
詁
的
解
釋

の
主
た
る
よ
り
ど
こ
ろ
が
明
ら
か
に
で
き
る
の
で
あ
り
ま
す
。
勿
論
、
原
本

「
玉
篇
」
が
僅
か
し
か
殘

つ
て
い
ま
せ
ん
の

で
、
令
の
訓
詁
が

「
玉
篇
」
に
依
據
す
る
こ
と
を
十
分
に
證
明
で
き
ま
せ
ん
が
、
こ
こ
に
も
う

一
つ
た
よ
り
に
で
き
る
方
法
が
ご
ざ

い
ま

す
。
そ
れ
は
弘
法
大
師
の
作
ら
れ
た

「
篆
隷
萬
象
名
義
」
と
い
う
書
物
で
あ
り
ま
す
。
漢
字

の
篆
書

と
隷
書
-

實

は
楷
書
-

を
記

し
、
そ
の
下
に
發
音
と
意
味
が
与
え
て
あ
り
ま
す
、

一
種

の
字
書
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を
調

べ
て
み
ま
す
と
原
本

「
玉
篇
」
の
順
序
に
漢

字
が
配
列
し
て
あ
り
、
さ
ら
に
音

の
反
切
も

一
致
し
ま
す
し
意
味
も
原
本

「
玉
篇
」
を
簡
略
に
し
た
も
の
な
の
で
す
。
前
に
申
し
ま
し
た

現
在
の

「
玉
篇
」
と
同
じ
ア
イ
デ
ィ
ア
で
作
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
た
だ
こ
の

「
篆
隷
萬
象
名
義
」
の
方
が
そ
の
配
列
、
音
義
と

も
に
原
本

「
玉
篇
」
に
忠
實
な
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
使
い
方
に
よ
つ
て
は
原
本

「
玉
篇
」
の
代
用
に
も
な
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、
殊

に
今
の
場
合
、
令

の
訓
詁
が
原
本

「
玉
篇
」
に
も
と
つ
い
て
い
る
か
ど
う
か
を
確
か
め
る
場
合
に
は
う
つ
て
つ
け

の
資
料
に
な
り
ま
す
。

こ

の

「
篆
隷
萬
象
名
義
」
は
原
本

「
玉
篇
」
の
第

二
十
七
卷
の
前
牛

の
あ
る
高
山
寺
に
所
藏
さ
れ
て
い
ま
し
て
、
大
正
の
末
年
か
昭
和
の

は

じ
め
に

「
崇
文
叢
書
」
に
そ
の
複
刻
が
收
め
ら
れ
ま
し
た
。
ま
た
最
近
で
は
高
野
山
大
学

か
ら
新
た
に
複
製
本
が
出
版
さ
れ
見
易
く
な

り
ま
し
た
。



と
も
か
く
原
本

「
玉
篇
」
の
な
い
と
こ
ろ
は
、
こ
の

「
篆
隷
萬
象
名
義
」
を
代
用
し
て
、
さ
き
ほ
ど
の
仕
事
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
る

わ
け
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
結
果
、
令
の
訓
詁
の
大
牛
は
原
本

「
玉
篇
」
に
も
と
つ
い
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。
さ
ら
に

そ

の
他

の
部
分
に
つ
い
て
も
調

べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
し
て
、
漢
字

の
發
音
に
つ
い
て
も
、
原
本

「玉
篇
」
で
は
な
く
て
、

「切
韻
」
と
い
う
よ
う
な
音
韻
の
書
物
を
利
用
し
て
い
る
部
分
も
少
く
な

い
の
で
、

「
令
集
解
」
に
見
え
る
漢
字
音
に
つ
い
て
總
ざ
ら
え

を
し
て
、
そ
の
よ
り
ど
こ
ろ
を
明
ら
か
に
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
ま
た
單
獨
に
直
接
引
用
を
し
た
漢
籍
も
あ

つ
た
わ
け

で
あ
り
ま
す
が
、

一
方

で
は
字
典
と
か
事
典
と
か
の
間
接
引
用
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
の
で
注
意
を
怠
つ
て
は
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

