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前
口
上

　藤
森
流
茶
室
と
は
何
か
　	

藤
森
照
信

　
４
０
０
年
前
に
千
利
休
が
つ
く
り
出
し
た
茶
室
と
は
閉
じ
た
空
間
で
あ
る
。
空
間
と
社
会
か
ら
な
る
外
界

に
対
し
自
閉
を
旨
と
し
て
生
ま
れ
て
い
る
。
自
閉
が
言
い
過
ぎ
な
ら
内
向
と
言
っ
て
も
い
い
。

　
千
利
休
は
畳
２
枚
の
極
小
茶
室
を
三
度
つ
く
っ
た
。
臨
戦
時
の
仮
設
の�
囲
い
�と
し
て
天
下
を
目
指
す

秀
吉
用
に
急
造
し
た「
待
庵
」が
最
初
で
、
次
は
大
坂
城
の
山
里
丸
の
一
画
に
、
最
後
は
京
の
聚
楽
第
の
利

休
屋
敷
の
中
に
。

　「
待
庵
」の
外
界
は
戦
場
で
あ
る
。
山
里
丸
の
す
ぐ
上
に
は
豪
壮
な
大
坂
城
が
聳
え
立
ち
、
隣
り
に
は
天

下
人
と
な
っ
た
秀
吉
の
御
殿
が
広
が
る
。
利
休
屋
敷
は
、
秀
吉
が
築
い
た
金
色
に
輝
く
聚
楽
第
の
隅
に
静
か

に
佇
む
。
利
休
が
茶
会
を
開
く
と
き
、
に
じ
り
口
か
ら
入
っ
た
が
最
後
、
決
し
て
外
を
眺
め
る
こ
と
な
く
、

4
時
間
を
外
界
を
忘
れ
て
過
ご
し
た
。
場
合
に
よ
っ
て
は
鬱
陶
し
い
時
間
と
空
間
だ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

　
明
治
以
後
、
近
代
に
な
り
、
日
本
に
建
築
家
と
建
築
界
が
出
現
し
て
か
ら
、�
内
向
の
季
節
�は
二
度
訪
れ

て
い
る
。

　
ま
ず
、
1
9
2
0（
大
正
9
）年
結
成
の
分
離
派
建
築
会
が
最
初
の
内
向
を
敢
行
す
る
。

　
当
時
の
建
築
界
を
リ
ー
ド
し
て
い
た
の
は
社
会
政
策
派
で
、
佐
野
利
器
、
内
田
祥
三
を
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
、

内
務
省
と
組
み
、
建
築
の
耐
震
化
、
木
造
都
市
の
防
火
化
、
貧
し
い
人
々
の
住
宅
改
良
を
掲
げ
、
着
々
と
成

果
を
あ
げ
て
い
た
。
や
が
て
こ
の
流
れ
の
先
で
、
関
東
大
震
災
復
興
の
一
大
都
市
計
画
が
実
行
さ
れ
、
ま
た

同
潤
会
ア
パ
ー
ト
メ
ン
ト
が
つ
く
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

　
社
会
政
策
派
は
、
建
築
デ
ザ
イ
ン
に
つ
い
て
は『
建
築
非
芸
術
論
』を
打
ち
出
し
、
明
治
の
コ
ン
ド
ル
、

辰
野
金
吾
に
よ
り
確
立
さ
れ
て
い
た�
芸
術
と
し
て
の
建
築
�の
流
路
を
大
き
く
曲
げ
よ
う
と
し
て
い
た
。
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芸
術
表
現
の
行
き
先
に
危
機
を
感
じ
た
堀
口
捨
己
ほ
か
の
分
離
派
メ
ン
バ
ー
は
、
都
市
と
社
会
か
ら
な
る

外
界
に
背
を
向
け
、
自
己
の
内
面
に
閉
じ
籠
り
、
そ
こ
か
ら
芸
術
表
現
の
自
立
と
再
生
を
目
指
し
た
。

　
堀
口
の
初
期
の
代
表
作
が
東
京
近
郊
の
田
園
地
帯
に
立
つ
小
住
宅「
紫
烟
荘
」（
1
9
2
6
年
）で
、
そ
の
解

説
文
の
表
題
は「
建
築
に
お
け
る
非
都
市
的
な
る
も
の
」。

　
都
市
と
社
会
の
実
際
的
要
求
に
正
面
か
ら
応
え
よ
う
と
す
る
社
会
政
策
派
の
建
築
家
も
、
た
く
さ
ん
の
建

築
を
、
表
現
と
し
て
は
歴
史
主
義
も
し
く
は
無
味
乾
燥
な
コ
ン
ク
リ
ー
ト
建
築
を
つ
く
り
続
け
る
が
、
そ
う

し
た
建
築
の
中
に
分
離
派
は
芸
術
表
現
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
感
じ
る
こ
と
は
で
き
ず
、
ひ
と
ま
ず
、
社
会
と
都

市
を
逃
れ
て
田
園
の
小
住
宅
に
立
て
籠
も
っ
た
の
で
あ
る
。

　
大
正
期
末
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
、
青
年
建
築
家
た
ち
は
内
向
の
季
節
の
中
に
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ

の
後
、
彼
ら
は
再
び
社
会
の
中
に
出
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。
こ
の
辺
の
事
情
は
、
思
想
的
に
は
社
会
主
義
思

