
－65－

茶
湯
に
お
け
る
心
理
療
法
的
意
味
に
つ
い
て

甲
南
大
学
　
学
生
相
談
室
　
友
久
茂
子

Ⅰ
　
は
じ
め
に

「
日
本
社
会
が
病
ん
で
い
る
」
と
い
っ
た
思
い
は
、
心
理
療
法
を
日
々
の

営
み
と
す
る
生
活
の
中
で
、
深
く
感
じ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
広
く
社
会
を
見

渡
す
と
少
年
犯
罪
の
増
加
、
凶
悪
化
、
ス
ト
ー
カ
ー
や
少
女
監
禁
事
件
と

い
っ
た
新
し
い
型
の
犯
罪
の
増
加
、
そ
し
て
、
法
の
番
人
で
あ
る
べ
き
警
察

組
織
の
怠
慢
や
腐
敗
な
ど
耳
を
疑
い
目
を
お
お
い
た
く
な
る
よ
う
な
事
件
が

後
を
絶
た
な
い
。
こ
う
い
っ
た
事
件
や
傾
向
に
つ
い
て
は
、
当
事
者
個
人
の

人
格
的
問
題
や
責
任
は
当
然
の
こ
と
と
し
て
も
、
こ
う
い
っ
た
状
況
を
生
み

出
す
社
会
の
現
状
を
、
再
点
検
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
大
き
く
観
る
と
、
そ

こ
に
は
日
本
の
近
代
化
、
情
報
化
に
伴
う
日
本
文
化
の
変
容
、
特
に
日
本
人

が
古
く
か
ら
受
け
継
い
で
き
た
伝
統
文
化
の
沈
滞
や
退
廃
も
見
え
隠
れ
し
て

い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
よ
り
身
近
に
考
え
て
み
る
と
、

家
族
の
あ
り
方
や
人
間
関
係
の
希
薄
化
よ
っ
て
、
日
本
人
が
根
無
し
草
の
様

に
漂
い
始
め
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

伝
統
文
化
に
つ
い
て
最
近
話
題
に
な
っ
た
出
来
事
と
し
て
、
２
０
０
０
年

１
月
に
全
国
初
の
女
性
知
事
が
誕
生
し
た
時
、
大
相
撲
大
阪
場
所
を
目
前
に

し
て
女
性
知
事
は
、
知
事
杯
を
自
ら
の
手
で
、
つ
ま
り
、
土
俵
に
あ
が
っ
て

渡
し
た
い
と
相
撲
協
会
に
申
し
入
れ
た
。
し
か
し
、
相
撲
協
会
側
は
大
相
撲

の
土
俵
に
は
伝
統
的
に
女
性
は
上
が
る
事
が
で
き
な
い
と
主
張
し
た
。
そ
の

た
め
、
男
女
平
等
を
主
張
す
る
グ
ル
ー
プ
か
ら
は
「
知
事
の
公
務
と
し
て
土

俵
に
女
性
が
上
が
る
の
を
拒
否
す
る
の
は
差
別
で
あ
り
、
そ
ん
な
伝
統
は
捨

て
去
っ
て
も
良
い
の
で
は
な
い
か
」
と
主
張
し
、
思
い
が
け
な
く
巷
で
も
、

日
本
の
伝
統
に
対
し
て
様
々
な
議
論
が
な
さ
れ
た
。
結
局
、
今
回
は
知
事
が

辞
退
す
る
形
で
議
論
は
終
息
し
た
が
、
伝
統
と
は
な
に
か
、
伝
統
を
ど
の
よ

う
に
捉
え
る
べ
き
か
と
言
っ
た
意
味
で
、
興
味
を
そ
そ
ら
れ
る
事
で
あ
り
、

知
事
の
辞
退
で
終
わ
り
を
迎
え
る
あ
た
り
も
日
本
の
伝
統
文
化
と
し
て
考
え

て
み
る
と
、
意
味
深
い
出
来
事
と
言
え
る
。

一
方
、
人
間
関
係
の
な
か
に
も
伝
統
文
化
が
生
き
つ
づ
け
て
い
る
こ
と
は
、

臨
床
場
面
に
お
い
て
し
ば
し
ば
体
験
す
る
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
家
父
長

的
権
威
を
誇
示
す
る
夫
を
た
て
て
「
入
浴
は
父
親
が
一
番
に
、
食
事
は
家
族

が
揃
う
ま
で
待
つ
」
と
語
る
母
親
、「
財
布
の
紐
は
が
っ
ち
り
と
舅
や
姑
が

握
り
夫
婦
の
単
位
が
感
じ
ら
れ
な
い
」
と
訴
え
る
「
嫁
」
の
存
在
な
ど
、
日

常
生
活
や
習
慣
の
中
に
も
日
本
的
、
伝
統
的
考
え
は
根
強
く
生
き
て
い
る
。

し
か
し
、
皮
肉
な
こ
と
に
、
そ
う
い
っ
た
習
慣
や
伝
統
は
不
登
校
児
や
摂
食

障
害
者
の
家
庭
で
頑
な
に
守
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
以
外
に
も
多
い
。
こ
の
こ

と
は
、
伝
統
や
伝
統
文
化
を
闇
雲
に
守
り
続
け
る
こ
と
が
人
間
に
と
っ
て
幸

せ
な
の
で
は
な
く
、
そ
の
時
代
の
心
の
要
請
に
こ
た
え
な
が
ら
、
言
い
換
え

れ
ば
、
伝
統
や
伝
統
文
化
が
変
容
し
つ
つ
守
り
継
が
れ
る
時
、
幸
福
感
に
貢

献
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
昨
今
で
は
、
伝
統
芸
能
の
能
や
狂
言
が
能

楽
堂
で
は
な
く
広
い
ホ
ー
ル
で
演
じ
ら
れ
た
り
、
雅
楽
の
笙
や
篳
篥
で
、
ビ

ー
ト
ル
ズ
ナ
ン
バ
ー
が
演
奏
さ
れ
、
人
々
の
心
を
捉
え
て
い
る
こ
と
も
、
変

容
し
つ
つ
守
り
継
が
れ
る
こ
と
の
意
味
を
物
語
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
変
容
し
つ
つ
守
り
継
が
れ
て
き
た
日
本
の
文
化
を
代
表
す
る
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も
の
は
「
茶
湯
」
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
茶
は
仏
教
の
伝
来
と
同
時
に
大
陸

か
ら
持
ち
こ
ま
れ
た
も
の
で
、
当
時
は
そ
の
方
法
も
道
具
も
唐
物
至
上
主
義

で
、
日
本
固
有
の
文
化
と
し
て
も
と
か
ら
あ
っ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
し

か
し
、
茶
が
日
本
に
到
来
後
、
抹
茶
と
し
て
飲
用
さ
れ
は
じ
め
、
中
世
か
ら

近
代
へ
の
境
、
戦
国
の
世
に
村
田
珠
光
、
武
野
紹
鴎
、
千
利
休
ら
の
出
現
に

よ
っ
て
、
茶
湯
は
「
茶
道
」
あ
る
い
は
「
侘
び
茶
」
と
な
っ
て
日
本
固
有
の

文
化
と
し
て
確
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
茶
湯
は
時
代
の
移
り
変

わ
り
と
共
に
、
し
な
や
か
に
変
容
し
な
が
ら
代
表
的
日
本
文
化
と
し
て
現
代

も
生
き
続
け
て
い
る
。
茶
室
に
つ
い
て
も
建
築
家
の
石
井
和
紘
（
一
九
九
四
）

は
、
畳
の
部
屋
を
広
く
数
寄
屋
と
規
定
し
、
そ
れ
が
四
世
紀
と
い
う
長
い
歴

史
を
持
ち
な
が
ら
、
い
ま
な
お
現
実
的
な
生
き
方
を
し
て
い
る
唯
一
の
歴
史

的
建
築
様
式
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
、
数
寄
屋

が
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
な
柔
ら
か
な
建
築
様
式
で
あ
り
、
数
寄
屋
自
身
が
そ
の
都

度
時
代
の
要
請
に
合
わ
せ
て
変
身
し
得
た
こ
と
と
、
千
利
休
や
小
堀
遠
州
と

い
っ
た
人
材
に
恵
ま
れ
た
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
。
そ
し
て
、
数
寄
屋
は
現
在

三
つ
の
生
き
方
を
し
て
お
り
、
ひ
と
つ
は
伝
統
を
最
も
強
く
受
け
継
い
だ
茶

湯
に
お
け
る
小
間
と
し
て
の
「
茶
室
」、
二
番
目
は
コ
ン
ク
リ
ー
ト
や
ツ

ー
・
バ
イ
・
フ
ォ
ー
を
含
む
「
一
般
住
宅
の
和
室
」、
三
番
目
に
数
奇
屋
が

生
き
て
い
る
の
は
「
料
亭
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
伝
統

文
化
は
表
面
的
に
は
色
あ
せ
た
よ
う
に
見
ら
れ
る
が
、
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
に
変

容
し
な
が
ら
深
い
所
で
脈
々
と
生
き
続
け
て
お
り
、
日
常
の
生
活
様
式
と
共

に
心
理
的
に
強
く
影
響
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
伝
統
的
日
本
文
化
で
あ
る