「令
集
解
」
の
中
に
も
數
か
所
、
事
典
i

申
國
流
に
い
え
ば
類
書
ー

を
利
用
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
部
分
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
も

と
つ
い
た
類
書
を
確
言
す
る
に
は
少
し
く
問
題
が
あ
り
ま
す
の
で
、
別
の
方
面
か
ら
こ
の
類
書

の
利
用
に
つ
い
て
申
し
上
げ
る
こ
と
に
し

ま

す
。

二

5

中
國
文
化
を
受
容
す
る
上
で
、
さ
き
ほ
ど
の

「
玉
篇
」

の
よ
う
な
詳
細
を
き
わ
め
た
字
典
を
利
用
す
る
と
と
も
に
、
事
物
を
類
別
し
て

そ
れ
に
關
係
あ
る
文
獻
記
事
を
か
き

ぬ
い
た
類
書
が
大

い
に
活
用
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
も
見
易

い
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
私
が
こ
の
こ

と
を
痛
感
い
た
し
ま
し
た
の
は

「
喫
茶
養
生
記
」
の
譯
注
を
作

つ
た
際
で
あ
り
ま
す
。
著
者
の
榮
西
禪
師
は
入
宋

し
て
禪
宗
を
始
め
て
わ

が
國
に
も
た
ら
し
た
人
で
あ
り
ま
す
が
、
ま
た
禪
宗
に
は
喫
茶
が
缺
か
せ
ぬ
と
こ
ろ
か
ら
茶
の
實
を
わ
が
國

へ
蝓

入
し
た
こ
と
で
も
知
ら

れ
て
い
ま
す
。
榮
西
禪
師
は
ま
ず
輻
岡
と
佐
賀

の
境
の
脊
振
山
に
茶
の
實
を
う
え
、
さ
ら
に
高
山
寺

の
明
惠
上
人

に
茶

の
實
を
途

つ
て
栂

尾

で
栽
培

し
て
も
ら

つ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
嵯
峨
天
皇
の
時
代
に
茶
の
栽
培
を
奬
勵
さ
れ
た
の
で
す
が
、
そ
の
こ
衰
え
て
い
た
の
を
榮
西

禪
師

の
時
に
な

つ
て
再
興
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
榮
西
禪
師
は
源
實
朝
の
宿
醉
を
喫
茶
に
よ
つ
て
な
お
し
た
の
を
機
會
に

「
茶
の
徳
を
譽

む

る
所

の
書
」
を
獻
じ
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
が
こ
の

「
喫
茶
養
生
記
」
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
さ

て

「喫
茶
養
生
記
」
の
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中

に
は
茶
の
名
字
、
樹

・
花

・
葉
の
形
、
功
能
、
採
取
時
節
、
採
樣
を
述
べ
る
五

つ
の
章
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
こ
に
は
二
十
二
種
の
中
國

文

獻
が
引
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
文
獻
の
過
孚
は
現
在
な
く
な

つ
て
い
ま
す
が
、
榮
西
禪
師

の
時
代

つ
ま
り
十
二

・
三
世
紀
の
こ
ろ

で
も
す
で
に
存
在
し
て
い
な
か
つ
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
も
の
が
相
當
に
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
ま
す
と
榮
西
禪
師
は
何
か
を
媒
介
に
し

て
こ
れ
ら
の
文
獻
を
使

つ
た
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
が
、
い
ろ

い
ろ
調
べ
ま
し
た
結
果
、
そ
の
中
の
白
氏

六
帖
と
白
氏
文
集
を
除

い
た
ほ
か
は
す

べ
て

「
太
夲
御
覽
」
の
卷
八
百
六
十
七
の
茗

つ
ま
り
お
茶

の
條
に
收
め
ら
れ
て
い
る
も
の
を
活
用

し
て
い
る
の
で
あ
り
ま

す
。こ

の

「
太
夲
御
覽
」
は

一
千
卷
に
上
る
ボ
リ

ュ
ー
ミ
ナ
ス
な
も
の
で
宋
の
太
宗

の
太
夲
興
國
八
年

(九
八
三
)

