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茶
の
湯
研
究
を
ふ
り
か
え
っ
て

�

熊
倉
　
功
夫
（
現
・
第
四
代
会
長
）

　

会
報
が
一
〇
〇
号
を
迎
え
る
。
と
い
う
こ
と
は
茶
の
湯
文
化

学
会
が
創
立
さ
れ
て
二
十
五
年
の
節
目
を
迎
え
る
と
い
う
こ
と

で
、
ま
こ
と
に
感
慨
深
い
も
の
が
あ
る
。

　

そ
こ
で
学
会
創
立
前
史
と
も
い
う
べ
き
動
き
が
あ
っ
た
こ
と

を
思
い
出
咄
と
し
て
残
し
て
お
き
た
い
。
学
会
が
誕
生
す
る
に

つ
い
て
は
い
く
つ
も
の
芽
が
あ
っ
た
。
そ
の
一
つ
が
木
芽
文
庫

と
い
う
研
究
会
で
あ
る
。
木
芽
文
庫
は
一
九
六
九
年
に
筒
井
絋

一
氏
と
私
で
作
っ
た
。
当
時
、
日
本
史
学
で
も
国
文
学
で
も

茶
の
湯
研
究
と
い
う
テ
ー
マ
は
市
民
権
を
得
て
い
な
か
っ
た

か
ら
、
研
究
論
文
を
書
い
て
も
発
表
の
場
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ

た
。
そ
れ
な
ら
い
っ
そ
自
分
た
ち
で
茶
の
湯
研
究
誌
を
創
刊
し

よ
う
と
思
い
た
ち
、
協
力
し
て
下
さ
る
出
版
社
が
あ
っ
て
『
茶

湯
〈 〉
―
研
究
と
資
料
―
』一
号
が
同
年
の
七
月
に
刊
行
さ
れ
た
。

そ
の
出
版
母
体
と
し
て
木
芽
文
庫
と
い
う
研
究
会
を
立
ち
あ
げ

た
。
会
の
名
前
は
幕
末
の
国
学
者
前
田
夏
蔭
の
茶
史『
木
芽
説
』

か
ら
取
っ
た
。

　

今
、
第
一
号
の
冒
頭
に
記
し
た
「
は
じ
め
に
」
を
読
み
か
え

す
と
、
学
園
紛
争
の
さ
な
か
で
あ
る
こ
と
を
映
し
だ
す
よ
う
な

い
か
に
も
青
臭
い
未
熟
な
論
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
大
筋
は
誤
っ

て
い
な
か
っ
た
と
思
う
。
む
し
ろ
そ
こ
で
う
た
っ
た
こ
と
が
未

だ
成
就
し
て
い
な
い
こ
と
に
忸
怩
た
る
も
の
が
あ
る
。
筒
井
さ

ん
は
二
八
歳
の
駆
け
だ
し
の
裏
千
家
職
員
、
私
は
二
六
歳
の
院

生
だ
っ
た
。

　

や
が
て
京
都
で
木
芽
文
庫
の
活
動
が
は
じ
ま
っ
た
。
当
時
、

北
区
に
あ
っ
た
吉
倉
運
雄
氏
の
マ
ン
シ
ョ
ン
が
集
会
所
と
な
っ

た
。
こ
こ
で
学
会
創
設
が
模
索
さ
れ
た
の
が
一
九
七
二
年
ご
ろ

で
あ
っ
た
か
と
思
う
。
茶
道
史
研
究
の
大
先
達
を
網
羅
し
た
発

起
人
名
簿
を
作
成
し
た
覚
え
が
あ
る
。
し
か
し
あ
ま
り
に
も
早

計
と
判
断
し
学
会
設
立
は
諦
め
た
。
そ
の
後
木
芽
文
庫
の
活
動

は
継
続
さ
れ
、『
茶
湯
―
研
究
と
資
料
―
』
も
一
九
九
四
年
（
平

成
六
年
）
に
二
三
号
を
発
行
し
て
廃
刊
さ
れ
た
。
あ
と
が
き
の

「
終
刊
に
あ
た
っ
て
」
と
い
う
文
章
の
中
に
私
は
次
の
よ
う
に

綴
っ
た
。

平
成
五
年
秋
、
茶
の
湯
文
化
学
会
が
創
設
さ
れ
た
。
二
十
余

年
前
に
木
芽
文
庫
で
も
学
会
設
立
を
め
ざ
し
て
会
則
づ
く
り

や
計
画
を
練
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
時
は
時
期
尚
早
と
い

う
の
で
廃
案
に
し
た
が
、
今
回
は
先
輩
の
先
生
方
の
尽
力
で

実
現
し
た
。
学
会
の
主
た
る
活
動
の
一
つ
は
会
誌
『
茶
の
湯

会
報一〇
〇
号
二
十
五
周
年
を
記
念
し
て

（
一
〇
〇
号
特
別
企
画
と
し
て
、
歴
代
会
長
を
務
め
ら
れ
た
方
々
に
一
文
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
）

特別号
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文
化
学
』
で
あ
る
。
平
成
六
年
十
月
二
十
九
日
の

大
会
に
は
そ
の
創
刊
号
が
刊
行
さ
れ
る
。
か
つ
て

夢
み
て
き
た
学
会
と
そ
の
会
誌
が
実
現
さ
れ
た
の

で
あ
る
か
ら
『
茶
湯
―
研
究
と
資
料
―
』
の
役
目

も
こ
こ
に
終
わ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

学
会
設
立
の
一
つ
の
水
脈
と
し
て
木
芽
文
庫
の
活
動

が
あ
っ
た
こ
と
を
こ
こ
に
書
き
つ
け
て
お
き
た
い
。

　

私
に
と
っ
て
も
う
一
つ
の
研
究
会
が
大
変
大
き
な

刺
激
と
な
っ
て
い
た
。
一
九
七
二
年
ご
ろ
に
生
ま
れ

た
「
茶
の
文
化
研
究
会
」
で
あ
る
。
誕
生
の
き
っ
か

け
は
茶
文
化
研
究
者
の
松
下
智
氏
と
の
出
会
い
で
あ

る
。松
下
氏
は
し
ば
ら
く
高
校
教
員
を
勤
め
た
の
ち
、

職
を
辞
し
、
全
く
の
在
野
研
究
者
と
し
て
ア
ジ
ア
の

茶
の
源
流
を
徹
底
し
て
踏
査
し
た
人
で
あ
る
。
氏

は
一
九
六
九
年
に
『
日
本
の
茶
』（
風
媒
社
）
を
出

版
し
た
。
こ
れ
を
読
ん
で
、
狭
い
茶
道
史
研
究
に
固

ま
っ
て
い
た
私
は
衝
撃
を
覚
え
た
こ
と
を
記
憶
し
て

い
る
。
茶
の
研
究
の
人
類
学
的
視
点
や
民
俗
学
的
視

点
が
松
下
氏
の
専
門
と
す
る
育
種
学
と
一
体
と
な
っ

て
茶
の
文
化
に
広
い
裾
野
が
あ
る
こ
と
を
教
え
ら
れ

た
。
そ
の
松
下
氏
が
突
然
、目
の
前
に
あ
ら
わ
れ
た
。

　

