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川
上
不
白
は
享
保
四
年（
一
七
一
九
）に
、
紀
州
徳
川
家
の
附
家
老
で
あ
っ
た
新
宮
水
野
家
の
家
臣
川
上
六
太
夫
の
次
男
と
し
て
誕
生

し
、
享
保
十
九
年（
一
七
三
四
）に
十
六
才
で
表
千
家
七
世
如
心
斎
に
入
門
し
て
茶
の
湯
の
世
界
に
入
っ
た
。
寛
延
三
年（
一
七
五
〇
）、

三
十
二
才
の
と
き
に
如
心
斎
よ
り
真
台
子
の
伝
授
を
受
け
、
こ
の
年
に
江
戸
へ
と
向
か
う
。
こ
の
後
、
茶
人
と
し
て
江
戸
を
中
心
に
活

躍
し
、
文
化
四
年（
一
八
〇
七
）十
月
四
日
に
八
十
九
才
で
没
し
た
江
戸
千
家
の
始
祖
と
さ
れ
る
人
物
で
あ
る
。

そ
の
不
白
の
句
業
を
集
め
た
も
の
が
『
不
白
翁
句
集
』
で
あ
る
。
刊
行
は
寛
政
十
年（
一
七
九
八
）か
翌
年
と
考
え
ら
れ
る
私
家
版

の
句
集
で
あ
る
。
佐
藤
悟
氏
に
よ
れ
ば
「
二
代
目
宗
雪
に
よ
っ
て
不
白
の
八
十
の
賀
を
機
に
、
そ
の
茶
業
を
顕
彰
す
る
た
め
に
編
纂
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
茶
道
史
の
資
料
で
あ
る
と
と
も
に
、
近
世
俳
諧
史
に
と
っ
て
も
興
味
深
い
資
料
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ

る
」1

と
さ
れ
る
。
内
容
は
春
夏
秋
冬
・
雑
の
全
二
百
五
十
二
句
と
そ
の
詞
書
か
ら
な
り
、「
春
之
部
」
に
つ
い
て
は
別
稿
で
す
で
に
評

釈
と
検
証
を
試
み
た

2

の
で
、
本
稿
で
は
「
夏
之
部
」
に
つ
い
て
茶
の
湯
と
と
く
に
深
く
関
わ
る
と
思
わ
れ
る
句
に
つ
い
て
検
討
し
て

い
く
こ
と
と
す
る
。
な
お
本
文
は
、
江
戸
千
家
茶
の
湯
研
究
所
『
不
白
翁
句
集
』（
講
談
社　

一
九
八
一
）に
よ
っ
た
。

以
下
、「
夏
之
部
」
の
発
句
を
前
書
き
と
と
も
に
示
し
て
、
内
容
を
検
討
し
て
い
く
。

薩
摩
中
将
の
と
の
ゝ
仰
に
よ
て
、
数
寄
屋
花
月
楼
物
す
き
し
、
ま
た
其
御
庭
の
路
次
作
り
け
る
日
、

夕
立
し
け
れ
は

白
雨
や
此
地
か
た
め
の
幾
千
と
せ

こ
の
薩
摩
中
将
と
は
、
薩
摩
藩
第
八
代
藩
主
島
津
重し

げ

豪ひ
で（

一
七
五
一
～
一
八
三
三
）の
こ
と
で
あ
る
。
重
豪
は
、
シ
ー
ボ
ル
ト
と
会

見
し
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
「
蘭
癖
大
名
」
の
異
名
を
持
つ
開
明
的
な
藩
主
で
あ
っ
た
。
彼
は
蘭
学
へ
の
傾
倒
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
「
微
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行
」
ぶ
り
も
有
名
で
、
明
和
二
年（
一
七
六
五
）に
は
参
勤
交
代
の
途
中
で
宇
治
の
万
福
寺
に
立
ち
寄
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
茶
そ

の
も
の
と
の
接
点
も
う
か
が
え
る
。
不
白
へ
の
入
門
時
期
は
定
か
で
は
な
い
が
、
そ
の
「
門
人
系
譜
」
の
な
か
に
「
薩
摩
中
将
栄
翁
」

と
し
て
、
備
前
少
将（
毛
利
）重
就
な
ど
と
な
ら
び
記
さ
れ
て
い
る
。3

芳
即
正
氏
に
よ
れ
ば
、
そ
の
才
能
は
、
散
楽
を
は
じ
め
と
し
て
「
鷹
狩
り
に
必
要
な
銃
や
乗
馬
を
は
じ
め
、
書
・
画
・
剣
さ
ら
に

は
典
礼
・
医
薬
等
を
も
学
ん
で
、
趣
味
豊
か
な
人
物
に
成
長
し
て
い
っ
た
」4

よ
う
で
あ
る
。
そ
う
し
た
文
化
的
な
営
為
を
好
む
藩
主

と
し
て
、
た
と
え
ば
明
和
九
年（
一
七
七
二
）に
は
、「
文
化
の
中
心
が
京
坂
地
方
で
あ
っ
た
当
時
、
理
想
を
上
方
に
お
き
つ
つ
」
藩

士
た
ち
の
言
語
容
貌
の
矯
正
を
命
じ
た
り
し
て
い
る
。5

茶
の
湯
へ
の
造
詣
も
、
重
豪
の
多
趣
味
の
た
ん
な
る
延
長
と
も
考
え
ら
れ

る
が
、
彼
の
育
て
の
親
と
も
い
う
べ
き
第
五
代
藩
主
島
津
継
豊
の
継
室
で
権
大
納
言
清
閑
寺
熈
定
の
娘
で
あ
っ
た
竹
姫（
一
七
〇
五-

一
七
七
二
）の
影
響
も
あ
っ
て
の
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は
、

…
彼
の
世
話
は
系
図
上
祖
母
に
当
た
る
竹
姫
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
竹
姫
は
重
豪
を
可
愛
が
り
、
重
豪
は
そ
の
影
響
を

強
く
受
け
て
育
っ
た
。
の
ち
に
、
重
豪
は
薩
摩
の
無
骨
な
風
俗
を
嫌
っ
て
、
言
語
・
風
俗
を
上
方
風
に
改
め
よ
う
と
し
た
り
、
開

