
水の文化 January 2004 No.16

角山 栄「茶の社会史」

熊倉功夫「社交をつくる喫茶文化」

佐伯順子「遊ぶ芸から見る芸へ」

水の文化楽習実践取材「遊ぶお茶は現代の講」

黒川光博「守るべきはもてなしの心」

編集部「中国茶 もてなされ写真紀行」

水野俊作「茶葉で飲むか、ドリンクで飲むか」

角山 栄「お茶が生み出すもてなし関係」

編集部「お茶の間力」

古賀邦雄  水の文化書誌「茶」



最
近
経
営
学
の
分
野
に
、
耳
新
し
い
「
ホ
ス
ピ

タ
リ
テ
ィ
（
も
て
な
し
）
産
業
」
が
登
場
し
て
話
題

に
な
っ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
レ
ス
ト
ラ
ン
、
ホ

テ
ル
、
観
光
業
と
い
っ
た
業
種
が
そ
の
対
象
に
な

っ
て
い
る
が
、
そ
の
目
的
は
と
い
う
と
、
サ
ー
ビ

ス
の
提
供
者
と
消
費
者
の
間
に
、
た
が
い
の
信
頼

と
忠
誠
の
関
係
を
構
築
す
る
こ
と
に
あ
る
と
さ
れ

る
。
い
ま
ま
で
サ
ー
ビ
ス
産
業
と
し
て
一
括
包
摂

さ
れ
て
い
た
こ
れ
ら
の
業
種
が
、「
も
て
な
し
産

業
」
と
し
て
分
離
し
概
念
化
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
背
景
に
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
事
情
が
あ
る
。
つ

ま
り
ア
メ
リ
カ
式
の
フ
ァ
ー
ス
ト
フ
ー
ド
に
見
ら

れ
る
よ
う
に
、
食
事
や
飲
み
物
は
確
か
に
効
率
的

に
提
供
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
そ
こ
に
は
か

つ
て
家
族
的
経
営
に
み
ら
れ
た
「
ふ
れ
あ
い
」
と

「
も
て
な
し
」
の
サ
ー
ビ
ス
精
神
が
消
え
て
ど
こ

か
に
行
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
で
よ
い
の
か
と
い

う
反
省
が
そ
こ
に
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
口
に
「
ふ
れ
あ
い
」
と
「
も
て
な
し
」
と
い

っ
て
も
、
民
族
、
宗
教
、
風
俗
が
違
え
ば
、
も
て

な
し
の
仕
方
、
あ
り
方
が
異
な
る
こ
と
は
い
う
ま

で
も
な
い
。
私
た
ち
が
日
常
生
活
で
し
ば
し
ば
利

用
す
る
の
が
レ
ス
ト
ラ
ン
で
あ
る
。
日
本
で
は
食

堂
に
入
る
と
、「
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
せ
」
と
店
員

が
お
茶
を
持
っ
て
挨
拶
に
く
る
。

私
は
か
つ
て
一
年
間
の
留
学
を
終
え
て
ロ
ン
ド

ン
か
ら
帰
国
し
た
と
き
、
店
員
が
「
い
ら
っ
し
ゃ

い
ま
せ
」
と
い
っ
て
日
本
茶
を
持
っ
て
き
た
の
に

驚
い
た
。「
オ
ヤ
、
注
文
も
し
な
い
の
に
ど
う
し

て
、
お
茶
が
？
」
し
か
も
料
金
が
い
ら
な
い
、
チ

ッ
プ
も
不
要
、
と
あ
れ
ば
、
い
っ
た
い
こ
の
お
茶

は
何
で
あ
る
の
か
。
私
は
考
え
込
ん
で
し
ま
っ
た
。

す
べ
て
の
も
の
を
商
品
化
す
る
市
場
経
済
が
社
会

の
隅
々
ま
で
浸
透
し
て
い
る
現
在
、
商
品
で
な
い

こ
の
日
本
の
お
茶
は
何
で
あ
る
の
か
。
そ
の
と
き

私
が
気
が
つ
い
た
の
は
、
こ
の
お
茶
は
文
化
で
あ

る
、
し
か
も
も
て
な
し
の
文
化
で
あ
る
と
い
う
こ

と
だ
。

と
こ
ろ
で
、
元
来
ス
ム
ー
ズ
な
人
間
関
係
の
形

成
に
お
い
て
、
一
般
的
に
行
わ
れ
て
い
る
手
段
は

宴う
た
げ

で
あ
る
。
宴
は
ふ
つ
う
酒
食
、
歌
舞
音
曲
を
中

心
に
構
成
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
そ
れ
に
代
わ
っ
て

茶
が
も
て
な
し
の
主
役
と
し
て
、
そ
の
地
位
と
役

割
を
確
立
し
た
の
は
戦
国
時
代
、
堺
の
千
利
休
に

よ
っ
て
で
あ
っ
た
。
利
休
の
一
期
一
会
、
和
敬
清

寂
の
も
て
な
し
の
哲
学
は
、
茶
が
抹
茶
か
ら
煎
茶
、

さ
ら
に
番
茶
に
代
わ
っ
て
も
、
日
本
で
は
現
代
に

至
る
ま
で
日
常
生
活
の
中
に
、
食
堂
の
サ
ー
ビ
ス

の
中
に
も
脈
々
と
生
き
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
す
れ
ば
、
日
本
は
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
産
業
の
先

進
モ
デ
ル
国
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
で
は
茶
が
海
の
向
う
に
渡
っ
た
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
に
お
い
て
、
茶
は
人
々
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
を
ど
う
変
え
た
の
だ
ろ
う
か
。
茶
が
国
民
的
飲

料
と
し
て
定
着
し
た
英
国
、
そ
こ
で
は
コ
ー
ヒ
ー

が
男
性
の
ビ
ジ
ネ
ス
の
た
め
の
コ
ー
ヒ
ー
ハ
ウ
ス

で
飲
ま
れ
た
の
に
対
し
、
茶
は
女
性
を
中
心
に
家

庭
の
中
で
茶
を
媒
介
と
す
る
家
族
の
ふ
れ
あ
い
の

生
活
文
化
を
創
造
し
た
の
で
あ
る
。
ま
ず
18
世
紀

中
頃
に
成
立
し
た
朝
食
（
ブ
レ
ッ
ク
フ
ァ
ー
ス
ト
）

が
そ
れ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
以
前
の
朝
食
は
、

家
族
揃
っ
て
食
べ
る
の
で
は
な
く
、
個
人
が
個
々

に
採
っ
て
い
た
。
バ
タ
ー
つ
き
の
パ
ン
。
そ
れ
に

飲
み
物
は
ビ
ー
ル
か
エ
ー
ル
に
決
ま
っ
て
い
た
。

17
世
紀
後
半
の
日
記
作
者
と
し
て
著
名
な
サ
ミ
ュ

エ
ル
・
ピ
ー
プ
ス
も
、
街
頭
の
タ
バ
ー
ン
（
居
酒

屋
）
で
ひ
と
り
朝
か
ら
ビ
ー
ル
で
朝
食
を
採
っ
て

い
た
こ
と
が
日
記
に
出
て
く
る
。

と
こ
ろ
が
、
テ
ィ
ー
が
到
来
し
て
以
後
、
テ
ィ

ー
を
家
庭
内
に
持
ち
込
ん
だ
上
流
階
級
の
女
性
が
、

テ
ィ
ー
パ
ー
テ
ィ
ー
を
家
族
揃
っ
て
の
暖
か
い
ふ

れ
あ
い
の
場
に
し
た
の
が
、
豪
華
な
料
理
を
揃
え

た
英
国
風
朝
食
で
あ
る
。
や
が
て
19
世
紀
中
頃
に

成
立
し
た
午
後
４
時
の
ア
フ
タ
ヌ
ー
ン
・
テ
ィ
ー
、

さ
ら
に
午
後
７
時
に
全
員
揃
っ
て
採
る
夕
食
と
い

っ
た
ふ
う
に
、
ビ
ク
ト
リ
ア
時
代
に
家
族
中
心
の

幸
せ
な
ホ
ー
ム
・
ス
ウ
ィ
ー
ト
・
ホ
ー
ム
を
築
い

た
の
が
、
女
性
を
中
心
と
し
た
英
国
風
紅
茶
文
化

で
あ
る
。

さ
て
、
こ
う
し
た
英
国
風
紅
茶
文
化
が
明
治
維

新
後
、
日
本
へ
入
っ
て
き
た
。
明
治
30
年
代
に
は

女
学
校
で
紅
茶
の
入
れ
方
、
お
客
へ
の
出
し
方
と

い
っ
た
行
儀
作
法
が
教
え
ら
れ
、
さ
ら
に
大
正
デ

モ
ク
ラ
シ
ー
を
へ
て
、
昭
和
時
代
に
入
る
と
と
も

に
、
茶
道
、
華
道
の
稽
古
が
若
い
女
性
の
身
だ
し

な
み
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

「
お
茶
が
生
み
出
す
も
て
な
し
関
係
」
30
ペ
ー
ジ
に
つ
づ
く

角
山
榮
つ
の
や
ま
さ
か
え

堺
市
博
物
館
館
長
、
和
歌
山
大
学
名
誉
教
授

１
９
２
１
年
生
ま
れ
。
京
都
大
学
経
済
学
部
卒
業
。
和
歌
山

大
学
経
済
学
部
教
授
、
同
大
学
長
、
奈
良
産
業
大
学
教
授
を

経
て
、
９
３
年
よ
り
現
職
。
主
な
著
書
に
『
茶
の
世
界
史
』

『
時
計
の
社
会
史
』（
と
も
に
中
央
公
論
社
）、『
生
活
史
の
発

見
』（
中
央
公
論
新
社
）、『
堺
‐
海
の
都
市
文
明
』（
Ｐ
Ｈ
Ｐ

研
究
所
）
等
他
多
数
。

茶
の
社
会
史
　
喫
茶
か
ら
社
会
を
考
え
る



お
茶
の
間
力

日
本
に
は
「
間
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す

場
所
の
あ
い
だ
、
時
の
あ
い
だ
、
心
と
心
の
あ
い
だ

こ
れ
ら
を
全
部
含
ん
だ
こ
と
ば
が
「
間
」
で
す

間
が
悪
い
、
間
違
い
、
間
を
と
り
も
つ
、
間
を
読
む

こ
う
し
た
言
葉
の
使
い
方
に

私
た
ち
は
「
間
」
の
持
つ
価
値
を
感
じ
ま
す

今
回
は
茶
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

に
つ
い
て
考
え
ま
す

し
か
し
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
と

ど
う
も
情
報
を
モ
ノ
の
よ
う
に

キ
ャ
ッ
チ
ボ
ー
ル
し
て
い
る

か
の
よ
う
に
聞
こ
え
ま
す

む
し
ろ
、

茶
が
こ
し
ら
え
る
間
と
は
何
か

人
々
は
茶
と
い
う
方
法
で

ど
の
よ
う
に
間
を
し
つ
ら
え
て
き
た
の
か

そ
の
よ
う
な
視
点
か
ら

お
茶
を
取
り
上
げ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す

間
を
つ
く
り
整
え
る
力

こ
れ
を
間
力
　
ま
り
ょ
く
　
と
呼
ぶ
な
ら
ば

い
ま
求
め
ら
れ
る
の
は

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
力
と
い
う
よ
り
も

間
力
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん

茶
の
間
力
が
つ
く
る
人
と
の
か
か
わ
り
は

ど
の
よ
う
な
社
会
を
生
む
の
で
し
ょ
う
か

水
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文
化
　
16
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２
０
０
４
年
２
月

特
集
「
お
茶
の
間
力
」
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史
　
角
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榮

2

茶
の
湯
　
そ
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コ
ミ
ュ
ニ
ケ
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シ
ョ
ン
の
仕
掛
け

社
交
を
つ
く
る
喫
茶
文
化
　
熊
倉
功
夫
　
4

遊
女
と
客
が
つ
く
る
サ
ロ
ン
の
一
瞬

遊
ぶ
芸
か
ら
見
る
芸
へ
　
佐
伯
順
子
　
10

水
の
文
化
楽
習
実
践
取
材
　
群
馬
県
中
之
条
町

闘
茶
の
神
事
を
伝
え
る
お
茶
講
保
存
会

「
遊
ぶ
お
茶
」
は
現
代
の
「
講
」

編
集
部
　
　
14

菓
子
に
お
け
る
伝
統
と
革
新

守
る
べ
き
は
も
て
な
し
の
心
　
黒
川
光
博

20

中
国
茶
も
て
な
さ
れ
写
真
紀
行
　
編
集
部
　
　
22

消
費
者
が
緑
茶
に
感
じ
る
価
値
と
は

茶
葉
で
飲
む
か
、
ド
リ
ン
ク
で
飲
む
か
　
水
野
俊
作
　
26

新
し
い
人
間
関
係
と
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
行
方

お
茶
が
生
み
出
す
も
て
な
し
関
係
　
角
山
榮

30

お
茶
の
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力
も
て
な
し
の
す
す
め
　
編
集
部
　
　
34