に

で
き

上

っ
て

い
ま

す

が
、

こ
の
中
國
に
關
す
る
知
識
の
寳
庫
と
も
い
う

べ
き
類
書
が
、
い
っ
た
い
何
時
、
わ
が
國
に
も
た
ら
さ
れ
た
の
で
し
よ
う
か
。
こ
の

こ
と
に
つ
き
ま
し
て
は
、
不
思
議
な
こ
と
に
記
録
が
殘

っ
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
は
治
承
三
年

(
一
一
七
九
)
の
こ
と
で
、
入
手
し
た
の

と
き

ひ
と

墜
牛
清
盛
だ

つ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
こ
の
年
の
十

二
月
十
六
日
に
東
宮
言
仁
親
王
、

つ
ま
り
清
盛
の
外
孫

で
、

の
ち
の
安
徳
天
皇

が
清
盛

の
八
條
の
亭
に
行
啓
さ
れ
た
時
に
、
清
盛
は
珍
重
し
て
い
た
木
版
の

「太
夲
御
覽
」
を
獻
上
し
た
の
で
あ

り
ま
す
。
當
時
の
記
録

に
は
、

こ
れ
を

「
太
夲
御
覽
」
の
本
朝
に
お
け
る
流
布
の
始
と
し
て
い
ま
す
。
だ
が
、
こ
こ
に
ち
よ
つ
と
不
都
合

な
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

と
申
し
ま
す
の
は
、
治
承
三
年
よ
り
三
十
六
年
前
に
こ
の
書
を
見

て
い
る
人
が
あ
る
の
で
す
。
そ
れ
は
例

の
保
元

の
亂
に
崇
徳
院
方
に
つ

い
て
敗
死
し
た
惡
左
府
頼
長

で
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
日
記
で
あ
り
ま
す

「
台
記
」
の
康
治
二
年

(
一
一
四
三
)
九
月
廿
九
日
の
條
に

「
御

覽

の
卷
第

一
百
三
十
八
を
見
お
わ
つ
た
」
と
書

い
て
お
り
ま
す
。
頼
長
は
日
本
第

一
の
大
學
者
と
い
わ
れ
、

こ
と
に
漢
籍
を
博
く
讀
ん
で

い
た
の
で
有
名
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
人
が
既
に

「
太
李
御
覽
」
を
見
て
い
た
と
す
る
と
、
こ
の
類
書
を
入
手
し
た
の
は
、
さ
き
ほ
ど
申

し
た
よ
う
に
丕
-清
盛
が
最
初
だ
と
い
え
な
く
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
い
っ
た
い
ど
う
し
た
こ
と
で
し
よ
う
か
。
た
だ
少
し
注
意
し
て
見
ま
す

と
、
清
盛

の
こ
と
を
記
し
た
文
獻
1

「百
練
抄
」

・
「
山
槐
記
」

・
「
妙
槐
記
」
な
ど
ー

で
は

「太
夲
御
覽
」
と
明
記
し
て
い
る
の

に
對
し
て
、

「
台
記
」

の
方
は
さ
き
ほ
ど
引
用
し
ま
し
た
よ
う
に
、
た
だ

「
御
覽
」
と
い
つ
て
い
ま
す
。

「
太
夲

御
覽
」
の
こ
と
を

「
御
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覽
」
と
略
稱
す
る
こ
と
は
普
通
で
す
か
ら
、

