
茶湯 とポップ (山口)

茶
湯
と
ポ

ッ
プ

本
稿
で
は
､
茶
湯
の
形
成
に
非
常
に
功
績
の
あ
っ
た
珠
光

(
一
五
〇
二
年
五
月
十
五

日
､
八
十

1
才
で
死
去
､
1
四
二

1
-
一
五
〇
二
年
)
と
紹
鴎

二

五
〇
二
～
五
五
年
)

と
の
茶
論
を
中
心
に
し
て
､
室
町
中
期
の
茶
湯
を
め
ぐ
る
趣
味
人
の
感
覚

を
考
え
て
み

た
い
｡
な
お
､
こ
こ
で
は
あ
え
て
珠
光
を
茶
の
開
山
あ
る
い
は
開
祖
と
呼
ぶ
の
は
ひ
か

え
る
｡
そ
の
理
由
は
珠
光
が
ど
の
よ
う
な
茶
会
を
開
い
て
い
た
か
､
全
く
資
料
が
残
っ

て
い
な
い
と
い
こ
と
だ
け
で
な
く
､
茶
会
記
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
を
行
い
､
そ
れ
に
基

づ
い
て
茶
湯
の
成
立
お
よ
び
変
遷
を
歴
史
的
に
考
察
し
た
谷
晃
が

川点
前
が
形
を
整
え

た
こ
と

^e!使
用
さ
れ
る
茶
道
具
の
種
類
と
配
置
の
決
定

刷
茶

室の
出
現
の
三
条
件

を
茶
湯
の

条件
と
し
､
茶
湯
の
確
立
を

一
六
世
紀
に
入
っ
て

から
と
し
て
い
る
こ
と
に

よ
る
(1)｡
ま
た
珠
光
を
初
め
と
し
た
茶
論
の
テ
キ
ス
ト
に
詳
し
く
'
茶
道
古
典
全
集

の
解
説
者
で
も
あ
る
永
島
福
太
郎
も
茶
湯
の
形
を
整
え
た
の
は
紹
鴎
で
あ
る
と
指
描

し
､
さ
ら
に
'
珠
光
､
紹
鴎
､
利
休
の
線
が
定
着
し
た
の
は
'
利
休
の
意
が
強
く
働
い

て
お
り
､
当
時
は
諸
説
累
々
､
珠
光
は
力
の
あ
る
茶
人
の
一
人
に
す
ぎ
な
か
っ
た
で
あ

ろ
う
と
推
測
し
て
い
る

(2)｡
谷
に
よ
れ
ば
､

一
五
世
紀
で
は
､
数
寄
は
連
歌
を
指
し

て
い
た
よ
う
だ
が
､

一
六
世
紀
頃
か
ら
数
寄
が
茶
湯
を
示
す
用
例
が
め
だ
っ
て
く
る
と

の
こ
と
で
あ
る

(3)Q

l
六
世
紀
に
入
っ
て
､
い
わ
ば
町
人
の
台
頭
と
共
に
'
日
本
の

趣
味
の
世
界
は
連
歌
か
ら
茶
湯

へ
移
行
し
て
ゆ
く
と
い
い
う
る
で
あ
ろ
う
｡

ま
ず
'
『
心
の
文
』
に
示
さ
れ
た
美
的
概
念
を
考
察
し
て
み
た
い
｡

-

『
心
の
文
』

伝
統
的
詩
歌
論
の
日
常
化

『
心
の
文
』
は
､
珠
光
が
弟
子
の
豪
族
の
一
人
で
あ
っ
た
古
市
に
宛
て
た
手
紙
で
あ

る
と
さ
れ
て
い
る
が

(4)､
こ
の
わ
ず
か
九
行
の
短
い
文
書
か
ら
'
わ
れ
わ
れ
は
少
な

く
な
い
貴
重
な
情
報
を
得
る
こ
と
が
出
来
る
｡
内
容
を
か
い
つ
ま
む
と
､
Ⅲ
最
初
に
修

行
の
心
得
が
記
さ
れ
､
我
執
に
と
ら
わ
れ
な
い
謙
虚
さ
と
ひ
た
む
き
な
修
行
の
重
要
さ

が
説
か
れ
､
次
に
､

S和
漢
の
境
地
を
融
和
さ
せ
る
､
あ
る
い
は
そ
の
対
立
に
と
ら
わ

山

口

和

子

れ
な
い

(対
立
を
超
え
た
)
自
由
な
境
地
を
求
め
る
べ
き
こ
と
が
説
か
れ
る
が
､
こ
の

こ
と
は
当
時
､
漢
に
対
し
和
の
境
地
が
主
張
さ
れ
始
め
て
い
た
こ
と
'
場
合
に
よ
っ
て

は
､
湊
に
対
し
和
が
優
位
を
占
め
始
め
て
い
た
こ
と
､
あ
る
い
は
両
者
の
対
立
が
顕
著

に
な
っ
て
い
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
｡
そ
し
て
次
の
文
章
か
ら
'
川
こ
の
境

地
が
精
神
的
な
面
に
の
み
関
す
る
の
で
は
な
く
'
道
具
に
も
関
係
し
､
当
時

､備
前
､

し
が
ら
き
な
ど
の
和
物
の
茶
器
が
か
な
り
出
回
り
初
め
'
和
物
が
唐
物
に
代
わ
る
新
し

い
趣
味
感
覚
に
合
う
茶
器
と
し
て
茶
の
愛
好
者
達
の
人
気
を
集
め
始
め
て
い
た
で
あ
ろ

う
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
O
さ
ら
に
､
こ
の
同
じ
文
章
か
ら
､

相
｢
ひ
え
か
る
る
｣
(ひ

え
か
れ
)
､
｢た
け
く
ら
む
｣
(た
け
)
は
当
時
'
そ
う
し
た
茶
湯
愛
好
者
達
の
間
に
流

行
し
て
い
た
美
的
な
概
念
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
｡
次
に
､
刷
当
時