水
の
文
化
書
誌
　
茶
　
古
賀
邦
雄
　
38

里
川
研
究
掲
示
板

40

イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン

43

お
茶
の
間
力

日
本
に
は
「
間
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す

場
所
の
あ
い
だ
、
時
の
あ
い
だ
、
心
と
心
の
あ
い
だ

こ
れ
ら
を
全
部
含
ん
だ
こ
と
ば
が
「
間
」
で
す

間
が
悪
い
、
間
違
い
、
間
を
と
り
も
つ
、
間
を
読
む

こ
う
し
た
言
葉
の
使
い
方
に

私
た
ち
は
「
間
」
の
持
つ
価
値
を
感
じ
ま
す

今
回
は
茶
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

に
つ
い
て
考
え
ま
す

し
か
し
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
と

ど
う
も
情
報
を
モ
ノ
の
よ
う
に

キ
ャ
ッ
チ
ボ
ー
ル
し
て
い
る

か
の
よ
う
に
聞
こ
え
ま
す

む
し
ろ
、

茶
が
こ
し
ら
え
る
間
と
は
何
か

人
々
は
茶
と
い
う
方
法
で

ど
の
よ
う
に
間
を
し
つ
ら
え
て
き
た
の
か

そ
の
よ
う
な
視
点
か
ら

お
茶
を
取
り
上
げ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す

間
を
つ
く
り
整
え
る
力

こ
れ
を
間
力
　
ま
り
ょ
く
　
と
呼
ぶ
な
ら
ば

い
ま
求
め
ら
れ
る
の
は

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
力
と
い
う
よ
り
も

間
力
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん

茶
の
間
力
が
つ
く
る
人
と
の
か
か
わ
り
は

ど
の
よ
う
な
社
会
を
生
む
の
で
し
ょ
う
か



4

な
ぜ
、
お
茶
が
人
を

惹
き
つ
け
る
の
か

お
茶
を
飲
む
よ
う
に
な
っ
た
最
初
は
、

薬
効
を
期
待
し
た
こ
と
か
ら
だ
と
も
言

わ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
お

茶
が
こ
こ
ま
で
普
及
す
る
こ
と
は
有
り

得
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
。
で
は
、
な
ぜ

お
茶
が
こ
れ
ほ
ど
支
持
さ
れ
た
の
か
。

一
番
無
防
備
に
な
る
瞬
間
を
、
人
は

「
恥
ず
か
し
い
」
と
感
じ
、「
他
人
に
見

ら
れ
た
く
な
い
」
と
思
い
ま
す
。
食
べ

た
り
飲
ん
だ
り
し
て
い
る
姿
は
人
間
が

無
防
備
に
な
る
し
、
あ
ま
り
美
し
い
と

は
い
え
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
、
人
に
見
ら

れ
る
と
恥
ず
か
し
い
。
で
す
か
ら
、
他

人
に
見
ら
れ
な
い
よ
う
に
食
事
を
と
る

民
族
も
い
る
ぐ
ら
い
で
す
。
食
事
作
法

と
い
う
マ
ナ
ー
は
、
食
べ
る
と
い
う
恥

ず
か
し
さ
を
回
避
す
る
た
め
洗
練
さ
れ

て
き
た
の
で
す
。

し
か
し
そ
の
裏
返
し
で
、
無
防
備
な

状
態
を
互
い
に
見
せ
て
し
ま
え
ば
、
親

し
く
な
れ
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

で
す
か
ら
親
し
く
な
る
た
め
に
、
今
で

も
一
緒
に
食
事
を
し
ま
す
。
そ
の
際
、

お
茶
や
コ
ー
ヒ
ー
、
酒
を
飲
む
の
で
す
。

一
番
本
心
が
出
や
す
い
の
は
お
酒
だ
と

思
い
ま
す
よ
。
酒
の
効
果
が
麻
酔
的
効

果
だ
と
す
る
と
、
茶
や
コ
ー
ヒ
ー
な
ど

カ
フ
ェ
イ
ン
を
含
ん
だ
飲
料
に
は
覚
醒

的
効
果
が
あ
る
。
ど
ち
ら
に
も
共
通
し

て
い
る
の
は
「
日
常
の
自
分
で
は
な
く

な
る
」
と
い
う
こ
と
を
目
的
に
し
て
い

る
点
で
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
互
い
に

自
分
を
さ
ら
け
出
し
、
お
つ
き
合
い
が

で
き
る
と
い
う
の
は
、
ま
あ
常
な
ら
ぬ

体
験
な
の
で
し
ょ
う
ね
。
そ
こ
ま
で
意

識
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
別
に
し
て
も
、

お
茶
や
ア
ル
コ
ー
ル
を
飲
む
と
き
に
は

そ
の
よ
う
な
期
待
を
抱
い
て
い
る
と
思

い
ま
す
。

で
す
か
ら
、「
な
ぜ
飲
む
の
か
」
と

問
わ
れ
れ
ば
「
美
味
し
い
か
ら
飲
む
」

の
で
す
が
、
飲
ん
だ
結
果
と
し
て
「
普

段
と
違
っ
た
気
分
に
な
る
と
い
う
こ
と

へ
の
期
待
」
が
あ
る
と
思
い
ま
す
ね
。

ス
ト
レ
ス
対
処
法

茶
の
受
容
の
過
程
は
、
文
化
に
よ
っ

て
２
種
類
の
違
っ
た
タ
イ
プ
が
あ
り
ま

し
た
。
元
々
覚
醒
作
用
の
あ
る
植
物
が

身
近
に
あ
っ
た
文
化
圏
、
茶
や
コ
ー
ヒ

ー
な
ど
カ
フ
ェ
イ
ン
を
含
ん
だ
植
物
が

自
生
し
て
い
た
ア
ジ
ア
、
コ
カ
の
葉

（
コ
カ
イ
ン
）
が
あ
っ
た
南
米
、
煙
草

の
葉
（
ニ
コ
チ
ン
）
が
あ
っ
た
北
米
で

は
、
共
同
体
を
維
持
す
る
た
め
の
一
つ

の
方
法
と
し
て
そ
れ
ら
が
使
わ
れ
て
い

ま
し
た
。
民
族
儀
礼
の
中
で
お
茶
を
飲

む
こ
と
が
、
共
同
体
の
結
び
つ
き
を
強

化
す
る
た
め
の
場
に
な
っ
て
い
た
の
で

す
。
た
だ
、
そ
れ
は
ま
さ
に
中
世
的
な

共
同
体
が
存
在
し
て
い
た
時
代
で
の
話
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
な
ど
の
地
域
で
は
18
世
紀

に
な
っ
て
か
ら
、
商
業
的
な
活
動
の
中

で
新
た
に
こ
れ
ら
の
製
品
を
獲
得
し
て

い
き
ま
し
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
と
っ
て

の
お
茶
は
、
17
世
紀
の
大
航
海
時
代
を

経
て
、
近
代
化
の
過
程
で
輸
入
文
化
と

し
て
入
っ
て
く
る
わ
け
で
す
。

茶
は
18
世
紀
に
入
る
と
、
世
界
中
に

急
速
に
伝
播
し
、
ほ
ぼ
同
時
期
に
コ
ー

ヒ
ー
、
煙
草
、
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
も
拡
が

り
ま
す
。
な
ぜ
、
こ
う
い
う
も
の
が
世

界
的
に
受
容
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
。
こ

れ
は
私
の
推
測
で
す
が
、「
産
業
化
」

に
原
因
が
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

社
会
が
近
代
化
、
産
業
化
に
直
面
し

た
時
代
は
、
物
と
人
が
距
離
を
も
の
と

も
せ
ず
に
移
動
を
始
め
た
時
代
で
も
あ

り
ま
し
た
。
か
つ
て
の
農
村
の
よ
う
に
、

村
人
全
員
の
顔
を
知
っ
て
い
る
社
会
と

は
違
い
、
身
近
に
入
り
こ
ん
だ
見
知
ら

ぬ
人
間
と
も
つ
き
合
っ
て
い
か
な
く
て

は
な
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
生
じ
る
ス
ト

レ
ス
を
解
消
す
る
方
法
を
、
新
た
に
作

り
出
す
必
要
が
出
て
き
た
の
で
す
。

ス
ト
レ
ス
対
処
法
の
前
段
階
と
し
て
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
エ
チ
ケ
ッ
ト
が
ル
ネ

ッ
サ
ン
ス
以
後
の
14
〜
15
世
紀
に
成
立

し
て
い
ま
す
。
こ
の
場
合
エ
チ
ケ
ッ
ト

と
呼
ぶ
の
は
、
広
範
の
礼
儀
の
こ
と
で

す
。
マ
ナ
ー
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
、

も
う
少
し
狭
い
世
界
で
の
様
式
的
な
作

法
と
捉
え
ら
れ
ま
す
。
例
え
ば
Ａ
の
地

域
し
か
通
用
し
な
い
マ
ナ
ー
は
、
Ｂ
の

地
域
で
は
役
に
立
ち
ま
せ
ん
。
Ａ
で
も

な
い
Ｂ
で
も
な
い
Ｃ
で
も
な
い
、
ど
こ

で
も
使
っ
て
い
な
い
新
し
い
マ
ナ
ー
、

つ
ま
り
エ
チ
ケ
ッ
ト
を
人
々
が
作
り
学

習
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
自
分
の
土
着
的

な
マ
ナ
ー
を
主
張
し
な
く
な
っ
た
結
果
、

お
互
い
が
上
手
に
交
流
が
で
き
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
人
間
が
文
明
化
し
始

め
、
都
市
が
急
速
に
繁
栄
し
、
い
ろ
い

ろ
な
人
間
が
集
ま
っ
て
き
ま
す
。
そ
こ

に
エ
チ
ケ
ッ
ト
の
最
初
の
成
立
が
あ
り

ま
す
。

産
業
革
命
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
始

ま
っ
た
見
知
ら
ぬ
人
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン
を
ま
す
ま
す
深
め
て
い
き
ま

し
た
。
産
業
革
命
の
後
に
な
る
と
、
今

熊
倉
功
夫
　
く
ま
く
ら
い
さ
お

国
立
民
族
学
博
物
館
教
授

１
９
４
３
年
生
ま
れ
。
東
京
教
育
大
学
大
学
院

博
士
課
程
修
了
。
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所

講
師
、
筑
波
大
学
教
授
を
経
て
現
職
。
主
な
著

書
に
『
茶
の
湯
の
歴
史
』（
朝
日
新
聞
社
、
１
９

９
０
）、『
近
代
数
寄
者
の
茶
の
湯
』（
河
原
書
店
、

１
９
９
７
）、『
文
化
と
し
て
の
マ
ナ
ー
』（
岩
波

書
店
、
１
９
９
９
）
他
多
数

茶
の
湯
　
そ
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
仕
掛
け

社
交
を
つ
く
る
喫
茶
文
化
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社交をつくる喫茶文化

度
は
階
層
を
越
え
た
交
流
と
集
住
が
始

ま
り
ま
す
。
そ
の
結
果
、
強
い
ス
ト
レ

ス
は
一
層
助
長
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、

鎮
静
効
果
を
持
っ
た
飲
み
物
が
拡
が
っ

た
の
で
は
な
い
か
、
と
私
は
考
え
て
い

ま
す
。

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の

ク
ッ
シ
ョ
ン

あ
ま
り
実
証
的
な
話
で
は
あ
り
ま
せ

ん
が
、
人
間
が
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

す
る
と
き
に
は
、
ク
ッ
シ
ョ
ン
に
な
る

も
の
が
必
要
で
す
。
特
に
我
々
日
本
人

は
、
目
と
目
を
見
合
わ
せ
て
話
す
と
い

う
こ
と
は
苦
手
で
す
よ
ね
。
私
は
今
、

あ
な
た
と
は
対
面
で
は
な
く
90
度
の
位

置
で
話
し
て
い
ま
す
が
、
茶
の
湯
も
そ

う
で
す
。
亭
主
が
座
る
と
、
亭
主
に
向

か
っ
て
客
は
正
面
に
向
き
合
わ
ず
、
必

ず
方
向
を
変
え
ま
す
。
そ
の
ほ
う
が
話

し
や
す
い
。
お
互
い
が
直
に
ぶ
つ
か
ら

な
い
よ
う
に
、
ク
ッ
シ
ョ
ン
と
し
て
機

能
す
る
介
在
物
、
掛
け
軸
、
生
け
花
、

茶
碗
な
ど
、
何
か
目
の
や
り
場
と
な
る

物
が
あ
る
と
い
い
。
こ
れ
は
意
外
と
大

事
な
こ
と
な
ん
で
す
ね
。

人
間
と
人
間
の
間
に
物
が
介
在
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

が
ス
ム
ー
ズ
に
い
く
わ
け
で
す
が
、
酒
、

煙
草
、
お
茶
も
そ
の
よ
う
な
介
在
物
と

し
て
の
効
果
を
持
っ
て
い
る
と
思
い
ま

す
。イ

ギ
リ
ス
に
最
初
の
コ
ー
ヒ
ー
ハ
ウ

ス
が
で
き
た
と
き
は
、
も
の
す
ご
い
煙

草
の
煙
で
、
向
こ
う
が
見
え
な
か
っ
た

そ
う
で
す
。
コ
ー
ヒ
ー
ハ
ウ
ス
で
は
、

ビ
ジ
ネ
ス
上
の
情
報
公
開
が
行
わ
れ
商

談
も
行
わ
れ
ま
し
た
。
新
聞
も
そ
こ
か

ら
誕
生
し
ま
し
た
。
つ
ま
り
男
性
し
か

入
れ
な
い
ク
ラ
ブ
ハ
ウ
ス
の
役
割
を
担

っ
た
わ
け
で
す
。
こ
の
よ
う
な
場
が
ど

う
し
て
成
立
す
る
か
と
い
う
と
、
こ
の

場
合
は
煙
草
と
コ
ー
ヒ
ー
が
キ
ー
ポ
イ

ン
ト
に
な
っ
て
い
ま
す
。
煙
草
と
コ
ー

ヒ
ー
が
介
在
し
た
こ
と
で
、
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
が
う
ま
く
い
く
と
い
う
ク