化
政
策
を
推
進
し
て
薩
摩
の
文
化
水
準
向
上
を
図
ろ
う
と
し
た
が
、
こ
れ
ら
は
京
都
生
ま
れ
で
大
奥
育
ち
の
竹
姫
に
養
育
さ
れ
た

影
響
と
い
わ
れ
て
い
る
。

と
す
る
松
尾
千
歳
氏
の
指
摘
か
ら
も
う
か
が
え
る
。6

重
豪
が
茶
の
湯
を
学
ん
だ
の
は
、
藩
士
た
ち
へ
の
風
俗
矯
正
に
茶
の
湯
の
作
法

を
役
立
て
よ
う
と
し
て
い
た
可
能
性
も
高
い
。
や
が
て
茶
人
と
し
て
も
、

重
豪
は
従
三
位
に
叙
せ
ら
れ
た
年
の
翌
年
、
八
十
八
歳
を
迎
え
、
三
月
十
五
日
米
寿
の
祝
い
を
す
る
が
、
そ
の
直
前
十
一
日
に

完
成
し
た
茶
室
福
寿
亭
は
、
従
三
位
昇
進
と
と
も
に
長
寿
を
祝
う
意
味
が
あ
っ
た
。7

と
い
う
よ
う
に
、
最
晩
年
に
い
た
っ
て
ま
で
も
茶
室
を
建
て
る
な
ど
、
お
そ
ら
く
天
明
七
年（
一
七
八
七
）に
隠
居
し
て
以
来
、
一
層
、

茶
の
湯
に
た
い
し
て
の
造
詣
を
深
め
て
い
っ
た
も
の
と
推
察
で
き
る
。

句
の
前
書
き
で
は
、
不
白
は
そ
の
重
豪
の
命
令
で
自
身
の
好
み
の
茶
室
「
花
月
楼
」
を
建
て
た
と
い
う
の
で
あ
る
。「
花
月
楼
」

は
、
不
白
が
宝
暦
八
年（
一
七
五
八
）に
江
戸
神
田
明
神
台
の
自
邸
に
設
け
た
広
間
の
茶
室
で
、「
花
月
楼
」
の
「
花
月
」
と
は
七
事
式

の
「
花
月
之
式
」
に
由
来
し
、『
千
家
数
寄
屋
寸
法
』
に
よ
れ
ば
京
間
畳
の
八
畳
を
中
心
と
し
た
も
の
で
、「
基
本
構
成
か
ら
見
れ
ば
、
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花
月
楼
は
ま
ぎ
れ
も
な
く
書
院
で
あ
る
が
、
…
上
段
と
し
て
の
格
調
は
表
現
さ
れ
て
い
る
も
の
の
簡
素
で
わ
び
た
意
匠
構
成
が
要
所
に

配
さ
れ
、
書
院
全
体
が
茶
座
敷
の
造
形
で
統
一
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
…
不
白
は
門
人
に
対
し
て
、
如
心
斎
よ
り
も
寛
容

な
姿
勢
を
取
っ
て
い
た
。
江
戸
に
お
い
て
幅
広
い
人
々
に
千
家
の
茶
道
を
広
め
る
際
に
は
、
そ
の
寛
容
さ
も
役
立
っ
て
い
た
と
思
わ

れ
、
不
白
の
好
み
に
な
る
と
す
る
広
間
の
種
類
が
少
な
く
な
い
の
も
、
そ
う
し
た
姿
勢
と
関
係
が
あ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
」8

と
の

指
摘
も
あ
る
茶
室
で
あ
る
。
そ
の
写
し
を
重
豪
は
不
白
に
よ
っ
て
自
邸
に
作
ら
せ
た
の
で
あ
る
。

同
じ
く
「
花
月
楼
」
の
名
を
持
つ
茶
室
が
、
現
在
、
山
口
県
萩
市
松
陰
神
社
に
も
遺
る
。
こ
の
「
花
月
楼
」
も
不
白
が
好
み
、
安
永

五
年（
一
七
七
六
）に
毛
利
重
就
に
よ
り
三
田
尻
御
茶
屋（
現
在
の
防
府
市
）に
建
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
に
同
名
の
茶
室
を

写
さ
せ
る
こ
と
は
特
段
に
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
重
豪
も
重
就
も
不
白
の
茶
の
湯
へ
の
傾
倒
が
か
な
り
強
か
っ
た
こ
と

を
示
し
て
い
る
。
薩
摩
藩
と
長
州
藩
は
や
が
て
幕
末
期
に
薩
長
同
盟
を
結
び
明
治
維
新
を
迎
え
る
原
動
力
と
な
る
わ
け
で
あ
る
が
、
不

白
の
茶
の
湯
に
よ
り
、
は
や
く
に
こ
う
し
た
共
通
点
が
あ
っ
た
こ
と
も
興
味
深
い
事
実
で
あ
る
。

さ
ら
に
前
書
き
に
よ
る
と
、
不
白
は
茶
室
の
み
な
ら
ず
茶
苑
の
設
計
も
任
さ
れ
、
現
地
で
露
地
の
作
事
の
指
図
を
し
て
い
る
と
、
そ

こ
に
夕
立
が
き
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
お
そ
ら
く
は
「
雨
降
っ
て
地
固
ま
る
」9

の
俚
諺
を
ふ
ま
え
、
こ
の
夕
立
が
こ
の
茶
苑

の
地
固
め
の
も
と
と
な
り
、
幾
千
年
も
ゆ
る
ぎ
な
く
続
い
て
ほ
し
い
こ
と
だ
、
と
句
を
詠
ん
だ
わ
け
で
あ
る
。

近
衛
殿
下
御
祈
願
所
北
野
な
る
西
王
寺
に
成
せ
ら
れ
け
る
こ
ろ
、
御
茶
点
し
て
奉
れ
よ
と
有
て
、
御
相
伴
ハ
柳
原
亜
相
の
君
な
ど

わ
た
ら
せ
給
ひ
し
、
御
飾
付
ハ
ミ
な
其
御
方
の
き
よ
き
道
具
に
て
、
壺
の
口
切
事
御
覧
あ
ら
ん
と
の
御
事
ゆ
へ
、
平
手
前
に
点
し