松
下
氏
は
当
時
、
茶
の
博
物
館
構
想
を
も
っ
て
お

ら
れ
、
図
面
ま
で
引
い
た
設
計
図
を
作
っ
て
い
た
。

そ
れ
を
人
類
学
の
泰
斗
梅
棹
忠
夫
先
生
の
と
こ
ろ
へ

持
ち
こ
ん
だ
。先
生
は
松
下
氏
を
激
励
す
る
と
共
に
、

よ
り
茶
に
つ
い
て
の
専
門
家
で
あ
る
林
屋
辰
三
郎
先

生
を
紹
介
し
た
。
林
屋
先
生
は
松
下
氏
か
ら
計
画
を

き
く
と
、
当
時
先
生
の
助
手
を
し
て
い
た
私
を
呼
ん

で
、
ま
ず
は
そ
の
た
め
の
研
究
会
を
開
い
て
は
ど
う

か
と
示
唆
さ
れ
た
。
そ
こ
で
茶
そ
の
も
の
の
研
究
を

中
心
に
茶
の
湯
の
研
究
者
（
村
井
康
彦
氏
も
常
連
と

な
っ
て
下
さ
っ
た
）、
茶
葉
と
そ
の
歴
史
的
研
究
者

（
宇
治
歴
史
資
料
館
の
メ
ン
バ
ー
や
宇
治
の
茶
業
家
）

さ
ら
に
育
種
な
ど
理
科
系
の
研
究
者
（
橋
本
実
氏
な

ど
）、
陶
芸
家
や
美
術
工
芸
関
係
者
、
茶
人
な
ど
、

さ
ま
ざ
ま
な
メ
ン
バ
ー
が
集
ま
っ
て
、
に
わ
か
に
楽

し
い
研
究
会
が
生
ま
れ
た
。
そ
の
中
で
茶
の
源
流
に

つ
い
て
人
類
学
的
興
味
を
抱
い
た
の
が
守
屋
毅
氏
で

あ
っ
た
。

　

守
屋
氏
は
愛
媛
大
学
か
ら
国
立
民
族
学
博
物
館
へ

移
る
に
当
っ
て
共
同
研
究
の
テ
ー
マ
に
「
茶
の
文
化

の
総
合
的
研
究
」を
掲
げ
た
。
共
同
研
究
員
に
は「
茶

の
文
化
研
究
会
」
の
メ
ン
バ
ー
が
多
く
を
占
め
た
。

の
ち
に
『
茶
の
世
界
史
』
の
名
著
を
出
版
し
た
角
山

榮
氏
や
『
茶
道
史
の
散
歩
道
』
な
ど
の
著
書
の
あ
る

林
左
馬
衛
氏
も
い
て
、
各
地
の
調
査
も
行
っ
た
。

　

松
下
氏
に
率
い
ら
れ
て
守
屋
氏
と
私
が
韓
国
へ
調

査
に
出
た
の
は
共
同
研
究
が
は
じ
ま
る
前
だ
っ
た
と

思
う
。
井
戸
茶
碗
の
窯
跡
の
調
査
や
崔
凡
述
氏
を
山

寺
に
た
ず
ね
て
『
韓
国
の
茶
道
』
の
著
作
に
つ
い
て

お
う
か
が
い
を
し
た
。
途
中
、
守
屋
氏
が
韓
国
の
警

察
に
不
審
者
と
し
て
拉
致
さ
れ
る
事
件
が
あ
っ
た
り

し
て
思
い
出
深
い
も
の
が
あ
る
。
そ
の
延
長
線
で

ア
ッ
サ
ム
・
ダ
ー
ジ
リ
ン
の
調
査
や
浙
江
省
や
広
東

省
の
調
査
も
し
た
。
や
が
て
守
屋
氏
は
名
著
『
お
茶

の
き
た
道
』
を
出
版
。
共
同
研
究
の
成
果
は
淡
交
社

か
ら
二
冊
に
分
冊
し
て
出
版
さ
れ
た
。

　

茶
の
文
化
研
究
会
は
直
接
は
茶
の
湯
文
化
学
会
に

は
つ
な
が
ら
な
い
。
し
か
し
学
会
の
中
に
人
類
学
・

民
俗
学
的
視
点
や
茶
業
史
、
煎
茶
文
化
へ
の
目
配
り

を
忘
れ
ぬ
姿
勢
に
は
、
そ
う
し
た
世
界
史
的
な
茶
の

文
化
研
究
の
血
が
流
れ
て
い
る
か
ら
だ
と
私
は
考
え

て
い
る
。

　

初
代
会
長
中
村
昌
生
氏
が
二
〇
一
八
年
に
な
く
な

り
、
そ
の
前
年
に
は
初
代
副
会
長
の
林
屋
晴
三
氏
が

な
く
な
っ
た
。創
立
時
の
メ
ン
バ
ー
は
林
屋
辰
三
郎
、

永
島
福
太
郎
両
先
生
を
は
じ
め
鬼
籍
に
入
っ
た
方
も

多
い
。
そ
の
時
の
若
手
も
今
七
十
五
歳
を
越
え
て
後

期
高
齢
者
で
あ
る
。
速
や
か
に
世
代
交
替
が
は
か
ら

れ
、
五
〇
代
が
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
を
取
り
、
新
し
い

領
域
の
研
究
を
切
り
拓
く
時
が
き
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
た
め
に
は
緊
急
の
課
題
が
い
く
つ
も
浮
か
ん

で
く
る
で
あ
ろ
う
。
五
〇
代
、
四
〇
代
の
研
究
者
に

ぜ
ひ
奮
気
し
て
い
た
だ
き
た
い
が
、
今
時
、
若
手
・

中
堅
研
究
者
の
研
究
環
境
が
劣
悪
化
し
て
い
る
こ
と
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は
十
分
承
知
し
て
い
る
。
一
見
無
駄
な
研
究
に
時
間

を
さ
く
余
裕
が
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
は
十
分
同
情

に
価
す
る
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
重
厚
な
学

術
書
を
世
に
問
う
覇
気
を
失
わ
な
い
で
ほ
し
い
。
そ

の
た
め
に
孤
立
せ
ず
仲
間
を
作
り
互
い
に
学
問
的
に

切
磋
琢
磨
す
る
こ
と
を
い
つ
も
心
掛
け
て
ほ
し
い
。

今
そ
れ
な
り
に
私
が
こ
こ
に
い
ら
れ
る
の
は
、
私
の

力
な
ど
ほ
ん
の
ち
い
さ
な
も
の
で
、
筒
井
さ
ん
で

あ
っ
た
り
守
屋
さ
ん
で
あ
っ
た
り
、
そ
の
都
度
、
私

を
支
え
て
く
れ
た
共
同
研
究
者
の
力
に
よ
る
も
の
で

あ
る
。
こ
と
に
二
〇
代
、
三
〇
代
の
研
究
を
志
す
人

び
と
は
し
っ
か
り
研
究
史
を
学
ぶ
上
で
も
、
仲
間
と

の
あ
く
な
き
議
論
が
、
何
よ
り
も
自
ら
を
育
て
る
糧

と
な
る
こ
と
を
理
解
し
て
ほ
し
い
。

　

本
学
会
は
他
の
学
会
と
異
な
る
性
格
が
あ
る
。
そ

れ
は
純
粋
な
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
学
会
で
は
な
い
こ
と

で
あ
る
。
私
は
ち
ょ
う
ど
五
〇
年
前
の
『
茶
湯
―
研

究
と
資
料
―
』
の
「
は
じ
め
に
」
の
中
に
「
茶
人
自

身
の
自
己
学
習
」
に
研
究
者
は
学
ぶ
と
こ
ろ
が
大
き

い
と
記
し
た
。
現
実
に
茶
に
た
ず
さ
わ
る
茶
人
の
問

題
意
識
と
協
同
す
る
こ
と
で
茶
の
湯
研
究
は
成
立
す

る
と
考
え
た
。
む
し
ろ
茶
の
湯
文
化
学
会
の
会
員
に

実
技
に
か
か
わ
る
人
び
と
の
多
い
こ
と
こ
そ
学
会
が

健
康
体
で
あ
る
こ
と
の
証
左
で
あ
る
。
し
か
し
問
題

が
な
い
こ
と
は
な
い
。
学
術
世
界
と
疎
遠
な
実
技
者

に
と
っ
て
学
術
論
文
の
ス
タ
イ
ル
を
学
ぶ
こ
と
は
な

か
な
か
む
ず
か
し
い
。
こ
こ
に
研
究
者
の
出
番
が
あ

る
。
実
技
者
か
ら
研
究
者
は
問
題
意
識
を
学
び
、
実

技
者
は
研
究
者
か
ら
思
い
を
史
料
で
裏
付
け
論
理
化

す
る
方
法
を
学
ぶ
場
が
、
学
会
の
中
に
設
け
ら
れ
た

ら
、
よ
り
素
晴
ら
し
い
将
来
が
開
け
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

会
報
第
百
号
に
思
う

�

谷
　
晃
（
第
三
代
会
長
）

　