ッ
シ
ョ
ン
の
文
化
。
そ
れ
が
近
代
化
、

産
業
化
の
中
で
、
お
茶
に
託
さ
れ
た
一

つ
の
役
割
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い

う
気
が
し
ま
す
。

日
本
人
の
道
具
数
寄

―
日
本
に
は
茶
道
は
あ
っ
て
も
、

酒
道
は
な
い
し
コ
ー
ヒ
ー
道
も
聞
き
ま

せ
ん
。
な
ぜ
お
茶
が
マ
ナ
ー
化
し
た
の

で
し
ょ
う
か
。

酒
道
も
コ
ー
ヒ
ー
道
も
、
な
い
こ
と

は
な
い
の
で
す
が
ね
。

少
し
周
辺
の
こ
と
か
ら
話
し
ま
す
が
、

日
本
人
は
物
を
飾
る
こ
と
が
好
き
で
す
。

現
在
の
皆
さ
ん
の
家
を
見
て
も
、
箪
笥

や
ピ
ア
ノ
の
上
に
何
か
飾
っ
て
あ
っ
た

り
、
テ
レ
ビ
の
上
に
も
何
か
置
い
て
あ

る
。
や
た
ら
に
物
を
置
く
の
が
好
き
で

す
ね
。
平
安
時
代
で
も
枕
草
子
に
も
出

て
き
ま
す
が
、
絵
を
掛
け
た
り
、
縁
先

に
花
を
生
け
た
り
。
こ
う
し
た
こ
と
は

外
国
へ
行
く
と
意
外
と
少
な
い
。
欧
米

で
は
、
親
族
の
写
真
を
飾
っ
た
り
す
る

こ
と
は
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
。

こ
の
「
物
を
並
べ
る
」
と
い
う
習
慣

が
い
つ
ご
ろ
か
ら
で
き
た
の
か
と
い
う

と
、
鎌
倉
時
代
あ
た
り
か
ら
と
言
っ
て

も
い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。
実
は
そ

の
こ
ろ
か
ら
、
中
国
の
物
、
つ
ま
り
唐か
ら

物も
の

が
大
量
に
入
っ
て
く
る
ん
で
す
。
お

寺
や
大
名
、
貴
族
も
唐
物
を
飾
る
よ
う

に
な
り
ま
す
。
貴
重
品
へ
の
執
着
も
あ

っ
て
、
お
そ
ら
く
日
本
人
の
物
好
き
心

を
刺
激
す
る
ん
で
し
ょ
う
。
そ
う
し
て

物
数
寄
な
人
が
た
く
さ
ん
出
て
く
る
の

で
す
。
そ
う
い
う
人
を
、
当
時
か
ら

「
唐
物
か
ら
も
の

数
寄

す

き

」
と
呼
ん
で
い
ま
し
た
。

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
日
本
人
は

物
を
鑑
賞
す
る
と
き
、
美
術
品
と
し
て

鑑
賞
す
る
態
度
は
と
ら
な
い
。
む
し
ろ

物
は
「
使
う
こ
と
」
が
前
提
と
な
っ
て

い
ま
す
。

先
ほ
ど
外
国
に
は
飾
り
物
が
少
な
い
、

と
言
い
ま
し
た
が
、
壁
に
絵
が
か
か
っ

て
い
る
こ
と
は
よ
く
あ
り
ま
す
。
し
か

し
、
こ
の
絵
は
１
年
中
か
か
っ
て
い
て
、

季
節
に
よ
っ
て
変
え
る
こ
と
な
ど
あ
り

ま
せ
ん
。
今
は
変
わ
っ
て
し
ま
い
ま
し

た
が
、
日
本
で
は
季
節
に
よ
っ
て
か
け

変
え
て
い
ま
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、
絵
を

そ
の
日
の
趣
向
に
合
わ
せ
た
道
具
と
捉

え
て
い
た
か
ら
で
す
。
趣
向
に
合
っ
て

い
な
け
れ
ば
、
価
値
が
な
い
、
場
違
い

な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

ま
た
、
も
し
も
私
が
稲
葉
天
目
の
よ

う
な
素
晴
ら
し
い
天
目
茶
碗
を
持
っ
て
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い
て
も
、
使
い
こ
な
す
こ
と
は
で
き
ま

せ
ん
。
茶
の
湯
道
具
と
し
て
天
目
茶
碗

を
使
い
こ
な
す
の
に
ふ
さ
わ
し
い
道
具

が
、
全
部
そ
ろ
っ
て
い
な
く
て
は
な
ら

な
い
か
ら
で
す
。

そ
う
い
う
唐
物
道
具
を
持
っ
て
い
る

人
間
は
、
や
は
り
然
る
べ
き
社
会
的
地

位
が
な
く
て
は
い
け
な
い
で
す
し
、
そ

う
い
う
場
所
に
住
ん
で
い
な
く
て
は
い

け
な
い
。
一
点
豪
華
主
義
は
有
り
得
な

い
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
一
介
の
庶
民

が
そ
ん
な
茶
碗
を
持
っ
て
い
て
も
、
何

の
役
に
も
立
た
な
い
。
つ
ま
り
道
具
と

い
う
の
は
、
鉋
か
ん
な
と
同
じ
で
、
大
き
な
物

を
削
る
に
は
そ
れ
専
用
の
大
き
な
鉋
、

溝
を
掘
る
た
め
に
は
そ
れ
用
の
小
さ
い

鉋
が
な
け
れ
ば
用
を
成
さ
な
い
。
日
本

の
美
術
品
と
い
う
の
は
全
部
道
具
と
言

っ
て
も
い
い
。
し
た
が
っ
て
、
時
と
所

を
得
な
い
と
価
値
が
な
い
の
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
同
じ
ア
ジ
ア
と
言
っ
て

も
中
国
は
日
本
と
は
違
い
ま
す
。
王
侯

貴
族
の
美
術
品
で
、
例
え
ば
、
水
晶
の

大
き
な
盤
と
か
、
使
い
よ
う
の
な
い
壺

な
ど
、
鑑
賞
陶
器
は
あ
っ
て
も
道
具
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
あ
れ
は
一
年
中
飾
っ

て
お
い
て
い
い
も
の
で
す
。
日
本
に
は
、

逆
に
鑑
賞
陶
器
は
な
い
。
使
う
も
の
し

か
あ
り
ま
せ
ん
。

イ
ギ
リ
ス
の
場
合
も
、
使
う
物
は
格

が
低
く
使
わ
な
い
物
は
格
が
高
い
。
つ

ま
り
鑑
賞
美
術
と
工
芸
品
と
い
う
分
類

が
あ
っ
て
、
工
芸
品
は
使
う
も
の
で
す

か
ら
美
術
と
し
て
は
評
価
さ
れ
な
い
。

と
こ
ろ
が
、
日
本
で
は
最
高
の
美
術
品

は
、
使
う
道
具
な
ん
で
す
。
そ
こ
が
も

う
大
違
い
で
す
ね
。

そ
う
す
る
と
唐
物
と
い
う
物
が
日
本

に
入
っ
て
き
た
と
き
、
他
の
国
と
は
ち

ょ
っ
と
違
っ
て
、
日
本
人
は
「
唐
物
を

ど
う
使
う
か
」
と
い
う
こ
と
を
考
え
る

わ
け
で
す
。
そ
の
使
い
方
が
「
お
茶
」

で
す
よ
。
こ
こ
で
、
道
具
が
茶
の
湯
と

結
び
つ
い
て
く
る
。
道
具
を
集
め
る
と
、

ど
う
し
て
も
お
茶
を
し
な
く
て
は
い
け

な
い
。
ほ
か
に
使
い
よ
う
が
な
い
わ
け

で
す
ね
。

そ
の
後
、
お
茶
は
す
ぐ
に
嗜
好
品
に

な
り
、
茶
会
が
成
立
し
、
お
茶
の
遊
び

も
出
て
き
ま
す
。
こ
れ
は
宴
会
の
新
た

な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
な
っ
て
い
き
ま

す
。
日
本
の
宴
会
は
ご
飯
食
べ
て
酒
飲

ん
で
遊
ぶ
、
そ
れ
に
芸
能
が
つ
く
の
が

基
本
で
す
が
、
中
世
に
な
る
と
、
そ
れ

に
お
茶
を
飲
む
宴
会
が
加
わ
り
ま
す
。

お
酒
は
必
ず
飲
み
ま
す
が
、
ご
飯
を
食

べ
て
お
香
を
楽
し
み
お
茶
を
飲
む
と
か
、

ご
飯
食
べ
て
歌
を
詠
ん
で
お
茶
か
酒
を

飲
む
と
か
、
い
ろ
い
ろ
な
宴
会
の
バ
リ

エ
ー
シ
ョ
ン
が
出
て
き
ま
す
。

茶
の
湯
　
隔
離
と
仕
掛
け

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
ス
ム
ー
ズ

に
す
る
介
在
物
は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

置
物
、
家
具
と
か
の
ハ
ー
ド
、
も
っ
と

い
え
ば
、
衣
裳
や
エ
チ
ケ
ッ
ト
、
そ
う

い
う
も
の
も
含
ま
れ
ま
す
。
で
す
か
ら

い
ろ
い
ろ
な
も
の
を
介
在
さ
せ
て
、
人

間
同
士
を
ど
の
よ
う
に
し
た
ら
、
ソ
フ

ト
面
で
理
解
し
あ
え
る
よ
う
な
状
況
を

作
る
か
と
い
う
「
仕
掛
け
」
を
考
え
る

わ
け
で
す
。
茶
の
湯
は
そ
う
い
う
仕
掛

け
が
ま
こ
と
に
上
手
く
で
き
て
い
ま
す
。

知
ら
な
い
者
同
士
が
ど
う
し
た
ら
親
し

く
な
れ
る
か
、
と
い
う
仕
掛
け
を
網
羅

し
た
の
が
茶
の
湯
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

茶
の
湯
で
は
集
ま
っ
た
人
た
ち
を
、

数
時
間
だ
け
で
す
が
外
界
か
ら
隔
離
し

ま
す
。
呉
越
同
舟
と
い
う
言
葉
が
あ
り

ま
す
が
、
逃
げ
場
が
な
い
か
ら
一
緒
に

な
っ
て
親
し
く
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

こ
れ
は
一
種
の
遊
び
で
す
よ
ね
。
映
画

の
「
ス
タ
ン
ド
・
バ
イ
・
ミ
ー
」
で
木

の
上
に
隠
れ
家
を
作
る
の
と
一
緒
で
、

茶
室
も
一
種
の
シ
ェ
ル
タ
ー
み
た
い
な

も
の
で
し
ょ
う
。

も
う
一
つ
、
現
在
で
は
火
に
対
す
る

穢
れ
の
感
覚
や
浄
め
の
意
識
が
な
く
な

っ
て
い
ま
す
が
、
昔
の
人
は
火
に
対
す

三溪園 横浜の生糸貿易商、原三溪が1906年（明治39）に開園した日本庭園。
広さ17万5,000㎡の園内には京都や鎌倉などから移築された古建築17棟が点
在している。「この風光明媚な自然は、想像主のものであって、私有物では
ない」という理念の元、1906年（明治39）から一般に公開されている。茶の
湯を愛した原三溪を記念して、４月には茶道五流派が一堂に会する、日本で
も稀な大茶会が開催される。（事前に申し込みが必要）

上：臨春閣は1915年（大正４）に起工。もとは1649年（慶安２）紀州徳川
家の初代頼宣が、和歌山市の紀ノ川沿いに建てた夏の別邸巖出御殿。現在、
中央の二屋は池に沿っているが、紀ノ川では川に迫り出していたようだ。

左と下：蓮華院。1917年（大正６）に原三溪自らの構想で建てられた田舎家
風の茶室で、二畳中板の小間と六畳の広間や土間などが茶の湯の場として、
現在も一般に貸し出されている。土間中央に立つ太い円柱と、隣室との境に
用いられている格子は、宇治平等院鳳凰堂の古材という。鳳凰堂修復の折に
出た古材を三溪が何らかの形で譲り受けたものと伝えられる。花も掛け軸も
ない二畳中板の小間を見ると、茶室が主人のしつらえで完成される空間とし
て造られていることを実感できる。
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社交をつくる喫茶文化