茶
湯
論
の
系
譜
を
た
ど
り
、
侘
び
数
奇
と
は
何
か
、
そ
の
心
理
療
法
的
意
味

に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

Ⅱ
　
も
う
一
つ
の
茶
湯
論

一．

茶
湯
の
系
譜

「
茶
湯
と
は
何
か
」
と
問
わ
れ
て
、
簡
単
に
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
人
は

ま
ず
い
な
い
。
そ
れ
は
、
茶
湯
は
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
、
数
多
く
の
側
面
を
有

し
て
お
り
、
複
雑
か
つ
総
合
的
文
化
と
考
え
ら
れ
る
た
め
で
あ
る
。
あ
る
時

は
日
常
的
な
、
衣
、
食
、
住
の
文
化
と
見
な
さ
れ
た
り
、
ま
た
別
の
時
に
は

芸
術
や
哲
学
、
宗
教
と
し
て
語
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
日
本
文
化
史
、
特
に

茶
湯
文
化
の
研
究
者
で
あ
る
熊
倉
功
夫
（
一
九
九
九
）
は
、
茶
湯
論
に
つ
い

て
「
茶
湯
論
の
系
譜
」
の
中
で
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。
多
少
長
く
な
る

が
、
筆
者
の
考
え
る
も
う
一
つ
の
茶
湯
論
を
導
き
出
す
た
め
に
熊
倉
の
論
を

紹
介
し
た
い
。

熊
倉
は
ま
ず
、
茶
道
の
思
想
は
時
代
に
よ
り
、
人
に
よ
っ
て
大
き
な
振
幅

が
あ
っ
た
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
し
か
も
、
茶
道
の
本
質
は
実
践
で
あ
っ
て
、

語
る
べ
き
で
な
い
と
か
、
語
っ
た
と
し
て
も
語
り
う
る
も
の
で
は
な
い
と
す

る
茶
人
が
多
い
。
ま
た
、
茶
道
の
性
格
が
包
括
的
、
複
合
的
で
そ
れ
だ
け
漠

然
と
し
た
も
の
で
も
あ
る
。
従
っ
て
、
茶
道
論
は
そ
の
全
て
に
関
わ
り
つ
つ
、

い
ず
れ
か
の
切
り
口
か
ら
茶
道
を
分
析
す
る
こ
と
だ
と
し
て
、
現
代
ま
で
の

茶
道
論
を
芸
能
論
、
茶
禅
一
味
論
、
分
限
論
、
趣
味
論
と
分
類
し
た
上
で
熊

倉
の
持
論
を
展
開
し
て
い
る
。
そ
こ
で
こ
の
分
類
に
従
っ
て
そ
れ
ら
の
茶
の

湯
論
を
概
説
す
る
こ
と
か
ら
始
め
た
い
。

初
め
て
芸
能
と
い
う
切
り
口
で
茶
湯
を
捉
え
た
の
は
、
連
歌
に
お
け
る
巡

事
性
と
、
中
世
に
お
け
る
芸
能
が
一
座
に
集
う
結
集
を
固
め
る
役
割
を
演
じ

た
こ
と
に
対
比
さ
せ
、
結
座
性
を
あ
げ
た
林
屋
辰
三
郎
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

連
歌
の
巡
事
性
は
茶
湯
で
は
濃
茶
の
飲
み
ま
わ
し
で
あ
り
、
結
座
性
と
は
、

亭
主
と
客
の
間
に
生
じ
る
一
体
感
と
高
揚
感
を
、
一
座
建
立
と
考
え
た
こ
と
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だ
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
熊
倉
自
身
は
茶
道
に
お
け
る
芸
能
性
に
つ
い
て
、

「
ふ
る
ま
い
」「
よ
そ
お
い
」「
し
つ
ら
い
」「
お
も
い
」
の
四
点
を
あ
げ
、
次

の
よ
う
に
説
明
を
加
え
て
い
る
。「
ふ
る
ま
い
」
と
は
演
技
や
楽
器
の
演
奏

や
歌
唱
な
ど
で
、
身
体
表
現
を
用
い
て
日
常
的
次
元
か
ら
芸
術
的
次
元
へ
と

高
め
る
こ
と
で
、
茶
道
で
は
亭
主
の
点
前
作
法
で
あ
る
。

「
よ
そ
お
い
」
と
は
芸
能
で
は
化
粧
、
衣
装
、
手
に
も
つ
「
採
り
も
の
」

で
、
演
者
は
よ
そ
お
う
こ
と
に
よ
っ
て
想
像
上
の
役
に
変
身
し
日
常
か
ら
の

脱
却
を
は
か
る
。
こ
れ
は
茶
道
で
は
茶
人
の
正
装
で
あ
る
十
徳
が
変
身
を
象

徴
し
、
ま
た
、
茶
道
具
の
全
て
が
「
採
り
も
の
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

「
し
つ
ら
い
」
は
舞
台
を
意
味
し
、
日
常
性
を
拒
否
す
る
結
界
で
あ
り
、

演
者
と
観
客
の
間
の
約
束
事
で
あ
る
。
こ
れ
は
茶
道
に
つ
い
て
い
え
ば
、
生

活
空
間
の
座
敷
と
庭
の
姿
を
と
り
な
が
ら
、
独
自
の
空
間
を
演
出
す
る
茶
室

と
露
地
で
あ
り
、
こ
れ
こ
そ
が
最
も
芸
能
的
空
間
だ
と
し
て
、
い
く
つ
か
の

文
献
を
挙
げ
説
明
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
露
地
が
茶
室
と
い
う
別
世
界

へ
の
導
入
路
で
あ
り
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
は
深
い
山
中
の
別
世
界
を
市
中
に
表

現
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
三
つ
の
要
素
は
一
見
日

常
的
で
あ
り
な
が
ら
、
非
日
常
の
時
空
に
如
何
に
主
客
が
移
る
か
と
い
う
仕

掛
け
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

「
お
も
い
」
は
芸
能
思
想
に
あ
た
り
能
に
お
け
る
花
、
あ
る
い
は
幽
玄
、

連
歌
に
お
け
る
「
冷
え
枯
れ
る
」
俳
諧
の
「
さ
び
」
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
の
芸

能
の
持
つ
美
意
識
を
表
現
す
る
思
想
で
あ
る
。
茶
道
に
お
い
て
は
そ
れ
が

「
わ
び
」
だ
と
し
て
茶
室
や
茶
会
の
例
を
挙
げ
て
解
い
て
い
る
。

そ
の
他
、
芸
能
的
側
面
と
し
て
、
連
歌
と
の
関
連
に
つ
い
て
、
武
野
紹
鴎

が
も
と
も
と
連
歌
師
で
あ
り
、
美
意
識
的
に
も
共
通
の
も
の
を
有
し
、
精
神
、

手
法
に
お
い
て
共
通
性
の
高
さ
を
指
摘
し
、
そ
の
一
つ
と
し
て
、
連
歌
に
お

け
る
「
付
け
合
い
」
と
「
見
立
て
」
が
、
茶
道
に
お
け
る
道
具
の
取
合
せ
、

主
客
の
組
み
合
わ
せ
に
あ
た
る
と
し
て
、
中
世
の
芸
能
と
し
て
連
歌
と
茶
道

は
極
め
て
近
い
所
に
位
置
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。

二
つ
め
の
茶
禅
一
味
論
に
つ
い
て
は
、
中
世
の
文
化
が
宗
教
の
力
を
借
り

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
初
め
て
社
会
的
に
顕
現
で
き
た
こ
と
を
ま
ず
あ
げ
て
い

る
。
例
え
ば
出
雲
阿
国
の
歌
舞
伎
踊
り
の
興
行
に
つ
い
て
も
、
中
世
を
超
え

る
近
世
的
演
劇
の
出
発
点
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
北
野
社
境
内
で
念

仏
踊
り
と
い
う
宗
教
的
な
シ
ュ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
、
演
じ
る
こ
と

が
可
能
と
な
っ
た
。
あ
る
い
は
、
南
北
朝
期
か
ら
の
同
朋
衆
と
い
わ
れ
た

人
々
は
、
時
宗
の
徒
で
あ
る
か
な
い
か
に
関
わ
ら
ず
「
阿
彌
」
を
称
し
、
半

僧
半
俗
の
体
を
と
る
こ
と
で
、
聖
と
俗
の
間
を
自
由
に
行
き
来
し
な
が
ら
、

自
ら
の
才
能
を
発
揮
し
得
た
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。

そ
の
後
、
時
宗
の
衰
退
に
伴
い
一
休
宗
純
ら
の
出
現
に
よ
っ
て
、
芸
文
に

携
わ
る
人
々
が
禅
宗
に
精
神
的
拠
り
所
を
求
め
て
参
集
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な