の
茶
の
愛
好
者
た
ち
に
流
行
し
て
い
た

｢ひ
え
か
れ
｣
や

｢た
け
｣
の
本
来
の

姿が
示

さ
れ
､
本
来
の

｢か
れ
｣
の
境
地
に
達
す
る
た
め
に
は
､
｢よ
き
道
具
｣
の
味
わ
い
を

十
分
に
体
得
し
て
い
る
こ
と
が
条
件
と
し
て
示
さ
れ
た
う
え
で
'
い
わ
ゆ
る
よ
い
道
具

に
対
す
る
感
覚
を
さ
ら
に
洗
練
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て

｢か
れ
｣
の
本
当
の

面
白
さ
､
す
な
わ
ち

｢ひ
え
か
れ
｣
が
分
か
る
よ
う
に
な
る
と
説
か
れ
､
さ
ら
に
'
㈲

道
具
に
こ
だ
わ
る
よ
り
も
道
を
求
め
る
精
神
性
の
大
事
さ
が
強
調
さ
れ
､
S
最
後
に
最

初
の
文
章
の
精
神
性
の
強
調
に
も
ど
り
､
｢心
を
師
と
せ
さ
れ
｣
と
'
我
執
を
再
び
警

め
て
終
わ
る
と
い
っ
た
展
開
に
な
っ
て
い
る
｡

こ
の
よ
う
に
'
珠
光

(こ
の
文
が
珠
光
の
書
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
は
な
い

が
､
一
応
こ
の
文
の
筆
者
を
珠
光
と
呼
ぶ
)
は
､
茶
湯
の
精
神
的
な
心
構
え
を
簡
潔
な
､

ま
っ
た
く
無
駄
の
な
い
凝
縮
さ
れ
た
言
葉
で
'
強
く
訴
え
る
と
と
も
に
'
茶
を
め
ぐ
る

趣
味
の
変
化
を
も
告
げ
て
い
よ
う
｡
こ
の
こ
と
か
ら
､
当
時
､
茶
の
精
神
性
を
強
く
説

く
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
､
お
そ
ら
く
そ
の
必
要
は
'
あ
た
ら
し
い
茶
湯
の
創
設
と
関
連

し
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
｡
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
､

当
時
貴
族
や
大
名
達
の
間
で
も
茶
会
が
行
わ
れ
て
い
た
が
､
そ
う
し
た
茶
会
で
は
､
禅
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の
茶
礼
の
流
れ
が
受
け
継
が
れ
な
が
ら
も
､
参
加
者
が
高
価
な
唐
物
の
所
持
を
競
い
合

い
､
派
手
な
酒
席
を
設
け
､
闘
茶

(茶
の
品
種
を
あ
て
て
景
品
を
出
す
)
に
及
ぶ
よ
う

な
'
賓
移
'
遊
興
に
流
れ
る
傾
向
が
強
か
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
｡
そ
の
一
端
は
た
と
え

ば

『
喫
茶
往
来
』
や

『
太
平
記
』
に
も
記
さ
れ
て
い
る

(5)｡

一
般
に
そ
う
し
た
茶
会

は
殿
中
の
茶
湯
と
呼
ば
れ
､
珠
光
等
の
町
方
の
茶
湯
か
ら
区
別
さ
れ
る
が
､
珠
光
は
殿

中
の
茶
湯
と
は
異
な
る
茶
湯
の
精
神
性
と
美
的
な
感
覚
を
訴
え
る
必
要
が
あ
っ
た
｡
㈲

の
文
章
も
､
｢よ
き
道
具
｣
の
味
わ
い
を
知
る
こ
と
の
大
切
さ
を
説
き
な
が
ら
も
､

珠

光
が
道
具
を
そ
ろ
え
る
こ
と
の
出
来
な
い
貧
し
い
層
に
も
配
慮
し
て
い
る
こ
と
を
伝
え

て
お
り
､
そ
れ
は
い
い
か
え
れ
ば
､
普
通
の
町
人
の
間
に
茶
が
浸
透
し
始
め
て
い
た
こ

と
を
も
意
味
し
て
い
よ
う
｡

し
た
が
っ
て
､
こ
の

『
心
の
文
』
は
'
日
本
に
お
け
る
茶
湯
の
歴
史
に
お
け
る
ひ
と

つ
の
エ
ポ
ッ
ク
を
記
す
文
書
で
あ
り
､
こ
の
文
か
ら
'
当
時
の
町
人
た
ち
に
浸
透
し
っ

つ
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
､新
し
い
趣
味
感
覚
の
1
端
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
0

上
に
見
て
き
た
よ
う
に
'
珠
光
が
こ
の
文
で
強
調
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
､
第

