
久
松
先
生
の
慧
眼

   ̶
七
齧
り
の
茶
碗
を
媒
に
し
て̶

                    
橋
本  

  

高
度
に
品
格
の
高
い
美
術
品
は
、
人
の
論

評
を
超
え
て
、
直
接
に
人
の
心
に
、
そ
の
も

の
の
美
し
さ
を
焼
き
付
け
、
離
れ
な
い
像
を

残
す
も
の
で
あ
る
。
そ
の
場
合
「
美
」
と

は
何
か
と
い
う
言
詮
を
要
し
な
い
。
も
っ
と

も
、「
美
」
を
感
知
す
る
眼
を
持
っ
て
い
る

か
否
か
、
そ
れ
よ
り
更
に
「
美
」
を
感
知
す

る
眼
な
ど
と
い
う
も
の
が
そ
も
そ
も
あ
る
の

か
否
か
と
言
う
人
も
あ
る
で
あ
ろ
う
が
私
は

あ
る
と
思
う
。
良
き
物
を
数
多
く
見
る
こ
と

に
よ
っ
て
養
わ
れ
る
。「
美
」
を
心
中
に
映

し
取
り
、
受
け
止
め
る
こ
と
は
、
極
め
て
主

観
的
な
も
の
で
あ
る
一
面
を
持
っ
て
い
る
こ

と
は
確
か
な
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、「
美
」

は
客
観
性
を
持
っ
て
い
な
け
れ
ば
「
美
」
と

も
言
い
得
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
主
客
を
越

え
て「
美
」は
在
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
「
美
を
も
つ
も
の
」
か
ら
「
美
」
を
見
つ

け
出
す
力
は
単
な
る
主
観
で
は
な
い
。
美
を

感
知
す
る
の
が
単
に
一
人
よ
が
り
の
も
の
で

あ
っ
て
は
、
そ
の
も
の
以
外
の
人
の
認
め
る

と
こ
ろ
と
な
ら
な
い
ば
か
り
か
、「
美
」
が

ま
さ
に
其
所
に
あ
る
と
言
う
こ
と
も
で
き
な

い
。「
美
」
と
は
「
其
所
に
あ
る
」
も
の
で

あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
始
め
て
「
美
」
で
あ
り
、

そ
の
意
味
で
客
観
的
な
「
美
」
と
言
え
る
の

で
あ
る
。
主
観
が
客
観
の
美
と
一
致
す
る
よ

う
に
働
き
、
又
客
観
が
主
観
の
眼
を
通
し
て

そ
の
美
を
開
示
さ
れ
る
と
言
う
二
重
の
構
造

に
よ
っ
て
「
美
」
は
明
ら
か
に
な
る
の
で
あ

る
。

    

そ
し
て
主
観
と
客
観
と
が
一
致
す
る
よ
う

な
審
美
の
眼
力
の
持
主
に
し
て
「
美
し
い
も

の
」
を
他
の
多
く
の
も
の
の
中
か
ら
剔
抉
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
眼
力
は
生
得
の
素

養
も
あ
る
の
で
あ
ろ
う
が
そ
れ
ば
か
り
で
は

な
い
。
飽
く
な
き
ま
で
に
徹
底
し
て
美
し
い

良
き
も
の
、
つ
ま
り
「
美
」
を
鑑
賞
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
養
わ
れ
磨
き
が
か
け
ら
れ
る
も