想
の
建
築
界
へ
の
浸
透
、
デ
ザ
イ
ン
上
で
は
表
現
派
か
ら
バ
ウ
ハ
ウ
ス
へ
の
移
行
、
と
い
っ
た
問
題
が
か
ら

み
、
や
や
こ
し
い
の
で
省
く
が
、
以
後
の
歴
史
を
辿
る
と
、
1
9
3
5（
昭
和
10
）年
を
境
に
、
分
離
派
系
が

社
会
政
策
派
に
代
わ
っ
て
建
築
表
現
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
握
り
始
め
る
。
内
向
と
自
閉
の
季
節
を
経
験
し

た
者
が
次
の
新
し
い
季
節
を
切
り
拓
い
た
、
と
歴
史
的
に
は
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
　

　
な
お
堀
口
捨
己
に
つ
い
て
触
れ
る
な
ら
、
分
離
派
の
そ
の
後
の
流
れ
に
属
す
る
前
川
國
男
、
坂
倉
準
三
、

丹
下
健
三
な
ど
が
昭
和
10
年
代
に
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
握
り
始
め
る
と
、
彼
ら
が
結
成
し
た
日
本
工
作
文
化

連
盟
の
名
誉
会
長
的
地
位
に
納
ま
る
も
の
の
、
時
代
か
ら
は
一
歩
身
を
引
き
、
茶
と
茶
室
の
世
界
に
深
く
入

り
込
ん
で
ゆ
く
。

　
仲
間
や
後
輩
が
積
極
的
に
社
会
や
時
代
に
働
き
か
け
て
ゆ
く
の
を
尻
目
に
、
内
向
状
態
を
一
人
堅
持
し
て

い
る
。
そ
の
自
閉
ぶ
り
は
徹
底
し
、
晩
年
の
姿
を
見
た
者
は
な
く
、
死
が
確
認
さ
れ
た
の
は
、
没
後
11
年
し

て
か
ら
で
あ
っ
た
。

　
二
度
目
の
内
向
の
季
節
が
訪
れ
た
の
は
、
戦
後
で
、
70
年
代
の
こ
と
だ
っ
た
。

　
戦
後
の
建
築
界
は
前
川
、
坂
倉
、
丹
下
に
よ
っ
て
推
進
さ
れ
、
建
築
の
デ
ザ
イ
ン
は
、
戦
後
民
主
主
義
に
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ふ
さ
わ
し
く
社
会
に
開
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
、
そ
れ
に
巧
み
に
応
え
た
の
が
広
場
と
ピ
ロ
テ
ィ
だ
っ
た
。

　
こ
の
広
場
と
ピ
ロ
テ
ィ
の
2
つ
に
よ
り
、
戦
後
と
い
う
民
主
主
義
の
時
代
の
社
会
的
要
求
に
前
川
、
坂
倉
、

丹
下
は
応
え
続
け
る
が
、
1
9
6
0
年
、
引
き
続
く
世
代
が
変
化
を
起
こ
す
。
メ
タ
ボ
リ
ズ
ム
で
あ
る
。

　
黒
川
紀
章
、
菊
竹
清
訓
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
メ
タ
ボ
リ
ズ
ム
の
グ
ル
ー
プ
は
、
建
築
に
よ
っ
て
社
会
と

時
代
の
要
求
に
応
え
る
段
階
を
越
え
、
建
築
に
よ
っ
て
社
会
を
変
え
、
時
代
を
動
か
そ
う
と
志
す
。

　
戦
後
の
高
度
成
長
期
を
経
て
、
豊
か
に
な
っ
た
日
本
の
社
会
が
消
費
の
時
代
を
迎
え
よ
う
と
し
た
そ
の
矢

先
、
メ
タ
ボ
リ
ズ
ム
は
建
築
と
い
う
誰
の
目
に
も
明
ら
か
な
人
工
物
に
よ
っ
て
時
代
と
社
会
の
行
く
先
を
示

そ
う
と
し
た
。
建
築
の
よ
う
な
本
来
、
固
定
的
で
不
動
な
人
工
物
す
ら
、
新
陳
代
謝
を
繰
り
返
し
な
が
ら
、

成
長
し
増
殖
し
続
け
る
。

　
明
治
に
日
本
の
建
築
界
が
始
ま
っ
て
以
来
、
メ
タ
ボ
リ
ズ
ム
く
ら
い
広
く
社
会
に
語
り
か
け
る
こ
と
に
成

功
し
た
建
築
運
動
は
な
い
だ
ろ
う
。

　
拡
大
す
る
経
済
と
大
量
消
費
が
日
本
の
社
会
で
始
ま
り
、
メ
タ
ボ
リ
ズ
ム
が
生
ま
れ
た
す
ぐ
後
、
奇
妙
な

現
象
が
建
築
界
の
一
部
に
観
察
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

　
1
9
6
4
年
、磯
崎
新
の「
中
山
邸
」が
、1
9
6
7
年
、原
広
司
の「
伊
藤
邸
」が
つ
く
ら
れ
る
。
磯
崎
は
、

メ
タ
ボ
リ
ズ
ム
へ
の
参
加
を
求
め
ら
れ
な
が
ら「
な
ん
と
な
く
馴
染
め
ぬ
も
の
を
覚
え
て
断
り
」、
原
は
メ

タ
ボ
グ
ル
ー
プ
よ
り
少
し
若
く
誘
わ
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。