「
台
記
」
に
い
う

「
御
覽
」
が

「
太
夲
御
覽
」
で
な
い
と
は
い
え
ま
せ
ん
が
、

「御
覽
」
と

名

の
つ
く
書
物
で
百
三
十
八
卷
以
上
の
ボ
リ

ュ
ー
ム
の
も
の
で
あ
れ
ば
、

一
應
そ
れ
に
該
當
し
う
る
わ
け
で
す
。

結
論
か
ら
さ
き
に
申
し

ま
す
と
、
頼
長
が
卷
首
か
ら
百
三
十
八
卷
ま
で
讀
み
お
わ
つ
た
と
い
う

「御
覽
」
は

「
修
文
殿
御
覽
」
で
あ

つ
て

「
太
夲
御
覽
」
で
は
な

か
ろ
う
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。

と
こ
ろ
で

「
修
文
殿
御
覽
」
と
い
う
の
は
北
齊

の
祀
艇
ら
が
編
集
し
た
三
百
六
十
卷

の
類
書

で
あ
り
ま
し
て
、

前
に
申
し
ま
し
た

「
玉

篇
」
の
編
者
、
顧
野
王
と
ほ
ぼ
同
じ
時
代
に
當
り
ま
す
。
當
時
、
中
國
は
南
北
朝
の
末
期
で
、
や
が
て
隋
が
南
北

を
あ
わ
せ
、
わ
が
國
か

ら

も
小
野
妹
子
が
遣
隋
使
と
し
て
中
國
に
派
遣
さ
れ
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
「玉
篇
」
は
南
朝
で
作
ら
れ
、

「修
文
殿
御
覽
」

は
北
朝
で
作
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
少
し
立
ち
入
つ
て
申
し
ま
す
と
、

こ
の

「
修
文
殿
御
覽
」
と
い
う
の
は
、

南
朝
で
で
き
た

「華
林

遍
略
」
を
も
と
に
し
て
、
北
魏
な
ど
北
朝
の
記
事
を
増
補
し
た
も
の
だ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
宇
多
天
皇
の
こ
ろ
に
で
き
ま
し
た

「
日
本

國
見
在
書
目
録
」
に
よ
り
ま
す
と
、
こ
の

「華
林
遍
略
」
も

「修
文
殿
御
覽
」
も
1111II
載
さ
れ
て
い
ま
す
か
ら
、
當

時
こ
れ
ら
の
南
北
朝
末

の
類
書
が
わ
が
國
に
も
た
ら
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
な
の
で
あ
り
ま
す
。
念
の
た
め
に
申
し
そ
え
て
お
き
ま
す
が
、

「
日
本
國
見
在

書
目
録
」
に
は

「
修
文
殿
御
覽
」
に

つ
づ

い
て
、

「類
苑
」

・

「類
文
」

・
「
藝
文
類
聚
」

・
「
翰
苑
」

・

「
初
學
記
」
な
ど
の
類
書
が

列
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

わ
が
國
に
輸
入
さ
れ
た
こ
れ
ら
多
く
の
類
書
は
中
國
文
化
を
理
解
す
る
上
に
お

い
て
大

い
に
活
用
さ
れ
た
わ
け
で
す
が
、
話
を
し
ば
ら

く

「
修
文
殿
御
覽
」
に
し
ぼ
る
こ
と
に
致
し
ま
す
。

こ
の
類
書
は
中
國
で
も
わ
が
國
で
も
な
く
な
つ
て
い
た
の
で
す
が
、
今
世
紀

の
は
じ

め
に
敦
煌
か
ら
發
見
さ
れ
た
類
書
風
の

一
殘
卷
が
そ
う
で
は
な
か
ろ
う
か
と
い
わ
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
そ
れ
も
よ
く
調

べ
て
み

る
と

「
修
文
殿
御
覽
」
で
は
な
く
、

む
し
ろ
前
に
申

し
た

「華
林
遍
略
」
に
擬
定
し
た
方
が
よ
い
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、

「修
文
殿

御
覽
」
の
姿
を
し
の
ぶ
て
だ
て
は
今
の
と
こ
ろ
全
く
な
く
な
つ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

そ
こ
で
私
は
わ
が
國
の
古
書
の
中
に
こ
の

「
修
文
殿
御
覽
」
を
引
用
し
て
い
る
も
の
を
注
意
す
る
こ
と
に
し
た

の
で
す
が
、
幸
に
も
そ
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の
端
緒
を
つ
か
む
こ
と
が
で
き
き
ま
し
た
。
そ
れ
は
亮
阿
闍
梨
兼
意
の