一

に
､
茶
湯
の
精
神
性
で
あ
り
'
第
二
に
､
当
時
流
行
し
て
い
た
で
あ
ろ
う

｢ひ
え
か
れ
｣

の
感
覚
の
軽
薄
さ
に
対
す
る
批
判
で
あ
る
｡
珠
光
に
よ
れ
ば
､
冷
え
枯
れ
と
い
っ
た
感

覚
は
開
け
た
者
に
し
か
分
か
ら
な
い
感
覚
で
あ
り
､
｢か
る
る
｣
境
地
が
わ
か
る
た
め

に
は
､
｢良
き
道
具
を
持
ち
'
そ
の
味
わ
い
を
よ
く
し
り
｣'
心
の
素
地
か
ら
､
｢た
け

た
｣
境
地

(規
則
か
ら
自
由
無
碍
で
あ
り
な
が
ら
､
規
則
に
反
し
て
い
な
い
)
に
い
た

っ
て
お
ら
ね
ば
な
ら
ず
､
そ
の
う
え
で
余
分
な
も
の
を

一
切
切
り
捨
て
､
洗
練
さ
せ
て

(ひ
え
や
せ
)
て
初
め
て
､
｢か
れ
｣
の
面
白
さ
を
も
知
る
こ
と
が
出
来
る
の
だ
と
注

意
を
促
し
て
い
る
｡
そ
れ
ゆ
え
､
『
心
の
文
』
で
は
､
｢か
れ
｣
あ
る
い
は

｢ひ
え
か
れ
｣

は

｢ひ
え
｣
よ
り
高
次
の
研
ぎ
澄
ま
さ
れ
た
感
覚
と
み
な
さ
れ
て
い
る
｡

珠
光
の
こ
の
初
心
者
に
対
す
る
注
意
､
す
な
わ
ち
修
行
の
心
得
は
'
倉
沢
行
洋
に
よ

れ
ば
､
基
本
的
に
中
世
の
芸
術
思
想

(定
家
十
体
､
世
阿
弥
の
九
位
､
心
敬
､
宗
祇
の

連
歌
論

)に
共
通
し
て
い
る

(6)｡
倉
沢
に
よ
れ
ば
､
｢ひ
え
｣
と

｢や
せ
｣
は
同
種
の

美
的
概
念

で､
心
敬
で
は

｢姿
ふ
と
り
あ
た
た
か
な
る
句
｣
に
対
置
さ
れ
る
概
念

(｢冷

え
や
せ
た
る
句
｣
'
｢寒
く
や
せ
た
る
句
｣)
で
､
｢水
精
の
物
に
瑠
璃
を
も
り
た
る
よ

う
に
｣
(『さ
さ
め
ご
と
』
)
と
メ
タ
フ
ァ
ー
的
に
例
示
さ
れ
'
世
阿
弥
に
お
い
て
は

｢銀

堤
裏
に
雪
を
積
む
｣
と
い
う
禅
語
の
イ
メ
ー
ジ
で
説
明
さ
れ
る

｢開
花
風
｣
(『
九
位
』
)

に
あ
た
り
'
定
家
で
は
完
全
に

1
致
は
し
な
い
が
'
幽
玄
か
ら
麗
様
ま
で
が
素
直
に
優

し
き
姿
で
あ
る
な
ら
'
冷
え
は
長
高
様
'
見
様
に
あ
た
る
｡
倉
沢
は
こ
の

｢冷
え
'
や

せ
｣
に
3

｢あ
た
た
か
､
ふ
と
み
｣
に
対
立
す
る

3
清
ら
か
な
､
清
浄
な

佃淡
泊

な
､
平
坦
な
'
目
立
た
な
い

細
微
密
な
､
密
度
の
高
い
､
し
ま
っ
た
､
無
駄
が
な
い

と
い
う
含
み
を
持
つ
と
の
四
つ
の
規
定
を
与
え
､
暖
か
な
優
し
い
美
に
た
ん
に
対
立
す

る
の
で
は
な
く
､
そ
の
洗
練
さ
れ
､
深
化
さ
れ
た
姿
と
み
な
す

(や
さ
し
か
ら
冷
え

へ

の
移
行
は
必
然
的
な
深
化
で
あ
る
)0

そ
れ
に
対
し

｢枯
れ
｣
は
､
倉
沢
に
よ
れ
ば
､
定
家
で
は
粒
鬼
体
､
世
阿
弥
の
下
三

位
に
あ
た
り
､
優
し
､
冷
え
か
ら
は
非
連
続
な
､
ひ
か
ら
び
'
強
さ
､
荒
々
し
さ
､
粗

野
を
感
じ
さ
せ
る
美
的
概
念
に
繋
が
る
｡
倉
沢
は
中
世
の
修
行
は
優
し
か
ら
冷
え
､
さ

ら
に
枯
れ

へ
と
進
む
｡
し
か
し
も
ち
ろ
ん
そ
の
枯
れ
は
'
彼
の
説
に
よ
れ
ば
､
た
ん
な

る
荒
々
し
さ
で
は
な
く
'
優
し
と
冷
え
を
含
ん
だ
枯
れ
､
異
風
を
是
に
か
え
る
あ
る
種

の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
と
自
由
さ
を
内
包
し
て
お
り
'
た
け
た
も
の
'
す
な
わ
ち
修
行
を
積

み
､
完
壁
な
業
を
修
得
し
た
者
に
の
み
可
能
な
風
体
で
あ
る
｡
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
美
の

概
念
を
当
て
は
め
れ
ば
､
冷
え
､
や
せ
は
､
い
わ
ゆ
る
調
和
的
な
美
の
華
や
か
さ
を
取

り
去
り
､
精
神
的
な
深
み
を
表
現
す
る
'
研
ぎ
澄
ま
さ
れ
､
洗
練
さ
れ
た
形
､
そ
れ
に

対
し
て
､
枯
れ
は
調
和
的
な
美
の
枠
か
ら
外
れ
た
､
異
あ
る
い
は
不
調
和
､
不
均
衡
を

は
ら
む
美
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
｡

『
心
の
文
』
の
修
行
の
順
序
は
'
倉
沢
の
指
摘
す
る
よ
う
に
､
優
し
さ

(
｢よ
き
道

具
｣
の
味
わ
い
を
十
分
に
知
り
'
た
け
て
)
か
ら
'
冷
え
に
進
み
､
冷
え
の
美
的
感
覚

を
保
持
し
た
ま
ま
､
そ
こ
か
ら
優
し
と
も
冷
え
と
も
異
な
る
異
質
な
美
で
あ
る
枯
れ
の

境
地

(倉
沢
に
よ
れ
ば
泣
鬼
体
'
下
三
位
に
対
応
)
に
進
む
と
い
う
順
序
と
､
冷
え
以

上
の
風
体
は
目
利
き
や
上
手
に
し
か
分
か
ら
な
い
と
い
う
基
本
的
な
考
え
方
は
'
定
家

(和
歌
)､
世
阿
弥

(鰭
)､
心
敬

(連
歌
)
そ
し
て

『
心
の
文
』
に
共
通
し
て
い
る
と

言
い
う
る
で
あ
ろ
う
｡
そ
の
限
り
で
､
珠
光
は
当
時
の
安
易
な

｢ひ
え
､
か
れ
｣
の
流

行
に
対
し
て
､
伝
統
的
な
修
行
の
立
場
で
批
判
し
た
と
言
え
よ
う
｡

し
か
し
'
｢ひ
え
｣
も

｢た
け
｣
の
境
地
も
和
歌
の
精
神
を
受
け
継
い
で
い
る
と
し

て
も
'
｢枯
れ
｣
が
定
家
の
掠
鬼
体
や
世
阿
弥
の
下
三
位
に
当
た
る
で
あ
ろ
う
か
｡
世

阿
弥
に
も

｢し
お
れ
｣
の
概
念
は
あ
る

(7)｡
し
か
し
朝
露
に
ぬ
れ
て
花
の
し
お
れ
て

い
る
様
と
枯
れ
は
や
は
り
決
定
的
に
異
な
る
よ
う
に
思
え
る
｡
心
敬
に
も
､
｢枯
れ
野

の
す
す
き
'
有
明
の
月
｣
の
イ
メ
ー
ジ
が

｢冷
え
俺
び
｣
と
関
連
し
て
歌
の
1
つ
の
理

想
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る

(W).
し
か
し
､
心
敬
に
お
け
る

｢枯
れ
｣
の
イ
メ
ー
ジ
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は
あ
る
潤
い
と
対
比
的
に
用
い
ら
れ
て
お
り
､
単
独
の
美
的
規
範
と
し
て
は
登
場
し
て