　「
中
山
邸
」の
中
か
ら
外
は
一
切
見
る
こ
と
は
で
き
ず
、「
伊
藤
邸
」は
窓
は
む
ろ
ん
明
り
取
り
す
ら
屋
根
に

小
さ
く
開
い
て
い
る
だ
け
だ
っ
た
。

　
磯
崎
と
原
が
先
駆
的
に
試
み
た
完
全
自
閉
小
住
宅
の
動
き
は
お
よ
そ
10
年
間
を
置
い
て
引
き
継
が
れ
、
安

藤
忠
雄
は
窓
も
な
く
出
入
口
す
ら
わ
か
ら
ぬ「
住
吉
の
長
屋
」（
1
9
7
6
年
）を
、
伊
東
豊
雄
は
出
入
口
は
ド

ア
が
付
い
て
い
る
か
ら
わ
か
る
が
窓
は
中
庭
に
向
か
っ
て
小
さ
く
開
く「
中
野
本
町
の
家
」（
1
9
7
6
年
）を
、

毛
綱
モ
ン
太
は
三
重
の
殻
の
内
側
に
身
を
隠
す「
反
住
器
」（
1
9
7
2
年
）を
、
世
に
問
う
。
自
閉
性
住
宅
に

つ
い
て
初
め
て
言
語
化
し
た
の
は
坂
本
一
成
で
、
1
9
6
9
年
、「
閉
じ
た
箱
」と
明
言
し
て
い
る
。
い
ず
れ
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も「
野
武
士
の
世
代
」に
属
す
る
。

　
拡
大
す
る
経
済
と
大
量
消
費
を
謳
歌
す
る
社
会
に
背
を
向
け
、
閉
じ
た
箱
の
中
に
閉
じ
籠
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
時
期
の
こ
と
は
私
も
同
世
代
の
建
築
史
家
と
し
て
知
っ
て
い
る
が
、
時
代
の
流
れ
に
馴
染
め
ぬ
も
の

を
感
じ
て
い
た
し
、
抵
抗
し
た
い
気
持
ち
も
あ
っ
た
。
安
藤
や
伊
東
や
毛
綱
や
坂
本
が
自
閉
し
た
の
は
、
建

築
を
つ
く
る
と
い
う
こ
と
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
守
ろ
う
と
思
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
。
外
界
を
忘
れ
て
小
住
宅
の
内

側
に
閉
じ
籠
る
し
か
手
は
な
か
っ
た
。
同
じ
こ
ろ
、
伊
東
は「
菊
竹
清
訓
氏
に
問
う
、
わ
れ
ら
の
狂
気
を
生

き
延
び
る
道
を
教
え
よ
」（『
建
築
文
化
』1
9
7
5
年
10
月
号
）と
悲
痛
な
叫
び
を
あ
げ
て
い
る
が
、
小
住
宅
に
自

閉
し
た
か
ら
と
い
っ
て
建
築
の
本
質
が
生
き
延
び
る
保
証
な
ど
な
い
、
そ
う
自
覚
す
れ
ば
こ
そ
の
叫
び
で
あ

っ
た
。

　
一
度
目
は
分
離
派
、
二
度
目
は
野
武
士
。
そ
し
て
、
一
度
目
と
同
じ
よ
う
に
、
二
度
目
も
内
向
と
自
閉
の

季
節
を
通
り
抜
け
た
後
、
社
会
と
時
代
の
中
へ
再
び
打
っ
て
出
て
行
き
、
や
が
て
一
度
目
と
同
じ
よ
う
に
建

築
界
を
リ
ー
ド
す
る
よ
う
に
な
る
。

　
今
の
建
築
界
は
ど
ん
な
状
況
に
あ
る
ん
だ
ろ
う
。
日
欧
米
の
建
築
先
進
国
と
中
国
、
東
欧
な
ど
の
建
築
新

興
国
と
で
は
様
相
が
違
う
。
前
者
は
20
世
紀
建
築
が
成
熟
し
安
定
状
態
に
達
し
、
鉄（
金
属
）と
ガ
ラ
ス
の
箱

型
建
築
が
主
流
を
な
し
て
い
る
。
一
方
、
後
者
で
は
、
建
築
先
進
国
か
ら
の
建
築
家
が
彫
刻
に
近
い
よ
う
な

個
性
的
で
派
手
な
姿
を
実
現
し
て
い
る
。

　
20
世
紀
の
延
長
上
の
大
き
な
箱
が
都
市
を
埋
め
、
そ
れ
ら
に
囲
ま
れ
た
広
場
で
建
築
と
い
う
名
の
巨
大
記

念
碑
が
踊
り
を
踊
る
ー
そ
ん
な
光
景
を
21
世
紀
初
頭
の
建
築
界
は
呈
し
て
い
る
。
地
球
を
覆
い
尽
く
す
資
本

主
義
が
も
た
ら
し
た
必
然
的
光
景
に
ち
が
い
な
い
。

　
そ
ん
な
光
景
を
遠
く
近
く
眺
め
て
い
る
と
、
小
さ
な
建
築
が
愛
お
し
く
な
る
。
小
さ
い
建
築
の
中
に
こ
そ

建
築
の
本
質
が
あ
る
、
と
思
っ
た
り
も
す
る
。

　
大
き
な
鉄
と
ガ
ラ
ス
の
箱
と
、
踊
り
を
踊
る
よ
う
な
巨
大
記
念
碑
に
馴
染
め
な
い
も
の
を
覚
え
る
建
築
家
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に
は
、
茶
室
に
取
り
組
む
こ
と
を
す
す
め
た
い
。
現
在
、
世
界
に
数
あ
る
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
タ
イ
プ
の
中
で
内