る
穢
れ
を
非
常
に
強
く
感
じ
て
い
た
。

で
す
か
ら
、「
同
じ
火
の
も
の
を
使
う
」

こ
と
は
、
や
は
り
他
人
で
は
な
く
な
る

一
つ
の
約
束
事
に
な
り
ま
す
。
同
じ
炉

の
火
を
使
い
、
そ
こ
で
お
湯
を
沸
か
し

て
、
お
茶
を
飲
む
。
で
す
か
ら
「
同
じ

釜
の
飯
を
食
う
」
と
い
う
言
葉
は
、
実

は
「
同
じ
も
の
を
食
べ
る
」
と
い
う
こ

と
で
は
な
く
、「
同
じ
火
で
炊
い
た
も

の
を
食
べ
る
」
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

で
す
か
ら
、
同
じ
釜
で
な
く
て
は
い
け

な
い
。
同
じ
皿
の
飯
を
食
っ
て
も
駄
目

な
ん
で
す
よ
。
お
そ
ら
く
た
だ
一
緒
に

食
べ
て
飲
む
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な

く
、「
同
じ
火
の
も
の
を
使
う
」
こ
と

は
人
と
人
を
結
び
つ
け
る
要
素
だ
っ
た

の
で
し
ょ
う
ね
。
ご
飯
を
食
べ
お
酒
を

飲
む
。
す
る
と
、
い
や
で
も
お
互
い
に

親
し
み
が
生
ま
れ
て
く
る
と
い
う
も
の

で
す
。

最
後
の
仕
上
げ
は
、
お
茶
の
回
し
飲

み
で
す
。
同
じ
器
に
唇
を
つ
け
、
同
じ

も
の
を
飲
む
と
い
う
共
同
飲
食
の
仕
上

げ
が
あ
る
わ
け
で
す
。

こ
の
よ
う
な
い
ろ
い
ろ
な
要
素
は
、

千
利
休
に
よ
っ
て
統
合
さ
れ
た
の
で
し

ょ
う
ね
。
共
同
飲
食
は
日
本
だ
け
で
は

な
く
世
界
中
に
あ
る
こ
と
で
す
し
、
火

の
禁
忌
も
縄
文
時
代
か
ら
あ
る
こ
と
で

す
。
そ
う
い
う
要
素
が
、
利
休
に
よ
っ

て
つ
な
ぎ
合
わ
さ
れ
、
茶
の
湯
と
い
う

様
式
に
昇
華
し
た
と
い
う
こ
と
だ
と
思

い
ま
す
。
日
本
で
も
、
15
世
紀
か
ら
16

世
紀
に
か
け
て
、
人
間
の
移
動
が
非
常

に
大
き
く
な
っ
て
き
ま
す
の
で
、
そ
う

い
う
意
味
か
ら
も
千
利
休
の
存
在
は
時

に
適
っ
て
い
た
わ
け
で
す
。

茶
室
が
つ
く
る
濃
密
な
緊
張

茶
室
の
一
番
大
き
な
改
革
は
、
室
町

か
ら
桃
山
時
代
に
か
け
て
の
「
小
間

こ

ま

」

の
成
立
で
し
ょ
う
。
四
畳
半
以
下
の
、

で
き
れ
ば
三
畳
や
二
畳
と
い
う
も
の
す

ご
い
小
さ
な
部
屋
が
発
生
し
ま
す
。
こ

れ
が
茶
室
の
特
徴
と
思
い
ま
す
。
小
さ

い
部
屋
に
躙

に
じ
り

口
か
ら
頭
を
垂
れ
て
入
っ

て
い
く
と
い
う
こ
と
が
、
意
味
を
持
つ

よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
を
工
夫
す
る

の
は
、
や
は
り
利
休
で
す
。

小
間
が
で
き
た
時
代
に
は
、
も
う
畳

が
普
及
し
て
い
ま
し
た
。
た
だ
躙
口
は
、

最
初
は
な
か
っ
た
ら
し
い
で
す
ね
。
対

面
で
は
な
く
、
亭
主
と
90
度
交
差
し
ま

す
か
ら
、
２
人
ぐ
ら
い
し
か
入
れ
ま
せ

ん
。
た
だ
、
こ
れ
は
い
ろ
い
ろ
説
が
あ

る
の
で
す
が
、
利
休
は
そ
の
二
畳
に

「
３
人
入
れ
」
と
言
い
ま
し
た
。
つ
ま

り
、
本
当
に
膝
を
接
す
る
よ
う
に
し
て
、

み
ん
な
が
座
る
。
そ
う
い
う
緊
張
感
を

利
休
は
求
め
た
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
利

休
は
、
決
し
て
茶
室
の
中
で
リ
ラ
ッ
ク

ス
す
る
こ
と
を
求
め
て
は
い
な
い
の
で

す
。

―
―
　
す
る
と
「
一
期
一
会
」
と
い
う

言
葉
も
・
・
・

ま
さ
に
一
番
緊
張
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン
を
求
め
て
い
る
わ
け
で
す
。

師
匠
の
武
野
紹
鴎

た
け
の
じ
ょ
う
お
う

と
利
休
の
違
い
は
そ

こ
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
ね
。
紹
鴎
の
場

合
に
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
あ

り
か
た
と
し
て
、
も
っ
と
人
間
の
本
性

を
さ
ら
け
出
す
こ
と
を
求
め
て
い
る
。

そ
れ
が
「
一
座
建
立

い
ち
ざ
こ
ん
り
ゅ
う

」
と
い
う
言
葉
で

す
。
お
互
い
に
和
や
か
な
時
を
味
わ
い
、

仲
間
と
い
う
実
感
を
持
つ
こ
と
が
一
座

建
立
で
す
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、
何
も

お
茶
で
な
く
て
も
い
い
。
お
酒
の
方
が

あ
る
意
味
で
は
も
っ
と
効
果
的
で
し
ょ

う
。
で
す
か
ら
、
利
休
は
「
一
座
建
立
」

と
い
う
言
葉
は
嫌
い
だ
っ
た
と
い
い
ま

す
。
そ
の
代
わ
り
に
利
休
は
「
一
期
一

度
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
た
。「
一
会
」

と
は
言
っ
て
い
な
い
の
で
す
。
一
生
に

一
度
の
出
会
い
と
い
う
気
持
で
、
亭
主

の
し
て
い
る
こ
と
を
一
言
も
一
つ
も
見

落
と
さ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
を
求
め

る
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
、
そ
れ
だ
け

内苑の奥にある、聴秋閣。1623年（元和9）徳川家光が京都二条城内に造営、
春日の局に下賜され江戸へ。1881年（明治14）牛込若松町の二条公邸への
移築を経て、1922年（大正11）原三溪のもとに贈られた。空間演出、しつ
らえの極みを教えてくれる、類例の少ない二層の楼閣建築。
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お
互
い
に
緊
張
し
て
相
手
を
見
つ
め
れ

ば
、
や
は
り
理
解
は
深
ま
り
ま
す
よ
ね
。

お
茶
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
言

う
「
も
て
な
し
」
と
は
、
今
で
い
う
、

癒
し
系
と
か
、
安
ら
ぎ
と
か
、
楽
し
さ

と
か
い
う
も
の
と
は
ち
ょ
っ
と
違
い
ま

す
。
例
え
ば
禅
の
世
界
で
は
、
密
参

み
つ
さ
ん

と

い
っ
て
、
老
師
の
と
こ
ろ
に
た
っ
た
１

人
で
行
き
、
前
も
っ
て
も
ら
っ
た
公
案

に
対
す
る
自
分
の
考
え
を
た
っ
た
１
人

で
老
師
の
前
で
言
う
。
そ
の
時
の
緊
張

感
み
た
い
な
も
の
と
相
通
じ
ま
す
。
老

師
が
何
を
言
う
か
、
弟
子
は
お
そ
る
お

そ
る
出
て
い
く
。
逆
に
老
師
は
何
も
言

っ
て
く
れ
な
い
か
も
し
れ
な
い
か
ら
、

そ
の
ま
ま
帰
っ
て
来
な
く
て
は
な
ら
な

い
か
も
し
れ
な
い
。

こ
う
い
う
意
味
か
ら
言
う
と
、
茶
の

湯
は
禅
に
限
り
な
く
近
い
。
し
か
し
宗

教
に
は
絶
対
者
が
い
て
、
救
い
が
あ
る
。

茶
の
湯
が
あ
き
ら
か
に
禅
と
違
う
の
は
、

す
べ
て
が
己
に
帰
す
る
と
こ
ろ
で
す
。

こ
れ
は
、
い
わ
ば
大
変
濃
密
な
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
も
あ
る
わ
け
で
す
。

そ
う
い
う
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
い

う
も
の
が
、
利
休
が
茶
に
求
め
た
も
の

か
も
し
れ
な
い
で
す
ね
。

逆
に
言
え
ば
、
そ
の
よ
う
な
濃
密
な

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
、
そ
れ
ま
で

の
茶
の
湯
に
は
な
か
っ
た
。
ま
た
茶
の

湯
と
同
じ
よ
う
に
、
政
治
で
も
そ
う
い

う
場
が
な
か
っ
た
た
め
、
み
ん
な
が
こ

の
よ
う
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
政

治
の
場
で
使
い
出
し
ま
す
。
そ
の
結
果
、

お
茶
が
非
常
に
政
治
的
な
性
格
を
持
つ

よ
う
に
な
り
ま
す
。

密
室
と
い
う
政
治
空
間

日
本
の
王
様
、
王
権
と
い
う
の
は
、

基
本
的
に
隠
れ
て
い
る
存
在
で
す
。
人

前
に
出
て
き
て
は
、
い
け
な
い
。
常
に

一
番
権
威
の
あ
る
も
の
は
奥
に
隠
さ
れ

て
い
て
、
神
社
も
ご
神
体
を
見
せ
ま
せ

ん
。
何
重
に
も
隠
す
こ
と
で
、
権
威
が

権
威
で
あ
り
う
る
の
で
す
。
で
す
か
ら
、

日
本
の
天
皇
と
い
う
も
の
は
民
衆
の
前

に
絶
対
に
姿
を
現
さ
な
か
っ
た
。
こ
れ

は
天
皇
だ
け
で
は
な
く
、
将
軍
も
そ
う

で
す
。

そ
れ
に
対
し
て
、
西
洋
の
王
権
は
、

い
つ
も
民
衆
の
前
に
姿
を
現
し
ま
す
。

現
す
こ
と
で
、
権
威
が
保
た
れ
る
わ
け

で
す
ね
。
で
す
か
ら
、
今
で
も
ロ
ー
マ

法
王
は
民
衆
の
前
に
姿
を
現
し
て
い
る
。

そ
も
そ
も
、
バ
ル
コ
ニ
ー
と
い
う
の
は

そ
の
た
め
の
建
築
的
な
造
作
で
す
か
ら

ね
。
す
る
と
、
民
衆
の
前
に
姿
を
現
す

た
め
の
仕
掛
け
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

そ
れ
が
、
宝
石
の
文
化
や
、
フ
ァ
ッ
シ

ョ
ン
で
す
。
日
本
に
宝
石
の
文
化
が
な

い
の
は
、
王
や
貴
族
が
民
衆
の
前
に
姿

を
現
さ
な
か
っ
た
か
ら
で
す
。
天
皇
の

フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
な
ど
誰
も
問
題
に
し
な

い
の
で
す
。
こ
れ
は
、
必
要
な
い
か
ら

で
す
。
だ
か
ら
日
本
に
は
「
裸
の
王
様
」

と
い
う
童
話
が
生
ま
れ
な
か
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
日
本
の
歴
史
の
中
で
、