は
い
な
い
よ
う
に
思
え
る

(9)｡
し
か
し
金
春
禅
竹
に
は

『
歌
舞
随
脳
記
』
に
枯
れ
の

語
は

｢た
け
｣
と
の
関
係
で
出
て
く
る
｡
｢関
'
こ
れ
は
ま
た
と
し
な
ど
の
た
け
ゆ
く

心
､
枯
れ
て
荒
れ
た
る
位
な
り
｣
(枯
れ
と
荒
れ
と
た
け
が
繋
が
っ
て
い
る
)｡
禅
竹
は

珠
光
と
の
交
流
が
あ
り
､
珠
光
の

｢月
も
雲
間
の
な
き
は
い
や
に
て
そ
う
ろ
う
｣
と
い

う
有
名
な
言
葉
を
伝
え
て
い
る
｡

こ
の
よ
う
に
見
る
と
､
冷
え
､
や
せ
､
そ
し
て
た
け
の
概
念
の
凍
れ
を
受
け
な
が
ら

も
'
｢枯
れ
｣
の
独
立
は
､
当
時
の
町
方
の
茶
湯
の
台
頭
と
､
そ
れ
ゆ
え
､
和
物
の
茶

器
の
隆
盛
に
伴
っ
て
現
れ
た
､
あ
る
い
は
顕
在
化
し
た
ひ
と
つ
の
新
し
い
美
的
感
覚
で

は
な
か
っ
た
か
｡
し
た
が
っ
て
､
和
歌
に
お
け
る
粒
鬼
体
や
そ
の
流
れ
を
受
け
た
世
阿

弥
に
お
け
る
下
三
位
の
荒
々
し
さ
や
力
強
さ
た
く
ま
し
さ
､
と
あ
れ
た
､
ひ
か
ら
び
'

枯
れ
と
は
や
は
り
質
が
違
う
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡-

倉
沢
の
指
摘
す
る
よ
う
に
､
た
け

(開
､
猛
)
と
あ
ら
あ
ら
し
い
と
は
繋
が
る
の
で
､

た
け
は
泣
鬼
体
､
下
三
位
に
対
応
し
､
荒
々
し
い
と
荒
れ
た
は
イ
メ
ー
ジ
の
上
で
繋
が

り
'
枯
れ
が
た
け
に
属
し
う
る
と
し
て
も
､
枯
れ
を
ひ
と
つ
の
美
的
規
範
と
し
て
取
り

上
げ
る
感
覚
は
新
し
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
｡
し
た
が
っ
て
､
｢枯
れ
｣
は

｢冷
え
｣

と
繋
が
り
､
｢冷
え
｣
を
突
き
つ
め
つ
つ
､
連
歌
を
経
て
､
茶
湯
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ

れ
た
新
し
い
美
的
概
念
で
は
な
か
っ
た
か
o
そ
し
て
そ
の

｢枯
れ
｣
の
概
念
は
､
ま
さ

に
当
時
出
始
め
た
和
物
の
焼
き
物
に
当
て
は
ま
る
概
念
で
は
な
か
っ
た
か
Oあ
る
い
は
､

和
物
と
の
出
会
い
が
強
く
触
発
し
た
概
念
で
は
な
か
っ
た
か
｡
珠
光
は
､
そ
の
新
し
い

流
行
の
概
念
を
､
伝
統
的
な
修
行
の
精
神
に
よ
っ
て
位
置
づ
け
直
し
た
､
あ
る
い
は
深

化
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
｡
｢ひ
え
か
れ
｣
の
概
念
は
い
わ
ば
､
掠
鬼
体
と
有
心
体