る
。
特
に
、
茶
道
は
栄
西
禅
師
に
よ
っ
て
喫
茶
法
が
紹
介
さ
れ
て
以
来
、
主

に
禅
院
に
お
い
て
定
着
し
、
多
く
の
茶
会
の
舞
台
も
禅
寺
院
内
で
行
わ
れ
た
。

そ
し
て
、
村
田
珠
光
、
武
野
紹
鴎
、
千
利
休
と
い
う
三
人
の
大
茶
人
が
共
に

禅
と
深
く
関
わ
っ
て
い
た
事
は
『
山
上
宗
二
記
』
に
「
茶
湯
ハ
禅
宗
ヨ
リ
出

タ
ル
ニ
依
ッ
テ
、
僧
ノ
行
ヲ
専
ニ
ス
、
珠
光
、
紹
鴎
、
利
休
、
悉
禅
宗
也
、」

と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
白
で
あ
る
。

ま
た
、
茶
禅
一
味
論
の
代
表
的
文
献
は
17
世
紀
に
、「
小
座
敷
の
茶
の
湯

は
、
第
一
仏
法
を
以
っ
て
修
行
得
道
す
る
事
也
」
で
始
ま
る
『
南
方
録
』
と
、

19
世
紀
に
登
場
す
る
「
茶
意
は
即
禅
意
也
」
の
一
文
が
見
え
る
『
禅
茶
録
』

で
あ
る
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
い
ず
れ
に
も
当
時
の
茶
道
の
現
状
に
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対
す
る
強
い
批
判
が
見
ら
れ
、
近
代
の
田
中
仙
焦
、
久
松
真
一
に
至
る
茶
禅

一
味
論
も
、
一
定
の
茶
道
批
判
を
含
ん
で
お
り
、
こ
う
い
っ
た
こ
と
か
ら
考

え
る
と
、
茶
道
一
味
論
は
常
に
茶
道
論
の
非
主
流
と
し
て
茶
道
を
支
え
て
き

た
と
主
張
し
て
い
る
。

次
の
分
限
論
と
は
封
建
社
会
の
基
本
的
な
秩
序
の
思
想
で
、
異
風
に
包
ま

れ
る
戦
国
的
芸
能
性
を
否
定
し
た
近
世
的
茶
道
の
成
立
で
あ
る
と
し
て
い

る
。
例
え
ば
、
千
利
休
も
古
田
織
部
も
町
人
で
あ
る
分
限
を
忘
れ
て
天
下
人

の
側
近
と
な
っ
た
結
果
、
罰
せ
ら
れ
た
と
考
え
、
そ
も
そ
も
茶
道
が
万
民
を

苦
し
め
る
も
の
だ
と
す
る
近
世
的
為
政
者
の
発
想
が
あ
っ
た
と
す
る
。
そ
ん

な
中
で
小
堀
遠
州
は
『
遠
州
茶
湯
聞
書
』
に
、
仏
法
、
儒
教
、
道
教
な
ど
の

教
え
を
バ
ラ
ン
ス
良
く
と
り
入
れ
た
心
の
あ
り
方
を
説
き
、『
論
語
』
や

『
中
庸
』
を
も
っ
て
茶
を
説
明
し
た
事
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
は
都
市
生

活
が
急
激
に
豊
か
に
な
り
始
め
た
事
に
よ
っ
て
、
茶
道
が
急
速
な
遊
芸
化
の

傾
向
を
み
せ
は
じ
め
た
こ
と
へ
の
批
判
の
現
わ
れ
と
見
て
い
る
。
茶
道
へ
の

批
判
は
内
部
の
茶
人
、
家
元
の
間
か
ら
も
種
々
登
場
す
る
が
、
彼
ら
の
批
判

は
遊
芸
化
し
た
茶
に
対
す
る
自
省
の
側
面
と
、
茶
道
批
判
に
対
す
る
反
論
の

側
面
を
持
っ
て
お
り
、
茶
湯
は
、
批
判
さ
れ
る
よ
う
に
社
会
生
活
と
矛
盾
す

る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
円
滑
な
社
会
生
活
の
た
め
に
必
要
な
営
み
で

あ
る
と
主
張
し
た
事
を
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
千
家
茶
道
の
普

及
に
努
め
た
茶
人
住
人
楊
甫
の
壁
書
や
表
千
家
九
世
了
々
斎
宗
左
の
書
状
な

ど
を
あ
げ
て
、
分
限
論
が
単
純
な
禁
欲
思
想
で
は
な
く
、
限
ら
れ
た
枠
の
中

で
十
分
に
生
を
楽
し
む
た
め
の
思
想
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
封

建
社
会
の
も
と
で
「
数
奇
」
の
精
神
を
合
理
化
す
る
た
め
に
、
つ
ま
り
、
茶

道
精
紳
の
立
脚
基
盤
を
補
強
す
る
た
め
に
是
が
非
で
も
必
要
な
思
想
で
あ
っ

た
。
従
っ
て
、
分
限
思
想
そ
れ
自
体
が
茶
道
論
と
は
な
り
得
な
い
と
論
じ
て

い
る
。

最
後
の
趣
味
論
は
幕
末
維
新
の
動
乱
の
中
で
、
宗
教
的
、
倫
理
的
な
枠
組

が
変
質
し
、
茶
道
も
旧
来
の
分
限
思
想
の
枠
組
か
ら
離
脱
し
始
め
る
。
そ
こ

に
登
場
す
る
の
が
近
代
数
奇
者
で
あ
る
。
近
代
数
奇
者
と
は
、
明
治
以
降
、

近
代
日
本
の
資
産
家
、
あ
る
い
は
知
識
人
芸
術
家
の
中
で
、
茶
湯
を
愛
好
し
、

多
く
の
名
物
道
具
を
所
有
し
、
職
業
的
茶
人
に
な
る
こ
と
な
く
趣
味
と
し
て

楽
し
ん
だ
人
々
と
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
益
田
鈍
翁
は
「
夫
茶
の
湯
は
人
の

心
を
豊
か
に
し
、
友
の
交
わ
り
を
厚
く
し
、
な
へ
て
世
の
融
和
を
は
か
る
を

本
意
と
す
、
人
各
其
境
遇
を
異
に
す
れ
と
も
、
茶
事
は
貧
富
老
若
彼
是
の
別

無
く
、
と
も
に
楽
し
む
こ
そ
本
意
な
れ
、」
と
「
茶
道
常
識
論
」
を
展
開
し

て
い
る
。
ま
た
、
前
半
生
を
実
業
家
と
し
て
過
ご
し
た
の
ち
、
後
半
生
は
一

切
の
業
務
を
離
れ
、
数
寄
者
と
し
て
多
く
の
業
績
を
残
し
た
高
橋
箒
庵
（
義

雄
）
は
昭
和
七
年
一
月
号
の
『
茶
道
月
報
』
に
「『
お
ら
』
が
茶
の
湯
」
と

い
う
一
文
を
発
表
し
た
。
こ
の
一
文
は
自
ら
を
「
お
ら
」
と
田
舎
者
風
に
呼

称
す
る
こ
と
で
、
真
面
目
極
ま
り
な
い
茶
道
精
紳
主
義
者
を
戯
作
風
に
揶
揄

し
て
い
る
と
い
う
。
そ
の
中
で
高
橋
は
、
趣
味
は
尊
い
人
間
の
特
性
で
あ
り
、

趣
味
な
く
し
て
は
人
間
の
生
活
に
う
る
お
い
も
な
い
し
楽
し
く
も
な
い
。
人

間
ら
し
い
生
活
に
と
っ
て
趣
味
は
必
要
不
可
欠
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
趣
味

は
至
高
の
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
こ
の
趣
味
至
上
主
義
の
主
張
は
、

茶
湯
の
本
質
が
遊
び
で
あ
り
、
遊
び
で
あ
る
こ
と
の
大
切
さ
を
初
め
て
主
張

し
得
た
茶
道
論
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
熊
倉
は
「
歴
史
的
に
、
茶
道
は

遊
び
で
あ
る
こ
と
を
カ
モ
フ
ラ
ー
ジ
ュ
し
て
き
た
。
し
か
し
、
箒
庵
は
、
も

は
や
趣
味
と
い
う
人
間
に
と
っ
て
不
可
欠
の
遊
び
で
あ
る
こ
と
を
正
面
か
ら
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説
い
た
の
で
あ
る
。
ホ
イ
ジ
ン
ガ
の
『
ホ
モ
・
ル
ー
デ
ン
ス
』
を
引
用
す
る

ま
で
も
な
く
、
文
化
の
本
質
は
遊
び
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
、
茶
の
湯
に
つ

い
て
い
え
ば
、
近
代
の
数
奇
者
た
ち
は
体
験
的
に
会
得
し
て
い
た
と
い
え
よ

う
。」
と
述
べ
て
支
持
し
て
い
る
。

以
上
、
芸
能
論
、
分
限
論
、
茶
道
一
味
論
、
趣
味
論
と
紹
介
し
て
き
た
が
、

熊
倉
は
そ
の
最
後
に
、
こ
れ
ら
四
つ
の
茶
道
論
は
、
そ
の
時
代
が
要
求
し
た

思
想
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
を
演
じ
て
き
た
こ
と
を
認
め
な
が
ら
、
い

ず
れ
も
十
分
で
は
あ
り
得
な
い
と
す
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
茶
道
が
未
熟
で