御
茶
碗
は
御
臺
に
載
て

た
て
ま
つ
る
御
茶
や
薫
る
風
の
色

こ
の
「
近
衛
殿
下
」
と
は
、
近
衛
内う

ち

前さ
き（

一
七
二
八-

一
七
八
五
）を
指
し
、
柳
原
亜
相
と
は
柳
原
紀も

と

光み
つ（

一
七
四
六-

一
八
〇
〇
）の

こ
と
で
あ
る
。�1

内
前
は
和
菓
子
の
老
舗
で
あ
る
虎
屋
の
菓
子
「
蓬
が
嶋
」
の
命
名
を
し
た
よ
う
で
「
当
店
の
延
享
3
年（1746

）『
御

用
御
菓
子
御
直
段
帳
』
に
よ
り
、
宝
暦
12
年（1762

）10
月
6
日
に
御
銘
を
賜
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す
」
と
記
録
さ
れ
て
い
る

し
、
紀
光
の
父
光
綱（
一
七
一
二-

一
七
六
〇
）も
虎
屋
と
の
取
引
の
あ
っ
た
公
家
と
し
て
記
録
が
残
さ
れ
て
い
る
。��

ま
た
、
内
前
と
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光
綱
の
二
人
は
、
宝
暦
事
件
で
保
守
派
に
属
し
、
竹
内
式
部
の
尊
皇
思
想
の
影
響
を
う
け
た
若
い
公
家
た
ち
で
あ
る
徳
大
寺
公
城
や
正

親
町
三
条
公
積
ら
を
所
司
代
に
訴
え
た
人
物
と
し
て
も
知
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
保
守
派
の
公
家
た
ち
と
不
白
の
交
流
に
つ
い
て
、
川
上

宗
雪
氏
は
「
当
時
の
幕
閣
田
沼
政
権
の
懐
柔
策
と
み
な
す
の
は
穿
ち
す
ぎ
で
あ
ろ
う
か
」
と
指
摘
し
て
い
る
。��

ま
た
、
西
王
寺
は
大
徳
寺
と
な
ら
ぶ
近
衛
家
の
菩
提
寺
で
あ
る
。
西
照
寺
と
す
る
も
の
も
あ
る
が
、『
大
日
本
寺
院
総
覧
』
に
よ
れ

ば
、

更
衣
山
。
葛
野
郡
西
京
村
仲
保
に
在
り
。
万
治
二
年
、
関
白
近
衛
基
煕
に
依
り
、
開
山
は
碧
雲
自
閑
和
尚
、
中
興
は
契
山
太
徹

和
尚
た
り
。
寺
格
は
別
格
地
に
し
て
、
近
衛
公
爵
家
檀
越
た
り
。�3

と
あ
り
、
こ
ち
ら
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
明
和
五
年（
一
七
六
八
）九
月
に
は
茶
の
湯
の
愛
好
家
と
し
て
知
ら
れ
る
近
衛
家
煕

の
三
十
三
回
忌
を
前
に
「
近
衛
家
よ
り
大
徳
寺
へ
白
銀
三
十
枚
、
濃
茶
と
薄
茶
を
五
袋
ず
つ
・
蒸
籠
四
組
を
、
西
王
寺
へ
金
子
五
両
・

濃
茶
・
蒸
籠
二
組
」
が
送
ら
れ
た
り
、
十
月
の
法
要
当
日
は
、
当
主
で
あ
る
内
前
が
西
王
寺
に
詰
め
た
と
い
う
記
録
も
残
さ
れ
て
も
い

る
。�1こ

の
句
の
詠
ま
れ
た
茶
会
は
、
す
で
に
佐
藤
悟
氏
ら
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
安
永
四
年（
一
七
七
五
）十
二
月
十
二
日
に
催
さ
れ
た
如

心
斎
の
二
十
五
年
忌
の
た
め
の
茶
事
�1

で
あ
り
、
そ
の
会
記
で
あ
る
『
安
永
四
年
未
年
八
月
天
然
居
士
廿
五
年
忌
上
京
会
附
』
�6

に
は
、

同
十
二
日　

西
照
寺
ニ
而　

不
白　

手
前

関
白
様　
　

御
詰　

柳
原
中
納
言
殿　

樋
口
中
務
少
輔
殿

掛
物　

三
み
や
く
院
様
文
嵯
峨
御
所
へ
御
名
当

釜　
　

天
明　

万
代
屋
形

香
合　

古
イ
マ
リ
染
付

水
桶　

真
手
桶

花
入　

二
重　

宗
和　

花　

檀
香
梅　

白
椿

茶
入　

落
穂
手　

嵯
峨
御
所
よ
り
拝
領

茶
碗　

餝

川上不白の句作と茶の湯
―『不白翁句集』「夏之部」より― 31（1）



染
盌　

新
朝
鮮　

木
地
小
角
こ
ふ
く
さ

茶
杓　

関
白
様
御
作　

銘　

ク
サ
ク
キ

筒　

柳
原
中
納
言
紀
光
様
卿

口　

樋
口
中
務
少
輔
宜
康
朝
臣

初
メ
壺
餝　

真
壺

御
好
ニ
付
御
目
通
ニ
而
口
切
ル

炭
取
手
付
ふ
く
へ
貘

歌
自
分
書　

茶
湯
と
ハ
い
か
な
る
も
の
を
云
や
ら
ん
墨
絵
に
書
し
松
風
の
声

　
　
　
　

い
り
酒

御
皿　

水
泉
寺
の
り　

岩
た
け

御
汁　

は
り
牛
蒡　

な
め
た
け

御
飯

　
　

御
香
の
物

御
平　
　

や
き
ふ　

冬
瓜
た
ん
さ
く

御
椀　
　

わ
り　

く
ろ
ミ
そ

御
菓
子　

つ
ま
み
よ
ふ
か
ん

御
菓
子　

白
饅
頭　

岸
の
雪　

玉
章

御
後
段
略
之

と
、
そ
の
様
子
が
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
会
記
を
検
討
し
て
み
る
と
、
正
客
が
近
衛
関
白
公
と
い
う
こ
と
で
、
床
に
は
「
三
み
や
く
院
様
」、
す
な
わ
ち
近
衛
信
尹

（
一
五
六
五-

一
六
一
四
）の
書
状
が
掛
け
ら
れ
た
。
信
尹
こ
と
三
貘
院
は
本
阿
弥
光
悦
・
松
花
堂
昭
乗
と
な
ら
び
寛
永
の
三
筆
と
称
せ