の
綜
合

(泣
鬼
体
に
含
ま
れ
た
有
心
体
)
の
茶
毅
版
で
､
和
物
の
茶
器
の
新
し
い
感
覚

を
介
し
た
､
和
歌
お
よ
び
連
歌
に
お
け
る
最
高
の
風
体
の
日
常
化
で
は
な
か
っ
た
か
｡

そ
し
て
そ
の
概
念
に
あ
て
は
ま
る
和
物
の
茶
器
の
流
布
に
よ
っ
て
､
茶
湯
を
介
し
て
､

日
本
の
伝
統
的
な
詩
学
は
日
常
生
活
の
中
に
浸
透
し
て
ゆ
く
｡
つ
ま
り
､
和
製
の
焼
き

物
の
興
隆
と
､
町
方
の
茶
湯
の
登
場
と
､
｢ひ
え
か
れ
｣
の
感
覚
は
期
を

一
に
し
て
お

り
､
茶
湯
は
､
新
し
い
感
覚
を
介
し
て
､
伝
統
的
な
歌
論
を
日
常
化
し
た
の
で
は
な
か

っ
た
か
(空
｡

Ⅱ

紹
鴎

草
の
茶

珠
光
に
関
し
て
は
'
彼
が
ど
の
よ
う
な
茶
湯
を
行

っ
た
か
は
明
確
で
は
な
い
｡
『
山

上
宗
二
記
』
に
､

一
つ
の
茶
碗
し
か
所
持
せ
ず
'
そ
の
茶
碗
で
茶
を
も
点
て
､
飯
を
も

炊
い
た
と
さ
れ
る
粟
田
口
の
善
法
と
い
う
托
鉢
僧
を
珠
光
が

｢心
の
き
れ
い
な
る
者
｣

と
し
て
大
変
に
は
め
た
と
記
さ
れ
て
い
る
が

(こ
の
箇
所
は

『
心
の
文
』
の
筆
者
が
珠

高
で
あ
る
と
推
測
さ
せ
る
大
き
な
根
拠
で
あ
ろ
う
)
､
他
方
で
義
政
に
茶
を
教
え
た
と

も
伝
え
ら
れ
て
お
り

(こ
れ
は
た
ん
な
る
伝
承
で
あ
る
が
､
珠
光
あ
る
い
は
町
方
の
茶

人
も
当
初
は
殿
中
の
茶
湯
に
も
関
与
し
て
い
た
こ
と
を
伝
え
て
い
よ
う
)､
ま
た
そ
の

養
子
で
あ
る
宗
珠
は
'
俺
び
数
寄
と
呼
ば
れ
な
が
ら
も
､
紹
鴎
と
は
仲
が
悪
か
っ
た
ら

し
く
'
貴
族
や
武
士
と
の
つ
き
あ
い
が
深
か
っ
た
よ
う
で
'
貴
族
趣
味
的
な
と
こ
ろ
も

推
測
さ
れ
る
｡
永
島
は
'
殿
中
の
茶
湯
と
町
方
の
茶
湯
は
し
ば
ら
く
混
交
し
た
状
態
が

続
い
た
で
あ
ろ
う
と
推
測
し
て
い
る
が
'
珠
光
が
殿
中
の
茶
湯
に
も
関
与
し
て
い
た
可

能
性
は
否
定
で
き
な
い
｡
茶
湯
に
関
す
る
歴
史
書
で
は
た
い
が
い
紹
鴎
が
俺
び
数
寄
と

し
て
の
茶
漁
の
形
を
基
礎
付
け
た
と
し
て
い
る
｡
ま
た

『
山
上
宗
二
記
』
に
も
そ
の
よ

う
に
解
さ
れ
る
記
述
が
あ
る

(ll)｡
紹
鴎
は
三
十
才
頃
ま
で
連
歌
師
で
あ

っ
た
と

『
山

上
宗
二
記
』
に
は
記
さ
れ
て
い
る
｡

紹
鴎
の
茶
に
関
し
て
注
目
し
た
い
点
は

八号
紹
鴎
は
草
の
茶
湯
p
無
道
具
の
茶
湯

を
提
唱
し
､
道
具
や
所
作
の
簡
略
化
を
図
り

､
茶
室
に
関
し
て
も
炉
を
茶
室
に
作
り
つ

け
､
そ
の
意
味
に
お
い
て
は
現
在
の
点
前
も
紹
鴎
に
由
来
す
る
と
考
え
ら
れ
る
が
､
そ

の
茶
湯
の
信
条
は
'
心
敬
の
言
葉

｢連
歌
は
枯
れ
か
じ
け
て
寒
か
れ
｣
に
共
鳴
し
て

｢茶

湯
も
そ
の
如
く
に
な
り
た
き
と
紹
鴎
常
に
言
う
｣
と

『
山
上
宗
二
記
』
に
も
記
さ
れ
て

い
る
よ
う
に
垂
､
｢ひ
え
､
か
れ
｣
の
精
神
を
受
け
継
い
で
い
る
と
考
え
ら
れ
る
｡
し

か
し
う
そ
の
茶
湯
は
'
一
方
で
は

｢い
き
｣
の
精
神
と
､
他
方
で
は
､
客
を
も
含
め
て
､

一
切
の
も
の
を
､
捨
て
去
ら
れ
た
も
の
を
も
'
そ
の
心
を
も
大
切
に
す
る
精
神
に
よ
っ

て
貫
か
れ
て
い
た
O
紹
鴎
は
煮
と
書
い
て

｢
い
き
｣
と
読
ま
せ
た
よ
う
で
あ
る
が
､

一

切
の
無
駄
と
奮
借
を
省
い
た
と
ぎ
す
ま
さ
れ
た
心
の
､
何
か
に
向
け
て
こ
が
れ
る
よ
う

な
､
沸
き
立
つ
思
い
と
所
作
が
紹
鴎
の

｢
い
き
｣
で
あ
り
､
紹
鴎
は
点
前
に
能
の
乱
舞

を
取
り
入
れ
た
が
､
｢
い
き
｣
と
は
能
の
乱
舞
に
も
通
じ
る
荒
々
し
さ
と
強
さ
を
舌
ん

に
台
頭
し
っ
つ
あ
る
町
人
達
の

｢
い
き
｣
が
茶
室
を
満
た
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
｡
こ
の

｢
い
き
｣
が
所
作
を
作
る
と
す
る
な
ら
､
も
う

一
方
の
一
切
の
も
の
の
心
を
大
切
に
す

る
精
神
は
､
庭
､
路
地
も
含
め
た
茶
室
空
間
の
雰
囲
気
を
作
る
で
あ
ろ
う
｡
こ
の
精
神
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は
'
客
は
も
ち
ろ
ん
､
い
ろ
り
の
灰
や
炭
､
湯
の
沸
き
加
減
や
部
屋
に
響
く
そ
の
昔
に

配
慮
す
る
だ
け
で
な
く
､
捨
て
ら
れ
た
も
の
を
も

｢見
立
て
る
｣
こ
と
の
で
き
る
精
神

で
あ
り
'
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず

『
又
十
体
』
の
冒
頭
に
出
て
く
る

｢目
利
き
｣
を

可
能
に
す
る
精
神
あ
る
い
は
感
覚
で
あ
ろ
う
｡
割
れ
た
瓶
を
花
瓶
に
み
た
て
'
似
合
う

花
を
捜
す
の
は
'
よ
い
道
具
を
見
分
け
る
に
等
し
い
'
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
の
目
利
き