の
で
あ
っ
て
、
生
得
の
素
養
は
幾
層
倍
に
も

育
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
。
眼
力
の
深
ま
り
は

留
ま
る
所
が
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
は
言
っ
て

も
眼
力
弱
き
者
も
突
然
立
派
な
美
し
い
良
き

も
の
を
目
に
し
て
、
驚
異
と
共
に
感
嘆
の
経

験
を
す
る
こ
と
も
あ
る
。
つ
ま
り
、
眼
力
の

向
上
に
は
素
養
と
経
験
と
が
相
即
不
離
の
関

係
に
あ
る
。「
美
」を
そ
の
も
の
の
中
で「
美
」

た
ら
し
め
る
美
術
品
に
は
、分
析
的
説
明
は
、

「
あ
る
に
越
し
た
こ
と
は
な
い
」
と
い
う
程

度
の
も
の
で
あ
っ
て
、
ほ
ぼ
用
を
為
さ
な
い

も
の
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
主
客
合
一
の

所
に
「
あ
る
美
」
の
直
観
と
言
い
得
る
も
の

が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
京
都
大
学
の
美
学
の

教
授
で
あ
ら
れ
た
植
田
寿
蔵
先
生
（
故
人
で

若
し
御
存
命
な
ら
ば
百
十
歳
は
超
え
て
お
ら

れ
る
）
が
美
学
の
講
義
に
お
い
て
絵
画̶

勿

論
ス
ラ
イ
ド
の
絵
画
で
あ
る̶

を
学
生
に
見

せ
な
が
ら
、
何
等
の
解
説
も
せ
ず
に
、「
こ

れ
は
い
い
ね
」
と
言
わ
れ
る
の
み
で
、
暫
ら

く
の
間
学
生
も
何
も
尋
ね
も
せ
ず
、
先
生
も

一
言
の
声
も
出
さ
ず
に
鑑
賞
し
て
い
て
、
そ

の
ま
ま
次
に
移
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
を
聞
い

て
い
る
。
ま
さ
に
絶
品
に
な
る
と
何
等
の
説

明
も
言
詮
も
不
用
な
の
で
あ
ろ
う
。
美
術
品

の
鑑
賞
に
鋭
い
眼
力
は
、
雑
物
の
中
か
ら
絶

品
を
立
ち
所
に
見
分
け
弁
別
す
る
力
を
持
っ

て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

    

何
時
の
時
で
あ
っ
た
か
、
別
時
学
道
の
接

了
の
日
で
あ
っ
た
か
、
道
人
四
・
五
人
で
何

か
相
談
の
会
に
抱
石
庵
に
お
邪
魔
し
た
時

で
あ
っ
た
か
失
念
し
た
が
、
四
・
五
人
の
道

人
が
先
生
の
御
茶
の
接
待
に
与
か
っ
た
こ
と

が
あ
っ
た
。
先
生
の
お
点
て
下
さ
っ
た
一
杯

の
お
濃
茶
を
順
次
に
頂
い
た
。
お
濃
茶
の
点

て
ら
れ
た
茶
碗
は
、
殆
ど
黒
に
近
い
濃
い
こ

げ
茶
色
の
古
薩
摩
の
大
ぶ
り
の
茶
碗
で
あ
っ

た
。
茶
碗
の
上
の
縁
に
何
ヶ
所
か
欠
け
傷
が

あ
り
、
そ
の
傷
が
金
で
元
の
姿
に
修
復
さ
れ

て
い
た
。
実
に
落
ち
着
い
た
感
じ
の
立
派
な

茶
碗
で
あ
っ
た
。

  

お
濃
茶
を
飲
み
廻
し
て
い
る
間
に
、
久
松

先
生
が
そ
の
茶
碗
を
手
に
入
れ
ら
れ
た
由

来
を
話
し
て
下
さ
っ
た
。
先
生
の
語
り
口
は

心
持
喜
び
を
含
ま
れ
た
坦
々
と
し
た
も
の
で

あ
っ
た
。

  

先
生
が
京
都
美
術
大
学
の
教
授
を
為
さ
れ

て
い
た
頃
の
こ
と
で
あ
る
。
美
術
大
学
は
東

山
区
の
月
ノ
輪
（
東
山
通
の
泉
涌
寺
の
南
に

あ
る
）
の
方
に
あ
っ
て
、
ま
だ
京
都
の
音
楽

学
校
と
合
併
し
て
お
ら
ず
、
京
都
芸
術
大
学

と
な
る
前
で
あ
っ
た
。
週
に
何
日
か
大
学
に

行
か
れ
た
。
妙
心
寺
北
門
前
の
市
バ
ス
の
停

留
場
か
ら
市
バ
ス
に
乗
ら
れ
て
京
阪
三
条
に

出
ら
れ
、
そ
こ
か
ら
京
阪
電
車
で
東
福
寺
の

近
く
ま
で
お
通
い
に
な
っ
て
お
ら
れ
た
。

    