王
権
が
自
ら
民
衆
の
前
に
姿
を
現
し
た

時
代
が
過
去
に
３
回
あ
り
ま
し
た
。
南

北
朝
の
内
乱
と
、
戦
国
時
代
の
動
乱
と
、

文
明
開
化
で
す
。
こ
の
３
回
は
、
後
醍

醐
天
皇
が
出
て
き
た
り
、
あ
る
い
は

佐
々
木
道
誉
が
民
衆
を
引
き
連
れ
て
大

原
野
の
花
見
を
し
た
り
、
豊
臣
秀
吉
が

北
野
大
茶
会
を
行
っ
た
り
、
明
治
天
皇

が
歴
史
の
中
で
初
め
て
全
国
巡
行
を
す

る
。
民
衆
の
前
に
王
権
が
姿
を
現
す
と

き
に
使
う
仕
掛
け
が
、
時
代
に
よ
っ
て

違
う
の
で
す
。
安
土
桃
山
時
代
で
い
え

ば
、
そ
れ
が
茶
の
湯
だ
っ
た
。
茶
の
湯

と
い
う
イ
ベ
ン
ト
を
行
う
こ
と
で
、
権

力
が
民
衆
の
前
に
姿
を
現
し
た
の
で
す
。

つ
ま
り
利
休
は
あ
る
意
味
で
、
政
治

的
イ
ベ
ン
ト
の
演
出
者
な
ん
で
す
よ
。

政
治
の
場
と
し
て
の
、
政
治
の
密
室
と

い
う
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
場
と
し

て
の
機
能
を
、
茶
の
湯
に
つ
け
る
わ
け

で
す
。
鉄
砲
の
一
大
産
地
で
も
あ
っ
た

堺
は
、
商
業
的
に
人
の
出
入
り
の
多
い

地
域
だ
っ
た
。
だ
か
ら
、
政
治
の
密
室

と
い
う
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
場
は
、

大
変
需
要
が
多
か
っ
た
こ
と
は
想
像
に

難
く
な
い
。
千
利
休
が
堺
か
ら
出
た
と

い
う
こ
と
は
、
時
に
適
っ
た
だ
け
で
な

く
、
場
所
と
し
て
も
最
適
で
あ
っ
た
と

い
う
こ
と
で
す
。

茶
は
女
性
文
化
か

近
代
、
茶
の
湯
が
こ
ん
な
に
隆
盛
を

遂
げ
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
女
性
文

化
に
な
っ
て
か
ら
で
す
。
女
性
の
支
持

が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
現
在
の
大
文
化

に
な
っ
た
。
で
は
、
女
性
は
何
を
お
茶

に
期
待
し
た
の
か
。

イ
ギ
リ
ス
の
お
茶
に
つ
い
て
み
れ
ば
、

お
茶
は
台
所
で
女
性
が
管
理
し
ま
す
。

テ
ィ
ー
キ
ャ
デ
ィ
ー
と
い
う
お
茶
を
入

れ
る
箱
を
、
そ
の
家
の
主
婦
が
管
理
し

ま
す
。
鍵
を
主
婦
が
持
っ
て
い
て
、
そ

の
家
の
味
を
そ
こ
で
ブ
レ
ン
ド
す
る
わ

け
で
す
。
女
性
が
飲
食
を
管
理
す
る
と

い
う
こ
と
と
繋
が
っ
て
、
お
茶
は
女
性

の
文
化
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
そ
れ

だ
け
で
は
な
く
、
朝
食
に
お
茶
を
飲
む

こ
と
が
、
一
つ
の
ス
テ
イ
タ
ス
と
し
て

18
世
紀
の
女
性
の
流
行
に
な
る
。
同
じ

よ
う
な
こ
と
が
日
本
で
も
あ
っ
た
た
め

「
お
茶
は
女
性
の
文
化
だ
っ
た
」
と
言

う
人
も
い
ま
す
。
そ
れ
に
よ
る
と
男
は

酒
、
女
は
お
茶
と
分
か
れ
て
い
た
。
茶

の
湯
文
化
と
い
う
と
男
の
文
化
に
な
る

け
れ
ど
、
ベ
ー
ス
と
な
る
庶
民
の
お
茶

の
文
化
は
女
性
が
担
っ
て
い
た
と
い
う

考
え
方
で
す
。

江
戸
時
代
、
女
性
が
物
見
遊
山
に
行

き
お
酒
を
飲
む
の
は
難
し
か
っ
た
で
し

ょ
う
。
で
す
か
ら
、「
物
見
遊
山
に
行

っ
て
お
茶
を
飲
む
絵
」
と
い
う
風
俗
画

が
か
な
り
あ
り
ま
す
。
江
戸
幕
府
が
出

し
た
「
慶
安
の
お
触
書
」（
１
６
４
９
）

の
中
に
も
「
大
茶
を
飲
む
女
房
は
離
縁

す
べ
し
」
と
い
う
文
が
見
ら
れ
る
よ
う

に
、
お
茶
を
飲
む
女
房
が
増
え
て
く
る
。

茶
を
飲
む
贅
沢
が
女
性
の
中
に
生
ま
れ

て
く
る
わ
け
で
す
。
女
性
が
物
見
遊
山

や
神
社
、
仏
閣
の
参
詣
に
出
か
け
る
よ

う
に
な
っ
て
く
る
こ
と
と
、
お
茶
を
飲

む
こ
と
と
は
関
係
が
あ
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。

一
方
、「
茶
屋
」
と
い
う
存
在
を
考

え
る
と
、
こ
ち
ら
は
男
文
化
で
す
ね
。

江
戸
中
期
に
な
っ
て
く
る
と
、
茶
屋
が
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機
能
分
化
し
水
茶
屋
な
ど
い
ろ
ん
な
茶