あ
る
と
い
う
よ
り
も
、
茶
道
そ
の
も
の
が
複
雑
で
捉
え
に
く
い
性
格
を
も
っ

て
い
る
と
指
摘
し
、
そ
の
捉
え
に
く
さ
は
茶
道
の
表
現
法
の
難
し
さ
に
起
因

し
、
そ
の
点
で
明
ら
か
に
他
の
芸
術
と
異
な
る
と
主
張
す
る
。
そ
こ
で
、
熊

倉
は
珠
光
の
「
心
の
文
」
と
、
井
伊
直
弼
の
「
独
座
観
念
」
の
一
文
を
引
用

し
て
茶
の
本
質
に
せ
ま
り
、
結
局
「
茶
道
は
茶
の
点
前
、
道
具
、
茶
会
、
見

識
な
ど
さ
ま
ざ
ま
の
方
法
を
通
じ
て
、
人
間
が
人
間
ら
し
く
な
る
道
と
い
う

ほ
か
は
な
い
。」
と
、
結
論
付
け
て
い
る
。

２．

侘
び
数
奇
に
つ
い
て

前
項
で
み
て
き
た
通
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
茶
道
論
が
展
開
さ
れ
て
き
た
が
、

い
ず
れ
も
茶
湯
論
と
し
て
十
全
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、
筆
者
は
「
侘
び
数
奇
」

の
意
味
を
考
察
す
る
こ
と
で
、
茶
湯
に
せ
ま
り
も
う
ひ
と
つ
の
茶
道
論
へ
と

つ
な
げ
た
い
。

「
数
奇
」
と
は
も
と
も
と
「
好
き
」
で
あ
り
、「
好
色
」「
多
情
」
を
あ
ら

わ
す
言
葉
で
あ
り
、
対
象
に
執
着
し
、
心
を
尽
く
す
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ

こ
か
ら
芸
道
に
精
進
し
、
心
を
打
ち
込
む
こ
と
を
現
す
よ
う
に
な
っ
た
。
ま

た
、「
侘
び
」
と
は
本
来
「
思
い
わ
ず
ら
い
、
気
落
ち
す
る
こ
と
」
か
ら
閑

寂
な
風
情
を
意
味
し
て
い
た
。
そ
の
侘
び
が
「
数
奇
」
と
結
び
つ
く
こ
と
に

よ
っ
て
茶
湯
の
精
神
的
な
側
面
を
表
す
言
葉
と
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
茶
は
中

国
か
ら
伝
来
し
て
以
来
、
唐
物
数
奇
と
な
り
、
そ
の
批
判
と
し
て
、
も
と
も

と
連
歌
師
で
あ
っ
た
武
野
紹
鴎
や
村
田
珠
光
ら
の
出
現
に
よ
っ
て
、
唐
物
数

奇
か
ら
侘
び
数
奇
へ
と
変
容
し
て
い
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
侘

び
数
奇
と
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
を
含
ん
で
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

村
井
康
彦
（
一
九
七
一
）
は
そ
の
著
書
『
千
利
休
』
の
中
で
『
禅
鳳
雑
談
』

の
「
珠
光
ノ
物
語
と
て
、
月
も
雲
間
に
な
き
は
い
や
に
て
候
、
こ
れ
お
も
し

ろ
く
候
、」
と
い
う
一
節
や
、
珠
光
の
『
心
の
文
』
を
引
用
し
て
、
そ
の
頃

か
ら
侘
び
の
理
念
が
唱
導
さ
れ
た
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。『
心
の
文
』
と
は

「
此
道
、
第
一
わ
ろ
き
事
ハ
、
心
の
か
ま
ん
か
し
や
う
也
、」
で
始
ま
る
一
文

で
、
茶
湯
者
の
心
が
け
と
し
て
、
高
慢
に
な
っ
て
我
意
を
張
り
通
す
こ
と
を

戒
る
一
方
で
、
こ
の
道
の
一
大
眼
目
と
す
べ
き
こ
と
は
、
和
漢
の
境
界
を
融

和
さ
せ
る
事
が
重
要
で
あ
る
が
、
道
具
は
そ
れ
ぞ
れ
の
持
ち
味
を
よ
く
知
る

事
が
重
要
で
、
最
近
で
は
「
冷
え
枯
れ
る
」
と
言
っ
て
、
ひ
と
り
よ
が
り
に

「
冷
え
枯
れ
た
」
境
地
を
出
そ
う
と
す
る
の
は
ば
か
げ
た
こ
と
で
あ
る
と
、

そ
の
頃
の
茶
湯
の
風
潮
を
批
判
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
唐
物
至
上
主
義
の
時

代
に
あ
っ
て
、
そ
れ
の
み
に
執
着
す
る
こ
と
を
戒
め
、
唐
物
数
奇
に
対
立
す

る
も
の
と
し
て
侘
び
数
奇
が
登
場
し
て
き
た
こ
と
が
、
こ
の
一
文
に
よ
っ
て

理
解
で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
対
立
概
念
と
し
て
侘
び
数
奇
が
登
場
し
て
き
た
こ
と
と
関
連

し
て
、
唐
木
順
三
（
一
九
七
三
）
が
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
論
じ
て
い
る
。

ま
ず
最
初
に
唐
木
は
、「
わ
び
」
と
「
さ
び
」
が
禅
を
背
景
に
し
て
い
る
こ

と
な
ど
極
め
て
似
通
っ
た
概
念
で
は
あ
る
が
、
心
理
的
に
も
事
実
と
し
て
も

明
ら
か
な
違
い
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
上
で
、
そ
の
違
い
に
つ
い
て
、
世
阿
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弥
と
足
利
義
光
の
関
係
を
、
利
休
と
織
田
信
長
・
豊
臣
秀
吉
の
関
係
と
を
比

較
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
能
の
先
行
芸
能
で
あ
る
猿
楽
や
田
楽
は
も
と
も

と
田
舎
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
演
じ
る
旅
芸
人
が
、
自
ら
を
解
放
し
て
、

そ
の
芸
を
高
貴
な
象
徴
芸
術
に
ま
で
高
め
た
事
が
、
観
阿
弥
・
世
阿
弥
父
子

の
役
割
と
し
て
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
、
彼
ら
は
ひ
た
す
ら
な
精
進

と
努
力
に
よ
っ
て
義
光
に
認
め
ら
れ
、
さ
ら
に
天
皇
の
前
で
能
を
舞
う
こ
と

に
な
る
。
唐
木
は
そ
の
こ
と
を
次
の
よ
う
に
記
し
て
お
り
一
部
引
用
し
た
い
。

「
物
真
似
を
基
本
と
し
た
観
阿
弥
が
、
下
賎
の
身
で
は
及
び
が
た
し
と
い
っ

た
国
王
、
大
臣
、
公
卿
、
武
家
の
起
居
、
ま
た
見
る
事
な
け
れ
ば
よ
く
よ
く

伺
う
べ
し
、
と
い
っ
た
女
御
、
更
衣
の
振
舞
ひ
を
『
言
葉
を
尋
ね
、
科
を
求

め
』
尋
ね
に
尋
ね
た
末
に
、
そ
の
物
真
似
を
完
成
態
に
仕
上
げ
た
の
み
か
、

遂
に
は
、
貴
人
、
美
女
の
幽
玄
と
い
う
と
こ
ろ
に
達
し
た
。
世
阿
弥
に
い
た

っ
て
は
更
に
一
歩
を
越
し
て
、『
心
』
の
能
、『
動
十
分
心
、
動
七
分
身
』
の

能
を
説
い
た
。」

そ
れ
に
対
し
て
利
休
は
、
高
い
文
化
人
で
あ
る
天
下
の
堺
商
人
と
し
て
四

十
九
歳
に
し
て
、
天
下
を
ね
ら
う
若
き
武
人
信
長
に
出
会
っ
て
い
る
と
言
う
。

利
休
の
祖
父
千
阿
弥
は
足
利
義
政
に
同
胞
衆
と
し
て
仕
え
、
清
和
源
氏
の
流

れ
を
く
む
田
中
姓
を
称
し
、
戦
乱
の
た
め
流
離
の
身
と
な
っ
て
自
由
都
市
堺

に
住
み
つ
き
、
い
わ
ば
侘
び
人
の
生
涯
を
そ
こ
で
送
っ
て
お
り
、
利
休
が
豪

商
の
血
と
芸
術
家
の
血
を
共
に
受
け
継
い
で
い
た
事
を
挙
げ
て
い
る
。
つ
ま

り
、
義
光
に
対
し
た
観
阿
弥
、
世
阿
弥
が
貴
人
、
公
卿
の
心
理
や
動
作
へ
の

ひ
た
す
ら
な
物
真
似
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
位
置
を
高
め
て
い
っ
た
の
に
対
し

て
、
茶
湯
の
場
合
、
義
政
が
下
っ
て
行
っ
て
草
庵
の
茶
を
立
て
た
珠
光
と
出

会
い
、
そ
の
後
、
信
長
や
秀
吉
は
侘
び
茶
を
確
立
さ
せ
た
利
休
と
出
会
う
。

そ
の
た
め
に
茶
湯
は
ど
こ
か
教
師
的
立
場
に
立
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い

う
。
そ
の
こ
と
は
能
が
幽
玄
の
世
界
を
実
現
し
、
無
常
観
の
さ
び
の
世
界
を

実
現
し
た
の
に
対
し
て
、
茶
湯
が
ど
こ
ま
で
も
対
立
概
念
と
し
て
の
わ
び
に
、

と
ど
ま
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
と
と
深
く
関
係
す
る
と
主
張
し
て
い
る
。