あ
る
日
の
帰
途
、
市
バ
ス
が
混
ん
で
い
て
、

先
生
は
バ
ス
の
中
で
お
立
ち
に
な
ら
れ
て
い

た
。
帰
り
途
、
三
条
河
原
町
の
停
留
場
を
発

車
し
て
北
上
し
た
バ
ス
は
二
条
河
原
町
で
左

折
し
、
寺
町
に
出
て
右
折
し
、
寺
町
を
北
上

し
て
丸
太
町
に
出
て
、
丸
太
町
を
千
本
通
ま

で
直
進
す
る
。

そ
の
日
バ
ス
が
寺
町
を
通
る
時
に
、
何
気

な
く
窓
外
に
目
を
や
っ
て
お
ら
れ
た
由
で
あ

る
。
寺
町
は
丸
太
町
か
ら
三
条
ま
で
の
間
、

昭
和
の
始
め
か
ら
、
い
や
そ
れ
よ
り
ず
っ
と

以
前
か
ら
古
書
籍
店
と
古
美
術
店
・
古
道
具

屋
が
多
い
街
筋
で
あ
っ
た
。

市
バ
ス
の
窓
か
ら
外
を
流
れ
る
よ
う
に
過

ぎ
て
ゆ
く
店
々
を
見
て
お
ら
れ
た
先
生
の
眼

に
、
一
軒
の
古
美
術
の
店
に
古
い
桐
函
と
共



に
置
か
れ
た
黒
く
燻
ん
だ
色
合
い
の
抹
茶
茶

碗
の
姿
が
飛
び
込
ん
で
来
た
と
の
こ
と
で
あ

る
。
一
瞬
「
こ
れ
は
」
と
思
わ
れ
た
先
生
は

次
の
停
留
場
で
市
バ
ス
を
降
り
ら
れ
て
、
大

急
ぎ
で
そ
の
抹
茶
茶
碗
が
硝
子
戸
棚
の
中
に

並
べ
ら
れ
て
い
た
古
美
術
店
に
引
き
返
さ
れ

た
。

高
級
の
古
美
術
店
は
な
か
な
か
素
人
に
は
入

り
難
い
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
中
の
も
の
を

見
せ
て
貰
い
た
く
と
も
敷
居
が
高
い
。
そ
の

た
め
か
ど
う
か
は
置
く
と
し
て
、
客
は
割
合

少
な
い
も
の
で
あ
り
、
客
の
な
い
時
は
店
を

守
る
人
は
奥
に
引
っ
込
ん
で
い
る
。
客
が
戸

を
開
け
て
入
る
と
、
奥
か
ら
わ
ざ
と
ら
し
い

格
好
で
店
に
出
て
来
る
。
こ
れ
が
又
客
足
を

遠
退
け
る
原
因
を
な
し
て
い
る
の
か
も
知
れ

な
い
。

先
生
は
何
の
戸
惑
い
も
な
く
す
ら
り
と
店
の

中
に
入
ら
れ
た
。
廻
り
く
ど
い
こ
と
ま
で
書

い
た
の
は
、
言
わ
ず
も
が
な
の
こ
と
な
が
ら

久
松
先
生
の
気
品
が
如
何
に
高
く
、
又
ど
の

人
に
も
直
ち
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
底
の
お
人

柄
で
あ
っ
た
こ
と
の
一
つ
の
例
を
示
す
も
の

と
思
う
か
ら
で
あ
る
。

  

先
生
は
そ
の
古
美
術
店
に
行
か
れ
て
、
件

の
抹
茶
茶
碗
を
見
せ
て
も
ら
っ
て
、
御
自

分
が
チ
ラ
リ
と
バ
ス
の
中
か
ら
見
た
眼
に

間
違
い
が
な
か
っ
た
こ
と
を
確
認
す
る
と
共

に
、
そ
の
茶
碗
の
立
派
さ
に
打
た
れ
た
御
様

子
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
抹
茶
茶
碗
の
簡
単

な
由
来
を
店
主
の
人
か
ら
聞
か
れ
た
。
そ
の

抹
茶
茶
碗
に
は
江
戸
期
か
ら
の
大
豪
農
・
大

富
豪
で
あ
っ
た
本
間
家
に
所
有
さ
れ
て
い
た

時
に
作
ら
れ
た
極
書̶

鑑
定
書̶

が
附
い
て

い
て
、
秀
吉
遺
愛
の
茶
碗
だ
と
い
う
こ
と
で

あ
っ
た
。

  