屋
が
で
き
、
そ
の
後
別
の
意
味
を
持
ち

出
し
、
お
茶
は
遊
興
や
セ
ッ
ク
ス
と
結

び
つ
く
。

ま
た
、
現
在
の
あ
る
地
域
の
風
習
で

は
、
お
見
合
い
の
時
に
お
茶
が
出
る
。

お
婿
さ
ん
に
な
る
人
に
娘
が
お
茶
を
出

し
、
そ
の
お
茶
を
男
性
が
飲
め
ば
承
諾

と
い
う
印
に
な
る
そ
う
で
す
。

神
事
と
し
て
の
喫
茶
も
あ
り
ま
す
。

群
馬
県
中
之
条
町
に
は
お
茶
講
が
残
っ

て
お
り
、
毎
年
２
月
24
日
に
闘
茶
を
し

ま
す
（
14
ペ
ー
ジ
参
照
）。
神
事
で
す

の
で
、
女
性
は
穢
れ
と
見
な
さ
れ
て
し

ま
い
参
加
で
き
ま
せ
ん
。
清
め
の
塩
を

ま
い
た
ら
、
女
性
は
12
歳
以
下
の
子
供

し
か
入
れ
な
く
な
り
ま
す
。

プ
ロ
セ
ス
が
大
事

現
代
の
我
々
に
と
っ
て
茶
の
湯
が
ど

う
い
う
意
味
を
持
つ
か
考
え
る
と
、
私

は
や
は
り
プ
ロ
セ
ス
と
い
う
も
の
を
も

う
一
度
見
直
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
い

う
気
が
し
ま
す
。
結
果
を
す
ぐ
に
求
め

る
の
で
は
な
く
、
プ
ロ
セ
ス
の
持
つ
意

味
を
考
え
る
こ
と
が
今
の
社
会
で
は
非

常
に
重
要
で
す
。
現
代
的
な
茶
の
湯
の

意
義
と
い
う
も
の
を
そ
こ
に
見
つ
け
た

い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

プ
ロ
セ
ス
と
い
っ
て
も
、
か
ら
だ
を

動
か
せ
ば
良
い
と
い
う
、
最
近
よ
く
言

わ
れ
る
「
身
体
化
さ
れ
た
知
識
」
と
い

う
こ
と
、
い
わ
ゆ
る
体
育
系
の
プ
ロ
セ

ス
論
と
は
違
い
ま
す
。
つ
ま
り
脳
を
フ

ル
回
転
さ
せ
て
経
験
し
な
い
と
、
肉
体

化
さ
れ
て
こ
な
い
。
だ
か
ら
、
単
に
身

体
的
な
動
き
を
真
似
る
の
と
は
違
う
と

い
う
気
が
す
る
の
で
す
。

も
う
一
つ
大
事
な
こ
と
は
、
師
の
存

在
で
す
。
独
立
独
歩
で
は
駄
目
で
す
。

師
は
数
寄
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
維
持

す
る
た
め
に
、
不
可
欠
な
存
在
で
す
。

自
分
を
見
て
い
る
師
が
い
る
中
で
、
自

分
で
考
え
、
学
び
、
行
い
に
励
む
。
世

阿
弥
も
似
た
こ
と
を
言
っ
て
い
ま
す
が
、

そ
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
は
意
外
と
近
代

的
な
も
の
で
は
な
い
か
と
い
う
気
も
し

ま
す
。

茶
人
が
茶
の
湯
を
す
る
の
は
、
自
分

の
周
り
の
す
べ
て
の
物
を
整
え
た
い
と

い
う
思
い
か
ら
で
す
。
こ
う
言
う
と
抽

象
的
で
わ
か
り
に
く
い
か
も
し
れ
ま
せ

ん
が
、
茶
の
湯
を
す
る
人
の
思
い
は
、

皆
そ
こ
に
あ
る
と
思
い
ま
す
。「
そ
こ
」

に
至
る
た
め
に
は
「
す
る
」
し
か
な
い
。

そ
れ
が
先
ほ
ど
言
っ
た
、
プ
ロ
セ
ス
を

大
切
に
す
る
と
い
う
真
意
で
す
。
秘
事

は
求
め
る
者
に
と
っ
て
の
み
、
価
値
が

あ
る
の
で
す
か
ら
。

マ
ナ
ー
の
間

今
は
、
社
交
が
危
機
的
な
状
態
で
、

人
と
の
距
離
感
が
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。

空
間
的
な
距
離
感
だ
け
で
は
な
く
、
年

齢
や
社
会
的
地
位
の
距
離
感
な
ど
、
実

感
と
し
て
の
「
間ま

」
の
感
覚
が
な
く
な

て
し
ま
っ
て
い
る
。
タ
イ
ミ
ン
グ
の
間

も
あ
る
し
、
季
節
の
間
、
人
間
関
係
の

間
、
い
ろ
い
ろ
な
道
具
、
物
と
の
間
も

あ
り
ま
す
ね
。
本
来
日
本
人
が
デ
リ
ケ

ー
ト
に
持
っ
て
い
た
、
物
と
物
、
人
と

人
、
人
と
物
と
い
う
生
身
の
関
係
が
、

ど
こ
か
狂
っ
て
き
て
い
る
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

マ
ナ
ー
と
い
う
の
は
ま
さ
に
間
の
文

化
で
す
。
間
が
上
手
く
と
れ
る
と
い
う

こ
と
が
マ
ナ
ー
の
一
番
大
事
な
ポ
イ
ン

ト
で
す
。
で
す
か
ら
、
マ
ナ
ー
そ
の
も

の
が
存
在
し
な
く
な
る
と
、
も
う
法
律

で
縛
る
し
か
な
く
な
り
、
人
間
の
行
動

を
法
律
で
規
制
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。

今
、
法
律
が
ど
ん
ど
ん
肥
大
化
し
て
い

る
の
は
、
マ
ナ
ー
の
衰
退
の
反
映
で
す
。

社
交
を
取
り
戻
し
た
い
も
の
で
す
ね
。

―
―
　
結
局
、
茶
の
湯
を
考
え
る
と
、

人
と
の
普
遍
的
な
付
き
合
い
方
が
透
け

て
見
え
て
き
ま
す
ね
。

桑
原
武
夫
先
生
が
あ
る
文
章
の
中
で
、

文
学
の
鑑
賞
に
は
い
ろ
い
ろ
な
ス
タ
イ

ル
が
あ
る
と
言
っ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、

満
開
の
桜
が
い
か
に
素
晴
ら
し
い
か
と

い
う
こ
と
を
論
じ
る
の
は
作
品
論
。
だ

け
ど
、
そ
の
花
が
散
っ
て
、
葉
が
落
ち

た
後
、
そ
の
枝
ぶ
り
や
幹
の
形
を
論
じ

る
の
は
作
家
論
だ
と
言
う
わ
け
で
す
。

す
る
と
、
も
う
一
つ
大
事
な
の
こ
と
は
、

目
に
見
え
な
い
土
の
中
の
根
が
、
浅
い

地
層
に
広
が
っ
て
い
る
根
な
の
か
、
も

っ
と
深
い
所
へ
到
達
し
て
い
る
根
な
の

か
、
を
論
じ
る
批
評
の
し
か
た
が
あ
る

は
ず
だ
。
そ
れ
が
、
そ
の
作
家
や
作
品

が
文
学
と
い
う
文
化
の
層
と
ど
う
繋
が

っ
て
い
る
か
と
い
う
視
点
か
ら
見
た
評

価
の
仕
方
だ
、
と
い
う
の
で
す
。
そ
う

し
た
論
点
か
ら
中
里
介
山
の
『
大
菩
薩

峠
』
と
い
う
小
説
を
論
じ
る
と
、
近
代

的
思
想
の
下
に
儒
教
的
な
部
分
が
あ
り
、

そ
の
下
に
仏
教
的
な
部
分
が
あ
る
。
さ

ら
に
も
っ
と
深
い
と
こ
ろ
に
あ
る
古
層

に
根
を
下
し
て
い
る
の
が
『
大
菩
薩
峠
』

と
い
う
作
品
だ
と
議
論
し
て
い
る
の
で

す
。同

じ
よ
う
な
こ
と
が
茶
の
湯
の
世
界

に
つ
い
て
も
言
え
る
と
思
い
ま
す
。
民

俗
や
民
間
信
仰
と
い
う
層
に
ま
で
根
を

下
し
て
い
る
と
い
う
、
日
本
文
化
と
し

て
の
確
か
さ
が
茶
の
湯
に
は
あ
り
ま
す
。

実
は
利
休
が
作
っ
た
と
い
う
け
れ
ど
も
、

そ
の
根
っ
こ
は
、
本
当
は
縄
文
時
代
ま

で
根
を
下
ろ
し
て
い
る
。
そ
こ
が
日
本

文
化
と
し
て
の
確
か
さ
の
証
し
で
あ
る

と
思
い
ま
す
。
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遊女と客がつくるサロンの一瞬

遊
女
の
ス
キ
ル

遊
女
に
は
、
香
や
花
や
茶
が
た
し
な

み
と
し
て
要
求
さ
れ
、
さ
ら
に
三
味
線
、

琴
、
唄
、
踊
り
な
ど
の
歌
舞
音
曲
と
い

っ
た
遊
芸
全
般
、
和
歌
、
書
道
な
ど
の

教
養
も
必
須
項
目
で
し
た
。
し
か
も
、

そ
れ
ら
の
優
れ
た
芸
を
決
し
て
ひ
け
ら

か
さ
な
い
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
し
た
。

遊
女
の
た
し
な
み
を
数
え
上
げ
る
話
が

あ
っ
て
、
清
少
納
言
や
紫
式
部
の
古
典

に
通
じ
、
気
の
利
い
た
台
詞
を
さ
っ
と

引
用
で
き
る
こ
と
、
教
養
の
に
じ
み
出

る
機
知
に
富
ん
だ
会
話
が
で
き
る
こ
と
、

和
歌
は
三
千
首
程
度
は
覚
え
て
い
る
こ

と
、
な
ど
高
い
ハ
ー
ド
ル
が
掲
げ
ら
れ

て
い
ま
す
。

つ
ま
り
臨
機
応
変
に
、
シ
チ
ュ
エ
ー

シ
ョ
ン
に
応
じ
て
客
を
満
足
さ
せ
る
た

め
の
知
的
な
蓄
え
が
必
要
と
さ
れ
た
の

で
す
。
同
様
に
客
の
側
に
も
教
養
や
粋

で
あ
る
こ
と
は
求
め
ら
れ
て
お
り
、
例

え
ば
遊
女
が
上
の
句
を
言
う
と
、
客
が

下
の
句
を
ぱ
っ
と
つ
け
る
と
い
う
よ
う

な
洒
脱
な
や
り
取
り
が
好
ま
れ
て
い
た

わ
け
で
す
。

書
道
を
た
し
な
む
と
い
う
の
は
、
恋

文
を
書
く
た
め
で
す
。
客
に
恋
文
を
書

く
こ
と
が
、
営
業
上
か
ら
も
遊
女
の
大

き
な
仕
事
の
一
つ
だ
っ
た
た
め
、
手
紙

で
惚
れ
さ
せ
る
よ
う
な
う
ま
い
文
章
と

美
し
い
文
字
が
書
け
な
く
て
は
太
夫
は

つ
と
ま
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

香
を
焚
く
に
し
て
も
、
五
月
雨
の
夜

に
は
初
音
と
い
う
香
を
選
ぶ
と
か
、
ま

さ
に
、
も
て
な
し
の
た
め
の
エ
ン
タ
ー

テ
イ
ナ
ー
で
す
。
遊
廓
の
遊
び
と
い
う

の
は
、
こ
の
よ
う
に
遊
女
ペ
ー
ス
で
進

み
ま
す
。
客
か
ら
リ
ク
エ
ス
ト
を
出
し
、

そ
れ
に
遊
女
が
応
え
る
と
い
う
よ
り
も
、

遊
女
の
方
が
お
客
さ
ん
の
要
望
を
察
知

し
て
さ
ま
ざ
ま
な
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す

る
。
つ
ま
り
、
ホ
ス
ト
が
客
で
あ
る
ゲ

ス
ト
に
サ
ー
ビ
ス
す
べ
き
だ
と
い
う
主

客
関
係
で
は
な
く
、
む
し
ろ
遊
女
が
采

配
し
、
主
導
権
を
握
っ
て
い
た
の
で
す
。

客
の
側
に
も
、
遊
女
の
選
ん
だ
シ
チ
ュ

遊ぶ芸から
見る芸へ

遊
廓
と
茶
屋
の
意
外
な
関
係

ま
ず
、
遊
廓
の
簡
単
な
仕
組
み
を
説

明
し
ま
し
ょ
う
。

も
と
も
と
茶
屋
と
は
休
憩
所
の
こ
と

で
、
よ
し
ず
掛
け
程
度
の
簡
単
な
も
の

か
ら
始
ま
り
ま
し
た
。
街
道
筋
な
ど
に

で
き
た
茶
一
碗
だ
け
出
す
そ
の
茶
屋
が
、

団
子
な
ど
も
供
す
る
よ
う
に
な
り
、
江

戸
中
期
に
な
る
と
競
っ
て
美
人
の
茶
汲

み
女
な
ど
を
置
き
、
や
が
て
春
を
ひ
さ

い
で
私
娼
化
し
ま
す
。
こ
れ
を
水
茶
屋

と
呼
ん
で
い
ま
し
た

一
方
、
吉
原
の
よ
う
な
幕
府
公
認
の

遊
廓
に
行
く
道
に
は
、
編
笠
茶
屋
が
で

き
ま
し
た
。
編
笠
茶
屋
は
、
遊
客
が
遊

女
の
も
と
に
行
く
の
に
顔
を
隠
す
た
め

の
編
み
笠
を
貸
し
た
茶
屋
で
す
。
客
は

こ
こ
で
一
服
し
て
腹
ご
し
ら
え
な
ど
を

し
ま
し
た
が
、
や
が
て
編
み
笠
を
か
ぶ

る
風
習
が
途
絶
え
る
と
、
引
手
茶
屋
に

な
り
ま
す
。

引
き
手
茶
屋
は
い
わ
ば
斡
旋
業
の
よ

う
な
役
割
を
果
た
し
、
揚
屋
と
呼
ば
れ

る
場
所
に
、
客
の
手
を
引
く
よ
う
に
し

て
案
内
し
、
置
屋
で
待
機
す
る
遊
女
を

呼
び
寄
せ
ま
す
。
遊
女
が
揚
屋
に
来
る

ま
で
の
間
、
客
は
幇
間

ほ
う
か
ん

（
男
芸
者
。
太

鼓
持
ち
の
こ
と
）
や
芸
者
の
芸
を
見
な

が
ら
待
ち
ま
し
た
。

引
手
茶
屋
は
格
式
の
高
い
遊
廓
を
中

心
に
繁
栄
し
た
わ
け
で
す
が
、
引
手
茶

屋
を
通
す
と
、
妓
楼

ぎ

ろ

う

に
無
理
が
利
く
、

料
金
が
一
括
で
済
む
、
遊
び
の
手
筈
を

つ
け
て
く
れ
る
と
い
っ
た
メ
リ
ッ
ト
が

あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
中
間
マ
ー
ジ
ン

が
取
ら
れ
ま
す
の
で
、
だ
ん
だ
ん
と
揚

屋
を
と
ば
し
て
引
手
茶
屋
が
直
接
、
客

を
置
屋
（
遊
女
屋
、
傾
城

け
い
せ
い

屋
な
ど
と
も

呼
ば
れ
た
）
へ
案
内
す
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。
こ
う
し
て
揚
屋
は
衰
退
し
、