ら
れ
る
能
書
家
で
あ
る
。「
嵯
峨
御
所
」
と
は
嵯
峨
野
の
名
刹
大
覚
寺
の
こ
と
で
「
御
名
当
」
と
あ
る
の
で
門
跡
に
宛
て
ら
れ
た
手
紙
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で
あ
ろ
う
。

こ
の
こ
と
は
、『
不
白
筆
記
』
に
あ
る
、

一　

掛
物
ハ
禅
宗
古
代
ノ
墨
跡
大
徳
寺
代
々
家
ノ
衆
筆
用
ル
事
常
也　

公
家
之
筆
ヲ
モ
用

一　

墨
跡
ヲ
掛
ル
ニ
其
分
ケ
能
知
ツ
テ
掛
ル
物
也　

何
ン
ノ
事
や
ら
知
ラ
テ
む
さ
と
掛
ヌ
事
也　

サ
ル
ニ
依
テ
古
人
も
文
か
面
白

キ
と
申
タ
ル
ハ
爰
之
事
也
�7

と
あ
る
不
白
の
茶
の
湯
に
か
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
そ
の
理
由
は
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
内
前
は
茶
杓
を
作
る
ほ
ど
の
茶
の
湯
へ
の

心
得
が
あ
る
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
を
視
野
に
入
れ
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
貴
人
は
不
作
法
が
許
さ
れ
る
と
し
て
も
、
茶
席
に
入
れ
ば
軸

に
対
し
て
当
然
一
礼
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
際
に
関
白
が
礼
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
軸
と
な
れ
ば
、
宸
翰
も
し
く
は
近
衛
家
の
祖
先
の

も
の
と
な
る
と
考
え
た
た
め
だ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
、
不
白
は
大
徳
寺
の
高
僧
や
表
千
家
の
歴
代
家
元
の
軸
を
掛
け
る
こ
と
も
可
能
で

あ
っ
た
の
を
、
あ
え
て
「
三
み
や
く
院
様
」
を
用
い
た
と
い
え
る
。
さ
ら
に
茶
入
れ
に
も
「
嵯
峨
御
所
よ
り
拝
領
」
の
「
落
穂
手
」
を

用
い
て
い
る
の
は
、
そ
う
し
た
軸
と
の
取
合
せ
を
考
慮
し
て
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
に
『
不
白
筆
記
』
に
「
茶
碗
飾
り
」

と
し
て
、

一　

拝
領
か
名
物
ノ
事
也　

初
座
ニ
茶
碗
ヘ
フ
ク
サ
ヲ
敷　

茶
入
ヲ
床
え
飾
ル
…
…
�8

と
あ
る
よ
う
に
茶
碗
は
「
餝
」
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

花
入
が
金
森
宗
和
、
香
合
が
伊
万
里
で
あ
る
け
れ
ど
も
「
染
付
」、
茶
杓
は
正
客
の
作
の
銘
「
く
さ
く
き
」
＝
「
草
茎
」
を
用
い
る

な
ど
、
正
客
に
合
わ
せ
た
み
や
び
や
か
な
公
家
風
の
取
合
せ
を
し
て
い
る
点
も
不
白
の
茶
の
湯
の
自
在
さ
を
彷
彿
と
さ
せ
る
。

ま
た
、
如
心
斎
が
詠
江
戸
の
豪
商
冬
木
喜
平
次
か
ら
「
茶
の
湯
の
一
所
」
問
わ
れ
た
と
き
に
詠
ん
だ
と
さ
れ
る
「
茶
湯
と
ハ
�1

」
の

和
歌
が
書
き
付
け
ら
れ
た
ふ
く
べ
の
炭
取
を
用
い
て
い
る
が
、
こ
れ
も
『
不
白
筆
記
』
に
、

一　

炭
取
ハ
利
休
ハ
タ
ツ
マ
ウ
ロ
コ
形
也
…
…
フ
ク
ヘ
ハ
口
切
之
節
冬
計
リ
也
…
…
�1

と
あ
り
、
関
白
の
所
望
し
た
口
切
り
の
茶
事
に
ふ
さ
わ
し
い
道
具
な
の
で
あ
る
。

正
客
に
関
白
を
招
い
た
口
切
り
の
茶
事
と
い
う
ま
さ
に
晴
の
席
で
あ
れ
ば
、
本
来
な
ら
真
塗
台
子
を
用
い
た
り
し
た
麗
々
し
く
厳
か

な
席
を
内
前
は
想
定
し
て
来
訪
し
た
可
能
性
が
高
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
わ
び
道
具
の
真
塗
の
手
桶
の
前
に
、
も
っ
と
も
簡
略
な
平

点
前
で
も
て
な
し
た
の
が
、
ま
さ
に
不
白
の
茶
の
湯
の
真
骨
頂
で
あ
っ
た
ろ
う
。
と
は
い
え
、
平
点
前
で
あ
り
な
が
ら
も
、
茶
碗
は
運

川上不白の句作と茶の湯
―『不白翁句集』「夏之部」より― 33（6）



び
出
さ
ず
、
瀬
戸
の
落
穂
手
の
茶
入
と
と
も
に
「
新
朝
鮮
」
の
茶
碗
を
飾
り
、
平
点
前
な
が
ら
も
天
目
台
に
の
せ
て
客
に
呈
し
た
。
こ

の
「
台
天
目
平
手
前
」
の
作
法
は
『
不
白
筆
記
』
で
は
、

一　

天
目
ヲ
台
ヘ
ノ
セ
タ
ル
コ
ト
ヲ
云
計
リ
也
…
…
皆
貴
人
の
時
也
ト
師
被
仰
候
��

と
あ
る
よ
う
に
、
わ
び
茶
の
な
か
に
も
格
式
を
も
た
せ
て
い
る
。
こ
う
し
た
取
合
せ
は
、
一
見
す
る
と
茶
の
湯
の
格
式
と
作
法
か
ら
逸