次
に
唐
木
は
、「
侘
び
」
は
落
ち
ぶ
れ
て
侘
び
暮
ら
す
侘
び
人
の
侘
び
で

は
な
く
、
義
政
の
東
山
引
退
の
如
く
、
乱
世
の
世
、
浮
沈
き
わ
ま
り
な
い
時

代
に
あ
っ
て
、
権
力
や
金
力
を
卑
し
い
も
の
と
し
て
、
無
権
力
、
無
金
力
の

中
に
ひ
と
つ
の
広
い
世
界
を
築
こ
う
と
い
う
生
き
方
で
あ
る
と
す
る
。
こ
れ

を
紹
鴎
は
さ
ま
ざ
ま
に
工
夫
を
し
て
言
葉
で
表
現
し
よ
う
と
し
た
が
、
結
局

『
侘
び
の
文
』
の
な
か
で
、「
侘
び
と
い
ふ
言
葉
は
故
人
も
色
々
に
歌
に
も
詠

じ
け
れ
共
、
ち
か
く
は
、
正
直
に
慎
み
深
く
お
ご
ら
ぬ
さ
ま
を
侘
び
と
い
ふ
」

と
書
い
た
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
ま
た
、
平
安
末
か
ら
鎌
倉
時
代
に
起
こ
っ

て
き
た
日
本
の
伝
統
の
な
か
に
は
、
も
と
も
と
過
剰
、
多
情
を
意
味
し
た

「
す
く
、
す
き
」
を
、
そ
の
外
延
に
お
い
て
は
、
極
度
に
ま
で
狭
め
な
が
ら
、

そ
の
内
包
を
強
く
豊
か
な
も
の
に
す
る
と
い
う
方
向
が
あ
り
、
そ
う
い
う
数

奇
が
往
々
に
し
て
、「
道
」
の
名
で
呼
ば
れ
、
こ
の
伝
統
の
上
に
侘
び
数
奇

も
立
っ
て
い
る
と
い
う
。
し
か
し
、
茶
数
奇
は
食
と
い
う
動
物
本
能
を
も
と

に
し
て
お
り
、
和
歌
管
弦
や
花
鳥
風
月
へ
の
す
き
と
は
本
質
的
に
異
な
る
こ

と
を
指
摘
し
、
そ
の
こ
と
が
、
侘
び
数
奇
に
ど
こ
か
無
理
を
生
じ
さ
せ
て
い

る
と
す
る
。

ま
た
、
侘
び
が
さ
び
と
違
う
と
こ
ろ
は
、
有
の
根
底
と
し
て
の
無
を
持
た

な
い
。
つ
ま
り
、
色
即
是
空
か
ら
、
空
即
是
色
へ
転
ず
る
機
が
侘
び
に
は
な

い
と
い
う
。
そ
し
て
、
侘
び
茶
を
支
え
た
堺
の
豪
商
出
の
茶
人
た
ち
に
は
色

即
是
空
も
、
無
常
観
も
無
い
と
い
う
。
そ
の
例
と
し
て
、
紹
鴎
が
自
ら
の
富

を
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
い
て
、
富
が
あ
っ
て
も
奢
ら
な
い
さ
ま
に
わ
び
を
見

出
し
、
豪
華
な
宮
殿
を
造
営
で
き
る
実
力
を
持
っ
て
い
る
の
に
、
白
木
茅
ぶ
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き
の
建
築
で
茶
を
営
む
と
こ
ろ
に
わ
び
が
有
り
得
た
と
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
唐
木
は
本
書
の
あ
と
が
き
に
、
日
本
史
に
お
け
る
千
利
休
の
し

め
る
位
置
の
重
要
性
を
認
め
な
が
ら
、
今
だ
文
化
史
上
の
位
置
が
明
確
に
さ

れ
て
い
な
い
と
し
て
、
時
代
的
に
世
阿
弥
と
芭
蕉
の
「
さ
び
」
の
間
に
位
置

す
る
利
休
の
わ
び
の
性
格
を
規
定
し
よ
う
と
し
た
と
述
べ
、
次
の
よ
う
に
語

っ
て
い
る
。「
一
言
に
し
て
い
え
ば
、
さ
び
は
無
を
根
底
に
し
て
い
る
の
に

対
し
て
、
わ
び
は
有
と
有
と
の
対
比
の
観
念
で
あ
る
。
巨
大
な
も
の
に
対
す

る
狭
小
、
派
手
に
対
す
る
地
味
、
豊
富
に
対
す
る
欠
乏
、
豪
奢
に
対
す
る
謙

虚
で
あ
り
な
が
ら
、
ど
こ
か
に
自
己
の
優
越
を
感
じ
て
い
る
と
い
ふ
と
こ
ろ

に
わ
び
が
あ
る
。」
そ
し
て
、「
利
休
が
無
を
根
底
と
す
る
さ
び
に
ま
で
ゆ
け

ず
に
、
わ
び
に
終
わ
っ
た
の
は
、
信
長
、
秀
吉
と
い
う
独
裁
的
武
断
政
治
家

と
直
接
に
結
び
つ
い
た
こ
と
に
由
来
す
る
芸
術
家
の
必
然
の
運
命
で
あ
っ

た
。」
云
々
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
結
論
と
し
て
唐
木
が
、「
さ
び
」

を
人
間
の
生
き
方
を
規
定
す
る
哲
学
と
し
て
、
究
極
の
地
点
に
到
達
で
き
ず
、

ひ
と
つ
の
過
程
に
と
ど
ま
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
マ
イ
ナ
ス
の

イ
メ
ー
ジ
で
捉
え
て
い
る
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。

３．

心
理
療
法
と
し
て
の
茶
湯
論

ま
ず
こ
こ
で
は
、
唐
木
が
侘
び
を
対
立
概
念
と
規
定
し
、
マ
イ
ナ
ス
の
イ

メ
ー
ジ
で
捉
え
た
こ
と
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
唐
木
は
対
立
概
念
そ
の

も
の
を
マ
イ
ナ
ス
と
は
考
え
て
い
な
い
し
、
英
語
で
い
う

で

も
な
い
。
む
し
ろ
一
つ
の
物
の
中
に
あ
る
二
つ
の
側
面
の
対
比
と
い
う
意
味

で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
一
方
、
つ
ま
り
侘
び
の
、
狭
小
や
地
味
や
謙
虚
に
、

親
近
感
を
感
じ
、
む
し
ろ
そ
の
ま
ま
極
小
化
す
る
こ
と
で
無
に
ま
で
達
す
る

こ
と
に
人
間
と
し
て
の
究
極
の
目
的
を
感
じ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
だ
か
ら

こ
そ
、
侘
び
と
さ
び
の
比
較
の
中
で
、
世
阿
弥
と
利
休
の
出
自
に
つ
い
て
述

べ
、
世
阿
弥
の
貧
に
対
し
て
利
休
の
富
を
無
に
到
達
し
得
な
か
っ
た
理
由
だ

と
し
て
い
る
。
確
か
に
そ
の
理
由
と
し
て
正
当
性
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
こ
の
論
理
に
は
無
理
が
あ
る
。
そ
れ
は
唐
木
の
説
に
は
す
で
に
価

値
観
の
片
よ
り
が
あ
る
。
あ
る
い
は
彼
の
感
情
移
入
が
起
こ
っ
て
い
る
、
つ

ま
り
、
侘
び
が
「
自
己
の
優
越
感
を
感
じ
て
い
る
」
と
す
る
の
は
唐
木
の
問

題
で
あ
っ
て
、
断
じ
て
侘
び
の
問
題
で
は
な
い
。
も
っ
と
心
理
学
的
に
言
え

ば
彼
の
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
と
も
い
え
る
。
つ
ま
り
、
唐
木
は
対
立
概
念
の
一

方
、
巨
大
や
派
手
や
豊
富
や
豪
奢
に
対
し
て
、
初
め
か
ら
マ
イ
ナ
ス
イ
メ
ー

ジ
を
抱
い
て
い
た
。
そ
れ
は
こ
の
著
書
が
書
か
れ
た
一
九
七
〇
年
代
は
体
制

に
対
す
る
批
判
の
時
代
で
あ
っ
た
こ
と
、
も
う
ひ
と
つ
は
、
唐
木
個
人
の
好

み
や
価
値
観
、
つ
ま
り
感
情
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
問
題
が
深
く
関
わ
っ
て
い

る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
筆
者
が
問
題
に
す
る
の
は
そ
の
こ
と
で
は
な
い
。

唐
木
が
「
わ
び
は
有
と
有
の
対
比
の
概
念
で
あ
る
」
と
述
べ
た
こ
と
に
筆
者

は
意
味
を
見
出
す
。
む
し
ろ
、
侘
び
茶
に
お
け
る
対
比
概
念
こ
そ
が
、
極
め

て
人
間
的
営
み
で
あ
り
、
心
理
療
法
と
同
種
の
心
の
は
た
ら
き
で
あ
る
と
考

え
る
。

と
こ
ろ
で
、
人
間
は
さ
ま
ざ
ま
な
悩
み
を
持
ち
、
そ
の
解
決
が
困
難
に
な

り
、
何
ら
か
の
症
状
を
抱
え
た
時
、
治
療
者
の
も
と
を
訪
れ
る
こ
と
に
な
る
。

そ
の
と
き
、
ク
ラ
イ
エ
ン
ト
は
学
校
へ
行
っ
て
勉
強
し
て
い
た
り
、
会
社
へ

行
っ
て
家
族
を
養
っ
て
い
た
り
、
母
親
と
し
て
子
育
て
を
し
て
い
た
り
、
そ

れ
ぞ
れ
の
現
実
生
活
を
持
っ
て
い
る
が
、
多
く
の
場
合
、
そ
の
現
実
生
活
に

何
ら
か
の
支
障
を
き
た
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
何
と
か
症
状
が
消
失
し
た
り
、