「寳
要
抄
」

・

「香
要
抄
」

・

「藥
種
抄

」

・
「
穀
類
抄
」
と
い

う

一
連

の
抄

で
あ
り
ま
し
て
、
こ
れ
ら
は
密
教

の
方
の
行
事
に
用

い
る
寳

・
香

・
藥

・
穀
に
つ
い
て
の
イ
ン
ド
や
中
國

の
知
識
を
總
合
し

た
も
の
で
す
が
、
そ
こ
に
中
國
の
類
書
が
利
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
こ
の
中
の

「藥
種
抄
」
甘
草

の
項
に
は

「
修
文
殿

御
覽
卷
第
三
百
に
い
う
」
と
明
記
し
て
引
用
し
て
い
る
場
所
を
發
見
で
き
た
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
こ
の
四
つ
の

抄

の
中
で
單
に
御
覽
と
し
て
引
用
し
て
い
る
も

の
も

「修
文
殿
御
覽
」
で
あ
る
と
推
定
で
き
る
よ
う
に
な
り
、

「
修
文
殿
御
覽
」

の
姿
が

少

し
ず

っ
は
つ
き
り
し
て
參
り
ま
し
た
。
今
も
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
甘
草
の
こ
と
が

「修
文
殿
御
覽
」

の
卷
三
百
に
あ
る
こ
と
が
わ
か

り
、

「香
要
抄
」
の
方
か
ら
芸

(う
ん
)
香
と
い
う
お
香
の
こ
と
が
卷
三
百

一
に
出

て
い
る
こ
と
が
は
つ
き
り
し
ま
し
た
。
「太
夲
御
覽
」

で
申
し
ま
す
と
、
前
の
は
卷
九
百
八
十
九
、
後

の
は
卷
九
百
八
十
二
に
載

つ
て
い
ま
す
か
ら

「太
夲
御
覽
」
か
ら

の
引
用

で
な
い
こ
と
は

明

ら
か
で
す
。
そ
の
上
に
香
藥
の
順
序
が
、

「修
文
殿
御
覽
」
で
は
藥
が
前
で
、
香
が
後

で
あ

つ
た
の
が
、

「
太
夲
御
覽
」

で
は
そ
の
反

對

に
な
つ
た
こ
と
が
わ
か

つ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
四
つ
の
抄
に
引
用
さ
れ
て
い
る

「修
文
殿
御
覽
」
の
佚
文

の
條
項
數
は
僅
か
で

す
が
、

「
太
李
御
覽
」
と
比
較
し
て
大
體
そ
の
順
序
も

一
致
し
ま
す
し
、
前
者
を
包
攝
し
て
い
る
こ
と
も
わ
か
り
ま
し
た
。
い
い
か
え
ま

す
と
、

「修
文
殿
御
覽
」
は

「太
夲
御
覽
」
の
中
に
埋
沒
し
て
い
る
と
い
つ
て
よ
い
か
と
思

い
ま
す
。
じ
じ
つ

「
太
夲
御
覽
」
を
編
集
す

る
時
に

「藝
文
類
聚
」
や

「
文
思
博
要
」
と
と
も
に

「修
文
殿
御
覽
」
を
利
用
し
た
こ
と
は

「宋
會
要
」
に
明
記

さ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ

の
四

つ
の
抄
に
よ

つ
て
考
え
た
と
こ
ろ
で
は

「修
文
殿
御
覽
」
が
そ
の
骨
格
に
な

つ
て
い
る
と
推
定
で
き
ま
す
。

さ
て
こ
の
四

つ
の
抄
の

編
者
の
兼
意
は
父
の
藤
原
定
兼
が
皇
后
宮
職
の
亮
で
あ
つ
た
と
こ
ろ
か
ら
亮
阿
闍
梨
と
通
稱
さ
れ
る
の
で
す
が
、

こ
の
人
は
保
元

の
亂
後

二
年
に
な
く
な

つ
て
い
ま
す
か
ら
、
さ
き
の
藤
原
頼
長
と
同
時
代
人
で
あ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
兼
意
の
四
つ
の
抄
で
は
、
た
だ