脱
し
た
か
の
様
相
を
呈
し
て
い
る
が
、
こ
れ
こ
そ
が
『
不
白
筆
記
』
に
、

一　

貴
人
あ
し
ら
ひ
の
事
ハ
大
様
形
ハ
有
之
候
得
共
是
計
ハ
法
な
き
か
貴
人
ア
シ
ラ
イ
ノ
法
也　

法
計
ニ
而
貴
人
ハ
ゆ
く
へ
か
ら

す　

法
ヲ
以
テ
貴
人
を
押
付
ル
時
ハ
礼
義
不
可
有　

左
候
へ
ハ
茶
道
ハ
せ
ま
き
用
ニ
立
ぬ
物
也　

茶
道
ハ
左
様
之
ら
ま
き
物
ニ

而
な
し　

広
き
が
此
道
之
肝
要
也　

時
ニ
寄
破
ル
も
法
や
ふ
ら
ぬ
も
法
也　

高
人
の
時
ニ
随
而
道
ヲ
行
事
め
い
人
の
第
一
也　

殊
ニ
紀
州
ト
申
在
り　

此
被
成
方
き
つ
う
心
得
可
有
事
也　

惣
躰
貴
人
の
事
ハ
皆
時
ニ
当
リ
テ
作
略
肝
要
也　

予
モ
主
持
故
此

事
第
一
ニ
時
々
被
仰
候　

返
々
も
時
ニ
寄
法
ニ
か
ら
ま
さ
る
ゝ
事
有
へ
か
ら
す
��

と
あ
る
よ
う
な
不
白
の
主
張
を
現
出
し
て
い
る
。
不
白
は
、
誰
彼
と
な
く
茶
家
と
し
て
の
格
式
や
作
法
を
押
し
付
け
る
こ
と
は
な
く
、

「
時
二
寄
破
ル
も
法
や
ふ
ら
ぬ
も
法
也
」
と
い
う
よ
う
に
相
手
に
よ
り
作
法
を
適
宜
自
在
に
変
更
す
る
こ
と
が
、
も
て
な
し
の
極
意
で

あ
る
と
し
た
。
こ
こ
で
は
、
千
家
由
来
の
わ
び
茶
の
点
前
を
中
心
と
し
つ
つ
も
、
そ
の
道
具
組
み
や
懐
石
の
後
段
を
付
け
る
こ
と
で
正

客
の
高
貴
な
身
分
に
合
わ
せ
た
格
式
も
維
持
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
正
客
の
千
家
ら
し
い
壺
の
口
切
り
が
見
た
い
と
の
内
前
の
所
望
に

臨
機
応
変
に
対
応
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
の
姿
勢
こ
そ
が
、
先
の
茶
室
の
設
計
で
も
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
不
白
の
人
脈
を
広
げ
た

原
因
と
な
っ
た
と
い
え
る
。

口
切
り
の
茶
事
は
十
二
月
の
で
き
ご
と
で
あ
っ
た
の
に
、
句
集
で
は
夏
の
部
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
齟
齬
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
「
薫

る
風
の
色
」
の
語
句
に
由
来
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
十
二
月
の
茶
事
で
詠
ん
だ
句
の
季
語
が
「
薫
る
風
の
色
」
と
は
、
季
節
は
ず

れ
の
句
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
も
言
え
る
が
、
初
夏
に
摘
ん
だ
茶
を
茶
壷
に
つ
め
て
保
存
し
て
お
き
、
柚
子
の
実
の
色
濃
く
な
る

頃
に
口
切
り
し
て
初
め
て
賞
味
す
る
茶
の
湯
の
風
習
を
か
ん
が
み
れ
ば
�3

、
た
と
え
季
語
は
夏
で
あ
っ
て
も
、
茶
席
に
お
け
る
即
興
の

句
と
し
て
は
十
分
に
成
立
し
て
い
る
。
句
集
の
編
纂
に
際
し
て
は
、
季
語
の
配
列
を
意
識
し
た
た
め
に
、
夏
之
部
に
加
え
ら
れ
た
こ
と

で
、
不
白
の
こ
の
句
集
へ
の
関
与
を
否
定
的
に
捉
え
る
佐
藤
悟
氏
の
見
解
�1

も
あ
る
が
、
前
書
き
を
と
る
か
句
そ
の
も
の
を
と
る
か
の

編
集
態
度
の
如
何
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
季
語
の
齟
齬
の
み
か
ら
不
白
の
関
与
の
有
無
を
断
定
す
る
に
は
検
討
の
余
地
が
あ
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る
と
考
え
る
。

む
し
ろ
、
こ
こ
で
不
白
が
季
節
は
ず
れ
に
「
薫
風
」
を
想
定
し
た
理
由
に
は
、
先
の
茶
壺
に
茶
を
詰
め
る
時
季
の
ほ
か
に
、
禅
語
と

し
て
し
ば
し
ば
茶
席
の
掛
物
に
さ
れ
る
「
薫
風
自
南
来　

殿
閣
生
微
涼
」
と
の
関
連
も
指
摘
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
も
と
も
と
は
唐

の
文
宗
が
「
人
は
皆
炎
熱
を
厭
ふ
も
我
は
夏
日
の
長
き
を
愛
す
」
と
詠
じ
た
の
を
う
け
て
柳
公
権
が
詠
ん
だ
二
句
で
あ
る
。「
爽
や
か

な
初
夏
の
風
が
南
よ
り
吹
き
来
た
り
、
宮
殿
に
か
す
か
な
涼
し
さ
が
生
ま
れ
る
、
と
い
う
こ
と
。
雲
門
文
偃
が
あ
る
僧
か
ら
『
如
何
な

る
か
是
れ
諸
仏
出
身
の
処
』
と
問
わ
れ
て
、『
東
山
水
上
行
』
と
応
え
た
の
に
対
し
、
後
の
宋
代
の
圜
悟
克
勤
は
、
自
分
な
ら
ば
『
薫

風
南
よ
り
来
り
て
殿
閣
微
涼
を
生
ず
』
と
応
え
る
と
い
っ
た
。
全
く
作
為
を
興
さ
な
い
と
こ
ろ
こ
そ
が
無
量
の
利
益
を
普
く
及
ぼ
す
。

大
慧
宗
杲
は
こ
の
句
に
よ
っ
て
大
悟
し
た
と
い
う
」�1

と
い
う
禅
語
で
あ
る
。
内
前
の
関
白
と
い
う
ま
さ
に
殿
閣
で
暮
ら
す
地
位
を
取

り
込
ん
だ
趣
向
と
な
っ
て
い
る
句
と
読
む
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