現
実
の
生
活
に
適
応
し
た
い
と
願
っ
て
や
っ
て
く
る
。
従
っ
て
、
治
療
者
は

ク
ラ
イ
エ
ン
ト
の
話
を
聞
き
な
が
ら
、
ど
う
す
れ
ば
症
状
が
消
え
、
社
会
に



－72－

投稿論文

適
応
し
て
行
け
る
の
か
、
そ
の
原
因
と
治
療
の
方
法
を
考
え
る
こ
と
も
あ
る
。

し
か
し
、
一
方
で
彼
ら
に
と
っ
て
、
一
番
心
地
の
い
い
生
き
方
、
心
の
そ
こ

か
ら
生
き
て
い
る
喜
び
を
感
じ
る
事
が
で
き
る
生
き
方
を
想
い
描
い
て
も
い

る
。
も
ち
ろ
ん
、
向
き
合
っ
た
ク
ラ
イ
エ
ン
ト
に
よ
っ
て
、
ど
ち
ら
を
重
視

す
る
か
そ
の
ウ
エ
イ
ト
は
違
っ
て
く
る
。
し
か
し
、
ど
ち
ら
か
を
蔑
ろ
に
し

て
い
て
は
、
ク
ラ
イ
エ
ン
ト
の
心
は
決
し
て
満
た
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
心

理
療
法
は
ク
ラ
イ
エ
ン
ト
が
自
ら
の
外
界
と
内
界
と
の
せ
め
ぎ
あ
い
を
、
な

ん
と
か
心
に
お
さ
め
て
行
く
プ
ロ
セ
ス
を
見
守
る
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
、

唐
木
の
言
う
「
さ
び
」
の
せ
か
い
は
心
理
療
法
的
で
は
な
い
。「
侘
び
」
だ

か
ら
こ
そ
意
味
が
あ
る
。

心
理
療
法
に
つ
い
て
、
友
久
は
『
茶
湯
と
心
理
療
法
』（
二
〇
〇
〇
）
の

中
で
、　「
面
接
室
と
イ
メ
ー
ジ
と
い
う
非
日
常
的
『
場
』
と
『
体
験
』
に
よ
っ

て
、
現
実
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
活
性
化
さ
せ
、
相
互
的
連
関
の
中
で
、
ク
ラ
イ

エ
ン
ト
が
自
ら
治
っ
て
い
く
の
を
、
治
療
者
が
見
守
っ
て
行
く
過
程
」
と
述

べ
た
。
ま
た
、
茶
湯
が
心
理
療
法
と
い
か
に
近
い
関
係
に
あ
る
か
に
つ
い
て

は
、
侘
び
茶
が
深
山
に
隠
棲
す
る
こ
と
で
は
な
く
「
市
中
の
山
居
」
と
言
わ

れ
た
よ
う
に
、
豊
か
な
社
会
生
活
を
過
ご
し
つ
つ
行
わ
れ
た
こ
と
や
、
茶
会

を
説
明
す
る
こ
と
で
明
ら
か
に
し
て
き
た
。
例
え
ば
、
茶
会
に
お
け
る
、
さ

ま
ざ
ま
な
音
や
道
具
の
取
り
合
わ
せ
、
手
触
り
や
口
縁
の
感
触
は
五
感
を
刺

激
し
て
心
を
ひ
ら
か
せ
、
豊
か
な
言
語
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
リ
ア
ル

な
イ
メ
ー
ジ
体
験
で
あ
り
、
そ
こ
に
大
枠
の
シ
ナ
リ
オ
を
持
ち
な
が
ら
、
内

容
も
数
量
も
自
由
で
即
興
劇
的
で
あ
る
こ
と
。
あ
る
い
は
、
遊
び
と
し
て
の

茶
湯
は
癒
し
の
体
験
で
は
あ
る
が
、
茶
室
に
に
じ
り
口
が
設
け
ら
れ
た
こ
と
、

つ
ま
り
侘
び
茶
へ
移
行
す
る
こ
と
で
、
求
道
性
や
宗
教
性
が
い
っ
そ
う
強
ま

り
、
治
療
的
意
味
合
い
を
深
め
て
い
っ
た
。
ま
た
そ
う
い
っ
た
宗
教
性
を
有

し
な
が
ら
、
茶
湯
も
心
理
療
法
も
宗
教
的
礼
拝
対
象
を
持
た
な
い
こ
と
な
ど

で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
対
立
概
念
の
心
理
学
的
意
味
を
明
確
に
す
る
に
は
、
分
析
心

理
学
の
創
始
者
で
あ
る
ユ
ン
グ
の
タ
イ
プ
論
を
紐
解
く
の
が
最
も
適
切
な
方

法
と
思
わ
れ
る
。
ユ
ン
グ
は
人
間
の
基
本
的
態
度
と
し
て
、
異
な
る
二
つ
の

型
が
あ
る
と
考
え
た
。
一
つ
は
そ
の
人
の
関
心
や
興
味
が
外
界
の
事
物
や
人

に
向
け
ら
れ
、
そ
れ
ら
と
の
関
係
や
依
存
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
て
い
る

と
き
外
向
的
と
い
い
、
逆
に
、
そ
の
人
の
関
心
が
内
的
な
要
因
に
よ
っ
て
動

か
さ
れ
る
と
き
内
向
的
と
い
っ
た
。
そ
し
て
、
意
識
と
無
意
識
に
対
し
て
も

外
向
的
で
あ
る
か
、
内
向
的
で
あ
る
か
を
区
別
し
、
意
識
の
態
度
が
外
向
的

な
人
は
無
意
識
の
態
度
は
内
向
的
に
働
き
、
意
識
の
態
度
を
補
償
す
る
と
考

え
た
。
ま
た
、
そ
れ
と
は
別
に
、
人
は
そ
れ
ぞ
れ
最
も
得
意
と
す
る
心
理
機

能
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
、
そ
れ
を
思
考
、
感
情
、
感
覚
、
直
感
と
四
つ
に

分
け
た
。
こ
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
が
独
立
し
て
機
能
し
、
こ
れ
ら
四
つ
の
機
能

の
う
ち
、
思
考
と
感
情
は
対
立
関
係
に
あ
り
、
感
覚
と
直
感
も
対
立
関
係
に

あ
る
。
そ
し
て
人
は
こ
れ
ら
い
ず
れ
か
の
機
能
に
強
く
頼
っ
て
い
る
が
、
あ

る
人
が
主
と
し
て
依
存
し
て
い
る
心
理
機
能
を
主
機
能
、
そ
の
対
立
関
係
に

あ
る
機
能
を
劣
等
機
能
と
し
た
。
こ
れ
に
外
向
と
内
向
を
組
合
わ
せ
て
、
内

向
的
思
考
型
、
外
向
的
思
考
型
な
ど
八
つ
の
基
本
類
型
を
考
え
た
。
実
際
に

は
そ
れ
ほ
ど
明
確
に
八
つ
の
型
に
分
類
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
人
間
の

心
理
機
能
や
基
本
的
態
度
を
対
立
概
念
で
説
明
し
た
こ
と
に
注
目
し
て
お
き

た
い
。
こ
の
よ
う
に
、
ユ
ン
グ
の
タ
イ
プ
論
は
意
識
的
態
度
に
注
目
し
、
そ

の
態
度
や
機
能
を
明
確
に
分
類
し
な
が
ら
、
意
識
と
無
意
識
の
相
補
的
な
働

き
を
見
出
し
、
人
間
の
心
は
意
識
の
一
面
的
な
働
き
に
対
し
て
無
意
識
的
な

補
償
作
用
が
働
き
全
体
性
へ
と
志
向
す
る
、
こ
の
こ
と
を
個
性
化
の
過
程
と
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説
明
し
た
。
そ
こ
で
、
筆
者
は
「
侘
び
数
奇
」
に
つ
い
て
、
こ
の
ユ
ン
グ
の