年
明
け
早
々
に
茶
の
湯
文
化
学
会
か
ら
、
今
年
三

月
発
行
予
定
の
会
報
が
通
算
百
号
に
な
り
、
そ
れ
を

記
念
し
て
歴
代
会
長
へ
寄
稿
を
依
頼
し
た
い
と
の
文

書
が
届
い
た
。
先
頃
発
刊
さ
れ
た
『
講
座　

茶
の
湯

全
史
』
全
三
巻
が
学
会
設
立
二
十
年
を
記
念
し
て
の

企
画
で
あ
っ
た
よ
う
に
記
憶
し
て
い
る
。
そ
し
て
学

会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
見
る
と
設
立
が
一
九
九
三
年

と
あ
る
か
ら
今
年
は
設
立
以
来
二
十
六
年
を
経
過
し

『
講
座　

茶
の
湯
全
史
』
全
巻
の
刊
行
以
来
早
く
も

五
年
が
経
過
し
た
わ
け
で
、
あ
ら
た
め
て
年
月
の
過

ぎ
ゆ
く
早
さ
に
驚
か
ざ
る
を
え
な
い
。

　

実
は
会
報
の
創
刊
当
初
、
会
報
制
作
を
担
当
し
て

い
た
の
が
こ
の
私
で
あ
り
、
体
裁
な
ど
も
そ
の
時
に

考
え
た
ス
タ
イ
ル
が
そ
の
ま
ま
継
承
さ
れ
て
い
る
の

で
、
ひ
と
き
わ
感
慨
深
い
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
間

も
な
く
会
報
担
当
か
ら
は
ず
れ
、
学
会
誌
『
茶
の
湯

文
化
学
』
の
編
集
を
担
当
し
た
り
、
総
会
や
例
会
の

担
当
を
し
た
り
な
ど
し
て
い
る
う
ち
に
、
い
つ
の
間

に
か
会
長
に
選
出
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
会
長

を
三
期
務
め
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
責
務
は
重
く
、

楽
し
い
と
か
喜
ば
し
い
と
い
っ
た
思
い
出
は
皆
無
に

近
く
、
悩
ま
し
く
気
の
重
い
状
態
が
六
年
間
続
い
て

い
た
よ
う
な
気
が
し
て
い
る
。

　

私
が
会
長
と
し
て
い
か
ほ
ど
の
成
果
を
挙
げ
得
た

の
か
定
か
で
は
な
い
が
、
初
代
会
長
の
故
中
村
昌
生

先
生
、
二
代
会
長
の
倉
澤
行
洋
先
生
以
来
、
私
と
現

会
長
の
熊
倉
功
夫
先
生
ま
で
二
十
六
年
間
学
会
が
活

動
を
続
け
て
こ
ら
れ
た
の
は
、
中
村
・
倉
澤
両
先
生

が
基
礎
を
築
か
れ
た
こ
と
に
よ
る
こ
と
が
大
き
い
。

当
初
は
試
行
錯
誤
も
多
か
っ
た
と
は
い
え
、
次
第
に

活
発
な
活
動
が
定
着
す
る
よ
う
に
な
り
、
大
会
や
各

地
の
例
会
で
の
発
表
、ま
た
学
会
誌
へ
の
寄
稿
な
ど
、

着
実
に
成
果
を
挙
げ
、
学
会
の
存
在
が
確
固
た
る
も

の
に
な
っ
て
き
た
こ
と
は
疑
う
余
地
の
な
い
と
こ
ろ

で
あ
ろ
う
。

　

と
は
い
え
手
放
し
で
喜
ん
で
ば
か
り
は
お
ら
れ

ず
、
い
く
つ
か
の
問
題
点
も
次
第
に
明
ら
か
に
な
り

つ
つ
あ
る
の
が
現
状
で
あ
る
。
そ
の
な
か
で
私
が

常
々
思
っ
て
い
る
の
は
、
茶
の
湯
と
い
う
も
の
は
非

常
に
広
い
分
野
を
内
包
し
て
お
り
、
学
会
に
所
属
す
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る
研
究
者
は
特
定
の
分
野
に
片
寄
ら
ず
多
様
で
あ
る

べ
き
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
実
に
は
一
部
の

分
野
に
足
場
を
置
い
て
い
る
研
究
者
が
多
い
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

　

そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
を
専
門
と
し
て
い
る
研

究
者
は
、
そ
の
分
野
に
お
け
る
方
法
論
を
も
っ
て
茶

の
湯
の
研
究
を
行
っ
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ

る
。
そ
れ
は
そ
れ
で
決
し
て
間
違
っ
て
い
る
と
か
悪

い
と
か
い
う
の
で
は
な
く
、
当
然
の
こ
と
で
も
あ
る

と
も
い
え
よ
う
が
、
設
立
か
ら
し
ば
ら
く
の
間
は
そ

れ
で
良
い
と
し
て
も
、
設
立
以
来
二
十
数
年
も
経
過

し
な
が
ら
い
つ
ま
で
も
そ
の
よ
う
な
状
態
が
続
く
の

は
い
さ
さ
か
問
題
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
私
は
考

え
て
い
る
。
た
と
え
ば
歴
史
学
の
立
場
に
身
を
置
い

て
い
る
研
究
者
は
、
歴
史
学
者
と
し
て
こ
れ
だ
け
の

こ
と
は
言
え
る
と
し
な
が
ら
、
そ
こ
か
ら
さ
ら
に

二
歩
三
歩
と
足
を
進
め
て
云
々
す
る
こ
と
は
難
し

い
と
考
え
る
人
が
多
い
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
も

ち
ろ
ん
最
近
は
そ
の
限
界
を
乗
り
越
え
て
茶
の
湯
を

論
ず
る
研
究
者
も
見
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も

の
の
、
ま
だ
ま
だ
少
数
で
あ
り
、
歴
史
分
野
だ
け
で

な
く
大
勢
と
し
て
は
自
ら
が
属
し
て
い
る
分
野
か
ら

抜
け
出
す
こ
と
な
く
研
究
を
続
け
て
い
る
人
が
大
半

で
、
自
分
の
専
門
分
野
は
茶
の
湯
で
あ
る
と
自
信
を

も
っ
て
言
い
き
る
こ
と
が
で
き
る
研
究
者
は
少
な
い

の
が
現
状
で
あ
ろ
う
。

　

た
と
え
ば
能
楽
を
研
究
す
る
に
あ
た
り
歴
史
的
立

場
か
ら
だ
け
で
能
楽
の
す
べ
て
を
解
明
す
る
こ
と
は

む
ず
か
し
い
。
立
花
で
あ
れ
、
香
で
あ
れ
同
様
な
こ

と
が
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
研
究
と
し
て
新

知
見
や
論
拠
の
正
当
性
、
論
理
構
成
な
ど
が
厳
し
く

問
わ
れ
る
こ
と
は
他
の
分
野
と
同
様
で
は
あ
る
が
、

同
時
に
茶
の
湯
が
内
包
す
る
多
く
の
分
野
に
目
を
配

り
、
茶
の
湯
独
自
の
方
法
論
を
確
立
す
る
こ
と
が
必

要
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
現
状
は
な
か
な
か
そ
う
し
た
立
場
や
広
い

