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一
、
論
文
内
容
の
要
旨 

 
本
論
文
は
、
茶
道
と
禅
の
結
び
つ
き
に
つ
い
て
は
一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
茶
道
と
キ
リ
ス
ト
教
が
異
質
で
無
縁
の
も
の
で
あ

る
と
見
な
さ
れ
る
現
状
に
疑
問
を
投
げ
か
け
、
禅
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
教
義
・
教
説
面
で
は
な
く
、
霊
性
の
面
に
着
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

茶
道
と
禅
と
キ
リ
ス
ト
教
が
共
通
性
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。 

 

茶
道
の
点
前
と
キ
リ
ス
ト
教
の
ミ
サ
の
儀
式
が
、
形
式
の
点
だ
け
で
な
く
、
精
神
性
の
面
か
ら
も
互
い
を
連
想
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、

多
く
の
人
に
疑
問
を
い
だ
か
せ
た
。
ま
た
、
利
休
七
哲
の
う
ち
過
半
数
が
キ
リ
シ
タ
ン
大
名
で
あ
っ
て
、
禅
宗
徒
で
あ
る
利
休
が
彼
ら
と
親
し
く

交
流
し
て
い
た
こ
と
も
、
不
思
議
に
思
わ
れ
議
論
を
呼
ぶ
も
の
で
あ
っ
た
。 

 

こ
の
よ
う
な
疑
問
は
、
禅
と
キ
リ
ス
ト
教
の
間
に
根
本
的
な
共
通
性
が
見
出
さ
れ
れ
ば
解
消
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
禅
宗
を
含
む
仏
教
と

キ
リ
ス
ト
教
の
間
に
は
、
教
義
・
教
説
面
で
根
本
的
な
違
い
が
あ
る
。
唯
一
の
神
を
拠
り
所
と
す
る
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
は
、
人
間
の
救
い
も

神
に
よ
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
に
対
し
て
、
す
べ
て
は
因
縁
・
縁
起
に
よ
る
と
考
え
る
仏
教
に
お
い
て
は
、
縁
起
の
法
を
拠
り
所
と
し
、
悟
り
に
よ

る
救
い
が
説
か
れ
る
な
ど
、
両
者
の
間
に
は
様
々
な
相
違
点
が
あ
る
。 

 

本
論
文
が
着
目
す
る
霊
性
は
、
宗
教
に
お
け
る
教
義
・
教
説
と
は
別
の
も
の
で
、
宗
教
そ
の
も
の
で
は
な
い
が
、
そ
の
背
後
に
あ
っ
て
そ
れ
を

動
か
す
も
の
で
あ
る
。
鈴
木
大
拙
に
よ
る
と
、
こ
の
世
の
中
に
は
、
合
理
性
に
も
と
づ
く
知
性
・
分
別
的
世
界
と
霊
性
的
世
界
と
が
あ
る
。
前
者

は
日
常
の
我
々
が
生
活
す
る
世
界
で
あ
り
、
自
然
科
学
を
は
じ
め
と
す
る
学
問
は
こ
の
世
界
に
属
す
る
。
後
者
は
理
屈
や
分
別
で
は
割
り
切
れ
な

い
、
無
分
別
と
無
差
別
の
世
界
で
あ
る
が
、
前
者
の
背
後
に
あ
っ
て
こ
の
世
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。 

 

宗
教
の
世
界
に
は
、
知
性
・
分
別
だ
け
で
は
理
解
で
き
な
い
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
仏
教
の
経
典
に
現
れ
る
矛
盾
的
・
逆
説
的
表
現
や
即
非
の

論
理
、
入
不
二
法
門
の
世
界
な
ど
、
日
常
的
な
合
理
性
か
ら
は
理
解
し
が
た
い
表
現
は
、
霊
性
的
世
界
に
属
す
捉
え
方
を
知
性
・
分
別
的
世
界
の

言
葉
で
表
そ
う
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
り
、
言
葉
や
行
動
で
表
せ
る
以
前
の
霊
性
的
世
界
の
あ
り
方
を
伝
え
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
生