タ
イ
プ
論
や
個
性
化
と
い
う
考
え
方
を
も
と
に
考
察
を
試
み
た
い
。

前
述
の
通
り
「
数
奇
」
と
は
好
き
で
あ
り
物
事
へ
の
執
着
で
あ
り
、「
侘

び
」
は
気
落
ち
し
た
閑
寂
さ
で
あ
り
、
そ
こ
に
対
象
へ
の
執
着
は
無
い
。
あ

る
い
は
近
世
初
期
の
茶
湯
で
は
、「
数
寄
」
の
数
と
は
名
物
の
数
で
あ
り
、

「
数
奇
者
」
と
は
名
物
の
所
有
者
を
さ
し
、「
侘
び
」
は
道
具
を
持
っ
て
い
な

か
っ
た
茶
人
を
指
す
と
松
岡
正
剛
（
一
九
九
九
）
は
指
摘
し
て
い
る
。
つ
ま

り
、
侘
び
数
奇
と
は
極
め
て
対
立
的
な
関
係
を
孕
ん
だ
言
葉
で
あ
る
。
そ
れ

が
何
故
茶
湯
の
心
を
最
も
端
的
に
表
現
す
る
言
葉
に
な
り
得
た
の
か
。
そ
れ

は
ユ
ン
グ
の
言
う
意
識
と
無
意
識
の
相
補
性
と
し
て
捉
え
て
み
る
と
分
か
り

や
す
い
。
つ
ま
り
、
茶
湯
は
茶
が
中
国
か
ら
伝
来
し
、
喫
茶
法
が
確
立
し
て

以
来
殿
中
の
茶
と
し
て
、
派
手
さ
、
豪
奢
さ
、
豊
か
さ
を
追
求
し
て
き
た
。

し
か
し
そ
れ
が
行
き
つ
く
所
ま
で
行
き
つ
く
と
、
そ
の
一
面
性
を
補
償
す
る

意
味
で
、
地
味
さ
、
貧
欲
さ
、
閑
寂
さ
、
す
な
わ
ち
「
侘
び
」
を
要
求
す
る

よ
う
に
な
る
。
そ
こ
へ
登
場
す
る
の
が
連
歌
や
禅
の
影
響
を
受
け
た
紹
鴎
で

あ
り
、
珠
光
で
あ
る
。
そ
れ
を
当
時
の
茶
湯
界
へ
の
批
判
と
見
る
こ
と
も
で

き
る
が
、
も
し
批
判
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
殿
中
茶
湯
の
中
核
を
な
し
て
い

た
殿
上
人
た
ち
に
そ
れ
ほ
ど
ス
ム
ー
ス
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
は
無
か
っ

た
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
信
長
、
秀
吉
の
時
代
、
戦
国
の
下
克
上
と
し
て

捉
え
る
と
納
得
で
き
な
く
も
な
い
。
し
か
し
、
や
は
り
意
識
の
一
面
性
に
対

す
る
無
意
識
の
要
求
と
し
て
補
償
作
用
が
働
い
た
か
ら
こ
そ
、
天
下
人
で
あ

っ
た
信
長
、
秀
吉
が
利
休
の
侘
び
茶
を
自
ら
の
内
面
に
と
り
入
れ
た
と
考
え

る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
利
休
に
つ
い
て
も
同
様
に
考
え
る
事
が
で
き
る
。
つ
ま

り
、
堺
の
豪
商
で
あ
り
相
当
な
道
具
を
所
持
し
た
数
寄
者
で
あ
っ
た
利
休
が
、

次
に
求
め
た
の
は
「
侘
び
」
の
心
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
利
休
は
秀
吉
の
茶

頭
に
ま
で
の
ぼ
り
つ
め
、
究
極
の
侘
び
の
世
界
を
設
立
し
た
。
そ
れ
が
山
崎

の
妙
喜
庵
で
あ
る
。
そ
こ
へ
利
休
は
金
の
茶
室
を
造
営
し
た
将
軍
秀
吉
を
招

き
入
れ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
秀
吉
の
治
療
者
的
存
在
で
あ
っ
た
利
休
に
と
っ

て
心
の
必
然
性
で
あ
り
、
派
手
さ
、
豪
奢
さ
を
追
い
つ
づ
け
た
秀
吉
に
と
っ

て
も
不
思
議
な
や
す
ら
ぎ
の
体
験
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
こ
の
場
合
、

二
人
の
関
係
は
相
補
的
に
働
い
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
し
、
秀
吉
に
と
っ
て

も
利
休
に
と
っ
て
も
、
そ
れ
は
意
識
と
無
意
識
の
激
し
い
凌
ぎ
合
い
が
起
こ

っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

数
寄
が
執
着
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
が
、
ユ
ン
グ
（
一
九
七
七
）

が
『
錬
金
術
に
見
ら
れ
る
宗
教
心
理
学
的
問
題
』
の
中
で
、「
執
着
」
が
望

ま
し
い
も
の
で
は
な
く
、
耐
え
が
た
い
も
の
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
実

際
に
は
積
極
的
な
意
味
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
と
し
て
、
興
味
深
い
こ
と
を

述
べ
て
い
る
の
で
引
用
し
た
い
。「『
執
着
は
』
は
一
方
で
は
極
め
て
扱
い
に

く
い
代
物
で
あ
り
、
し
か
も
こ
の
困
難
は
見
た
と
こ
ろ
克
服
し
難
い
も
の
の

よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
し
か
し
他
方
で
は
ま
さ
に
こ
の
困
難
の
ゆ
え
に
こ
そ
、

全
神
経
を
集
中
し
て
、
一
個
の
人
間
全
体
を
も
っ
て
応
じ
よ
う
と
要
求
し
て

い
る
と
こ
ろ
の
、
比
類
な
き
状
況
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
患
者
は
無
意

識
裡
に
一
貫
し
て
、
究
極
的
に
は
解
決
不
可
能
な
大
問
題
を
追
求
し
て
お
り
、

他
方
医
者
は
、
そ
の
技
術
の
あ
り
っ
た
け
を
駆
使
し
て
患
者
の
追
求
を
助
け

よ
う
と
す
る
―
―
こ
れ
が
『
執
着
』
の
示
し
て
い
る
状
況
の
真
の
姿
で
は
あ

る
ま
い
か
。『
わ
が
術
の
求
め
ん
と
欲
す
る
は
全
き
人
間
な
り
』
と
昔
の
あ

る
錬
金
術
師
は
言
い
放
っ
て
い
る
。
追
求
さ
れ
て
い
る
の
は
、
他
な
ら
ぬ
こ

の
『
全
き
人
間
　

』
な
の
だ
。
医
者
の
努
力
も
患
者
の
追
求
も
、

よ
り
一
層
偉
大
で
あ
る
と
同
時
に
未
だ
可
能
性
と
し
て
し
か
存
在
し
て
い
な

い
人
間
、
隠
れ
て
い
る
、
ま
だ
顕
在
化
し
て
い
な
い
『
全
き
人
間
』
を
目
指
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し
て
い
る
。
全
体
性
へ
の
正
し
い
道
は
し
か
し
―
―
ま
こ
と
に
残
念
な
こ
と

に
―
―
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
迂
路
や
迷
路
か
ら
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は

『
最
長
の
道

』
で
あ
り
、
真
直
ぐ
で
は
な
く
、
ヘ
ル
メ
ス

の
蛇
杖
さ
な
が
ら
に
反
対
の
極
と
極
を
結
び
つ
つ
曲
が
り
く
ね
っ
た
道
で
あ

る
。
そ
の
迷
宮
に
も
似
た
紆
余
曲
折
を
前
に
す
れ
ば
何
人
も
恐
怖
の
あ
ま
り

後
込
み
せ
ず
に
は
お
れ
な
い
よ
う
な
道
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
道
の
途
上
で
、

人
々
が
『
め
っ
た
に
出
会
う
こ
と
の
な
い
』
と
形
容
し
た
が
る
あ
の
さ
ま
ざ

ま
な
経
験
が
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
め
っ
た
に
出
会
え
な
い
の
は
、
そ
れ
が

非
常
な
努
力
を
要
す
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
こ
れ
ら
の
経
験
が

要
求
し
て
い
る
の
は
、
世
間
の
人
々
が
最
も
恐
れ
て
い
る
も
の
、
す
な
わ
ち

全
体
性
だ
か
ら
で
あ
る
。」

ユ
ン
グ
の
言
葉
は
難
し
い
。
し
か
し
、
心
理
療
法
自
体
が
そ
う
簡
単
に
表

現
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
た
め
で
も
あ
る
。
こ
こ
で
ユ
ン
グ
は
治
療
者
が
ク

ラ
イ
エ
ン
ト
の
追
求
を
助
け
る
た
め
に
、
技
術
の
あ
り
っ
た
け
を
駆
使
す
る
。

そ
れ
が
「
執
着
」
で
あ
る
と
語
っ
て
い
る
。
心
理
療
法
は
ユ
ン
グ
を
も
っ
て

し
て
も
「
ヘ
ル
メ
ス
の
蛇
杖
さ
な
が
ら
に
反
対
の
極
と
極
を
結
び
つ
つ
曲
が

り
く
ね
っ
た
道
」
と
表
現
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
り
、
そ
の
目
的
に
し
て
も
、

錬
金
術
師
の
言
を
借
り
て
、「
わ
が
術
の
求
め
ん
と
欲
す
る
は
全
き
人
間
な

り
」
と
言
い
放
っ
て
い
る
が
、
こ
の
「
全
き
人
間
」
こ
そ
が
ユ
ン
グ
の
い
う

個
性
化
の
過
程
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
れ
を
「
わ
が
術
の
求
め
ん
と
欲
す

る
は
侘
び
数
奇
の
道
な
り
」
を
言
い
換
え
た
と
し
て
も
な
ん
ら
意
味
は
変
わ

ら
な
い
。
心
理
療
法
も
茶
湯
も
そ
の
表
現
法
が
難
し
く
、
し
か
も
心
を
問
題

に
は
す
る
が
身
体
を
通
し
て
体
験
的
に
し
か
理
解
が
困
難
で
あ
る
。
結
局
、

茶
湯
も
心
理
療
法
も
、
熊
倉
が
言
う
よ
う
に
「
人
間
が
人
間
ら
し
く
」「
個

が
個
ら
し
く
生
き
る
道
」
と
い
う
よ
り
他
に
無
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