引
手
茶
屋
が
繁
栄
す
る
よ
う
に
な
っ
た

わ
け
で
す
。

茶
屋
と
い
う
と
、
一
般
の
方
は
水
茶

屋
を
思
い
浮
か
べ
る
場
合
が
多
い
せ
い

か
、
遊
廓
が
遊
芸
に
関
係
な
く
色
事
の

み
の
空
間
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
教
養
の

高
い
遊
女
の
話
が
出
る
と
不
思
議
に
思

わ
れ
る
よ
う
で
す
が
、
格
式
が
高
い
官

許
の
遊
廓
に
は
、
高
い
教
養
を
身
に
つ

け
、
多
芸
多
才
の
優
れ
た
美
女
が
お
り
、

武
家
や
有
力
町
人
の
社
交
場
に
な
っ
て

い
た
の
で
す
。
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遊ぶ芸から見る芸へ

活
躍
す
る
場
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た

と
、
寂
し
そ
う
に
書
か
れ
て
い
ま
す
ね
。

俗
に
初
対
面
は
「
初
会
（
面
通
し
）」、

２
回
目
は
「
裏
を
返
す
」、
３
回
目
で

「
馴
染
み
に
な
る
」
と
言
い
ま
す
。
つ

ま
り
初
対
面
で
色
事
に
及
ぶ
の
は
無
粋

で
、
馴
染
み
な
る
ま
で
待
つ
こ
と
が
粋

と
さ
れ
た
の
で
す
。
遊
芸
に
続
く
色
事

と
い
う
枠
の
中
で
、
あ
え
て
遊
芸
の
み

で
終
わ
ら
せ
る
こ
と
が
粋
で
あ
る
と
い

う
美
意
識
が
存
在
し
た
時
代
が
あ
っ
た

の
で
す
。

ま
た
、
馴
染
み
に
な
っ
た
ら
、
遊
女

と
客
は
仮
の
夫
婦
盃
を
か
わ
す
風
習
が

あ
り
ま
し
た
。
遊
廓
は
い
わ
ば
一
妻
多

夫
の
世
界
で
、
も
し
別
の
遊
女
と
浮
気

す
る
と
、
客
で
あ
っ
て
も
髷ま
げ

を
切
ら
れ

た
り
鬢び
ん

を
剃
ら
れ
る
と
い
う
罰
を
受
け

ま
し
た
。
そ
れ
ほ
ど
客
と
遊
女
の
結
び

付
き
を
重
ん
じ
て
い
た
の
で
す
。

―
―
　
お
金
を
積
ん
で
床
入
り
を
す
る

と
い
う
関
係
は
、
野
暮
と
見
ら
れ
た
の

で
す
か
。

そ
こ
が
微
妙
な
問
題
点
で
す
ね
。
お

金
を
積
ま
な
い
と
、
そ
も
そ
も
太
夫
と

は
遊
べ
な
い
。
遊
女
が
気
持
ち
よ
く
つ

き
あ
え
る
よ
う
で
な
い
と
客
は
嫌
わ
れ

ま
す
。
で
す
か
ら
、
近
松
の
浄
瑠
璃
を

見
て
も
、「
お
金
は
あ
る
け
れ
ど
、
野

暮
で
嫌
わ
れ
る
客
」
が
結
構
登
場
し
ま

エ
ー
シ
ョ
ン
を
楽
し
ん
で
受
け
入
れ
る

余
裕
が
あ
り
ま
し
た
。

遊
女
が
プ
ロ
の
接
客
業
で
あ
り
、
遊

ぶ
お
客
も
そ
れ
が
わ
か
る
粋
人
と
い
う

こ
と
で
な
け
れ
ば
、
本
当
の
茶
屋
遊
び

は
成
立
し
な
い
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

の
ち
に
遊
廓
が
大
衆
化
す
る
過
程
で
、

こ
の
よ
う
な
格
式
を
重
ん
じ
た
遊
び
方

が
廃
れ
て
い
く
の
で
す
が
、
今
で
も
京

都
・
島
原
で
は
、
芸
事
の
み
を
復
活
さ

せ
た
太
夫
さ
ん
が
い
て
、
吉
野
太
夫
花

供
養
な
ど
の
行
事
に
参
加
さ
れ
て
い
ま

す
。

【
遊
女
の
等
級
】

時
代
に
よ
っ
て
変
わ
る
が
、
元

禄
時
代
で
は
上
か
ら
「
太
夫
」「
格
子
女
郎
」「
散
茶

女
郎
」「
梅
茶
女
郎
」「
切
見
世
女
郎
」
の
５
段
階
に

分
か
れ
て
い
た
。
太
夫
は
貴
族
的
な
教
養
を
も
ち
、

富
貴
に
媚
び
ず
、
権
力
に
屈
せ
ず
、
物
静
か
で
閑
雅

な
心
の
内
に
毅
然
た
る
態
度
を
持
つ
「
気
質
」
で
あ

っ
た
。
京
都
の
吉
野
太
夫
、
大
坂
の
夕
霧
太
夫
、
江

戸
で
は
高
尾
、
薄
雲
太
夫
な
ど
が
有
名
。

芸
能
す
る
神

遊
女
が
聖
性
を
も
っ
て
い
た
と
い
う

側
面
も
見
逃
せ
ま
せ
ん
。
も
と
も
と
、

歌
舞
音
曲
を
見
て
「
う
っ
と
り
す
る
」

感
覚
が
極
楽
に
行
く
感
覚
の
よ
う
だ
と

い
う
こ
と
で
、
遊
女
を
「
歌
舞
の
菩
薩
」

と
表
現
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
遊

女
が
座
敷
に
来
る
と
、
神
様
仏
様
が
ご

来
迎
さ
れ
た
よ
う
だ
と
描
写
さ
れ
る
の

で
す
。

明
治
に
な
る
と
宗
教
的
な
感
覚
が
近

代
化
さ
れ
、
理
性
的
で
道
徳
的
に
ふ
る

ま
う
こ
と
が
宗
教
的
な
規
範
で
あ
る
と

い
う
近
代
的
で
キ
リ
ス
ト
教
的
な
も
の

の
見
方
が
入
っ
て
き
ま
す
。
キ
リ
ス
ト

教
は
身
体
的
な
感
覚
を
抑
圧
す
る
宗
教

で
す
か
ら
、
宗
教
的
な
価
値
と
遊
び
の

感
覚
が
分
離
し
て
し
ま
い
ま
す
。
つ
ま

り
、
神
様
と
い
う
の
は
「
芸
能
す
る
神

様
」
で
は
な
く
「
道
徳
を
た
れ
る
神
様
」

と
な
る
わ
け
で
す
。

む
し
ろ
、
土
着
的
な
祭
り
で
大
騒
ぎ

す
る
よ
う
な
、
身
体
的
に
興
奮
す
る
よ

う
な
場
に
は
、
遊
廓
の
遊
女
を
崇
拝
す

る
感
覚
と
似
た
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
る

と
思
う
の
で
す
が
。

粋
な
客
、
野
暮
な
客

高
級
な
社
交
場
と
し
て
発
展
し
た
遊

廓
は
、
建
築
も
豪
奢
で
、
酒
肴
も
趣
向

を
凝
ら
し
た
も
の
を
出
し
た
た
め
、
大

変
お
金
が
か
か
る
遊
び
場
で
し
た
。
換

算
が
難
し
い
で
す
が
、
現
在
で
い
う
と

１
回
遊
ぶ
と
数
十
万
か
ら
百
万
円
ぐ
ら

い
と
い
う
感
覚
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

そ
う
い
う
遊
び
が
で
き
る
客
と
い
う
の

は
、
武
士
の
中
で
も
身
分
が
高
い
大
名

ク
ラ
ス
で
す
。
例
え
ば
仙
台
の
伊
達
公

と
江
戸
・
吉
原
の
高
尾
太
夫
と
の
つ
き

合
い
が
有
名
で
す
。
茶
屋
や
遊
廓
は
な

か
な
か
庶
民
に
手
が
届
く
も
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
。

町
人
と
い
っ
て
も
紀
文
（
紀
伊
国
屋

文
左
衛
門
）
や
奈
良
屋
（
奈
良
屋
茂
左

衛
門
）
と
い
っ
た
元
禄
時
代
の
豪
商
の

大
尽
遊
び
で
す
と
、
例
え
ば
、
遊
廓
中

の
そ
ば
屋
を
買
い
切
っ
て
友
人
だ
け
に

振
舞
っ
た
と
か
、
巨
大
な
饅
頭
を
作
っ

た
と
こ
ろ
階
段
が
邪
魔
に
な
っ
て
運
び

入
れ
ら
れ
な
い
た
め
、
階
段
を
壊
し
て

中
に
入
れ
、
ま
た
そ
の
階
段
を
修
復
し

た
と
か
、
と
ん
で
も
な
い
エ
ピ
ソ
ー
ド

が
残
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
は
多
分
、

粋
な
客
の
お
金
の
使
い
方
の
例
と
い
う

よ
り
は
、
度
を
越
し
た
大
尽
の
酔
狂
と

し
て
後
世
に
語
り
継
が
れ
た
の
だ
と
は

思
い
ま
す
が
。

粋
な
客
と
い
う
の
は
、
客
の
側
も
芸

事
を
た
し
な
ん
で
い
た
人
で
し
ょ
う
。

客
の
方
も
、
常
識
、
教
養
の
な
い
人
は

遊
廓
の
客
に
は
な
り
得
ま
せ
ん
で
し
た
。

遊
廓
は
俳
諧
の
連
が
集
う
場
所
と
し
て

も
利
用
さ
れ
、
遊
女
も
交
え
な
が
ら
連

歌
を
ま
く
と
い
う
こ
と
も
行
わ
れ
ま
し

た
。
で
す
か
ら
茶
屋
遊
び
は
客
も
和
歌

を
詠
ん
だ
り
、
遊
女
の
三
味
線
に
合
わ

せ
て
歌
っ
た
り
す
る
参
加
型
の
サ
ロ
ン

だ
っ
た
と
捉
え
て
も
ら
え
ば
い
い
で
し

ょ
う
。

【
俳
諧
の
連
】

連
は
「
仲
間
、
連
中
」
を
表
す
が
、

俳
諧
で
は
連
歌
（
れ
ん
が
）
と
い
う
も
の
が
あ
る
。

個
人
で
つ
く
る
和
歌
と
は
別
に
、
連
を
組
ん
で
、
上

の
句
と
下
の
句
と
を
交
互
に
詠
み
合
い
連
ね
る
長
連

歌
、
い
わ
ゆ
る
和
歌
の
グ
ル
ー
プ
創
作
を
行
っ
た
。

最
後
の
幇
間
と
言
わ
れ
た
桜
川
忠
一

さ
ん
の
書
か
れ
た
も
の
を
見
ま
す
と
、

明
治
、
大
正
の
こ
ろ
は
ま
だ
一
緒
に
遊

べ
る
客
が
い
た
そ
う
で
す
が
、
昭
和
に

入
る
と
遊
芸
よ
り
も
い
き
な
り
色
事
を

要
求
す
る
野
暮
な
客
が
増
え
、
幇
間
も

京都は祇園、夜の花
見小路。遠くの座敷
に呼ばれたのか、置
屋にはタクシーがひ
っきりなしに芸妓さ
んを迎えに来る。

下：置屋の玄関には
芸妓の表札が並ぶ。
周辺のバーが同じよ
うにホステスさんの
名前を連ねているの
は、ご愛敬。
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す
。
お
金
を
積
ま
れ
た
ら
会
わ
な
い
わ

け
に
は
い
か
な
い
け
れ
ど
、「
俺
は
こ

ん
な
に
お
金
が
あ
る
」
と
威
張
り
散
ら

す
客
は
野
暮
だ
と
思
わ
れ
た
。
権
力
を

誇
示
す
る
タ
イ
プ
も
嫌
わ
れ
ま
す
ね
。

遊
廓
は
「
客
で
あ
れ
ば
、
町
人
で
も
侍

で
も
対
等
」
が
タ
テ
マ
エ
で
す
か
ら
。

か
と
い
っ
て
、
感
情
が
通
っ
て
い
れ

ば
よ
い
か
と
い
う
と
、
こ
れ
も
ち
ょ
っ

と
違
っ
て
い
て
、「
本
当
の
恋
で
は
な

く
、
遊
び
な
の
だ
」
と
い
う
距
離
感
を

持
っ
て
い
る
客
が
粋
と
さ
れ
ま
し
た
。

で
す
か
ら
、
こ
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
難
し

い
の
で
す
が
、
し
ょ
せ
ん
「
遊
び
」
で

す
か
ら
「
本
気
」
で
惚
れ
て
は
い
け
な

い
わ
け
で
す
。
本
気
で
遊
女
に
惚
れ
る

客
は
野
暮
に
な
っ
て
し
ま
う
。

遊
廓
に
は
独
身
男
性
も
通
い
ま
し
た

が
、
社
会
的
に
安
定
し
た
妻
子
あ
る
男

性
が
客
と
し
て
や
っ
て
来
た
場
合
、
遊

廓
の
外
に
日
常
生
活
が
あ
り
、
生
活
と

は
切
れ
た
所
に
遊
び
に
来
る
と
い
う
こ

と
が
約
束
事
で
す
の
で
、
本
気
で
好
き

に
な
っ
て
心
中
す
る
の
は
野
暮
の
骨
頂

だ
と
見
な
さ
れ
ま
す
。
ま
さ
に
、
近
代

の
恋
愛
観
と
は
正
反
対
で
す
。

遊
女
は
い
ろ
い
ろ
な
客
に
平
等
に
夢

を
与
え
て
こ
そ
の
遊
女
で
あ
っ
て
、
客

が
特
定
の
遊
女
に
本
気
で
惚
れ
る
の
も

野
暮
だ
し
、
遊
女
が
特
定
の
客
に
本
気

で
惚
れ
る
の
も
、
近
代
の
恋
愛
感
覚
か

ら
す
る
と
悲
し
い
こ
と
か
も
し
れ
ま
せ

ん
が
、
野
暮
な
こ
と
に
な
り
ま
す
。
遊

廓
で
の
遊
び
は
、
現
実
か
ら
遊
離
し
て

い
る
か
ら
こ
そ
「
い
き
」
で
面
白
か
っ

た
。『
い
き
の
構
造
』
を
著
し
た
九
鬼

周
三
の
い
う
「
い
き
」
は
そ
う
い
う
こ

と
で
す
。
遊
女
と
仮
の
夫
婦
盃
を
か
わ

す
と
こ
ろ
か
ら
見
て
も
、
別
世
界
の
よ

う
で
す
。
遊
女
も
参
加
す
る
客
も
、
限

ら
れ
た
時
間
の
中
で
し
ば
し
現
実
を
忘

れ
何
か
を
演
じ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。

と
は
言
う
も
の
の
、
遊
女
に
も
「
間ま

夫ぶ

」
と
呼
ば
れ
る
恋
人
は
い
て
、
代
金

な
色
事
を
結
婚
生
活
に
結
び
つ
く
恋
愛

と
し
て
と
ら
え
直
し
、
遊
女
を
奥
さ
ん

に
し
た
わ
け
で
す
。
近
代
的
な
お
客
像

の
嚆
矢
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。

一
方
で
、
明
治
に
な
っ
た
か
ら
と
い

っ
て
す
べ
て
の
客
が
そ
う
い
う
わ
け
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
例
え
ば
永
井
荷
風

か

ふ

う

。

彼
の
生
き
た
時
代
は
、
太
夫
と
遊
ぶ
時

代
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
玉
の
井
な

ど
の
下
級
娼
婦
や
芸
者
さ
ん
を
相
手
に

し
て
い
ま
し
た
。
荷
風
は
結
婚
が
長
続

き
せ
ず
、
い
ろ
い
ろ
な
女
性
と
つ
き
あ

い
ま
し
た
。
そ
の
こ
ろ
の
遊
廓
で
は
、

い
ろ
い
ろ
な
女
性
と
つ
き
あ
っ
て
は
い

け
な
い
と
い
う
規
制
は
、
も
う
外
れ
て

し
ま
っ
て
い
ま
す
。
逍
遙
と
は
対
称
的

に
、
色
事
的
な
男
で
す
ね
。
荷
風
は

『
墨
東
奇
譚

ぼ
く
と
う
き
た
ん

』
で
、
本
気
で
好
き
に
な

っ
た
お
雪
さ
ん
か
ら
離
れ
て
い
く
話
を

残
し
た
り
、
典
型
的
な
色
事
文
化
を
書

い
た
人
で
す
。

明
治
以
降
、
赤
線
、
青
線
が
廃
止
さ

れ
る
１
９
５
６
年
ま
で
は
、
色
事
と
近

代
的
恋
愛
観
の
両
方
が
共
存
し
て
い
た

形
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

遊
の
機
能
分
化

遊
女
の
「
遊
」
は
、「
芸
能
」
と
い

う
意
味
で
し
た
が
、
贅
沢
な
遊
び
は
質

を
保
つ
の
が
難
し
い
。
こ
の
た
め
、
元

禄
が
終
わ
り
豪
商
も
没
落
す
る
と
、
遊

び
を
楽
し
め
る
余
裕
の
あ
る
お
客
さ
ん

も
だ
ん
だ
ん
と
い
な
く
な
り
ま
す
。

遊
女
は
、
大
人
に
な
っ
て
か
ら
売
ら

れ
る
場
合
も
あ
り
ま
し
た
が
、
見
習
い

を
兼
ね
て
７
〜
８
歳
こ
ろ
か
ら
「
禿

か
む
ろ

」

と
し
て
働
く
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
見

込
み
が
あ
れ
ば
、
芸
を
身
に
つ
け
る
た

め
の
英
才
教
育
を
受
け
さ
せ
ら
れ
ま
し

た
が
、
太
夫
に
な
る
の
は
百
人
に
一
人

と
言
わ
れ
て
い
ま
し
た
か
ら
、
遊
女
屋

に
と
っ
て
は
割
の
悪
い
投
資
で
す
。
し

た
が
っ
て
、
裕
福
な
お
客
さ
ん
が
少
な

く
な
り
投
資
体
力
が
落
ち
て
く
る
と
、

遊
女
の
質
も
下
が
っ
て
く
る
。
そ
し
て
、

客
も
そ
の
よ
う
な
芸
を
遊
女
に
期
待
し

な
く
な
る
と
い
う
悪
循
環
が
起
き
ま
す
。

結
局
、
宝
暦
の
こ
ろ
（
１
７
５
０
年
こ

ろ
）
か
ら
、
太
夫
が
い
な
く
な
っ
て
し

ま
い
、
だ
ん
だ
ん
遊
女
は
売
春
婦
に
近

く
な
っ
て
い
き
ま
す
。

一
方
、
客
の
ほ
う
に
は
、
お
茶
屋
遊

び
を
し
た
い
と
い
う
欲
求
が
依
然
と
し

て
あ
っ
た
。
そ
こ
で
遊
女
と
は
一
線
を

画
し
た
「
芸
者
」
が
登
場
す
る
わ
け
で

す
。
遊
女
が
担
え
な
く
な
っ
た
芸
を
、

芸
者
が
代
わ
り
に
引
き
継
ぐ
と
い
う
流

れ
で
す
。
し
か
し
芸
者
は
あ
く
ま
で
も

「
芸
」
者
で
す
か
ら
、
お
座
敷
に
出
て

芸
は
見
せ
る
け
れ
ど
も
、
身
は
売
ら
な

い
。
も
し
体
を
売
っ
て
し
ま
う
と
、
遊

女
の
テ
リ
ト
リ
ー
を
侵
し
て
し
ま
い
ま

す
。
芸
者
は
芸
を
売
り
、
遊
女
は
体
を

売
る
と
い
う
、
異
な
る
役
割
分
担
で
共

存
し
、
遊
廓
文
化
を
支
え
て
い
く
時
代

が
江
戸
時
代
の
中
期
以
降
は
続
き
ま
す
。

明
治
に
な
る
と
、
遊
女
の
存
在
自
体

は
遊
女
持
ち
で
会
っ
た
り
し
て
い
ま
し

た
。
代
金
は
遊
女
持
ち
と
い
う
こ
と
は
、

楼
主
に
対
し
て
借
金
が
増
え
年
季
が
明

け
る
の
が
遠
の
く
こ
と
で
も
あ
り
ま
し

た
。
近
松
門
左
衛
門
は
遊
女
と
間
夫
が

本
気
に
な
っ
て
心
中
に
至
っ
た
り
す
る

こ
と
を
好
意
的
に
捉
え
ま
し
た
が
、
井

原
西
鶴
は
プ
ロ
意
識
に
欠
け
る
と
い
う

意
味
で
嫌
い
ま
し
た
ね
。
い
ず
れ
に
し

て
も
客
が
身
請
け
し
て
遊
女
を
妻
に
す

る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
か
ら
、
本
気
の

恋
が
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
わ
け
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。