向
と
自
閉
を
テ
ー
マ
と
す
る
の
は
茶
室
の
ほ
か
に
な
い
か
ら
だ
。

　
で
も
こ
こ
に
一
つ
難
題
が
生
ず
る
。
住
宅
の
依
頼
は
あ
っ
て
も
茶
室
が
付
属
す
る
な
ん
て
ま
ず
考
え
ら
れ

な
い
。
注
文
が
あ
っ
て
こ
そ
設
計
は
始
ま
る
。

　
注
文
な
し
で
ど
う
動
く
。
簡
単
な
こ
と
、
自
分
で
つ
く
れ
ば
い
い
。

　
元
々
、
茶
室
は
そ
う
い
う
体
質
を
は
ら
ん
で
始
ま
っ
て
い
る
。
秀
吉
が
天
下
分
け
目
の
天
王
山
の
戦
い
に

臨
む
に
当
た
り
、
本
陣
を
置
い
た
宝
積
寺
に
茶
頭
の
利
休
が
急
造
し
た
の
が
か
の「
待
庵
」で
あ
っ
た
。
当
時
、

こ
う
し
た
臨
時
の
茶
室
を�
囲
い
�と
呼
び
、
利
休
は
そ
の
名
人
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
あ
り
合
わ
せ
の
材
を

集
め
て
き
て
、
既
存
の
建
物
の
軒
の
下
を
囲
い
、
茶
を
楽
し
む
。

　
そ
れ
く
ら
い
の
レ
ベ
ル
の
工
作
は
、
4
0
0
年
前
の
堺
の
商
人
に
出
来
た
の
だ
か
ら
今
の
建
築
家
に
は

も
っ
と
う
ま
く
出
来
る
。
プ
ロ
の
職
人
の
手
を
借
り
ず
と
も
つ
く
れ
る
し
、
建
築
家
な
ん
だ
か
ら
自
分
の
レ

ベ
ル
に
合
う
デ
ィ
テ
ー
ル
を
考
え
れ
ば
い
い
。

　
も
と
も
と
建
築
の
中
で
茶
室
は
一
番
小
さ
く
、
大
き
く
て
も
4
畳
半
、
小
さ
け
れ
ば
2
畳
、
持
ち
運
べ
る

程
度
の
小
建
築
に
過
ぎ
な
い
。

　
加
え
て
も
う
一
つ
、
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
定
形
は
な
い
。
今
の
茶
道
界
に
は
あ
る
が
、
利
休
の
こ
ろ

は
な
か
っ
た
。
1
8
9
7（
明
治
30
）年
、武
田
五
一
が
近
代
の
建
築
家
と
し
て
初
め
て
茶
室
を
発
見
し
た
と
き
、

そ
の
魅
力
は
造
形
の
自
由
に
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る
。

　
で
も
、
実
際
に
3
畳
相
当
の
茶
室
を
手
掛
け
て
み
る
と
、
あ
り
あ
わ
せ
の
材
料
を
集
め
た
り
、
自
分
た
ち

で
工
夫
し
た
り
は
そ
う
難
し
く
は
な
い
が
、
デ
ザ
イ
ン
は
迷
う
。
定
形
ナ
シ
の
自
由
に
迷
う
。
難
し
い
の
は

造
形
の
中
に
忍
び
込
む
恣
意
性
を
ど
う
抑
え
る
か
。
定
形
ナ
シ
の
自
由
に
任
せ
て
線
を
走
ら
せ
れ
ば
、
現
代

の
踊
る
記
念
碑
と
同
じ
に
な
っ
て
し
ま
う
し
、
安
全
を
求
め
て
定
形
に
近
づ
く
と
現
代
の
大
き
な
箱
の
よ
う

に
表
現
の
鮮
度
は
落
ち
て
し
ま
う
。
ふ
つ
う
の
設
計
の
勘
所
が
、
周
辺
条
件
の
少
な
い
分
だ
け
よ
り
強
く
求

め
ら
れ
る
。
茶
室
は
建
築
の
結
晶
、
と
い
う
か
基
本
単
位
と
い
う
か
、
手
掛
け
る
人
の
建
築
的
特
性
が
そ
の
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13

ま
ま
露
わ
に
な
る
。

　
近
代
の
茶
室
の
う
ち
私
が
訪
れ
た
中
で
一
番
ク
サ
ミ
を
禁
じ
得
な
か
っ
た
の
は
、
白
井
晟
一
が
戦
後
秋
田

で
手
掛
け
た
作
で
、
北
山
杉
の
床
柱
が
畳
に
ズ
ブ
リ
と
刺
さ
っ
て
い
た
。
畏
友
の
鈴
木
博
之
が
伊
豆
松
崎
で

石
山
修
武
に
そ
そ
の
か
さ
れ
て
手
掛
け
た
数
寄
屋
も
、
ミ
ー
ス
の
ク
ロ
ム
メ
ッ
キ
の
十
字
柱
が
畳
の
中
か
ら

立
ち
上
が
っ
て
い
た
。

　
極
小
空
間
、
建
築
の
結
晶
、
空
間
の
基
本
単
位
、
と
し
て
の
茶
室
に
定
形
は
無
用
だ
が
、
自
分
の
法の

り

は
何	

作
か
つ
く
る
う
ち
に
自
ず
と
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
。
私
の
場
合
を
述
べ
よ
う
。