の
力
を
必
要
と
す
る
｡
こ
の
捨
て
ら
れ
た
も
の
を
も
含
め
た
見
立
て
は
'
『
又
十
体
』

で
は
､
｢見
合
い
心
聞
｣
と
い
う
言
葉
で
示
さ
れ
て
い
る
｡
茶
室
固
有
の
美
的
空
間
は

こ
う
し
た
総
合
的
な
感
覚
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
｡

紹
鴎
は
面
白
き
茶
湯
を

｢
こ
れ
は
枯
れ
木
か
と
思
え
ば
､
ち
ゃ
っ
と
花
を
咲
く
様
｣

と
表
現
し
た
が
'
枯
れ
木
の
み
な
ら
ず
､
灰
､
炭
火
､
茶
､
日
の
光
'
所
作
'
日
常
的

な
も
の
す
べ
て
が
'
茶
室
空
間
の
中
で

｢ち
ゃ
っ
と
花
咲
く
よ
う
｣
に
変
容
す
る
｡
こ

の
所
作
と
美
的
感
覚
の
習
骨
法
と
し
て

｢
ひ
え
た
｣
､
｢愁
え
た
｣
､
｢わ
び
た
｣､
｢た

け
た
｣､
｢ど
う
け
た
｣
の
五
箇
条
が
も
う
け
ら
れ
､
こ
の
五
箇
条
の
規
範
が
､
定
家
が

粒
鬼
体
と
し
て
取
り
上
げ
た
白
楽
天
の
詩
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る

〈3"0
も
ち
ろ
ん
､

紹
鴎
に
と
り
'
こ
の
詩
の
精
神
は
､
｢枯
れ
か
じ
け
て
寒
か
れ
｣
と
同
じ
で
あ
ろ
う
｡

こ
こ
で
も
､
我
々
は
再
び
､
定
家
の
詩
論
の
茶
湯
に
お
け
る
継
承
と
そ
の
日
常
的
空
間

に
お
け
る
実
現
に
で
あ
う
｡
定
家
の
粒
鬼
体
は
､
点
前
､
捨
て
ら
れ
た
も
の
の
見
立
て
､

そ
し
て

｢ど
う
け
た
｣
精
神
に
変
容
さ
れ
つ
つ
､
具
体
化
さ
れ
て
い
る
｡

一
般
に
'
珠
光
､
紹
鴎
の
俺
び
茶
を
利
休
が
受
け
継
い
で
い
る
と
さ
れ
て
い
る
が
､

利
休
の
師
匠
は
紹
鴎
だ
け
で
は
な
く
'
能
阿
鮒
の
系
列
を
受
け
継
い
だ
道
陳
も
利
休
の

師
で
あ
り

(芋

利
休
は
､
た
と
え
ば
､
『
又
十
体
』
の
習
う
べ
き
も
の
と
し
て
能
乱
舞

の
次
に
'
剣
法
を
付
け
加
え

(芋

茶
室
を
北
向
き
か
ら
南
向
き
に
変
え
'
ま
た
'
そ

の
茶
風
は
山
上
宗
二
に
よ
れ
ば
､
｢宗
易
は
名
人
な
れ
ば
'
山
を
谷
､
西
を
東
と
､
茶

湯
の
法
を
破
り
､
自
由
に
せ
ら
れ
て
も
､
面
白
し

(汁)｣
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
'

か
な
り
紹
鴎
の
茶
風
と
は
異
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
｡
あ
る
い
は
ま
た
､

山
上
宗
二
は
紹
鴎

T
の
弟
子
で
あ
る
辻
弦
歳
を

｢目
も
利
か
ず
､
茶
湯
も
天
下

1
の
下

ノ手
な
り
､
上
手
の
弟
子
に
な
り
て
も
不
作
為
の
人
は
下
手
な
り
｣
と
評
し
て
も
い
る
｡

ま
た
'
『
紹
鴎
俺
び
の
文
』
に
も
､
茶
湯
の
本
来
の
姿
は
遠
来
の
客
人
を
も
て
な
し
､

主
客
と
も
に
心
を
慰
め
合
う
こ
と
で
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る

(望
｡
紹
鴎
と
利
休
と
の

相
違
は

『南
方
録
』
の
二
つ
の
歌
か
ら
も
推
測
さ
れ
る
で
あ
ろ
う

(誓

利
休
は
武
士

階
級
の
中
で
権
勢
を
誇
っ
た
茶
人
で
も
あ
り
､
純
粋
な
町
方
の
茶
湯
の
姿
は
'
珠
光
の

書
と
さ
れ
る

『
心
の
文
』
と
紹
鴎
に
認
め
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡

Ⅲ

茶
湯
と
ポ
ッ
プ
-
日
常
的
な
も
の
の
崇
高

谷
川
徹
三
に
よ
れ
ば
､
茶
湯
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
芸
術
の
概
念
を
あ
て
は
め
れ
ば
'

｢身
体
の
所
作
を
媒
介
と
す
る
演
出
の
芸
術
｣
に
属
し
､
こ
の
芸
術
の
な
か
で
､
中
心

と
な
る
も
の
は
､
舞
踊
や
演
劇
で
あ
る

(8)O
絵
画
や
彫
刻
を
中
心
と
す
る
造
形
芸
術

の
な
か
で
､
工
芸
美
術
が
そ
の
周
辺
に
位
置
す
る
よ
う
に
､
茶
湯
は
､
舞
踊
や
演
劇
を

中
心
と
す
る
身
体
を
介
す
る
芸
術
の
周
辺
に
位
置
す
る
｡
茶
湯
の
演
劇
性
は
､
は
や
く

は
岡
倉
天
心
に
も
指
摘
さ
れ
､
点
前
の
仕
舞
い
的
要
素
は
す
で
に
紹
鴎
に
意
図
さ
れ
て

い
た
が
､
演
劇
や
舞
踊
と
茶
湯
と
の
相
違
は
､
演
者
と
観
客
と
の
区
別
の
な
さ
は
言
う

ま
で
も
な
く
､
そ
の

｢日
常
か
ら
の
隔
離
｣
の
な
さ
に
あ
る
｡
谷
川
の
要
を
得
た
表
現

を
借
り
る
な
ら
､
｢そ
れ
は
舞
台
と
い
う
わ
く
の
中
で
は
な
く
､
日
常
生
活
と
の
完
全

な
隔
離
の
な
い
ま
ま
に
'
い
わ
ば
半
ば
､
日
常
生
活
空
間
の
な
か
で
､
日
常
生
活
の
場

面
を
作
り
上
げ
る
の
で
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
'
身
体
の
所
作
も
､
舞
踊
や
演
劇
に
お
け