先
生
は
直
ぐ
に
も
手
に
入
れ
ら
れ
た
く
思

わ
れ
て
、店
の
主
人
と
言
葉
を
交
わ
さ
れ
た
。

「
こ
の
茶
碗
を
頂
き
た
い
の
で
す
が
、
お
値

段
は
如
何
程
で
し
ょ
う
か
。」

店
の
主
人
は
答
え
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
先
生

は
我
々
に
は
話
さ
れ
な
い
。
我
々
の
想
像
を

越
え
て
い
る
。先
生
が
高
い
と
思
わ
れ
た
か
、

頃
合
と
思
わ
れ
た
か
は
言
わ
れ
な
か
っ
た
。

し
か
し
値
段
の
如
何
に
拘
わ
ら
ず
手
に
入
れ

た
い
と
思
わ
れ
た
御
様
子
で
あ
る
。
余
程
先

生
の
御
眼
に
叶
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で

先
生
は
、

「
そ
れ
な
ら
ば
、
こ
の
お
茶
碗
是
非
に
も
頂

き
た
い
と
思
い
ま
す
。
と
こ
ろ
で
今
持
ち
合

わ
せ
が
な
い
の
で
、
明
日
必
ず
参
り
ま
す
の

で
、
こ
の
茶
碗
は
予
約
と
い
う
こ
と
に
し
て

頂
い
て
、
明
日
ま
で
取
っ
て
お
い
て
い
た
だ

き
た
い
の
で
す
が
」
と
言
わ
れ
た
。

「
そ
れ
も
結
構
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
そ
れ
程

お
気
に
召
さ
れ
た
の
な
ら
、
ど
う
ぞ
今
日

お
持
ち
帰
り
い
た
だ
い
て
結
構
で
ご
ざ
い
ま

す
」
と
店
の
主
人
が
言
っ
た
。

「
そ
う
お
っ
し
ゃ
ら
れ
て
、
私
を
御
信
用
下

さ
る
の
は
大
変
有
難
う
ご
ざ
い
ま
す
が
、
こ

れ
程
の
も
の
を
直
ぐ
お
代
を
払
わ
ず
に
持
ち

帰
る
の
も
心
苦
し
く
思
い
ま
す
の
で
、
明
日

頂
き
に
参
る
こ
と
に
致
し
ま
し
ょ
う
」

  

先
生
は
御
自
分
の
身
分
を
話
さ
れ
た
。
そ

れ
で
も
ま
だ
店
主
の
人
の
「
持
ち
帰
っ
て
下

さ
い
」
と
い
う
言
葉
を
遠
慮
し
て
拒
ん
で
お

ら
れ
た
。
店
の
主
人
は
、

「
お
客
様
に
は
始
め
て
お
目
に
掛
か
り
ま
し

た
が
、
御
人
柄
は
始
め
か
ら
御
信
用
申
し
上

げ
て
お
り
ま
し
た
。
一
目
お
姿
を
拝
見
し
た

時
か
ら
一
点
の
お
疑
い
も
致
し
ま
せ
ん
で
し

た
。
お
代
は
明
日
と
言
わ
ず
、
近
々
と
い
う

こ
と
で
も
結
構
で
す
か
ら
、
是
非
今
日
お
持

ち
帰
り
下
さ
い
。
そ
の
方
が
私
も
気
持
ち
が

よ
う
ご
ざ
い
ま
す
し
、
こ
の
茶
碗
も
喜
ぶ
の

で
は
な
い
か
と
存
じ
ま
す
」

「
そ
こ
ま
で
お
っ
し
ゃ
ら
れ
る
な
ら
御
言
葉

の
ま
ま
に
さ
せ
て
頂
き
ま
し
ょ
う
。
誠
に
有

難
い
こ
と
で
す
。
お
代
は
明
日
お
届
け
い
た

し
ま
す
」
と
答
え
ら
れ
た
。

  

先
生
は
そ
の
品
物
を
抱
く
よ
う
に
し
て
店

を
お
出
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て

降
り
た
バ
ス
の
停
留
場
に
戻
ら
れ
て
、
い
つ

も
の
よ
う
に
ご
帰
宅
な
さ
っ
た
。
た
だ
御
自

分
の
眼
で
確
か
め
た
最
上
級
の
抹
茶
茶
碗
を

手
に
し
、
し
か
も
店
の
主
人
の
心
温
ま
る
対

応
に
接
し
て
、
物
事
に
動
ず
る
こ
と
の
な
い

心
の
内
に
も
、
得
も
言
え
ぬ
微
笑
の
御
気
持

ち
で
お
帰
り
に
な
ら
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

  