東
呉
の
手
水
鉢
と
い
ふ
ハ
、
そ
の
か
ミ
豊
国
明
神
の
朝
鮮
を
征
し
給
ひ
し
時
、
名
に
し
お
ふ
先
鋒
た
り
し
清
正
大
将
の
い
き
ほ
ひ

ハ
、
撃
と
こ
ろ
勝
す
と
い
ふ
事
な
く
攻
る
と
こ
ろ
抜
す
と
い
ふ
事
な
し
、
さ
れ
ハ
彼
国
深
く
東
呉
と
か
い
へ
る
所
迄
攻
入
て
猛
威

を
震
ひ
し
後
の
証
に
と
て
、
其
所
の
橋
柱
な
り
し
を
押
折
て
携
来
り
し
も
の
な
り
と
か
や
。
そ
れ
を
数
寄
人
の
賞
翫
し
京
師
に
あ
り

し
を
、
其
石
に
似
た
る
大
和
石
を
も
て
模
し
け
れ
ハ
彷
彿
と
し
て
い
つ
れ
か
そ
れ
な
ら
ん
と
思
ふ
は
か
り
に
な
ん
有
け
る
。
し
か

る
に
其
本
の
石
ハ
祝
融
子
の
災
に
か
ゝ
り
き
と
か
聞
、
し
か
れ
ハ
是
そ
其
本
を
と
ゝ
め
し
そ
、
よ
く
模
し
せ
し
事
よ
と
嬉
し
く
て

い
よ
〳
〵
め
て
も
の
に
し
て

も
ろ
こ
し
の
露
を
く
月
や
苔
の
花

こ
の
「
東
呉
の
手
水
鉢
」
と
は
、
秀
吉
が
朝
鮮
出
兵
し
た
際
に
、
加
藤
清
正
が
朝
鮮
の
東
呉
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
攻
め
込
ん
で
い
っ

た
証
拠
に
、
そ
こ
の
橋
柱
を
折
り
取
っ
て
き
た
も
の
だ
と
す
る
。
そ
れ
を
京
都
の
数
寄
者
た
ち
が
写
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
れ
と
似
た
よ
う
な
由
来
を
持
つ
手
水
鉢
と
し
て
「
釜
山
海
の
手
水
鉢
」
が
あ
る
。

愛
知
県
犬
山
市
の
有
楽
苑
に
あ
る
手
水
鉢
。
も
と
は
京
都
建
仁
寺
の
塔
頭
正
伝
院
に
あ
っ
た
が
、
明
治
時
代
に
正
伝
院
が
廃
さ

れ
て
以
降
、
茶
室
如
庵
と
と
も
に
移
転
を
繰
り
返
し
、
現
在
地
に
移
る
。
加
藤
清
正
が
朝
鮮
出
兵
に
際
し
、
釜
山
よ
り
も
ち
帰
っ

川上不白の句作と茶の湯
―『不白翁句集』「夏之部」より― 3�（8）



た
海
石
を
豊
臣
秀
吉
に
献
上
し
、
そ
れ
を
下
賜
さ
れ
た
織
田
有
楽
が
如
庵
の
露
地
に
用
い
た
も
の
と
の
伝
承
が
あ
る
。
側
面
に
は

「
釜
山
海
」
と
彫
ら
れ
て
い
る
。�6

と
さ
れ
る
手
水
鉢
で
あ
り
、
こ
の
「
東
呉
の
手
水
鉢
」
も
こ
れ
に
類
す
る
由
来
を
持
つ
。「
祝
融
子
の
災
」
と
は
、
祝
融
子
が
炎
帝
の

子
孫
と
さ
れ
る
火
を
司
る
南
方
の
神
な
の
で
、
も
と
も
と
の
手
水
鉢
が
火
災
に
遭
っ
て
失
わ
れ
た
こ
と
を
あ
ら
わ
す
。
や
が
て
摸
し
た

も
の
が
時
代
を
経
て
本
物
の
よ
う
に
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

東
呉
の
手
水
鉢
は
、
橋
梁
を
折
り
取
っ
て
き
た
と
前
書
き
に
あ
る
の
で
、
も
し
か
す
る
と
宝
塔
や
層
塔
の
笠
石
を
利
用
し
、
円
形
の

水
穴
を
二
つ
重
ね
あ
け
た
形
状
の
月
見
形
�7

で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
朝
鮮
を
唐
土
と
み
て
、
そ
の
露
が

月
の
表
面
に
残
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
手
水
鉢
に
水
が
湛
え
ら
れ
、
そ
の
手
水
鉢
に
見
事
に
苔
が
付
き
花
の
咲
い
て
い
る
こ
と
だ
と
詠

ん
で
い
る
と
も
い
え
る
。

転
法
院
に
て　

宮
の
御
茶

亭
々
と
清
き
を
蓮
の
御
茶
か
な

こ
の
「
宮
」
と
は
、
中
御
門
天
皇
の
第
二
皇
子
で
東
叡
山
寛
永
寺
七
世
と
九
世
、
輪
王
寺
宮
御
門
跡
第
五
世
と
七
世
と
天
台
座
主
第

二
百
三
世
も
つ
と
め
た
公
遵
法
親
王（
一
七
二
二
～
一
七
八
八
）の
こ
と
で
、
随
宜
楽
院
前
天
台
座
主
准
三
宮
一
品
公
遵
法
親
王
と
呼
ば

れ
る
人
物
で
あ
る
。
安
永
九
年（
一
七
八
〇
）三
月
に
隠
居
し
、
随
宜
楽
院
宮
と
な
り
、
天
明
二
年
（
一
七
八
二
）
に
上
洛
す
る
ま
で
浅

草
浅
草
寺
の
伝
法
院
が
御
座
所
と
な
っ
た
。�8「
転
法
院
」
と
は
す
な
わ
ち
伝
法
院
の
こ
と
で
あ
る
。「
亭
々
と
」
と
は
『
日
本
国
語
大

辞
典　

第
二
版
』
で
は
「
高
く
そ
び
え
た
つ
さ
ま
」
と
あ
り
、
高
ら
か
に
清
ら
か
な
こ
と
を
専
ら
と
す
る
仏
道
に
帰
依
す
る
宮
の
茶
の