　
1	

ま
ず
、
入
口
は
狭
く
小
さ
く
す
る
。
小
さ
な
入
口
か
ら
潜
り
こ
む
こ
と
で
、
外
界
と
は
別
世
界
の
よ

　	

う
に
感
じ
ら
れ
る
。

　
2	

次
に
、
別
世
界
を
確
保
し
た
う
え
で
、
窓
を
広
く
取
り
、
外
が
見
え
る
よ
う
に
す
る
。
利
休
は
厳
禁

　	

し
た
こ
と
だ
が
、
狭
い
空
間
で
外
も
見
え
ず
に
自
閉
す
る
の
は
鬱
陶
し
い
か
ら
だ
。

　
3	

さ
ら
に
ど
ん
な
に
狭
く
と
も
炉
を
切
り
、
火
か
炭
火
を
点
ず
る
。
火
の
有
無
は
人
の
住
ま
い（
住
宅
）　	

	
	

と
神
の
住
ま
い（
神
殿
）を
分
か
つ
ポ
イ
ン
ト
だ
か
ら
だ
。

　
4	

最
後
に
や
ら
な
い
こ
と
を
挙
げ
る
な
ら
、
床
の
間
、
畳
、
障
子
、
真
壁
と
い
っ
た
、
い
か
に
も
日
本	

　	

の
伝
統
を
感
じ
さ
せ
る
つ
く
り
は
避
け
る
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
こ
れ
ま
で
つ
く
っ
て
き
た
茶
室
は
、
日
本
の
一
部
の
人
は
理
解
し
て
く
れ
る
だ
ろ
う
く

ら
い
の
気
持
ち
で
続
け
て
き
た
が
、
こ
の
ご
ろ
海
外
で
も
理
解
す
る
人
が
い
る
ら
し
く
、
私
の
田
舎
の
村
の

畑
に
つ
く
っ
た「
高
過
庵
」を
ど
こ
で
知
っ
た
の
か
欧
米
や
ア
ジ
ア
の
建
築
関
係
者
が
見
に
来
る
ら
し
い
。

人
戸
70
ほ
ど
の
私
の
生
ま
れ
育
っ
た
信
州
の
寒
村
に
欧
米
人
が
入
る
の
は
、
70
年
前
の
敗
戦
の
と
き
、
武
装

解
除
確
認
の
た
め
ア
メ
リ
カ
兵
が
ジ
ー
プ
で
乗
り
付
け
、
蔵
の
中
を
チ
ェ
ッ
ク
し
て
以
来
、
と
95
歳
の
父
親

が
言
っ
て
い
た
。	

■
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18藤森先生 茶室指南

変
わ
る
生
活
、
変
わ
ら
な
い
茶
室	

　

藤
森
　
原
広
司
先
生
に「
茶
室
は
、
軽
い
気
持
ち
で
や
っ
た
ら
い
か
ん
」と
言
わ
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、

茶
室
に
関
し
て
は
意
外
な
建
築
家
が
興
味
を
持
っ
て
い
ま
す
。
と
は
い
え
、
茶
室
に
興
味
を
持
つ
人
と
持
た

な
い
人
の
差
が
激
し
い
ん
で
す
よ
ね
。

　
戦
後
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
第
一
世
代
の
丹
下
健
三
さ
ん
、
前
川
國
男
さ
ん
、
坂
倉
準
三
さ
ん
は
興
味
を
持
た
な

か
っ
た
。
彼
ら
は
、
伊
勢
神
宮
と
か
桂
離
宮
に
は
関
心
を
持
っ
て
い
ま
し
た
け
ど
、
茶
室
に
対
し
て
は
持
た

な
か
っ
た
。
こ
れ
は
面
白
い
現
象
で
す
。
第
一
世
代
は
み
ん
な
堀
口
捨
己
さ
ん
の
筋
な
ん
で
す
よ
。
戦
前
に
、

日
本
工
作
文
化
連
盟（
１
９
３
６
年
）が
設
立
さ
れ
て
、
堀
口
さ
ん
が
親
玉
で
、
み
ん
な
そ
の
下
に
い
た
。
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
茶
室
に
つ
い
て
は
設
計
も
言
及
も
し
て
こ
な
か
っ
た
。
面
白
い
現
象
で
す
。
そ
う
し
た
戦

後
の
建
築
界
と
茶
室
に
つ
い
て
、
ご
存
じ
な
の
は
先
生
し
か
い
ら
っ
し
ゃ
ら
な
い
。

中
村
　
い
や
、
そ
れ
は
ど
う
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
け
ど
。

藤
森
　
そ
れ
と
も
う
ひ
と
つ
、
茶
室
の
初
歩
的
な
こ
と
、
部
屋
が
小
さ
く
な
る
と
か
、
に
じ
り
口
と
か
、
茶

室
の
要
素
に
つ
い
て
は
い
ろ
い
ろ
な
説
が
あ
る
わ
け
で
す
け
ど
、
そ
う
し
た
こ
と
も
今
さ
ら
言
う
こ
と
で
は

な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
先
生
の
口
か
ら
で
な
い
と
、
私
で
は
示
し
が
つ
か
な
い
の
で
。

中
村
　
そ
ん
な
と
ん
で
も
な
い
。
私
で
お
話
し
で
き
る
か
ど
う
か
。

藤
森
　
先
生
は
、『
茶
道
雑
誌
』に
ず
っ
と
茶
室
の
話
を
書
い
て
お
ら
れ
ま
す
け
ど
、
先
生
が
茶
室
に
関
心
を