そ
の
抹
茶
茶
碗
、
銘
を
「
蛤
の
茶
碗
」
と

言
い
、
又
俗
に
「
七
齧
り
の
茶
碗
」
と
言
う

と
の
先
生
の
説
明
で
あ
っ
た
。
秀
吉
遺
愛
の

茶
碗
と
言
う
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
後
ど
の

よ
う
な
所
有
者
の
変
遷
を
経
て
今
日
に
至
っ

た
の
か
、
逐
一
の
は
っ
き
り
し
た
こ
と
は
判

然
と
は
し
て
い
な
い
。
し
か
し
繰
り
返
し
に

な
る
が
江
戸
期
に
本
願
寺
の
大
檀
家
の
一
軒

で
あ
っ
た
本
間
家
の
所
有
と
な
っ
た
。
そ
の

時
に
本
間
家
が
鑑
定
に
出
し
て
「
極
書
」
を

作
り
残
し
た
。
今
そ
の
極
書
が
抹
茶
茶
碗
の

函
に
添
え
ら
れ
て
あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
銘
の
「
蛤
」
と
は
、
茶
碗
の
糸
尻
に

釉
薬
が
掛
か
っ
て
お
ら
ず
に
地
の
膚
が
見
え

て
い
る
所
が
蛤
の
形
を
し
て
い
る
の
に
由
来

す
る
由
で
あ
る
。
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、「
七

齧
り
の
茶
碗
」
と
言
う
俗
名
が
面
白
い
と
言

う
か
、
誠
に
希
（
き
）
な
の
で
あ
る
。

  

天
正
十
年
秀
吉
が
明
智
光
秀
を
討
っ
て
信

長
の
仇
を
取
り
、
信
長
の
占
有
地
の
後
の
管

理
を
、
多
く
の
武
将
と
の
合
議
に
よ
っ
て
整

え
て
か
ら
、
一
年
の
後
の
天
正
十
一
年
に
信

長
の
第
一
の
宿
将
で
あ
っ
た
柴
田
勝
家
と
対

決
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
む
し
ろ
そ
の
よ
う

に
秀
吉
の
方
か
ら
仕
向
け
た
と
言
っ
て
も
よ

い
の
だ
が
、
そ
れ
は
今
は
関
係
の
な
い
こ
と

で
あ
る
。
た
だ
勝
家
と
雌
雄
を
決
す
る
こ
の



戦
は
後
年
秀
吉
が
天
下
の
権
力
を
手
中
に
す

る
第
一
歩
の
大
き
な
重
要
な
戦
で
あ
り
、
そ

の
戦
の
最
後
の
決
戦
場
に
な
っ
た
の
が
賊
ケ

岳
の
戦
で
あ
る
。

こ
の
対
決
は
秀
吉
の
駿
足
機
敏
な
作
戦
と
、

手
の
者
の
武
将
の
働
き
と
、
柴
田
方
の
一
部

の
寝
返
り
に
よ
っ
て
勝
利
を
得
、
敗
走
し
た

勝
家
は
自
刃
し
て
、
秀
吉
の
天
下
取
り
の
第

一
歩
と
な
っ
た
。

こ
の
賤
ケ
岳
の
戦
の
当
時
は
ま
だ
秀
吉
の
小

姓
上
が
り
の
若
年
の
武
将
で
あ
っ
た
が
、
秀

吉
の
側
近
に
あ
り
な
が
ら
戦
勝
に
大
き
く
寄

与
し
て
、
秀
吉
の
覚
え
め
で
た
く
、
生
長
す

る
に
及
ん
で
侍
大
将
と
な
り
、
豊
臣
政
権
の

確
立
に
功
が
あ
っ
た
武
将
七
人
が
世
に
喧
伝

さ
れ
て
、「
賊
ケ
岳
の
七
本
槍
」と
称
さ
れ
た
。

加
藤
清
正
・
加
藤
嘉
明
・
福
島
正
則
・
脇
坂

安
治
・
糟
屋
武
則
・
平
野
長
泰
・
片
桐
且
元

で
あ
る
。

後
年
秀
吉
は
賤
ケ
岳
の
戦
勝
の
因
を
為
し
た

武
功
を
賞
で
て
、
そ
の
七
人
の
武
将
を
茶
に

招
じ
た
。

  