視
野
に
基
づ
く
研
究
論
文
が
少
な
い
。
で
は
な
ぜ
そ

の
よ
う
な
傾
向
が
続
い
て
い
る
の
か
と
考
え
る
と
、

い
ろ
い
ろ
な
要
件
が
浮
か
び
上
が
っ
て
こ
よ
う
が
、

も
っ
と
も
大
き
な
原
因
は
「
茶
の
湯
学
」
が
い
ま
だ

に
確
立
さ
れ
て
い
る
と
は
い
い
が
た
く
、
そ
の
結
果

茶
の
湯
研
究
の
方
法
論
が
定
ま
る
ま
で
に
は
至
っ
て

い
な
い
こ
と
に
起
因
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

い
ま
一
つ
茶
の
湯
は
一
見
す
る
と
あ
い
ま
い
な
状

況
を
好
む
と
み
な
さ
れ
、
研
究
と
は
本
質
的
に
相
容

れ
な
い
と
考
え
ら
れ
が
ち
で
あ
る
。
だ
か
ら
と
い
っ

て
そ
の
よ
う
な
状
況
に
目
を
つ
ぶ
り
、
他
分
野
の
研

究
法
が
そ
の
ま
ま
通
用
す
る
事
柄
の
み
を
対
象
と
し

て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
い
ず
れ
茶
の
湯
研
究
は
行
き

詰
ま
り
を
み
せ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な

い
。
す
な
わ
ち
一
見
す
る
だ
け
で
は
研
究
と
相
容
れ

な
い
と
み
な
さ
れ
る
分
野
あ
る
い
は
対
象
を
も
視
野

に
入
れ
る
こ
と
が
茶
の
湯
研
究
に
は
求
め
ら
れ
て
い

る
の
で
あ
り
、
こ
の
点
に
お
い
て
茶
の
湯
研
究
の
現

状
は
ま
だ
ま
だ
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
し
、

ま
た
そ
の
点
を
克
服
す
る
た
め
に
も
茶
の
湯
学
の
確

立
が
望
ま
れ
て
い
る
と
私
は
考
え
て
い
る
。

　

さ
ら
に
い
え
ば
か
つ
て
の
茶
の
湯
研
究
は
、
そ
れ

が
内
包
す
る
多
く
の
分
野
の
な
か
で
も
歴
史
と
陶
磁

器
の
ジ
ャ
ン
ル
に
お
い
て
趣
味
的
な
立
場
か
ら
な
さ

れ
て
い
た
も
の
が
多
か
っ
た
の
が
、
茶
の
湯
文
化
学

会
の
発
足
と
そ
の
後
の
活
動
に
よ
り
よ
う
や
く
研
究

と
い
え
る
内
容
を
も
つ
論
考
が
多
く
な
り
、
ま
た
研

究
の
分
野
も
ひ
ろ
が
り
つ
つ
あ
る
。
そ
れ
で
も
な
お

趣
味
的
な
立
場
か
ら
の
発
言
が
少
な
く
な
く
、
そ
れ

ら
が
研
究
成
果
を
無
視
し
て
ま
か
り
通
っ
て
い
る
の

が
現
状
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
も
ち
ろ
ん
趣
味
的

な
立
場
か
ら
の
発
言
が
悪
い
と
い
っ
て
い
る
わ
け
で

は
な
く
、
ま
た
そ
れ
ら
を
根
絶
す
べ
き
だ
と
い
っ
て

い
る
わ
け
で
も
な
い
。
趣
味
的
な
発
言
と
き
ち
ん
と

し
た
研
究
が
混
在
し
て
い
る
こ
と
に
問
題
が
あ
る
の

で
あ
り
、
少
な
く
と
も
茶
の
湯
文
化
学
会
に
お
い
て

は
こ
れ
ま
で
以
上
に
緻
密
な
研
究
を
基
本
と
し
、
か

つ
厳
し
く
そ
の
内
容
を
吟
味
す
る
と
同
時
に
、
そ
の

結
果
や
業
績
を
研
究
者
の
間
だ
け
で
な
く
、
ひ
ろ
く
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茶
の
湯
愛
好
者
に
も
広
め
る
努
力
を
怠
っ
て
は
な
る

ま
い
。

二
つ
の
夢

�
倉
澤
　
行
洋
（
第
二
代
会
長
）

　

茶
の
湯
文
化
学
会
設
立
二
十
五
周
年
の
会
報
（
百

号
）
の
稿
を
た
の
ま
れ
、
こ
の
学
会
も
、
は
や
四
半

世
紀
を
経
過
し
た
の
か
と
驚
く
と
と
も
に
、
学
会
設

立
ま
で
の
さ
ま
ざ
ま
な
事
が
、
ど
っ
と
思
い
起
こ
さ

れ
て
感
無
量
で
し
た
。

　

思
い
起
こ
せ
ば
、
私
は
、
だ
い
ぶ
前
か
ら
、
茶
の

学
会
を
作
り
た
い
と
い
う
思
い
を
い
ろ
い
ろ
な
機
会

に
言
っ
て
お
り
ま
し
た
が
、
そ
れ
を
、
お
お
や
け
の

場
で
は
じ
め
て
口
に
し
た
の
は
、
平
成
三
年
（
一
九

九
一
）、
心
茶
会
創
立
五
十
周
年
記
念
行
事
の
折
で

し
た
。
そ
こ
に
居
合
わ
せ
た
鵬
雲
斎
宗
匠
が
、「
ぜ

ひ
と
も
」
と
激
励
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
そ
し
て

紆
余
曲
折
を
経
て
、
茶
の
湯
文
化
学
会
が
正
式
に
ス

タ
ー
ト
し
た
の
は
平
成
六
年
で
し
た
。
そ
の
間
に
ご

支
援
を
た
ま
わ
っ
た
、
た
く
さ
ん
の
方
々
、
い
ち
い

ち
お
名
前
は
記
し
ま
せ
ん
が
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。

　

私
は
、
学
会
設
立
へ
と
動
き
始
め
た
頃
、
そ
れ
を

願
う
私
の
思
い
を
一
文
に
ま
と
め
、
何
人
か
の
方
に

見
て
い
た
だ
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
最
初
の

部
分
は
、

　

茶
道
が
、
深
遠
な
哲
理
と
豊
か
な
藝
術
表
現
と

を
併
せ
具
え
た
、
世
界
に
類
例
の
な
い
優
れ
た
総

合
文
化
体
系
で
あ
る
こ
と
は
、
だ
れ
に
も
異
論
の

な
い
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
こ
の
茶
道
が

ま
す
ま
す
隆
盛
に
お
も
む
き
、
こ
れ
を
学
問
的
に

研
究
す
る
人
の
数
も
徐
々
に
増
大
し
つ
つ
あ
る
の

は
ご
同
慶
の
至
り
で
あ
り
ま
す
が
、
反
面
、
こ
れ

ら
の
研
究
者
を
綜
合
す
る
全
国
規
模
の
学
会
が
未

だ
存
し
な
い
の
は
甚
だ
遺
憾
と
言
わ
ざ
る
を
得
ま

せ
ん
。
学
会
が
あ
れ
ば
研
究
者
相
互
の
交
流
啓
発

が
容
易
に
な
り
、
茶
道
の
多
面
的
綜
合
的
研
究
が

い
っ
そ
う
進
展
す
る
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

　
「
茶
道
学
」（「
茶
道
文
化
学
」）
が
確
立
し
、
他

の
諸
学
に
伍
し
て
独
立
し
た
学
と
し
て
学
界
に
お

け
る
市
民
権
を
獲
得
す
れ
ば
、
大
学
を
は
じ
め
と

す
る
教
育
研
究
機
関
に
お
け
る
茶
道
観
も
変
る
で

し
ょ
う
。
茶
道
研
究
者
が
肩
身
の
狭
い
思
い
を
し

て
い
る
と
い
う
よ
う
な
悲
し
む
べ
き
現
状
は
打
破

さ
れ
、
や
が
て
は
「
茶
道
学
」（「
茶
道
文
化
学
」）

の
講
座
や
学
科
が
設
置
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
生
ま
れ

る
茶
道
研
究
者
は
、「
茶
道
学
」
を
進
展
さ
せ
る

と
と
も
に
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
茶
道
文
化
そ

の
も
の
の
進
展
に
も
大
き
く
貢
献
す
る
も
の
と
期

待
さ
れ
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
期
待
を
現
実
の
も
の

と
す
る
た
め
に
も
学
会
は
不
可
欠
で
す
。

　