持
た
れ
た
の
は
い
つ
ご
ろ
だ
っ
た
ん
で
す
か
？
　
そ
の
あ
た
り
か
ら
お
話
し
い
た
だ
け
ま
せ
ん
か
。

中
村
　
い
ろ
い
ろ
思
い
起
こ
し
て
い
た
ん
で
す
が
、
戦
後
の
昭
和
20
年
代
、
特
に
25（
１
９
５
０
）年
く
ら
い

ま
で
の
あ
い
だ
と
い
う
の
は
、
そ
の
当
時
の
薄
っ
ぺ
ら
な
建
築
雑
誌
を
ご
覧
に
な
っ
て
も
わ
か
り
ま
す
け
ど
、

日
本
住
宅
の
封
建
制
を
排
除
し
よ
う
と
か
、
床
の
間
排
斥
と
か
い
う
話
が
あ
っ
て
…
…
。

藤
森
　
和
風
を
や
め
ろ
み
た
い
な
話
で
す
よ
ね
。
極
端
な
場
合
、
木
造
を
や
め
ろ
と
い
う
主
張
も
ま
か
り
通

堀
口
捨
己（
ほ
り
ぐ
ち
・
す
て
み
、
１
８
９
５

―
１
９
８
４
）

東
京
大
学
の
同
期
生
ら
と
様
式
建
築
を
否
定
す

る
分
離
派
建
築
会
を
結
成
。
の
ち
に
明
治
大
学

な
ど
で
教
鞭
を
と
る
。
数
寄
屋
建
築
、
茶
室
、

庭
園
の
研
究
者
と
し
て
知
ら
れ
、
新
し
い
和
風

の
創
造
に
も
積
極
的
に
か
か
わ
る
。論
文
の「
利

休
の
茶
」で
北
村
透
谷
賞
を
受
賞
。
小
出
邸（
１

９
２
４
年
）、
紫
烟
荘（
１
９
２
６
年
）、
旧
若

狭
邸（
１
９
３
９
年
）、
岩
波
茂
雄
邸（
１
９
５

７
年
）な
ど
を
設
計
し
た
。

日
本
工
作
文
化
連
盟

１
９
３
６
年
に
結
成
さ
れ
た
組
織
で
、
創
設
会

員
は
25
名
。
黒
田
清（
会
長
）、
堀
口
捨
己（
理

事
長
）、
岸
田
日
出
刀
、
佐
藤
武
夫
、
今
井
兼
次
、

坂
倉
準
三
ら
が
名
を
連
ね
た
。
そ
の
後
、
会
員

は
約
６
０
０
名
を
数
え
る
。
建
築
を
含
め
た
造

形
行
為
全
般
を
工
作
と
と
ら
え
、
工
芸
か
ら
都

市
に
至
る
ま
で
を
造
形
文
化
と
し
て
見
直
す
意

味
で
、
ド
イ
ツ
工
作
連
盟
を
規
範
と
し
て
い
た
。

１
９
４
１
年
に
活
動
を
停
止
。
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美似居（びじきょ）
1951（昭和 26）年に朝日新聞社主催で上野・松
坂屋で開かれた、新日本茶道展覧会のためにつ
くられた臨時の茶室。名前の「美似居」は「びにい
る」に漢字を当てたもので、ビニールを多用した
ことにちなむ。

っ
た
。

中
村
　
そ
う
い
う
こ
と
に
つ
な
が
り
ま
す
か
ね
。
そ
う
し
た
諸
説
あ
る
中
で
、
そ
ん
な
も
の
で
も
な
か
ろ
う

と
。
生
活
様
式
な
ど
も
含
め
て
、
も
っ
と
物
事
が
変
わ
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
と
。
日
本
に
な
じ
む
椅
子

生
活
と
い
う
記
事
も
雑
誌
に
載
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
し
た
か
ら
。
た
と
え
ば
、
お
茶
に
し
て
も
、
昭
和
26

（
１
９
５
１
）年
に
上
野
の
松
坂
屋
で
、
新
日
本
茶
道
展
と
い
う
の
が
あ
り
ま
し
た
。
あ
の
と
き
は
、
谷
口
吉

郎
先
生
と
堀
口
捨
己
先
生
の
椅
子
式
の
茶
室
が
展
示
さ
れ
て
い
た
。
谷
口
先
生
は
木
石
舎
、
堀
口
先
生
は
美び

似じ

居き
ょ

を
出
品
さ
れ
て
。
あ
あ
い
う
の
を
見
て
い
る
と
、
私
は
こ
れ
か
ら
お
茶
も
椅
子
式
、
い
わ
ゆ
る

立り
ゅ
う
れ
い
し
き

礼
式
に
な
っ
て
い
く
ん
だ
ろ
う
と
。
今
ま
で
の
畳
の
生
活（
座
礼
）と
い
う
も
の
が
、
だ
ん
だ
ん
捨
象
さ
れ

て
い
く
の
で
は
な
い
か
と
い
う
展
望
を
描
き
ま
し
た
。
そ
う
な
っ
た
と
き
に
、
こ
れ
は
や
は
り
、
日
本
の
建

築
の
伝
統
と
い
う
も
の
を
し
っ
か
り
と
ら
ま
え
て
、
不
易
流
行
の
原
理
を
見
定
め
て
い
か
な
き
ゃ
い
か
ん
と