る
よ
う
な
物
ま
ね
で
も
な
け
れ
ば
'
ま
た
､
生
活
と
離
れ
た
純
粋
な
形
の
美
し
さ
だ
け

を
目
指
し
た
身
体
表
現
で
も
な
い
｣｡

わ
く
を
持
た
な
い
芸
術
は
な
い
｡
絵
画
の
額
縁
も
そ
う
で
あ
る
が
'
現
代
に
は
額
縁

を
意
識
的
に
廃
す
る
傾
向
も
あ
る
が
'
美
術
館
や
ギ
ャ
ラ
リ
ー
と
い
う
大
き
な
枠
を
持

つ
｡
あ
る
い
は
そ
の
外
で
展
示
さ
れ
る
場
合
で
も
､
多
様
な
種
類
の
情
報
が
わ
く
を
形

作
る
で
あ
ろ
う
｡
芝
居
が
劇
場
か
ら
離
れ
て
街
角
で
演
じ
ら
れ
る
場
合
で
も
､
演
者
の

衣
装
や
化
粧
､
そ
し
て
ま
た
所
作
が
わ
く
を
作
る
｡
い
か
に
真
に
迫
っ
た
模
倣
で
あ
れ
､

真
の
狂
気
と
演
技
と
し
て
の
狂
気
と
は
即
座
に
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
｡
で
は
茶
湯

を
芸
術
た
ら
し
め
る
わ
く
は
な
に
か
｡

茶
室
や
庭
､
路
地
が
わ
く
を
作
る
の
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
､
谷
川
に
よ
れ
ば
､
｢点

前
の
方
式
｣
が
日
常
的
所
作
を
日
常
か
ら
隔
離
し
､
独
立
し
た
意
味
を
持
た
せ
'
｢
ハ

レ
の
所
作
｣
に
す
る
｡
ま
た
日
常
雑
器
と
し
て
作
ら
れ
た
も
の
'
あ
る
い
は
捨
て
ら
れ

た
も
の
が
見
出
さ
れ
'
見
立
て
ら
れ
､
取
り
上
げ
ら
れ
て
､
ケ
の
も
の
か
ら
ハ
レ
の
も

の
に
な
る
｡
周
知
の
こ
と
だ
が
､
銘
か
ご
も
そ
う
で
あ
り
'
珍
重
さ
れ
て
い
る
井
戸
茶

碗
や
高
麗
茶
碗
も
そ
う
で
あ
る
｡
目
利
き
は
紹
鴎
が
最
も
重
要
と
考
え
た
茶
数
寄
の
能

力
で
あ
っ
た
｡

茶
の
世
界
に
お
け
る
ハ
レ
と
ケ
と
の
奇
妙
な
非
連
続
で
あ
り
つ
つ
､
連
続
的
な
関
係
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は
'
い
つ
も
現
代
芸
術
の
例
え
ば
デ

ュ
シ
ャ
ン
の
レ
デ
ィ
ー

･
メ
ー
ド
を
思
い
出
さ
せ

る
の
だ
が
'
デ

ュ
シ
ャ
ン
の
レ
デ
ィ
ー

･
メ
ー
ド
は
'
日
常
的
な

も
の
か
ら
選
択
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
が
'
選
択
さ
れ
た
後
に
は
日
常
と
の
接
点
を
全
く
持
た
な
い
｡
そ
れ
に

対
し
て
､
井
戸
茶
碗
は
点
前
の
中
で
人
の
手
に
触
れ
続
け
､
そ
の
感
触
は
日
常
の
中
で

も
持
続
す
る
｡
点
前
の
所
作
は
､
晴
れ
の
所
作
と
し
て
､
洗
練
さ
れ
､
仕
舞
い
的
な
美

し
さ
を
持

つ
｡
し
か
し
そ
の
所
作
は
完
全
に
日
常
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
し
ま
わ
な
い
｡

点
前
の
所
作
の
あ
る
部
分
は
日
常
の
中
で
無
意
識
に
反
復
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
｡
私
は
茶

湯
は
基
本
的
に
ポ
ッ
プ
の
精
神
に
よ

っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
考
え
て
き
た
が
､

そ
の
理
由
は
､
誰
も
が
気
づ
く
よ
う
に
､
そ
れ
が
日
常
的
な
所
作
そ
の
も
の
を
芸
術
に

し
た
点
だ
け
で
は
な
い
｡
こ
の
点
も
非
常
に
重
要
で
あ
る
が
､
し
か
し
そ
れ
よ
り
も
､

日
常
的
な
身
の
回
り
の
も
の
､
茶
､
茶
碗
は
言
う
に
及
ぼ
す
､
灰
や
炭
の
火
'
日
の
光
､

花
を
美
的
対
象
と
し
て
変
容
せ
し
め
る
点
に
あ
る
｡

現
代
の
ポ

ッ
プ
ア
ー
ト
に

｢日
常
的
な
崇
高
｣

(Everyday
Sublime)
を
兄
い
だ

す
批
評
家
も
い
る
が

(号

茶
湯
に
こ
そ
こ
の
呼
び
名

が
ふ
さ
わ

し
い

の
で
は
な
か
ろ

う
か
｡
そ
し
て
さ
ら
に
よ
り
大
き
な
茶
の
大
衆
性
は
'
そ
の
日
常
と
の
連
続
性
に
あ
る
｡

こ
の
連
続
性
に
よ
り
茶
は
婦
女
子
の
礼
儀
作
法
と
し
て
通
俗
化
す
る
が
､
し
か
し
こ
の

大
衆
性
に
よ
り
､
定
家
の
歌
論
は
､
通
俗
化
さ
れ
た
形
で
は
あ
れ
'
そ
し
て
ま
た
意
識

さ
れ
な
い
形
で
人
々
の
日
常
の
中
に
入
っ
て
い
っ
た
｡
こ
う
し
た
人
々
の
間
に
浸
透
し

て
い
っ
た

｢ひ
え
'
か
れ
｣
の
精
神
が
あ
る
い
は
俳
句
の
世
界
を
も
準
備
し
た
と
言
え

る
か
も
知
れ
な
い
｡
あ
る
い
は
現
代
の
わ
れ
わ
れ
の
う
ち
に
あ
る
減
算
的
な
感
覚
を
ど

こ
か
で
支
え
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
｡
こ
う
し
た
意
味
に
お
い
て
も
茶
湯
は
日
本
の
文