ま
れ
た
り
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

こ
の
よ
う
な
霊
性
の
観
点
か
ら
比
較
す
る
と
、
大
乗
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
間
に
も
共
通
し
た
点
が
見
ら
れ
る
。
大
乗
仏
教
哲
学
の
中
心
概
念

で
あ
る
「
大
智
」
と
「
大
悲
」
は
一
体
と
し
て
同
一
化
さ
れ
る
一
方
、
キ
リ
ス
ト
教
の
神
に
お
け
る
知
は
神
の
本
質
で
あ
り
、
同
時
に
神
の
愛
も



神
の
本
質
で
あ
る
。
両
者
に
お
い
て
、
神
・
仏
の
知
と
愛
が
最
重
要
視
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
が
同
一
化
さ
れ
る
考
え
方
も
同
じ
で
あ
る
の
は
、

大
き
な
共
通
性
で
あ
る
。 

 

ま
た
、
両
宗
教
に
お
い
て
、
神
・
仏
は
人
の
心
に
現
存
し
、
救
い
を
求
め
る
た
め
に
は
自
分
の
外
か
ら
で
は
な
く
、
己
の
心
の
中
に
現
存
す
る

神
・
仏
を
こ
そ
求
め
る
べ
き
だ
と
説
か
れ
る
。
さ
ら
に
、
神
・
仏
は
、
そ
の
あ
り
方
自
体
が
超
実
体
的
で
あ
り
、
人
間
の
理
性
や
想
像
を
は
る
か

に
超
え
、
人
間
の
感
覚
で
は
把
握
で
き
な
い
と
い
う
の
が
、
禅
に
も
キ
リ
ス
ト
教
に
も
共
通
し
た
考
え
方
で
あ
る
。 

 

禅
の
始
祖
菩
提
達
磨
を
は
じ
め
と
す
る
各
禅
師
の
思
想
は
一
貫
し
て
、
悟
り
を
開
く
た
め
に
は
分
別
知
を
捨
て
、
無
為
・
無
分
別
の
知
に
よ
ら

ね
ば
な
ら
な
い
と
説
く
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
も
、
人
間
の
知
性
に
よ
っ
て
は
神
の
本
質
を
知
る
こ
と
は
出
来
な
い
と
主
張
さ
れ
る
。
こ
の
主

張
は
、
偽
デ
ィ
オ
ニ
シ
ウ
ス
を
は
じ
め
と
し
て
、
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
も
、
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
も
一
致
し
て
説
い
て
い
る
。 

 

キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
観
想
の
歴
史
は
古
く
か
ら
存
在
し
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
お
い
て
観
想
は
信
仰
の
大
き
な
柱
の
一
つ
と
さ
れ
た
。
一
方
、

座
禅
に
よ
っ
て
培
わ
れ
る
の
は
定
力
、
す
な
わ
ち
意
識
の
表
層
を
鎮
め
、
正
し
い
決
断
の
源
と
な
る
力
で
あ
る
。
そ
の
力
に
よ
っ
て
、
己
の
本
性

を
悟
る
見
性
が
得
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
論
証
的
思
考
に
よ
ら
ず
に
、
直
接
仏
性
を
把
握
す
る
こ
と
を
目
指
す
の
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト

教
の
観
想
も
、
禅
の
見
性
も
、
論
証
的
思
考
に
よ
ら
ず
に
直
接
神
・
仏
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
共
通
性
を
も
っ
て
い
る
。 

 

ま
た
、
神
・
仏
の
体
験
の
た
め
に
は
、
こ
の
世
の
も
の
に
縛
ら
れ
な
い
心
の
あ
り
方
を
必
要
と
す
る
点
で
も
、
キ
リ
ス
ト
教
と
禅
と
の
間
に
共

通
性
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
心
を
空
し
く
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
心
の
浄
化
と
も
さ
れ
る
。
こ
の
考
え
方
は
、
別
の
面
で
は
清
浄
や
清
貧
を
重

ん
じ
る
思
想
と
し
て
、
両
宗
教
に
共
通
し
て
い
る
。 

 