思
っ
た
。
私
は
、
そ
の
た
め
に
建
築
史
の
道
へ
進
む
こ
と
を
考
え
た
。
そ
こ
で
、
藤
原
義
一
先
生
が
桂
離
宮

を
調
査
さ
れ
る
際
に
同
行
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
…
…
。

藤
森
　
藤
原
先
生
の
下
に
お
ら
れ
た
ん
で
す
か
？

谷
口
吉
郎（
た
に
ぐ
ち
・
よ
し
ろ
う
、
１
９
０

４
―
１
９
７
９
）

生
家
は
金
沢
市
の
九
谷
焼
の
窯
元
。
東
京
大
学

卒
業
後
、
東
京
工
業
大
学
で
教
鞭
を
と
り
、
博

物
館
明
治
村
の
初
代
館
長
と
し
て
も
知
ら
れ
る
。

建
築
家
で
あ
り
、
庭
園
の
研
究
者
。
藤
村
記
念

館（
１
９
５
８
年
）、東
京
国
立
近
代
美
術
館（
１

９
６
８
年
）、
東
京
国
立
博
物
館
東
洋
館（
１

９
６
８
年
）な
ど
を
設
計
し
た
。
著
作
に『
雪

あ
か
り
日
記
』『
修
学
院
離
宮
』な
ど
が
あ
る
。

藤
原
義
一（
ふ
じ
わ
ら
・
ぎ
い
ち
、
1
8
9
5

―
1
9
6
5
）

京
都
大
学
で
天
沼
俊
一
に
師
事
し
全
国
の
古
建

築
、石
建
築
を
調
査
、『
日
本
古
建
築
図
録
』、『
京

都
古
建
築
』の
名
著
が
あ
る
。
遺
構
に
よ
る
書

院
造
の
研
究
は
学
位
論
文
と
な
っ
た
。
武
田
五

一
の
設
計
活
動
に
も
協
力
、
姫
路
城
を
は
じ
め

各
地
の
文
化
財
建
造
物
の
修
理
や
社
寺
建
築
の

設
計
も
手
が
け
、
四
天
王
寺
五
重
塔
再
建
の
設

計
に
も
携
わ
っ
た
。
京
都
大
学
講
師
、
彦
根
工

業
専
門
学
校
、
京
都
工
芸
繊
維
大
学
、
近
畿
大

学
教
授
を
歴
任
。
師
風
を
継
承
し
、
美
術
の
土

居
次
義
、
庭
園
の
重
森
三
玲
と
と
も
に
市
民
に

建
築
の
魅
力
の
啓
発
に
も
努
め
た
。
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中
村
　
そ
う
で
す
。
初
め
て
桂
離
宮
を
見
た
と
き
、
そ
の
印
象
が
非
常
に
強
烈
で
し
た
ね
。
む
し
ろ
、
社
寺

建
築
よ
り
も
、
こ
う
い
う
建
築
と
向
き
合
っ
て
い
く
こ
と
の
ほ
う
が
、
日
本
建
築
の
伝
統
を
未
来
に
伝
え
て

い
け
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
。
し
か
も
、
桂
離
宮
の
よ
う
な
も
の
は
、
ど
う
し
て
も
茶
の
湯
の
思
想
を

無
視
し
て
は
肉
薄
で
き
な
い
よ
う
に
思
え
て
。
で
、
創
元
社
の『
茶
道
全
集
』（
1
9
3
6
〜
37
年
刊
行
）を
読
ん

で
、
茶
の
湯
の
世
界
を
勉
強
し
な
が
ら
茶
室
の
遺
構
を
見
て
回
っ
た
り
し
て
い
ま
し
た
。

藤
森
　
藤
原
先
生
は
、
京
都
大
学
に
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
よ
ね
。

中
村
　
そ
う
で
す
。
藤
原
先
生
は
京
都
大
学
を
昭
和
16（
１
９
４
１
）年
ご
ろ
に
辞
め
ら
れ
て
、
二
条
城
や
姫

路
城
の
修
理
事
務
所
に
お
ら
れ
ま
し
た
。
彦
根
に
あ
る
今
の
滋
賀
大
学
は
も
と
も
と
経
済
の
学
校
で
す
が
、

戦
争
中
、
学
校
そ
の
も
の
が
再
編
さ
れ
て
、
建
築
科
が
で
き
た
と
き
に
、
藤
原
先
生
が
学
科
長
で
来
ら
れ
た
。

そ
の
当
時
、
僕
は
た
ま
た
ま
中
学
4
年
で
、
八
高
の
受
験
に
失
敗
し
て
、
な
ん
と
か
し
な
い
と
え
ら
い
目
に

遭
う
ぞ
と
い
う
こ
と
で
、
た
ま
た
ま
こ
こ
に
受
か
っ
た
も
の
だ
か
ら
、
名
古
屋
か
ら
悠
々
と
疎
開
し
て
い
た

よ
う
な
も
の
で
す
。
そ
れ
で
、
藤
原
先
生
に
ず
っ
と
師
事
す
る
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。
当
時
、
京
都
大

学
の
構
造
の
棚
橋
諒
先
生
も
講
師
と
し
て
お
出
で
に
な
っ
て
い
て
、
卒
業
後
、
棚
橋
先
生
の
研
究
室
に
入
り
、

助
手
に
な
り
ま
し
た
。
や
が
て
藤
原
先
生
が
京
都
工
芸
繊
維
大
学
教
授
に
着
任
さ
れ
て
、
来
て
く
れ
と
い
う