一
か
所

だ

け

「修
文
殿
御
覽
」
と
フ
ル
ネ
ー
ム
で
書
か
れ
て
い
ま
す
が
、
他
は
す
べ
て

「御
覽
」
と
略
稱
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
ん
な
こ
と
か
ら
も

同
時
代
人
で
あ
る
頼
長

の

「台
記
」
に
見
え
る

「
御
覽
」
も

「修
文
殿
御
覽
」
と
み
て
さ
し

つ
か
え
な
い
の
で
な

い
か
と
思

い
ま
す
。
そ

う

す
る
と

「
太
夲
御
覽
」
と
い
う
空
前
の
大
類
書
は
治
承
三
年
に
夲
清
盛
が
は
じ
め
て
入
手
し
た
も
の
と
し
て
よ
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。



清
盛
が
入
手
し
て
以
後
、
八
十
年
ほ
ど
の
間
に
わ
が
國
に
蝓
入
さ
れ
た

「
太
夲
御
覽
」
が
數
十
部
に
及
ん
だ
こ
と
は
、
さ
き
に
あ
げ
ま
し

た

「
妙
槐
記
」
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
榮
西
の

「喫
茶
養
生
記
」
は
ち
よ
う
ど
こ
の

「太
夲
御
覽
」
ブ
ー
ム
の
時

期
に
作
ら
れ
た
と
い
う

こ
と
に
な
り
ま
す
。

9

三

「修
文
殿
御
覽
」
が
北
齊

の
時
代
に
で
き
ま
し
て
か
ら

「
太
夲
御
覽
」
の
で
き
ま
す
ま
で
は
四
百
年
ほ
ど
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
中
間
、

「
太
夲
御
覽
」
の
で
き
る

一
世
紀
牛
以
前
、
淳
和
天
皇
の
天
長
八
年

(
八
三

一
)
に
、
わ
が
國
で
も
類
書
が
で
き

る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ

れ
は
滋
野
貞
主
の
作

つ
た

「
祕
府
略
」
で
あ
り
ま
し
て
、
卷
數
も

「
太
夲
御
覽
」
と
同
じ
く

一
千
卷
と
い
う
ボ
リ

ュ
ー
ミ
ナ
ス
な
も
の
で

す
。
殘
念
な
こ
と
に
現
在
で
は
そ
の
申

の
卷
八
百
六
十
四

(百
穀
部
中
)
と
卷
八
百
六
十
八

(布
帛
部
三
)