私
達
が
目
の
前
に
見
、
手
に
し
て
お
濃
茶

を
頂
い
た
茶
碗
は
そ
の
時
使
わ
れ
た
茶
碗
で

あ
っ
た
。
室
町
時
代
か
ら
興
っ
て
来
た
「
お

茶
の
文
化
」
は
、
信
長
・
秀
吉
の
頃
に
ほ
ぼ

頂
点
に
達
し
、
珠
光
・
紹
鴎
・
利
久
を
通
し

て
、
お
茶
は
文
化
の
最
高
峰
に
至
っ
た
。
聞

く
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
戦
国
の
世
に
論
功
行

賞
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
茶
の
銘
器
が

珍
重
さ
れ
る
こ
と
は
非
常
な
も
の
で
、
一
つ

の
大
き
な
戦
に
於
て
同
等
の
武
功
を
挙
げ
た

武
将
に
対
し
て
、
一
人
に
は
半
国
・
一
国
の

知
行
を
与
え
、
一
人
に
は
茶
の
銘
器
を
与
え

た
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
。
つ
ま
り

一
国
・
半
国
の
支
配
権
と
匹
敵
す
る
程
の
価

値
を
茶
碗
の
銘
器
は
与
え
ら
れ
て
い
た
の
で

あ
る
。

  
秀
吉
に
茶
の
招
待
を
受
け
、
功
を
ね
ぎ
ら

わ
れ
た
武
将
が
、
そ
の
茶
碗
に
惚
れ
込
ん
で

妬
み
を
憶
え
た
の
か
、
部
下
が
命
を
堵
し
て

戦
を
し
て
い
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
一
見
呑
気

ら
し
く
茶
碗
を
賞
で
て
い
る
こ
と
に
対
す
る

或
る
種
の
反
抗
の
思
い
の
た
め
か
、
或
い
は

単
な
る
そ
の
場
で
の
主
従
の
和
の
中
で
、
主

の
怒
り
を
買
う
こ
と
あ
る
ま
い
と
の
甘
え
の

座
興
と
し
て
で
あ
っ
た
の
か
。
い
づ
れ
に
し

て
も
点
て
出
さ
れ
た
お
濃
茶
を
廻
し
飲
み
す

る
に
当
た
っ
て
、
一
番
始
め
に
口
を
付
け
た

正
客
が
茶
碗
の
縁
を
齧
り
欠
い
た
。
す
る
と

次
々
に
七
人
が
場
所
を
変
え
て
茶
碗
の
縁
を

次
々
に
齧
り
欠
い
て
茶
を
喫
し
、
茶
碗
を
主

に
返
し
た
と
い
う
。

返
さ
れ
た
主
の
秀
吉
は
渋
面
を
作
る
ど
こ
ろ

か
、
我
が
手
の
者
の
武
将
の
心
意
気
を
賞
で

て
、
却
っ
て
更
に
そ
の
茶
碗
を
珍
重
し
た
由

で
あ
る
。

そ
の
齧
り
跡
は
傷
の
大
小
に
拘
わ
ら
ず
金

で
完
全
な
形
に
補
修
さ
れ
て
お
り
、
年
月

を
経
て
金
は
金
地
な
り
に
寂
び
て
く
す
ん

だ
色
が
、
古
薩
摩
の
地
色
に
溶
け
込
ん
で
い

て
、
一
体
感
を
保
っ
て
い
る
。
古
陶
を
見
る

目
を
持
た
ぬ
我
々
に
も
、
そ
の
色
合
い
と
形

と
年
月
の
凝
り
と
が
一
体
と
な
っ
て
、
盤
石

の
重
み
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
が
あ
っ
た
。
一

点
に
凝
縮
さ
れ
た
美
で
あ
り
、
そ
れ
が
又
辺

り
を
払
う
気
品
を
持
っ
て
い
た
。

（
風
信
四
七
号
、
二
〇
〇
二
年
一
二
月
）