さ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
と
禅
の
様
々
な
共
通
性
は
、
茶
道
と
の
関
係
で
は
ど
の
よ
う
な
か
た
ち
で
現
れ
て
い
る
の
か
。
茶
道
は
禅
修
行
の
一
環
と

し
て
展
開
し
て
来
た
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
禅
道
と
し
て
の
思
想
・
霊
性
が
強
く
宿
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
キ
リ
ス
ト
教
の
霊
性
的
世
界
と
ど
の

よ
う
に
結
び
つ
く
か
が
、
本
論
文
の
課
題
で
あ
る
。 

 

茶
道
に
お
い
て
重
視
さ
れ
る
「
和
敬
清
寂
」
の
「
和
」
は
、
人
間
性
へ
の
敬
意
に
基
づ
い
た
調
和
で
あ
り
、
仏
教
の
「
大
悲
」
の
心
と
キ
リ
ス

ト
教
の
愛
の
精
神
に
共
通
す
る
。
「
敬
」
は
、
主
客
が
仏
性
を
具
有
す
る
人
格
と
し
て
尊
厳
を
認
め
合
う
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
背
景
は
す
べ
て

の
人
間
の
心
の
中
に
神
・
仏
が
現
存
す
る
と
い
う
思
想
で
あ
り
、
「
敬
」
が
茶
会
に
全
精
神
を
集
中
す
る
と
い
う
面
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
観
想



や
禅
の
見
性
と
共
通
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。 

 
茶
道
に
お
け
る
「
清
」
は
、
感
覚
的
に
清
潔
で
あ
る
以
上
に
、
心
を
清
め
る
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
両
宗
教
に
お
け
る
清
浄
を
重
視
す
る
思

想
と
共
通
し
、
こ
の
世
の
も
の
へ
の
執
着
か
ら
離
れ
る
と
い
う
教
え
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
。
「
寂
」
は
、
寂
然
不
動
の
境
地
で
あ
り
、
寂
滅
に

も
通
じ
る
が
、
こ
れ
は
禅
・
仏
教
の
教
え
と
共
通
す
る
だ
け
で
な
く
、
キ
リ
ス
ト
教
の
、
自
我
を
抑
え
て
す
べ
て
を
神
に
委
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て

心
の
動
揺
か
ら
解
放
さ
れ
る
と
い
う
思
想
と
も
共
通
し
て
い
る
。 

 

ま
た
、
茶
道
に
お
け
る
「
一
座
建
立
」
と
は
、
主
客
一
体
と
な
っ
た
結
び
つ
き
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
の
聖
餐
式
に
お
け
る

一
体
感
と
も
相
通
じ
、
禅
修
行
に
お
け
る
僧
伽
（
老
師
と
弟
子
た
ち
が
修
行
を
共
に
す
る
集
ま
り
）
に
お
け
る
一
体
感
と
も
共
通
し
て
い
る
。
さ

ら
に
、
茶
道
の
「
清
貧
」
の
精
神
も
、
禅
に
も
キ
リ
ス
ト
教
に
も
共
通
し
て
尊
重
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。 

 

そ
の
ほ
か
、
利
休
七
則
の
「
花
は
野
に
あ
る
よ
う
に
」
と
、
聖
書
の
「
野
の
花
を
見
よ
」
と
の
共
通
性
も
、
人
間
の
分
別
を
離
れ
た
霊
性
的
世

界
に
見
い
だ
さ
れ
、
茶
室
に
お
け
る
躙
口
の
背
景
に
あ
る
「
人
間
は
平
等
で
あ
り
、
互
い
に
尊
重
す
べ
き
」
だ
と
い
う
思
想
な
ど
に
も
、
茶
道
と

禅
と
キ
リ
ス
ト
教
が
共
通
し
て
い
る
こ
と
が
見
ら
れ
る
。 

 

一
六
世
紀
に
来
日
し
た
宣
教
師
た
ち
は
、
禅
と
茶
道
に
特
別
の
好
意
と
関
心
を
示
し
た
。
茶
道
を
「
孤
独
の
宗
教
」
と
呼
ん
で
、
教
会
に
お
け