湯
で
あ
る
と
賞
賛
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

小
石
川
の
御
庭
を
宗
雪
と
ゝ
も
に
拝
見
し
て

す
ゝ
し
さ
や
月
常
住
の
橋
の
上
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不
白
の
弟
子
の
一
人
に
水
戸
藩
の
付
家
老
で
あ
っ
た
中
山
備
前
守
が
い
る
。「
門
人
帳
」
の
注
に
は
「
信
敏
」
と
な
っ
て
い
る
が
、

常
陸
松
岡
藩
第
六
代
で
常
陸
太
田
藩
初
代
当
主
の
水
戸
藩
附
家
老
中
山
家
第
六
代
中
山
信の

ぶ

敏と
し（

一
六
七
九-

一
七
一
一
）は
、
宝
永
八
年

（
一
七
一
一
）に
亡
く
な
っ
て
い
る
た
め
に
該
当
し
な
い
。
不
白
が
宗
雪
に
家
督
を
譲
っ
た
の
は
安
永
二
年（
一
七
七
三
）で
あ
る
か
ら
、

常
陸
国
太
田
藩
の
第
五
代
、
常
陸
松
岡
藩
初
代
で
、
水
戸
藩
附
家
老
・
中
山
家
十
代
の
中
山
信の

ぶ

敬た
か（

一
七
六
五-

一
八
二
〇
）と
い
う
こ

と
に
な
ろ
う
。
そ
の
こ
と
は
、
同
じ
く
夏
之
部
に
、

備
前
の
か
う
の
と
の
信
敬
朝
臣
の
別
業
に
遊
ふ　

吹
井
戸
に
い
た
り
て

す
ゝ
し
さ
や
心
を
洗
ふ
は
し
り
水

の
句
の
あ
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
。
ち
な
み
に
信
敬
は
水
戸
藩
第
五
代
徳
川
宗む

ね

翰も
と

の
九
男
で
第
六
代
徳
川
治は

る

保も
り

の
弟
に
あ
た
る
。

ま
た
、
不
白
の
年
譜
で
は
、
享
和
三
年（
一
八
〇
三
）に
「
水
戸
文
公
に
招
か
れ
、
後
楽
園
内
『
琴
画
亭
』
に
て
真
台
子
を
点
て
る
」

と
あ
り
�1

、
水
戸
藩
と
の
縁
が
あ
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。「
小
石
川
の
御
庭
」
と
は
水
戸
藩
邸
の
後
楽
園
を
指
す
こ
と
は
い
う

ま
で
も
な
く
、
そ
の
小
石
川
後
楽
園
の
橋
と
い
え
ば
、
朱
舜
水
が
設
計
し
た
と
さ
れ
る
石
橋
の
円
月
橋
が
よ
く
知
ら
れ
、「
月
常
住
」

と
は
ま
さ
に
「
円
月
」
の
名
を
持
つ
こ
と
を
指
す
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
水
戸
家
と
不
白
の
縁
を
示
す
句
と
し
て
は
、
同
じ
く
「
夏
之
部
」
に
、

水
戸
黄
門
の
君
、
い
ま
た
相
公
に
あ
ら
せ
ら
れ
し
時
、
東
海
寺
へ
わ
た
り
玉
ひ
し
御
目
通
へ
め
さ
れ
け
る
こ
ろ

天
邊
よ
り
御
意
い
た
ゝ
く
や
時
鳥

と
い
う
句
も
あ
り
、
そ
の
親
交
の
深
さ
を
う
か
が
わ
せ
る
。
佐
藤
氏
は
こ
の
「
水
戸
黄
門
」
を
水
戸
藩
第
五
代
藩
主
徳
川
宗
翰

（
一
七
二
八-

一
七
六
六
）と
し
て
い
る
31

が
、
明
和
三
年
に
没
し
た
宗
翰
よ
り
も
、
明
和
五
年（
一
七
六
八
）に
参
議（
相
公
）と
な
り
、

寛
政
七
年（
一
七
九
五
）に
権
中
納
言（
黄
門
）と
な
っ
た
徳
川
治
保（
一
七
五
一-
一
八
〇
五
）と
す
る
と
、
先
の
年
譜
の
記
載
と
も
整
合

す
る
し
、
東
海
寺
へ
の
訪
問
も
不
白
が
再
興
し
た
琳
光
院
の
可
能
性
も
出
て
く
る
。
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以
上
、『
不
白
翁
句
集
』「
夏
之
部
」
の
句
作
を
茶
の
湯
と
の
関
係
か
ら
検
討
し
て
き
た
。

先
に
評
釈
を
お
こ
な
っ
た
「
春
之
部
」
と
同
様
に
不
白
が
自
己
の
茶
の
湯
を
宣
撫
し
、
人
脈
を
広
め
る
手
段
と
し
て
、
俳
諧
と
茶
の

湯
を
巧
み
に
活
用
し
て
い
た
実
態
が
あ
ら
た
め
て
判
明
し
た
。

貴
顕
た
ち
と
の
交
際
を
如
実
に
描
き
、
そ
れ
を
伝
え
る
『
不
白
翁
句
集
』
の
あ
り
方
は
、
文
学
性
と
い
う
側
面
か
ら
は
売
名
に
も
通

じ
る
営
為
と
し
て
否
定
的
に
見
る
こ
と
も
で
き
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
俳
諧
も
茶
の
湯
も
人
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
基
盤
と
す
る

営
為
で
あ
る
こ
と
に
注
目
し
た
と
き
、
不
白
が
そ
の
双
方
に
た
け
て
い
た
こ
と
こ
そ
が
、
江
戸
の
文
化
圏
に
お
い
て
不
白
の
確
固
た
る

地
位
を
築
く
た
め
の
大
切
な
要
因
と
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
そ
の
こ
と
は
森
田
晃
一
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
な
、
不
白
が
「
身
分
制
の
枠
を
こ
え
て
さ
ま
ざ
ま
な
人
々
が
寄
り
集
ま
る

『
連
』
と
い
う
グ
ル
ー
プ
活
動
」
の
つ
な
が
り
か
ら
、「
茶
の
湯
以
外
の
江
戸
の
文
化
人
グ
ル
ー
プ
に
も
結
び
つ
い
て
い
た
」3�

可
能
性

を
示
唆
す
る
も
の
で
も
あ
る
。

注1	

佐
藤
悟
「
川
上
不
白
の
俳
諧
と
そ
の
時
代
」（
楠
元
六
男
編
『
江
戸
文
学
か
ら
の
架
橋
』
竹
林
舎　

2009

）p.38

2	

石
塚
修
「
評
釈
『
不
白
翁
句
集
』「
春
之
部
」―
川
上
不
白
の
句
作
か
ら
み
る
茶
の
湯
観―

」（
筑
波
大
学
日
本
語
日
本
文
学
会
『
日
本
語
と

日
本
文
学
』
第
６
３
号
）pp.43 -56

3	

川
上
宗
雪
『
茶
人
川
上
不
白
』2007	

茶
の
湯
研
究
所　

pp.73 -77

4	

芳
即
正
『
島
津
重
豪
』
吉
川
弘
文
館　

1980　

P
.87

5	

芳
即
正
『
島
津
重
豪
』
吉
川
弘
文
館　

1980　

P
.63

6	

松
尾
千
歳
「
広
大
院―

島
津
家
の
婚
姻
政
策
」（
鈴
木
彰
ほ
か
編
『
島
津
重
豪
と
薩
摩
の
学
問
・
文
化
』
勉
誠
出
版　

2015

）pp.61 -62

7	

芳
即
正
『
島
津
重
豪
』
吉
川
弘
文
館　

1980　

P
.247

8	

中
村
昌
生
監
修
『
茶
室
露
地
大
辞
典
』
淡
交
社　

2018	pp.148 -149

9	

松
葉
軒
東
井
『
譬
喩
尽
』（
天
明
七
年
跋
・
宗
政
五
十
緒
編
『
譬
喩
尽
並
古
語
名
数
』
同
朋
社	1979	

所
収
）p.419　

こ
の
ほ
か
、
加
藤
定
彦

ほ
か
『
俚
言
大
成
』（
青
裳
堂　

1989

）に
も
二
三
例
を
し
め
し
て
い
る
。P

.34

10	

川
上
宗
雪
『
茶
人
川
上
不
白
』2007	

茶
の
湯
研
究
所　

p.88

で
は
紀
光
の
父
で
あ
る
光
綱
と
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
、
佐
藤
悟
「
川
上

石　塚　　　修�8（��）



不
白
の
俳
諧
と
そ
の
時
代
」（
楠
元
六
男
編
『
江
戸
文
学
か
ら
の
架
橋
』
竹
林
舎　

2009

）p.46

に
し
た
が
っ
た
。

11	

『
虎
屋
の
五
世
紀
ー
伝
統
と
革
新
の
経
営
ー
』2003		p42

（https://w
w
w
.toraya -group.co.jp/toraya/tradition/history/

）（2018.6.30

閲
覧
）

12	
川
上
宗
雪
『
茶
人
川
上
不
白
』2007	

茶
の
湯
研
究
所　

p.88
13	
堀
由
蔵
『
大
日
本
寺
院
総
覧
』
上
巻　

名
著
刊
行
会　

1974　

pp.235 -236

14	

緑
川
明
憲
『
豫
楽
院
鑑　

近
衛
家
煕
公
年
譜
』
勉
誠
出
版	2012　

p.369

15	

佐
藤
悟
「
川
上
不
白
の
俳
諧
と
そ
の
時
代
」（
楠
元
六
男
編
『
江
戸
文
学
か
ら
の
架
橋
』
竹
林
舎　

2009

）p.46

16	

寺
本
界
雄
『
川
上
不
白　

茶
中
茶
外
』
主
婦
の
友
出
版
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー　

1975　

pp.240 -266

17	

江
戸
千
家
茶
の
湯
研
究
所
『
不
白
筆
記
』1987　

p.57

18	

江
戸
千
家
茶
の
湯
研
究
所
『
不
白
筆
記
』1987　

p.124

19	

筒
井
紘
一
『
茶
の
湯
百
人
一
首
』（
淡
交
社　

2004　

pp.162 -163

）で
は
、
横
井
淡
所
『
茶
話
抄
』
を
典
拠
と
し
て
い
る
が
、『
不
白
筆
記
』

に
も
所
載
が
あ
る
。

20	

江
戸
千
家
茶
の
湯
研
究
所
『
不
白
筆
記
』1987　

p.142

21	

江
戸
千
家
茶
の
湯
研
究
所
『
不
白
筆
記
』1987　

p.151

22	

江
戸
千
家
茶
の
湯
研
究
所
『
不
白
筆
記
』1987　

p.109

23	

『
不
白
筆
記
』
に
も
「
利
休
師
柚
ノ
色
付
を
見
て
口
切
被
成
候
由
也
」（p.23

）と
あ
る
。

24	

佐
藤
悟
「
川
上
不
白
の
俳
諧
と
そ
の
時
代
」（
楠
元
六
男
編
『
江
戸
文
学
か
ら
の
架
橋
』
竹
林
舎　

2009

）p.38

25	

有
馬
頼
底
監
修
『
茶
席
の
禅
語
辞
典
』
淡
交
社2002　

pp.232 -234

26	

中
村
昌
生
監
修
『
茶
室
露
地
大
辞
典
』
淡
交
社　

2018　
p.763

27	

中
村
昌
生
監
修
『
茶
室
露
地
大
辞
典
』
淡
交
社　

2018　
p.597

28	

佐
藤
悟
「
川
上
不
白
の
俳
諧
と
そ
の
時
代
」（
楠
元
六
男
編
『
江
戸
文
学
か
ら
の
架
橋
』
竹
林
舎　

2009

）p.47

29	

川
上
宗
雪
『
茶
人
川
上
不
白
』2007	

茶
の
湯
研
究
所　

p.139

30	

江
戸
千
家
茶
の
湯
研
究
所
『
不
白
翁
句
集
』　

講
談
社　

1981　
p.148

31	

森
田
晃
一
「
江
戸
の
茶
の
湯―

江
戸
千
家
流
祖
・
川
上
不
白
の
門
人
分
析
か
ら―

」
紫
明
の
会
『
紫
明
』2002　

pp.26 -31

川上不白の句作と茶の湯
―『不白翁句集』「夏之部」より― �7（��）