Ⅲ
　
お
わ
り
に

日
本
の
文
化
は
め
ん
め
ん
と
受
け
継
が
れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
現
代
社
会

に
も
生
き
つ
づ
け
て
い
る
。
茶
湯
も
代
表
的
な
日
本
文
化
と
し
て
四
百
年
以

上
前
か
ら
、
さ
ま
ざ
ま
に
変
容
し
な
が
ら
受
け
継
が
れ
て
き
た
事
は
喜
ば
し

い
こ
と
だ
。
し
か
し
、
現
代
の
茶
湯
は
「
数
寄
」
ば
か
り
が
強
調
さ
れ
て

「
我
意
、
我
執
」
が
気
に
な
る
。
豪
華
で
豊
か
な
も
の
の
世
界
が
、
心
の
豊

か
さ
を
も
た
ら
す
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
ば
か
り
執
着
し
て
い
て

は
心
の
中
が
貧
し
く
な
る
。
数
寄
て
、
好
き
て
、
す
き
尽
く
し
、
侘
び
て
詫

び
て
、
わ
び
澄
ま
し
て
、
そ
の
境
界
で
凌
ぎ
尽
く
し
、
心
に
お
さ
め
る
こ
と

が
で
き
る
機
会
と
な
る
べ
き
だ
が
、
そ
し
て
、
そ
の
時
、
ふ
と
新
し
い
イ
メ

ー
ジ
が
生
ま
れ
て
く
る
の
だ
が
…
。
す
く
事
だ
け
し
か
で
き
な
い
人
、
侘
び

る
だ
け
し
か
で
き
な
い
人
、
あ
る
い
は
、
侘
び
も
数
奇
と
も
無
縁
に
な
っ
て
、

根
無
し
草
の
よ
う
に
漂
い
始
め
た
人
も
多
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ

は
日
本
の
伝
統
や
、
文
化
を
担
う
大
人
社
会
が
硬
直
化
し
、
そ
の
時
代
の
心

の
要
求
に
そ
っ
て
、
し
な
や
か
な
変
容
へ
の
努
力
を
怠
っ
て
い
る
せ
い
か
も

し
れ
な
い
。

一
方
、
心
理
療
法
は
極
め
て
新
し
い
専
門
分
野
で
あ
る
。
一
九
七
〇
年
、

大
学
紛
争
が
多
少
ヒ
ス
テ
リ
ッ
ク
な
動
き
を
見
せ
始
め
、「
不
登
校
」「
自
閉

症
」
と
い
っ
た
言
葉
が
巷
で
も
聞
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
頃
、
筆
者
は
大
学

を
卒
業
し
、
主
に
青
少
年
を
対
象
と
し
た
精
神
病
院
に
、
テ
ス
タ
ー
兼
カ
ウ

ン
セ
ラ
ー
兼
教
師
と
し
て
勤
務
す
る
事
に
な
っ
た
。
そ
の
年
は
大
阪
万
博
の

開
催
さ
れ
た
年
で
も
あ
り
、
学
友
の
中
に
は
語
学
力
や
美
貌
を
か
わ
れ
、
コ

ン
パ
ニ
オ
ン
と
し
て
華
々
し
く
活
躍
し
た
人
も
多
か
っ
た
。
そ
ん
な
時
代
に

あ
っ
て
、
精
神
病
院
勤
務
と
い
え
ば
、
周
囲
の
人
々
は
「
な
ぜ
、
よ
り
に

よ
っ
て
…
」
と
驚
き
、
半
ば
蔑
み
の
視
線
さ
え
感
じ
た
も
の
だ
。
当
時
、
臨
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床
心
理
学
と
か
心
理
療
法
は
、
極
め
て
マ
イ
ナ
ー
な
専
門
分
野
で
あ
り
、
ま

し
て
精
神
病
院
と
い
え
ば
、
一
般
社
会
の
み
な
ら
ず
、
医
療
機
関
と
し
て
も

差
別
的
な
目
で
見
ら
れ
、
よ
り
に
よ
っ
て
人
生
の
裏
街
道
を
、
な
ぜ
筆
者
が

歩
き
始
め
た
の
か
と
い
ぶ
か
し
く
思
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
当
時
週
４
日
を
病

棟
内
に
あ
る
一
室
で
、
心
理
テ
ス
ト
や
面
接
を
細
々
と
行
い
、
時
に
は
何
の

設
備
も
な
い
と
こ
ろ
で
、
院
内
学
級
の
設
立
に
向
け
て
学
習
へ
の
試
み
も
行

っ
た
。
あ
る
時
は
絵
画
教
室
で
あ
っ
た
り
、
音
楽
教
室
で
あ
っ
た
り
、
ま
た

あ
る
時
は
遠
足
や
運
動
会
や
学
芸
会
も
催
し
た
事
を
記
憶
し
て
い
る
。
今
か

ら
考
え
れ
ば
無
謀
な
ほ
ど
思
い
つ
く
ま
ま
、
し
か
し
、
そ
れ
は
常
に
善
意
と

熱
意
に
支
え
ら
れ
た
実
践
で
あ
っ
た
し
、
社
会
的
に
は
日
陰
な
が
ら
も
、
自

ら
の
臨
床
実
践
と
し
て
は
最
も
濃
く
、
熱
く
貴
重
な
経
験
で
あ
っ
た
と
自
負

し
て
い
る
。
ま
ず
は
、
当
時
筆
者
の
無
謀
な
催
し
に
参
加
し
て
く
れ
た
り
、

不
慣
れ
な
テ
ス
ト
技
術
に
も
快
く
被
検
者
に
な
っ
て
く
れ
た
り
、
未
熟
者
の

カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
で
あ
っ
た
筆
者
に
悩
み
を
話
し
て
く
れ
た
お
お
ぜ
い
の
患
者

さ
ん
に
感
謝
し
た
い
。

と
こ
ろ
が
、
21
世
紀
を
目
前
に
し
た
今
、
さ
ま
ざ
ま
な
心
の
問
題
や
痛
ま

し
い
事
件
が
頻
発
し
、
心
理
療
法
に
対
す
る
認
識
や
期
待
は
高
ま
り
、
臨
床

心
理
学
は
表
街
道
を
堂
々
を
歩
き
始
め
、
三
十
年
前
と
は
雲
泥
の
差
で
あ
る
。

そ
の
事
自
体
、
心
理
療
法
の
現
場
で
働
く
も
の
に
と
っ
て
も
喜
ば
し
い
こ
と

で
あ
る
。
し
か
し
、
臨
床
心
理
学
は
経
験
科
学
で
あ
り
、
科
学
と
い
え
ど
も

経
験
が
重
要
視
さ
れ
る
。
し
か
も
、
そ
れ
は
臨
床
体
験
に
限
定
さ
れ
た
も
の

で
は
な
く
、
日
常
的
「
命
」
と
、
非
日
常
的
「
魂
」
に
ふ
れ
る
体
験
と
言
う

べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
し
て
、
現
代
青
年
の
心
の
問
題
は
そ
の
感
情
体
験
の
不

足
が
根
底
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
臨
床
心
理
学
を
志
す
若
者
も
同
質
の
問
題
を

抱
え
る
可
能
性
は
高
い
。
そ
ん
な
時
、「
侘
び
数
寄
」
の
体
験
は
意
味
深
い
。

露
地
を
通
っ
て
茶
室
に
一
歩
入
れ
ば
、
松
風
の
音
を
聴
く
感
受
性
を
養
い
、

無
限
の
イ
メ
ー
ジ
に
浸
る
こ
と
が
で
き
、
露
地
か
ら
一
歩
出
れ
ば
こ
の
世
の

生
き
方
を
豊
か
に
体
験
さ
せ
て
く
れ
る
。
こ
れ
が
茶
湯
に
お
け
る
心
理
療
法

的
意
味
で
あ
ろ
う
。
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ABSTRACT

The tea-ceremony as a form of psychotherapy

TOMOHISA, Shigeko

Konan University

The purpose of this study is to consider the tea ceremony, one part of traditional

Japanese culture, as a possible form of psychotherapy. The tea ceremony is described

by the word: Wabi-suki. It describes two opposite concepts existing simultaneously in

the tea ceremony. The original meanings of Wabi were loneliness , deserted , modest

or silent, but, when it is used as a concept in the tea ceremony, includes the meaning

of detachment. Also, originally the meaning of Suki was sensual attraction, later

coming to have the meaning of attachment to personal belongings.  These two

concepts act to balance each other. The joint experience of Wabi and Suki are

important to develop a stable human mind.  

C. G. Jung, who first proposed analytical psychology, said consciousness and

unconsciousness act in compensatory manner. If one side is too strong, the other side

works to balance in compensation. And while these two parts remain in balance, we

can be healthy  

If you consider attachment as a need and detachment as a working of the conscious

mind, then Wabi-suki can be considered to have a similarity to Jung's concept

Key words : Wabi-suki, psychotherapy, and compensation