こ
の
稿
の
題
に
「
二
つ
の
夢
」
と
書
き
ま
し
た
が
、

こ
れ
が
、
学
会
設
立
に
か
け
た
第
一
の
夢
で
し
た
。

こ
の
夢
は
し
か
し
、
会
員
の
皆
さ
ん
の
積
極
的
か
つ

活
発
な
活
動
に
よ
っ
て
着
実
に
実
現
し
つ
つ
あ
り
、

も
は
や
夢
で
は
な
く
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　

も
う
二
十
年
以
上
も
前
の
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、

私
の
弟
子
で
、
後
に
学
位
論
文
を
も
と
に
し
て
『
茶

か
ら
茶
道
へ
』
と
い
う
名
著
（
平
成
十
年　

市
井
社

刊
）
を
出
し
、北
京
大
学
教
授
に
も
な
っ
た
東
君
（
滕

君
）
さ
ん
が
、
留
学
先
の
日
本
の
大
学
に
学
位
請
求

を
し
た
際
、
こ
ん
な
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
受
け

取
っ
た
大
学
の
教
授
会
で
、
そ
れ
は
文
学
部
の
教
授

会
で
し
た
が
、
こ
の
論
文
を
受
け
取
っ
た
旨
の
報
告

が
あ
っ
た
時
、
一
教
授
が
、「
砂
糖
の
研
究
が
文
学

部
に
提
出
さ
れ
る
と
は
！
」
と
不
思
議
が
っ
た
の
で

す
。「
茶
道
」を「
砂
糖
」と
聞
き
間
違
え
た
の
で
す
。

こ
ん
な
間
違
い
が
起
こ
る
と
こ
ろ
に
も
、「
茶
道
」が
、

文
系
の
大
学
か
ら
い
か
に
疎
遠
だ
っ
た
か
が
現
れ
て

い
ま
す
。
し
か
し
、
今
で
は
も
う
、
こ
ん
な
こ
と
は

起
こ
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
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第
二
の
夢
に
つ
い
て
は
、
こ
う
書
き
ま
し
た
。

　

二
十
世
紀
が
終
わ
り
を
告
げ
よ
う
と
す
る
今
、

長
き
に
わ
た
っ
た
西
洋
に
よ
る
歴
史
主
導
に
翳か
げ

り

が
生
じ
、
東
洋
が
新
た
な
視
野
で
見
直
さ
れ
、
重

み
を
増
し
つ
つ
あ
り
ま
す
。こ
の
時
に
あ
た
っ
て
、

東
洋
文
化
の
精
華
で
あ
る
茶
道
を
深
く
究
明
す
る

こ
と
は
、
世
界
文
化
史
的
な
意
義
の
あ
る
こ
と
で

す
。

　

こ
こ
に
い
う
「
世
界
文
化
史
的
意
義
」
の
内
容
は

「
東
洋
西
洋
両
文
化
の
綜
合
へ
の
歩
み
」
で
す
。

　

歴
史
書
を
紐
解
き
「
大
航
海
時
代
」
と
も
呼
ば
れ

る
十
六
世
紀
頃
以
降
の
世
界
史
を
大
観
し
ま
す
と
、

歴
史
の
動
き
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
と
っ
て
き
た
の

は
、好
む
と
好
ま
ざ
る
と
に
か
か
わ
ら
ず
、ヨ
ー
ロ
ッ

パ
を
中
心
と
す
る
「
西
洋
」
で
し
た
。「
東
洋
」
も

も
ち
ろ
ん
歴
史
を
動
か
す
力
を
発
揮
し
て
い
ま
し
た

が
、「
西
洋
」
ほ
ど
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

し
か
し
十
九
世
紀
～
二
十
世
紀
に
な
り
ま
す
と
、

そ
の
西
洋
の
精
神
世
界
に
、
或
る
暗
い
翳
が
さ
し
て

き
ま
し
た
。
そ
れ
は
ニ
ー
チ
ェ
に
よ
っ
て
ニ
ヒ
リ
ズ

ム
と
呼
ば
れ
た
事
態
で
、
自
己
を
根
底
か
ら
支
え
て

く
れ
る
も
の
は
何
も
無
い
、
神
も
死
ん
で
し
ま
っ
て

い
る
、
と
い
う
思
い
で
す
。

　

元
来
、
西
洋
の
人
々
の
精
神
世
界
に
は
、
そ
れ
を

支
え
る
巨
き
な
、
強
力
な
柱
が
二
つ
あ
り
ま
し
た
。

そ
の
一
つ
は
ユ
ダ
ヤ
教
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
へ
と
連
な

る
宗
教
の
伝
統
で
、
こ
れ
は
ヘ
ブ
ラ
イ
ズ
ム
と
呼
ば

れ
ま
す
。
そ
し
て
い
ま
一
つ
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
文

化
の
中
で
固
め
ら
れ
、
西
洋
全
体
に
普
及
し
て
い
っ

た
、
人
間
の
み
が
持
つ
、
高
度
な
知
性
へ
の
信
頼
で
、

こ
れ
は
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。有
名
な
、

デ
カ
ル
ト
の
「
我
考
え
る
、
故
に
我
あ
り
」、
パ
ス

カ
ル
の
、
人
は
「
考
え
る
葦
」
も
こ
れ
に
連
な
る
も

の
で
す
。

　

ニ
ヒ
リ
ズ
ム
は
、
先
ず
神
の
存
在
へ
の
疑
念
と
し

て
現
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
の
行
き
つ
く
と
こ
ろ

は
、
神
が
人
間
を
造
っ
た
の
で
は
な
く
、
人
間
が
神

を
造
っ
た
（
空
想
し
た
）
と
い
う
考
え
方
で
す
。
ヘ

ブ
ラ
イ
ズ
ム
は
こ
の
疑
念
に
さ
ら
さ
れ
る
よ
う
に
な

り
ま
す
。

　

や
が
て
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
に
も
疑
惑
の
目
が
向
け
ら
れ

ま
す
。
牧
場
に
遊
ぶ
動
物
た
ち
、空
飛
ぶ
鳥
た
ち
は
、

本
能
の
命
ず
る
ま
ま
に
動
く
の
で
、
悩
む
こ
と
は
あ

り
ま
せ
ん
。苦
痛
は
あ
っ
て
も
苦
悩
は
無
い
の
で
す
。

し
か
る
に
人
は
、
高
度
な
知
性
あ
る
が
故
に
悩
み
が

あ
る
の
で
す
。
そ
の
悩
み
の
中
で
、「
人
だ
け
が
、

考
え
る
べ
く
罰
せ
ら
れ
て
い
る
」
と
い
う
嘆
き
も
出

て
来
ま
す
。
思
い
起
こ
せ
ば
、既
に
『
聖
書
』
に
も
、

知
性
へ
の
否
定
的
な
見
方
が
あ
り
ま
し
た
。
ア
ダ
ム

と
エ
ヴ
ァ
は
、「
知
恵
の
木
の
実
」
を
食
べ
て
神
の

怒
り
を
買
っ
た
の
で
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
、
西
洋
の
人
々
の
精
神
世
界
を

支
え
る
巨
き
な
柱
が
、
二
つ
と
も
頼
り
に
な
ら
な
く

な
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
深
化
で
す
。

二
十
世
紀
に
な
る
と
、
遂
に
『
西
洋
の
没
落
』
と
い

う
本
が
シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
に
よ
っ
て
著
さ
れ
、
大
き

な
反
響
を
呼
ぶ
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

こ
う
し
て
西
洋
の
精
神
世
界
は
、
そ
れ
を
支
え
る

二
つ
の
大
き
な
柱
の
弱
体
化
に
よ
っ
て
存
亡
の
危
機

に
直
面
し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
人
々
の
目

が
今
ま
で
軽
く
見
て
い
た
東
洋
へ
と
真
剣
に
向
け
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

　

こ
う
し
て
、「
東
洋
」
に
真
剣
な
目
を
向
け
る
よ

う
に
な
っ
た
「
西
洋
」
の
人
々
に
、
私
た
ち
は
何
を

見
せ
れ
ば
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。「
東
洋
文
化
の
精

華
」
で
あ
る
「
茶
道
」
は
そ
の
中
の
い
ち
ば
ん
大
切

な
一
つ
で
あ
る
と
私
は
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

こ
こ
三
千
年
ほ
ど
の
世
界
の
文
化
史
を
大
観
し
ま

す
と
、
東
洋
と
西
洋
と
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
の

あ
り
方
の
基
本
に
大
き
な
違
い
が
あ
り
ま
し
た
。
そ

れ
は
、「
自
然
万
物
と
人
と
の
関
係
」
の
見
方
に
お

い
て
特
に
顕
著
で
し
た
。
ど
う
違
う
の
か
と
い
え
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ば
、「
人
は
万
物
（
神
を
除
く
）
に
勝
る
高
度
な
存