る
諸
儀
式
と
並
ん
で
一
種
神
聖
な
も
の
と
見
な
し
、
茶
の
湯
に
よ
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
の
土
着
化
を
図
ろ
う
と
も
し
た
。
彼
ら
は
茶
道
を
「
一
体
化

と
合
一
の
祝
典
で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
教
の
聖
餐
と
共
通
す
る
精
神
的
特
徴
を
持
つ
儀
式
」
と
捉
え
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
も
、
茶
道
の
霊
性
が
、

禅
の
み
な
ら
ず
、
キ
リ
ス
ト
教
の
霊
性
と
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。 

 

し
た
が
っ
て
、
茶
道
と
禅
と
キ
リ
ス
ト
教
と
は
、
そ
の
主
要
面
に
お
い
て
、
思
想
、
霊
性
を
共
有
す
る
と
い
う
の
が
、
本
論
文
の
結
論
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
が
認
め
ら
れ
れ
ば
、
利
休
の
周
囲
に
多
く
の
キ
リ
シ
タ
ン
大
名
が
い
て
交
流
を
深
め
て
い
た
こ
と
も
、
宣
教
師
た
ち
が
茶
室
の
建
設
に

熱
心
で
あ
っ
た
り
、
ミ
サ
の
儀
式
が
茶
道
の
点
前
と
相
互
に
連
想
さ
せ
る
ほ
ど
似
て
い
た
り
す
る
こ
と
も
、
あ
る
程
度
納
得
が
ゆ
く
の
で
あ
る
。 

  

以
下
に
、
本
論
文
の
目
次
を
掲
げ
る
。 

 



序
論 

一 

研
究
の
動
機
及
び
背
景 

二 
研
究
の
目
的 

三 
研
究
の
方
法 

本
論 

第
一
章 

は
じ
め
に 

第
二
章 

一
五
世
紀
か
ら
一
七
世
紀
に
か
け
て
の
思
想
的
、
時
代
的
背
景 

第
三
章 

茶
道
と
禅
の
つ
な
が
り 

一 

茶
道
と
禅
の
つ
な
が
り 

二 

茶
道
が
な
ぜ
禅
の
修
行
に
通
じ
る
の
か 

第
四
章 

大
乗
仏
教
の
主
要
概
念
と
本
論
文
で
扱
う
禅 

一 

大
乗
仏
教
に
関
す
る
主
要
概
念 

二 

禅
の
歴
史
と
本
論
文
で
扱
う
禅 

第
五
章 

キ
リ
ス
ト
教
の
概
念
と
本
論
文
で
扱
う
キ
リ
ス
ト
教 

一 

概
要 

二 

本
論
文
で
扱
う
キ
リ
ス
ト
教 

三 

キ
リ
ス
ト
教
神
秘
主
義 

四 

本
論
文
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
思
想
を
代
表
す
る
人
々 

第
六
章 

霊
性 

一 

霊
性
（
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
ー
） 

二 

霊
性
を
形
成
す
る
要
素 



第
七
章 

異
な
る
宗
教
を
比
較
す
る
場
合
の
視
点 

一 

宗
教
に
対
す
る
観
察 

二 

宗
教
に
お
け
る
教
義
・
教
説
面
（
神
学
面
）
か
ら
の
比
較
と
、
霊
性
面
か
ら
の
比
較
の
相
違 

第
八
章 

禅
思
想
と
キ
リ
ス
ト
教
思
想
の
比
較 

一 
禅
と
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
知
性
・
分
別
的
世
界
と
霊
性
的
世
界 

二 
大
乗
仏
教
に
お
け
る
大
智
と
大
悲
の
同
一
化
と
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
神
の
知
性
と
愛
の
同
一
化 