化
と
そ
の
連
続
性
に
非
常
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
0

も
ち
ろ
ん
､
日
本
と
い
う
意
識
､
そ
し
て
ま
た
日
本
文
化
の
連
続
性
と
い
う
意
識
が
'

近
代
に
作
り
上
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
､
前
提
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
'
文

化
を
論
じ
る
場
合
た
え
ず
配
慮
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
が
'
文
化
の
担
い
手
の
側
に
､

継
承
と
変
容
と
い
う
形
で
受
け
継
が
れ
た
要
素
が
果
た
し
て
ま

っ
た
く
な
か

っ
た
の

か
､
さ
ら
に
議
論
を
展
開
し
て
ゆ
き
た
い
と
考
え
て
い
る
｡
な
お
､
最
後
に
も
う

一
言
､

茶
の
世
界
で
経
験
さ
れ
う
る
日
常
的
な
も
の
の
崇
高
､
そ
れ
は
日
常
的
な
も
の
の
ポ

エ

ジ
ー
と
言
い
換
え
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
が
､
こ
の
日
常
的
な
も
の
の
ポ

エ
ジ
ー
は
､
『
古

今
和
歌
集
』
仮
名
序
の
冒
頭
の
言
葉
を
思
い
起
こ
さ
せ
よ
う
｡

や
ま
と
う
た
は
'
ひ
と
の
こ
こ
ろ
を
た
ね
と
し
て
､
よ
ろ
づ
の
こ
と
の
葉
と
ぞ
な

れ
り
け
る
｡
(-
‥
J

花
に
な
く
う
ぐ
い
す
､
み
づ
に
す
む
か
は
づ
の
こ
ゑ
を
き
け

ば
'
い
き
と
し
い
け
る
も
の
､
い
づ
れ
か
う
た
を
よ
ま
ざ
り
け
る
｡

あ
る
い
は
こ
の
や
ま
と
う
た
の
始
ま
り
は
､
日
本
的
な
も
の
の
原
点
と
い
う
よ
り
も
'

詩
的
な
も
の
､

エ
ス
テ
ー
テ
ィ
ッ
シ
ュ
な
も
の
の
源
泉
の
ひ
と
つ
と
言

っ
た
ほ
う
が
よ

い
の
か
も
し
れ
な
い
｡
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)
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)

(
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『茶
会
記
の
研
究
』
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成
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年
､

一
七
頁
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福
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書
の
研
究
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化
論
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頁
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版
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～
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｣
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頁
｡

(8
)
｢さ
さ
め
ご
と
｣
『
連
歌
論
集

能
楽
論
集

俳
論
集
』
(日
本
古
典
文
学
全
集
五
こ
､
小

学
館
､

二

一四
頁
｡

(
9
)
岡
本
彦

一
は
心
敬
の
美
的
理
念
と
し
て

｢や
せ
､
さ
む
く
'
ひ
え
､
こ
ほ
り
た
る
｣
を

挙
げ
て
い
る
が

(岡
本
彦

1
『
心
敬
の
世
界
』
桜
楓
社
'
昭
和
四
八
年
､
七
五
～

1
1
0

頁
)'
心
敬
の
詩
の
規
範
を
あ
ら
わ
し
た

｢水
精
の
も
の
に
瑠
璃
を
も
り
た
る
よ
う
に
｣
あ

る
い
は

｢五
尺
の
あ
や
め
に
水
を
か
け
た
る
ご
と
く
｣
か
ら
解
さ
れ
る
よ
う
に
､
｢か
れ
｣

が
独
立
し
て
詩
の
規
範
に
な
る
こ
と
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
｡
『老
い
の
く
り
ご
と
』
で
は
､

｢か
れ
た
る
方
｣
が

一
度
使
わ
れ
て
い
る
が
､
他
の
版
で
は

｢ひ
え
た
る
｣
と
な
っ
て
お

り
､
｢か
れ
｣
が
ひ
と
つ
の
規
範
と
し
て
現
れ
て
い
た
と
し
て
も
'
｢ひ
え
｣
と
同
様
の
意

味
合
い
で
使
わ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
｡
そ
れ
に
た
い
し
て

『
心
の
文
』
は

｢か
れ
｣
を
よ
り
高
次
で
､
｢ひ
え
｣
と
は
異
種
の
概
念
と
し
て
扱
っ
て
い
る
｡

(
10
)
｢枯
れ
｣
が
茶
湯
が
も
た
ら
し
た
新
し
い
美
的
概
念
で
あ
る
か
ど
う
か
は
ま
だ
推
測
に
過

ぎ
な
い
が
､
｢冷
え
枯
れ
｣
の
境
地
は
心
敬
の

｢枯
野
の
薄
｣
の
延
長
線
上
に
あ
り
､
さ
ら

に
そ
の
背
景
に
正
徹
が
'
そ
し
て
さ
ら
に
定
家
が
ひ
か
え
て
い
る
｡
し
か
し
も
ち
ろ
ん

｢枯



日本における美的概念の変遷

れ
｣
は
伝
統
的
な
美
的
感
覚
の
た
ん
な
る
継
承
で
は
な
い
｡
伝
統
的
な
美
意
識
の
日
常
化

そ
れ
自
体
が
異
質
性
を
は
ら
ん
で
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
'
伝
統
的
な
感
覚
の
継

承
は
､
新
し
い
感
覚
を
介
し
て
､
す
な
わ
ち
新
た
な
生
気
づ
け
あ
る
い
は
リ
ア
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テ
ィ
ー

を
介
し
て
行
わ
れ
て
い
る
｡

(11
)
｢珠
光
の
風
体
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悉
く
改
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追
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し
た
｣
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上
宗
二
記
』
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道
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』
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巻
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三
頁
｡
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｡
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が
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