在
、
人
以
外
の
物
は
、
人
の
た
め
に
あ
り
、
人
が
自

由
に
使
用
消
費
し
て
よ
い
も
の
」
―
―
こ
れ
が
、
西

洋
の
人
々
の
大
方
の
認
識
で
し
た
。こ
れ
に
対
し
て
、

東
洋
の
人
々
の
認
識
は
、「
人
と
人
以
外
の
万
物
は
、

基
本
的
に
は
同
じ
も
の
、し
た
が
っ
て
平
等
の
も
の
」

と
い
う
の
で
し
た
。

　

な
ぜ
人
の
み
が
特
別
に
高
貴
な
存
在
で
あ
る
か
と

い
え
ば
、
神
が
人
の
み
を
、
神
に
似
た
者
（im

ago 
dei

）
と
し
て
作
っ
た
か
ら
と
い
う
の
が
一
つ
。
い

ま
一
つ
は
、
人
の
み
が
、
他
の
何
物
に
も
な
い
高
度

な
知
性
を
持
っ
て
い
る
か
ら
。
こ
れ
が
西
洋
の
人
々

の
出
し
た
答
え
で
し
た
。
こ
の
よ
う
な
観
じ
方
は
、

人
本
位
主
義
（
略
し
て
人
本
主
義
、H

um
anism

）

と
呼
ば
れ
ま
す
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
東
洋
の
人
々
の
観
じ
方
は
、「
天

地
与
我
同
根
万
物
与
我
一
体
」「
山
河
大
地
日
月
星

辰
同
一
仏
性
」「
梵
我
一
如
」「
自
然
自
己
一
元
の
生
」

な
ど
の
言
葉
に
よ
く
表
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う

な
観
じ
方
は
、「
自
然
本
位
主
義
」（
略
し
て
自
然
主

義
、N

aturalism

）
と
呼
ば
れ
ま
す
。

　

先
に
「
東
洋
西
洋
両
文
化
の
綜
合
」
と
申
し
ま
し

た
の
は
、
言
い
換
え
れ
ば
、「
東
洋
的
自
然
主
義
と

西
洋
的
人
本
主
義
の
綜
合
」
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な

り
ま
せ
ん
。

　

第
一
の
夢
は
着
々
と
実
現
に
向
か
っ
て
い
ま
す

が
、
こ
の
第
二
の
夢
の
実
現
は
ま
だ
ま
だ
こ
れ
か
ら

で
す
。
そ
も
そ
も
茶
道
は
、
自
然
本
位
の
文
化
の
最

た
る
も
の
で
す
。
釜
の
煮
え
音
を
松
風
と
聞
き
、
湯

水
を
使
う
音
は
渓
谷
の
せ
せ
ら
ぎ
と
聞
き
、
柄
杓
を

蓋
置
に
引
く
音
は
深
山
幽
谷
に
こ
だ
ま
す
る
斧
の
音

と
聞
く
。
床
の
花
に
飛
花
落
葉
の
四
季
の
移
り
を
観

じ
る
―
―
小
さ
な
茶
室
に
は
、
大
自
然
が
凝
縮
さ
れ

て
い
ま
す
。

　

私
は
、
茶
の
湯
文
化
学
会
の
方
々
が
、
私
の
第
二

の
夢
の
方
向
に
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
注
目
し
て
い
た

だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

大
き
な
期
待

�

中
村
　
昌
生
（
初
代
会
長
）

　
（
本
稿
は
、
会
長
を
退
任
さ
れ
た
際
の
、
二
〇
〇

一
年
九
月
発
行
会
報
三
十
号
巻
頭
文
を
再
度
掲
載
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。）

　

茶
の
湯
に
関
す
る
研
究
は
、
い
ろ
い
ろ
な
学
問
の

分
野
で
進
め
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
個
々
の
研
究
が
茶

の
湯
と
い
う
共
通
の
土
俵
で
、
報
告
さ
れ
討
議
さ
れ

る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
諸
領
域
で
茶
の
湯

に
か
か
わ
る
仕
事
を
し
て
い
る
研
究
者
は
孤
独
で
し

た
。
あ
る
夜
、
そ
ん
な
研
究
者
が
「
学
会
を
作
り
ま

し
ょ
う
」
と
集
ま
り
ま
し
た
。
衆
議
一
決
、
設
立
に

向
っ
て
急
速
に
諸
準
備
が
進
め
ら
れ
、
茶
の
湯
文
化

学
会
の
設
立
総
会
が
開
催
さ
れ
た
の
は
平
成
五
年
十

月
十
六
日
の
こ
と
で
し
た
。

　

そ
こ
で
私
が
会
長
に
指
名
さ
れ
ま
し
た
。
任
期
は

二
年
と
定
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
全
く
そ
の
器
で

は
な
い
の
に
、
続
投
を
繰
り
返
し
、
今
年
五
月
の
第

九
回
総
会
に
お
い
て
新
会
長
に
倉
澤
行
洋
先
生
が
選

ば
れ
、
や
っ
と
私
の
退
任
が
許
さ
れ
る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。

　

こ
の
学
会
は
実
に
異
色
な
学
会
で
あ
り
ま
す
。
茶

の
湯
に
関
心
の
あ
る
も
の
は
す
べ
て
入
会
で
き
る
。

従
っ
て
会
員
の
専
門
は
多
領
域
に
わ
た
っ
て
お
り
、

学
術
研
究
者
だ
け
で
構
成
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な

い
。
運
営
を
委
任
さ
れ
て
い
る
理
事
諸
氏
は
、
そ
れ

ぞ
れ
の
学
会
に
所
属
し
て
お
ら
れ
ま
す
が
、
既
成
の

学
会
の
慣
例
が
す
べ
て
新
し
い
学
会
に
馴
染
む
と
は

限
り
ま
せ
ん
。
試
行
錯
誤
を
重
ね
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら

な
い
問
題
が
山
積
し
ま
し
た
。
こ
う
し
た
学
会
に

と
っ
て
大
切
な
揺
籃
期
、
成
長
期
に
微
力
な
会
長
を

支
え
て
、
学
会
の
基
盤
を
構
築
し
て
く
だ
さ
っ
た
副

会
長
、
理
事
の
諸
先
生
に
厚
く
お
礼
を
申
し
上
げ
ま

す
。

　

学
会
の
設
立
趣
旨
は
、
会
誌
「
茶
の
湯
文
化
学
」
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第
一
号
に
記
し
た
と
お
り
で
あ
り
ま
す
。
学
会
の
目

標
は
共
通
の
土
俵
を
作
っ
て
、
総
合
的
に
茶
の
湯
の

研
究
を
推
進
す
る
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ま
で
異

な
っ
た
分
野
の
中
で
行
わ
れ
て
き
た
茶
の
湯
に
関
す

る
研
究
に
も
優
れ
た
成
果
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
う
し

た
成
果
や
今
後
の
研
究
が
、
一
つ
の
土
俵
で
交
錯

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
総
合
的
な
茶
の
湯
学
の
発
達

と
熟
成
を
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
と
思
い
ま

す
。

　

近
来
進
歩
を
見
せ
る
茶
の
湯
研
究
の
成
果
を
も
っ

て
し
て
も
、
研
究
者
が
心
底
深
く
確
信
し
て
い
る
茶

の
湯
文
化
の
深
遠
な
魅
力
を
、
国
内
外
の
人
々
に
理

解
さ
せ
る
だ
け
の
説
得
力
を
発
揮
で
き
て
い
な
い
の

は
な
ぜ
か
、
そ
れ
は
共
通
の
土
俵
が
な
か
っ
た
か
ら

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

す
で
に
六
世
紀
に
も
及
ぶ
歴
史
を
も
つ
茶
の
湯
の

研
究
は
ま
ず
歴
史
的
な
研
究
が
基
礎
と
な
り
、
史
料

収
集
の
努
力
が
不
可
欠
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
こ
の

作
業
や
方
法
に
と
ど
ま
り
、
史
実
の
検
証
に
だ
け
終

始
し
て
は
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

　