の
わ
ず
か
二
卷
し
か
殘

つ
て

い
ま
せ
ん
が
、

こ
れ
か
ら
そ
の
體
裁
や
内
容
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

「
太
夲
御
覽
」
の
該
當
部
分
と
比
較

し
て
み
ま
す
と
、
き
わ

め
て
興
味
深
い
の
で
あ
り
ま
し
て
、
や
は
り

「修
文
殿
御
覽
」
を
骨
格

に
し
て
い
る
の
か
、
よ
く
似
て
い
る
の
で

あ
り
ま

す
。

さ
ら

に

「
秘
府
略
」
の
方
は
各
項

の
あ
と
に
、

「
日
本
國
見
在
書
目
録
」
に
も
載

つ
て
い
ま
し
た
類
書

「初
學
記
」
と

「
翰
苑
」
の
記
事
を
附
録

し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は

「
太
夲
御
覽
」
と
は
ち
が

つ
て
い
ま
す
。
と
も
か
く
今
ま
で
多
く
の
類
書
を
中
國
か
ら
受

け
取
る
ば
か
り
で
し
た

が
、
こ
ん
ど
は
自
分

の
手
で
中
國
風
の
百
科
事
典
を
作
る
能
力
が
で
き
て
き
た
わ
け
で
す
。
編
者
の
滋
野
貞
主
は
漢
詩
文
集

「經
國
集
」

を
編
集
し
て
い
ま
す
。
ま
た

「祕
府
略
」
の
で
き
た
翌
々
年
に
、
は
じ
め
に
述

べ
ま
し
た

「令
義
解
」
が
で
き
上

つ
て
い
ま
す
。

こ
の
こ

と

は
伊
藤
仁
齋

の
息
、
梅
宇

の

「
見
聞
談
叢
」
に
指
摘

し
て
い
ま
す
の
で
引
用
し
て
お
き
ま
す
。

淳
和
帝

の
時
、
滋
野
貞
主
に
命
じ
て
近
代

の
詩
文
を
あ

つ
め
し
む
。
經
國
集
と
號
す
。
そ
の
後
又
古
今

の
文
書
を
ゑ
ら
ば
し
む
。
祕
府

略
と
號
す
。

一
千
卷
あ
り
。
清
原
夏
野
、
令
義
解
を
ゑ
ら
ん
で
奉
る
。
淡
海
公
の
あ
ら
わ
し
玉
ふ
令

の
註
な
り
。

ま

こ
と
に
簡
明
な
表
現
で
す
が
、
中
國
文
化
受
容
の

一
っ
の
ピ
ー
ク
を
言
外
に
感
じ
さ
せ
ま
す
。
さ
ら
に
こ
の
あ

と
百
年
ほ
ど
し
て
源
順



0　

の

「
和
名
類
聚
抄
」
が
で
き
上
り
ま
す
。
こ
こ
に
至

つ
て
わ
ず
か
十
卷
の
簡
略
な
も
の
で
す
が
、
漢
字
漢
語
を
和
名
に
よ

つ
て
解
釋
す
る

漢

和
字
典
を
兼
ね
た
事
典
の
段
階
に
達
す
る
わ
け
で
、
次
第
に
國
風
文
化

へ
と
移
行
し
て
ゆ
く
わ
け
で
す
。
因
み

に
字
典

と
し

て
は
、

「
和
名
類
聚
抄
」

の
前
、
醍
醐
天
皇

の
昌
泰
年
間

(
八
九
八
ー
九

=

)
に
、
昌
住

と
い
う
お
坊
さ
ん
に
よ
つ
て

「
新
撰
字
鏡
」
十

二
卷

が
作
ら
れ
て
い
ま
す
。

「
玉
篇
」
風
の
字
書

で
部
首
に
よ
つ
て
漢
字
を
集
録
し
、
そ
れ
に
音
義
を
付
し
た
も
の
で
す
。
中

に
は
和
名
を
与

え
た
も
の
も
あ

つ
て

「
和
名
類
聚
抄
」

の
先
驅
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
と
も
か
く
こ
う
し
て
類
書
と
同
樣
に
字
書
の
方
で
も
漢

和
字
書
そ
し
て
や
が
て
國
語
辭
典

へ
と
發
展
し
て
ゆ
く
の
で
あ
り
ま
す
。

(
一
九
七
〇
年
六
月

一
八
日
講
演
)

關

係

拙

稿

鬮

覧

表

(發
表
順
)

紫

微

中

臺

よ

り

出

發

し

て

學
藝

32

昭
二
二
二

〇

大

陸

文

化

受

容

の

一
面

學
簍

34

昭
二
二
.
=
一

正

倉

院

御

物

と

東

大

寺

獻

物

帳

『
正
倉
院
文
化
』

昭
二
三
・
二

飛

鳥

奈

良

時

代

の

文

物

制

度

『飛
鳥
奈
良
朝
の
文
化
』

昭
三
〇
・

五

正

倉

院

藥

物

と

種

々

藥

帳

『
正
倉
院
藥
物
』

昭
三
〇
・
=
一

喫

茶

養

生

記

譯

注

『茶
道
古
典
全
集
』
2

昭
…
二
・

七

藥

種

抄

に

つ

い

て

ビ
ブ
リ
ア

ー7

昭
三
五
二

〇

亮

阿

闍

梨

象

意

の

香

要

抄

に

つ

い

て

『塚
本
博
士
頌
壽
記
念
佛
敏
史
學
論
集
』

昭
三
六
・

ご

修

文

殿

御

覧

に

つ

い

て

東
方
學
報

京
都

36

昭
三
九
二

〇

香

字

抄

と

所

引

の

翰

苑

に

つ

い

て

生
活
文
化
研
究

13

昭
四
〇
・

一

令

集

解

所

引

玉

篇

考

東
方
學
報

京
都

41

昭
四
五
・

三