三 

道
理
、
道
徳
面
か
ら
の
考
察 

四 

神
・
仏
の
人
間
の
心
へ
の
現
存 

五 

神
・
仏
の
、
人
間
世
界
に
対
す
る
超
越
性 

六 

神
・
仏
の
体
験
（
悟
り
を
開
く
）
お
よ
び
そ
の
内
容 

七 

清
浄
と
い
う
思
想 

八 

清
貧
に
対
す
る
考
え
方 

九 

山
川
草
木
悉
有
仏
性
の
思
想 

十 

禅
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
業
苦
の
緊
縛
と
、
そ
こ
か
ら
の
脱
却
に
つ
い
て
の
考
え
方 

十
一 

禅
と
キ
リ
ス
ト
教
の
教
義
・
教
説
面
で
の
相
違
点 

第
九
章 

茶
道
に
お
け
る
霊
性 

一 

茶
道
に
お
け
る
霊
性 

二 

茶
道
に
お
け
る
霊
性
と
、
禅
お
よ
び
キ
リ
ス
ト
教
の
霊
性
と
の
比
較 

三 

外
国
人
宣
教
師
か
ら
見
た
茶
道 

第
十
章 

本
論
文
の
結
論 

第
十
一
章 

あ
と
が
き 



一 

茶
道
と
キ
リ
ス
ト
教 

二 

茶
道
と
霊
性 

 

二
、
論
文
審
査
結
果
の
要
旨 

（
一
）
研
究
テ
ー
マ
の
独
自
性 

 

茶
道
と
禅
の
間
に
深
い
関
係
が
あ
る
こ
と
は
、
疑
う
こ
と
の
で
き
な
い
常
識
に
属
し
て
い
る
が
、
茶
道
と
キ
リ
ス
ト
教
の
関
係
を
問
題
に
し
た

こ
と
は
、
本
研
究
の
大
き
な
特
色
で
あ
り
、
独
自
の
意
義
を
持
っ
て
い
る
。
研
究
分
野
と
し
て
は
、
伝
統
藝
術
の
視
点
と
比
較
思
想
の
視
点
と
を

両
方
と
も
必
要
と
す
る
た
め
に
、
広
範
に
わ
た
っ
て
お
り
、
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
な
研
究
テ
ー
マ
に
取
り
組
ん
だ
点
は
評
価
に
値
す
る
。 

（
二
）
研
究
方
法
と
そ
の
成
果 

 

そ
の
よ
う
な
テ
ー
マ
を
扱
う
た
め
に
、
様
々
な
文
献
を
渉
猟
す
る
の
が
本
研
究
の
方
法
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
の
神
秘
思
想
に
と
ど
ま
ら
ず
、

聖
書
そ
の
も
の
の
中
に
も
、
茶
道
や
禅
と
通
じ
る
思
想
の
背
景
を
探
っ
て
い
る
の
は
独
自
な
点
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
大
き
な
テ
ー
マ
で
あ
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
伝
統
藝
術
と
し
て
の
茶
道
と
、
禅
と
キ
リ
ス
ト
教
の
比
較
思
想
の
両
側
面
か
ら
、
独
自
の
見
通
し
を
得
た
点
は
評
価
に
値
す
る
。 

（
三
）
残
さ
れ
た
課
題 

 

比
較
思
想
の
観
点
か
ら
は
、
キ
リ
ス
ト
教
思
想
の
中
か
ら
都
合
よ
く
茶
道
に
つ
な
が
る
思
想
を
抽
出
し
た
よ
う
な
印
象
は
払
拭
で
き
な
い
。
ま

た
、
伝
統
藝
術
の
観
点
か
ら
は
、
も
う
一
度
茶
道
に
戻
っ
て
、
こ
の
比
較
研
究
が
茶
道
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
か
、
茶
道
と
霊
性
の

関
係
に
つ
い
て
の
考
察
を
深
め
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。 

 

三
、
最
終
審
査
結
果 

 

以
上
、
本
研
究
の
独
自
性
、
文
献
を
活
用
す
る
研
究
方
法
、
一
定
の
結
論
を
導
く
論
理
構
成
と
い
う
三
つ
の
観
点
か
ら
検
討
し
た
結
果
、
審
査

委
員
一
同
、
一
致
し
て
本
研
究
が
博
士
の
学
位
論
文
の
水
準
に
到
達
し
て
い
る
と
結
論
づ
け
た
。 