茶
の
湯
は
ど
の
部
分
を
と
り
あ
げ
て
も
、
人
や
個

性
と
か
か
わ
り
、
心
の
動
き
と
無
縁
な
部
分
は
あ
り

ま
せ
ん
。
点
前
に
お
い
て
も
、
僅
か
な
作
法
や
道
具

の
置
き
方
に
、
亭
主
の
心
遣
い
、
心
の
機
微
が
示
さ

れ
ま
す
。
そ
れ
は
順
序
や
型
に
は
あ
ら
わ
れ
な
い
も

の
で
す
。
ま
た
道
具
の
取
り
合
わ
せ
方
に
も
亭
主
の

心
の
働
き
が
反
映
し
ま
す
。

　

道
具
類
に
し
て
も
、
例
え
ば
一
つ
そ
の
茶
碗
に
も

作
者
の
さ
ま
ざ
ま
な
好
み
や
意
図
が
働
き
、
作
者
の

心
中
に
宿
る
茶
の
宇
宙
が
託
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

　

茶
室
の
写
真
集
を
見
て
、「
ど
れ
も
こ
れ
も
同
じ

よ
う
に
見
え
る
」
と
い
う
人
に
よ
く
出
会
い
ま
す
。

し
か
し
、
お
の
お
の
の
間
の
僅
か
な
相
違
こ
そ
大
切

で
、
そ
こ
か
ら
作
者
の
創
意
を
読
み
と
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
す
。

　

私
の
若
い
頃
の
入
門
書
は
、
桑
田
忠
親
先
生
と
西

堀
一
三
先
生
の
茶
道
史
で
し
た
。
桑
田
茶
道
史
に
は

物
語
を
聞
く
よ
う
な
楽
し
さ
が
あ
っ
た
し
、
西
堀
茶

道
史
か
ら
は
、
た
ん
に
茶
の
湯
の
史
実
を
教
え
ら
れ

る
だ
け
で
は
な
く
、
昔
の
茶
匠
た
ち
の
心
の
働
き
の

よ
う
な
も
の
が
伝
わ
っ
て
き
て
、
茶
の
湯
の
世
界
に

強
く
引
き
寄
せ
ら
れ
て
ゆ
く
よ
う
で
し
た
。
利
休
の

茶
を
探
求
し
て
、史
料
を
渉
猟
し
『
利
休
の
茶
』（
岩

波
書
店
刊
）の
大
著
を
世
に
送
ら
れ
た
堀
口
博
士
は
、

そ
の
序
文
の
な
か
で
「
茶
の
湯
の
心
を
知
り
た
い
」

の
が
研
究
の
目
的
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

先
生
は
西
堀
先
生
と
も
心
の
通
う
交
わ
り
を
結
ん
で

お
ら
れ
ま
し
た
が
、
茶
の
湯
の
心
を
探
究
す
る
と
い

う
学
問
の
道
に
お
い
て
も
、
志
を
共
に
し
て
お
ら
れ

た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

一
九
五
〇
年
代
に
比
べ
る
と
、
今
日
茶
の
湯
研
究

の
条
件
は
遙
か
に
向
上
し
て
い
ま
す
。
新
史
料
が
掘

り
起
こ
さ
れ
、
秘
蔵
さ
れ
た
史
料
の
所
在
も
か
な
り

周
知
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
複
写
も
容
易
に
な
り
ま

し
た
。
如
何
に
史
料
が
豊
富
に
な
っ
て
も
、
特
定
の

問
題
の
解
明
に
は
な
お
史
料
の
探
索
と
複
雑
な
考
証

が
必
要
と
な
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
史
実
の
追

求
に
は
限
界
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

そ
う
し
た
歴
史
的
な
事
象
の
解
明
と
共
に
、
そ
の

背
後
を
照
ら
し
出
す
考
察
が
も
っ
と
進
め
ら
れ
て
よ

い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
新
し
い
作
品
が
紹
介

さ
れ
、
そ
れ
が
生
ま
れ
た
歴
史
が
明
ら
か
に
さ
れ
る

と
同
時
に
、
そ
の
作
者
は
ど
の
よ
う
な
心
の
構
え
方

で
そ
れ
を
創
り
出
し
た
か
、
作
者
は
そ
の
作
品
に
ど

の
よ
う
な
思
い
を
託
そ
う
と
し
た
か
な
ど
を
、
知
る

こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

茶
の
湯
と
い
う
文
化
は
、
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
て

実
に
複
雑
な
構
造
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
ま
す
。
史
実

の
検
証
に
よ
る
構
造
体
の
外
側
の
探
査
だ
け
で
な

く
、
内
側
か
ら
の
探
査
に
挑
む
こ
と
は
、
茶
の
湯
の

実
体
に
肉
薄
す
る
た
め
に
有
力
な
道
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

　

今
回
哲
学
・
美
学
を
専
攻
さ
れ
る
倉
澤
先
生
が
会

長
に
就
任
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
茶
の
湯
文
化
学

に
お
け
る
そ
う
し
た
新
し
い
道
が
推
進
さ
れ
る
で
あ
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ろ
う
と
、
大
き
な
期
待
を
寄
せ
て
い
ま
す
。

理
　
　
　
事
　
　
　
会

　

第
一
回
理
事
会
が
、
平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
三

日
（
日
）
午
後
二
時
よ
り
同
志
社
大
学
徳
照
館
会
議

室
に
お
い
て
行
わ
れ
た
。
理
事
十
九
名
が
出
席
し
、

会
長
の
挨
拶
の
後
、
中
村
修
也
副
会
長
の
司
会
進
行

で
以
下
の
議
題
に
つ
い
て
討
議
が
行
わ
れ
た
。

　

一
、
各
担
当
理
事
よ
り
事
業
報
告

　

二
、
平
成
三
十
年
度
総
会
・
大
会
に
つ
い
て
の
報
告

　

三
、
二
〇
一
九
年
度
総
会
・
大
会
に
つ
い
て

　

四
、
会
長
候
補
選
考
委
員
会
の
編
成
に
つ
い
て

　

五
、
茶
の
湯
の
無
形
文
化
財
指
定
に
つ
い
て

　

六
、
会
誌
・
会
報
に
つ
い
て

　

七
、
そ
の
他

　

第
一
号
議
案
で
は
、
各
担
当
理
事
よ
り
各
地
例
会

に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
報
告
が
行
わ
れ
た
。

　

第
二
号
議
案
で
は
、
平
成
三
十
年
度
総
会
・
大
会

を
、
初
め
て
島
根
県
松
江
市
で
行
っ
た
が
、
松
平
不

昧
公
没
後
二
百
年
と
い
う
こ
と
で
、
多
く
の
島
根
県

民
・
松
江
市
民
も
参
加
し
大
盛
況
と
な
っ
た
。
ま
た
、

「
ぼ
て
ぼ
て
茶
」
の
実
演
も
好
評
で
あ
っ
た
。
今
回
、

島
根
県
・
松
江
市
よ
り
補
助
金
を
い
た
だ
き
、
学
会

の
負
担
金
が
抑
え
ら
れ
た
旨
、
報
告
が
な
さ
れ
た
。

　

第
三
号
議
案
の
二
〇
一
九
年
度
総
会
・
大
会
に
つ

い
て
は
、
六
月
十
六
日
（
日
）
に
同
志
社
大
学
で
開

催
し
、
大
会
の
テ
ー
マ
は
「
茶
書
研
究
の
現
在
」、

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
は
熊
倉
功
夫

会
長
が
担
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ま
た
六
月
十
五

日
（
土
）
に
見
学
会
の
開
催
が
提
案
さ
れ
承
認
さ
れ

た
。研
究
発
表
の
公
募
は
、ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ「
ご
案
内
」

で
行
い
、発
表
者
が
多
い
時
は
、大
会
テ
ー
マ
に
添
っ

た
も
の
を
優
先
さ
せ
る
こ
と
が
承
認
さ
れ
た
。

　