こ
と
で
、
そ
ち
ら
に
移
っ
た
わ
け
で
す
。

藤
森
　
桂
離
宮
を
通
し
て
、
茶
室
に
目
覚
め
る
よ
う
に
な
っ
た
わ
け
で
す
ね
。

中
村
　
そ
う
い
う
こ
と
で
す
。

藤
森
　
そ
の
後
、
松
坂
屋
で
の
展
覧
会
が
あ
っ
て
、
中
村
先
生
も
椅
子
式
に
な
る
だ
ろ
う
と
。
そ
の
予
想
は

外
れ
て
よ
か
っ
た
で
す
ね
。

中
村
　
当
時
は
ホ
ン
ト
に
そ
う
思
い
ま
し
た
。
今
の
よ
う
に
大
衆
化
さ
れ
て
、
畳
の
座
礼
で
あ
る
茶
の
湯
が

伝
統
的
な
芸
能
と
し
て
続
い
て
い
く
と
は
思
わ
な
か
っ
た
。
生
活
様
式
が
変
わ
る
と
と
も
に
、
伝
統
的
な
も

の
も
変
わ
る
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
あ
に
は
か
ら
ん
や
変
わ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
む
し

ろ
、
昭
和
30
年
代
に
な
る
と
流
行
化
と
と
も
に
定
着
化
に
向
か
っ
て
い
き
ま
し
た
よ
ね
。
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藤
森
　
お
茶
の
世
界
は
空
前
の
繁
栄
期
を
迎
え
る
。

中
村
　
茶
の
湯
の
人
口
が
増
え
て
、
家
元
制
度
も
強
化
さ
れ
発
展
し
ま
し
た
。

藤
森
　
予
想
と
は
相
当
違
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

中
村
　
そ
う
で
す
。
だ
か
ら
、
新
し
い
こ
と
を
や
ろ
う
と
い
う
意
欲
が
削
が
れ
て
し
ま
っ
て
、
む
し
ろ
、
古

典
の
研
究
に
向
か
っ
て
い
っ
た
ん
で
す
ね
。
そ
し
て
、
ち
ょ
う
ど
１
９
５
０
年
代
ご
ろ
に
、
宇
治
市
が
茶
室

を
つ
く
る
と
い
う
こ
と
で
、
請
わ
れ
て
提
出
し
た
の
が
椅
子
式
の
茶
室
で
し
た
。

藤
森
　
先
生
の
茶
室
第
一
号
。

中
村
　
今
は
図
面
も
何
も
残
っ
て
ま
せ
ん
け
ど
。
結
局
う
や
む
や
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
、
ふ
つ
う
の
茶
室
が

建
て
ら
れ
ま
し
た
。
や
が
て
、
そ
れ
を
壊
し
て
、
新
し
く
建
て
直
す
と
い
う
こ
と
で
、
20
年
ほ
ど
前
に
、
ま

た
私
の
と
こ
ろ
に
話
が
き
ま
し
た
。
そ
の
く
ら
い
、
物
事
は
変
わ
り
ま
す
。
し
か
し
、
今
度
は
伝
統
を
ふ
ま

え
て
小
間
と
広
間
と
椅
子
席
か
ら
な
る
公
共
の
茶
室
を
工
夫
し
ま
し
た
。

藤
森
　
先
生
の
前
に
、
堀
口
捨
己
が
戦
前
か
ら
や
っ
て
お
ら
れ
た
わ
け
で
す
け
ど
。

中
村
　
ご
存
じ
の
よ
う
に
堀
口
先
生
の『
利
休
の
茶
室
』が
出
た
の
が
、
昭
和
24（
１
９
４
９
）年
な
ん
で
す
け

ど
、
あ
れ
を
見
て
、
私
に
は
と
う
て
い
こ
ん
な
研
究
は
で
き
な
い
と
思
い
ま
し
た
。

藤
森
　
そ
れ
ま
で
堀
口
先
生
と
お
つ
き
合
い
は
？

中
村
　
堀
口
先
生
の
こ
と
は
雑
誌
な
ど
で
拝
見
し
て
い
ま
し
た
け
ど
、
こ
う
い
う
研
究
を
な
さ
る
方
は
ど
う

い
う
方
だ
ろ
う
と
。
茶
碗
の
こ
と
も
書
い
て
お
ら
れ
る
し
、
茶
の
湯
に
つ
い
て
も
言
及
な
さ
る
し
、
ど
う
し

て
こ
ん
な
に
造
詣
が
深
い
の
だ
ろ
う
か
と
。
で
、
初
め
て
先
生
と
お
仕
事
し
た
の
は
、
主
婦
の
友
社
が『
茶

の
湯
全
書
』（
１
９
５
９
年
）を
出
版
し
た
と
き
。「
茶
室
」に
つ
い
て
私
に
書
い
て
も
ら
え
と
先
生
か
ら
言
わ
れ

た
と
い
う
こ
と
で
、
編
集
の
方
が
訪
ね
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。
ま
だ
お
目
に
か
か
っ
て
い
な
い
先
生
か
ら
指
名

さ
れ
た
の
は
、
光
栄
な
こ
と
で
す
か
ら
、
必
死
で
書
き
ま
し
た
。
そ
れ
が
き
っ
か
け
で
す
。
そ
の
本
が
で
き

て
、
初
め
て
先
生
に
お
目
に
か
か
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

藤
森
　
ど
ん
な
印
象
で
し
た
？

藤森茶室_本文.indd   21 2016/02/09   21:50