第
四
号
議
案
で
は
、
会
長
候
補
者
選
考
委
員
会
委

員
の
選
出
が
行
わ
れ
、
池
田
俊
彦
理
事
、
田
中
秀
隆

理
事
、
原
田
茂
弘
理
事
が
委
員
に
推
薦
さ
れ
、
承
認

さ
れ
た
。
こ
れ
に
伴
い
、
次
回
理
事
会
ま
で
に
委
員

会
を
開
催
し
、
会
長
候
補
者
を
選
出
し
、
総
会
に
て

決
定
す
る
こ
と
が
決
ま
っ
た
。

　

第
五
号
議
案
で
は
、
茶
の
湯
の
無
形
文
化
財
指
定

に
つ
い
て
、熊
倉
会
長
よ
り
、文
化
庁
へ
の
ア
プ
ロ
ー

チ
は
進
展
が
な
く
、小
委
員
会
で
「
茶
の
湯
の
定
義
」

を
ま
と
め
て
い
る
最
中
で
、
そ
れ
が
決
ま
り
次
第
、

家
元
・
研
究
者
等
に
働
き
か
け
、
協
議
会
を
作
り
、

進
め
て
い
き
た
い
と
の
報
告
が
あ
っ
た
。

　

第
六
号
議
案
で
は
、
会
誌
に
つ
い
て
山
田
理
事
よ

り
、
会
誌
三
十
一
号
を
編
集
作
業
中
で
、
平
成
三
十

一
年
三
月
末
発
行
予
定
で
あ
る
旨
、
報
告
さ
れ
た
。

　

ま
た
、「
会
誌
編
集
委
員
会
規
程
」
に
お
け
る
、

　

三
、
編
集
委
員
の
任
期
は
二
年
と
す
る
。

　
　
　

再
任
を
妨
げ
な
い
が
、
三
期
を
超
え
ぬ
も
の

　
　
　

と
す
る
。

　

四
、
編
集
委
員
は
査
読
者
を
兼
ね
な
い
。

の
規
程
の
う
ち
、
三
の
「
再
任
を
妨
げ
な
い
が
、
三

期
を
超
え
ぬ
も
の
と
す
る
。」、「
四
、
編
集
委
員
は

査
読
者
を
兼
ね
な
い
。」
の
規
程
文
を
削
除
す
る
こ

と
が
提
案
さ
れ
、
総
会
に
て
議
案
と
し
て
提
案
さ
れ

る
こ
と
が
承
認
さ
れ
た
。

　

会
報
に
つ
い
て
池
田
理
事
よ
り
、
第
一
〇
〇
号
は

特
別
号
と
し
、
歴
代
の
会
長
に
「
会
報
一
〇
〇
号
二

十
五
周
年
を
記
念
し
て
」
と
題
し
て
寄
稿
を
お
願
い

し
て
は
ど
う
か
と
い
う
企
画
が
提
案
さ
れ
承
認
さ
れ

た
。
故
中
村
昌
生
初
代
会
長
の
文
章
に
つ
い
て
は
、

会
長
職
ご
退
任
に
あ
た
っ
て
の
会
報
三
十
号
（
二
〇

〇
一
年
九
月
発
行
）
巻
頭
文
「
大
き
な
期
待
」
を
再

度
掲
載
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ま
た
、
一
〇
一
号
よ

り
表
紙
デ
ザ
イ
ン
を
変
え
て
は
ど
う
か
と
い
う
こ
と

が
提
案
さ
れ
、
会
誌
・
会
報
・
名
刺
等
の
デ
ザ
イ
ン

の
ロ
ゴ
も
統
一
し
て
い
く
方
向
で
考
え
て
は
ど
う
か

と
い
う
意
見
が
出
、
承
認
さ
れ
た
。

　

第
七
号
議
案
で
は
、
神
谷
理
事
か
ら
昭
和
美
術
館

の
後
藤
さ
ち
子
氏
の
幹
事
推
薦
が
あ
り
承
認
さ
れ
た
。
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例
会
の
ご
案
内

東
京
例
会

六
月
二
十
九
日
（
土
）
午
後
二
時
～

 

（
会
場
：
東
京
芸
術
大
学
美
術
学
部

 
第
三
講
義
室
中
央
棟
）

　
「
松
平
親
良
と
瓢
々
庵
に
つ
い
て
」 
依
田　
　

徹

　
「
明
治
十
年
代
に
お
け
る
茶
道
具
の
売
立
価
格
と 

　

購
入
者
―
三
井
銀
行
幹
部
に
よ
る
加
島
屋
広 

　

岡
家
の
茶
道
具
の
入
札
会
の
分
析
よ
り
―
」

 

高
原　

明
子

七
月
二
十
七
日
（
土
）
午
後
二
時
～

 

（
会
場
：
五
島
美
術
館
）

　
「
近
代
数
寄
者
の
表
装
」 

濱
村
繭
衣
子

　
「
茶
の
湯
と
ト
ラ
ン
ジ
シ
ョ
ナ
ル
様
式
（
仮
）」

 

砂
澤　

祐
子

静
岡
例
会

五
月
十
日
（
金
）
～
十
二
日
（
日
）

 

（
会
場
：
茶
の
都
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
）

　
「
第
七
回
世
界
お
茶
ま
つ
り
」（
共
催
）

東
海
例
会�

（
会
場
：
昭
和
美
術
館
）
午
後
二
時
～　

 

入
館
料
五
百
円

四
月
二
十
七
日
（
土
）

　
「
茶
の
湯
釜
―
名
物
記
と
茶
会
記
か
ら
た
ど
る
―
」

 

竹
内　

順
一

六
月
二
十
九
日
（
土
）

　
「
佐
竹
本
三
十
六
歌
仙
絵
に
み
る
近
代
数
寄
者
と 

　

文
化
財
保
護
」 

降
矢　

哲
男

近
畿
例
会

四
月
二
十
八
日
（
日
）
午
後
二
時
～

 

（
午
後
一
時
半
開
場
）

 

（
会
場
：
泉
屋
博
古
館 

講
堂
）

　
「
京
焼
の
煎
茶
趣
味
に
み
る
異
国
趣
味
」

 

梶
山　

博
史

　
「『
中
国
文
房
具
と
煎
茶
』
展
に
つ
い
て
」

 

竹
嶋　

康
平

＊
共
催
：
泉
屋
博
古
館

＊ 
当
日
は
『
中
国
文
房
具
と
煎
茶
』
展
開
催
中
で

す
。
学
会
員
は
、会
報
送
付
の
「
学
会
の
封
筒
」

を
受
付
に
て
お
示
し
く
だ
さ
い
。
当
日
の
み
無

料
で
ご
入
館
い
た
だ
け
ま
す
。

北
陸
例
会

九
月
二
十
一
日
（
土
）　
「
未　

定
」

金
沢
例
会

四
月
七
日
（
日
）　

午
前
九
時
半
～

 

（
会
場
：
金
沢
市
湯
涌
温
泉
江
戸
村
）

　

江
戸
村
茶
会
（
第
六
回
）「
春
爛
漫
」

六
月
三
十
日
（
日
）
午
後
一
時
半
～

 

（
会
場
：
Ｉ
Ｔ
ビ
ジ
ネ
ス
プ
ラ
ザ
武
蔵

 

五
階
第
一
研
修
室
）

　
「
西
王
母
と
東
方
朔
」 

川
口　

法
男

高
知
例
会

六
月
三
十
日
（
日
）
午
前
十
時
～
正
午

 

（
会
場
：
高
知
県
立
文
学
館　

慶
雲
庵
茶
室
）

　
「
茶
の
湯
文
化
学
会
二
〇
一
九
年
度
大
会
の
研
究 

　

発
表
を
テ
ー
マ
と
し
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」

　

軽
食
茶
事　

正
午
～
午
後
四
時

　

席
主　

三
名

　

会
費　

千
円

　

総
会
・
大
会
の
お
知
ら
せ

　

二
〇
一
九
年
度
総
会
・
大
会
を
左
記
の
日
程
で
計

画
中
で
す
。
詳
細
は
別
途
ご
案
内
い
た
し
ま
す
。

　

六
月
十
五
日
（
土
） 

見
学
会（
茶
道
総
合
資
料
館
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

懇
親
会

　

六
月
十
六
日
（
日
） 

総
会
・
大
会