色
事
と
恋
愛

明
治
時
代
に
な
る
と
、
色
事
の
世
界

も
変
わ
っ
て
き
ま
す
。
坪
内
逍
遙

し
ょ
う
よ
う

は
近

代
的
な
恋
愛
観
を
持
っ
て
お
り
、
根
津

の
遊
女
と
仲
良
く
な
っ
て
「
好
き
に
な

っ
た
か
ら
に
は
色
事
で
済
ま
し
て
は
い

け
な
い
」
と
結
婚
し
ま
す
。
非
日
常
的

現存する唯一の揚屋建築として、重要文化財に指定さ
れている角屋（すみや）。江戸幕府公認の花街として
栄えた島原（現、京都市下京区西新屋敷揚屋町）で
「角屋もてなしの美術館」として1998年から公開され
ている。

43畳の大座敷「松の間」から（写真左）「臥龍松（が
りょうのまつ）」が見られる庭には（写真上）、曲木亭、
清隠斎茶席、囲いの茶席と、３つも茶室がある。揚屋
にとって「茶の湯」がもてなしのツールとして大きな
意味を持っていたことが、実感できるエピソードだ。

『守貞漫稿』では、揚屋を「客をもてなすを業とする
也」と定義している。その条件は３つ。大きな広間を
持つこと、その広間に面して庭があり、茶室を持つこ
と、そして寺の庫裏に似た大きな台所を持つこと。台
所は50畳、隣接する配膳室も50畳の規模は、他に類を
見ない。

1600年代前半、通称六条三筋町は大いに繁盛した花街
だったが、寛永18年（1641）朱雀野（島原の地。現、
西新屋敷）への移転命令が出る。その命令があまりに
も急で、住民の狼狽ぶりがひどかったため、当時の島
原の乱になぞらえて「島原」と呼ばれるようになった
のが名の謂われ。しかし京の中心部からは徒歩で1時
間半もかかるという地の利の悪さゆえ、他の揚屋、置
屋は相次いで祇園へ移転した。ところが、敷地700坪、
建物500坪という破格の規模を誇る角屋は、移転する
ことままならず、置屋である輪違屋（わちがいや）と
ともに島原に残ることになり、幕末には勤皇の志士後
の、維新の元勲の多くが利用したという。
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を
女
性
差
別
と
見
な
す
、
近
代
的
な
売

春
否
定
の
議
論
が
出
て
き
ま
す
。
そ
こ

で
、
遊
廓
で
芸
を
見
る
よ
り
は
、
芸
者

が
い
る
所
で
芸
を
見
る
と
い
う
こ
と
が

始
ま
り
ま
す
。
東
京
の
新
橋
や
柳
橋
は
、

そ
の
よ
う
に
発
展
し
た
芸
者
専
門
の
街

で
す
。

変
わ
る
遊
び
の
意
味

芸
能
か
ら
芸
術
へ

遊
び
と
し
て
遊
廓
で
享
受
さ
れ
て
き

た
「
芸
能
」
が
、
近
代
に
な
る
と
「
芸

術
」
と
な
り
「
文
化
」
に
な
り
ま
す
。

俳
句
が
つ
く
り
た
け
れ
ば
、
俳
句
ク
ラ

ブ
に
行
く
で
し
ょ
う
し
、
茶
道
を
し
た

け
れ
ば
、
遊
廓
で
は
な
い
所
で
お
茶
の

稽
古
に
行
く
。
遊
廓
に
存
在
し
た
芸
能

活
動
が
、「
遊
女
は
売
春
婦
だ
」
と
い

う
近
代
的
な
女
性
観
の
台
頭
と
並
行
し

て
、
遊
廓
か
ら
引
き
上
げ
ら
れ
別
の
空

間
に
移
行
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

し
た
が
っ
て
近
代
的
な
感
覚
で
は
、

茶
道
、
華
道
、
歌
舞
音
曲
な
ど
を
「
遊

芸
」
で
は
な
く
「
芸
術
」
と
捉
え
る
よ

う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
本
来
は
遊
廓
の

座
敷
が
劇
場
で
あ
り
、
文
化
サ
ロ
ン
で

あ
っ
た
も
の
が
、
劇
場
や
茶
室
な
ど
、

遊
廓
と
は
独
立
し
た
施
設
が
設
け
ら
れ

る
よ
う
に
な
る
。
芸
者
も
、
歌
舞
練
場

と
い
う
、
そ
の
た
め
の
施
設
で
芸
を
見

せ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
芸
者
さ
ん
は

今
で
も
お
座
敷
で
芸
を
見
せ
ま
す
が
、

東
京
な
ら
ば
新
橋
演
舞
場
な
ど
で
芸
を

見
せ
る
の
が
晴
れ
舞
台
と
い
う
こ
と
に

な
り
ま
す
。
そ
う
い
う
場
所
で
は
、
客

遊ぶ芸から見る芸へ

り
、
高
度
な
芸
能
を
多
く
の
市
民
が
平

等
に
享
受
す
べ
き
だ
と
言
わ
れ
れ
ば
、

大
き
な
劇
場
で
収
支
を
合
わ
せ
る
と
い

う
発
想
も
必
要
に
な
っ
て
く
る
の
で
し

ょ
う
。

参
加
す
る
と
は
？
　

遊
び
を
め
ぐ
る
主
客
関
係

―
―
　
た
だ
、
遊
び
と
飲
食
が
一
緒
に

行
わ
れ
る
例
と
し
て
、
現
在
で
も
デ
ィ

ナ
ー
シ
ョ
ー
な
ど
が
あ
り
ま
す
ね
。
し

か
し
、
こ
れ
は
見
て
い
る
だ
け
で
参
加

を
要
求
さ
れ
ま
せ
ん
。
遊
廓
の
よ
う
に
、

互
い
に
う
ま
く
関
わ
ら
な
い
と
遊
び
が

成
立
し
な
い
と
い
う
楽
し
み
が
、
失
わ

れ
て
き
て
い
る
気
が
し
ま
す
が
。

遊
廓
と
い
う
の
は
ま
さ
に
サ
ロ
ン
で

し
て
、
少
な
い
け
れ
ど
見
る
目
の
厳
し

い
観
客
が
同
じ
平
面
に
た
く
さ
ん
い
て
、

お
互
い
が
パ
フ
ォ
ー
マ
ー
で
あ
り
、
逆

に
観
客
に
な
り
と
い
う
よ
う
に
、
役
割

が
自
在
に
転
換
し
ま
す
。

15
年
ほ
ど
前
に
、
片
岡
孝
夫
さ
ん

（
現
・
十
五
代
目
片
岡
仁
左
右
衛
門
）

が
こ
ん
な
こ
と
を
言
っ
て
お
ら
れ
ま
し

た
。
昔
は
、
舞
妓
さ
ん
や
芸
妓
さ
ん
が

観
に
来
る
と
き
が
一
番
怖
か
っ
た
と
。

で
も
最
近
は
そ
う
で
も
な
い
。
な
ぜ
な

ら
、
彼
女
た
ち
が
か
つ
て
ほ
ど
芸
を
理

解
し
な
く
な
り
、
同
じ
芸
事
に
励
む
者

と
し
て
の
厳
し
い
目
が
、
少
な
く
な
っ

て
し
ま
っ
た
と
い
う
の
で
す
。

―
―
　
「
匿
名
の
客
と
し
て
見
る
」
こ

と
が
ど
ん
ど
ん
膨
ら
み
、
逆
に
、「
サ

ロ
ン
と
し
て
参
加
す
る
」
こ
と
は
ど
ん

ど
ん
少
な
く
な
っ
て
い
ま
す
が
。

昔
の
旦
那
衆
は
、
遊
廓
に
通
う
た
め

に
お
稽
古
事
を
す
る
と
い
う
余
裕
が
あ

り
ま
し
た
が
、
今
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
に

は
金
銭
の
問
題
だ
け
で
な
く
、
時
間
的

余
裕
も
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。
ラ
イ
フ

ス
タ
イ
ル
も
違
い
ま
す
し
、
仕
事
が
忙

し
す
ぎ
る
。
中
高
年
か
ら
壮
年
の
年
代

が
、
サ
ロ
ン
を
つ
く
る
こ
と
自
体
、
難

し
い
。
で
は
定
年
後
の
老
人
ク
ラ
ブ
で

よ
い
の
か
と
い
う
と
、
そ
れ
も
ち
ょ
っ

と
寂
し
い
。
サ
ロ
ン
は
文
化
を
つ
く
っ

て
き
た
わ
け
で
す
か
ら
、
働
き
盛
り
の

人
が
、
社
会
の
仕
事
も
し
て
、
お
稽
古

事
も
で
き
る
く
ら
い
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ

ル
に
日
本
社
会
が
変
わ
っ
て
い
け
ば
よ

い
の
で
す
が
。

遊
女
の
芸
能
は
、
歴
史
の
表
面
か
ら

忘
れ
ら
れ
が
ち
で
す
が
、
今
の
よ
う
に

「
歴
史
に
残
そ
う
」
な
ど
と
い
う
気
持

ち
が
な
か
っ
た
か
ら
こ
そ
、
一
瞬
の
輝

き
と
い
う
の
が
あ
っ
た
。
そ
れ
こ
そ
が

粋
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
ね
。

そ
う
い
う
意
味
で
は
、「
一
瞬
」
と
い

う
場
が
少
な
く
な
っ
た
現
代
は
、
粋
に

な
れ
る
場
が
少
な
く
な
っ
た
と
い
う
こ

と
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

は
芸
に
特
化
し
て
鑑
賞
す
る
の
で
す
。

遊
廓
の
場
合
は
客
の
負
担
額
も
多
く
、

そ
こ
に
揚
が
る
時
点
で
客
側
に
マ
ナ
ー

が
備
わ
っ
て
い
る
と
い
う
、
一
種
の
社

会
的
選
別
が
機
能
し
て
い
た
の
で
す
が
、

劇
場
で
は
匿
名
の
観
客
を
受
け
止
め
ね

ば
な
ら
な
い
。
飲
食
と
芸
は
遊
び
の
空

間
で
は
一
緒
に
な
っ
て
い
ま
し
た
が
、

近
代
的
な
芸
術
空
間
で
は
別
の
も
の
に

な
っ
て
い
き
ま
す
。
近
代
劇
場
で
一
度

に
大
勢
の
人
間
に
芸
を
見
せ
る
と
き
、

モ
ラ
ル
を
守
り
な
が
ら
飲
食
を
す
る
と

い
う
の
は
難
し
い
か
ら
で
す
。

や
は
り
大
衆
化
と
い
う
こ
と
が
大
き

い
で
し
ょ
う
ね
。
遊
廓
の
よ
う
な
緊
密

な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
と
れ
る
芸

能
空
間
と
い
う
の
は
小
規
模
で
な
い
と

い
け
な
い
。
し
か
し
、
四
民
平
等
に
な
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「遊ぶお茶」は
現代の「講」

群馬県中之条町に、「上州白久保のお茶講」と呼ば

れる国の重要無形民族文化財の指定を受けた茶会が伝

わっている。茶会と聞くと、「茶道」の堅苦しさを想

像するかもしれない。しかし、こちらは天神様の神事

で、「闘茶」を庶民的にアレンジした大変楽しい集ま

り。引き込まれて童心に帰る内、和やかな気分が生ま

れる「庶民の茶」は、現代の「講」づくりに活かすこ

とができそうだ。

第九回水の文化楽習実践取材

闘茶の神事を伝えるお茶講保存会　群馬県中之条町

「
講
」
江
戸
時
代
の

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
組
織

江
戸
時
代
、
日
本
中
に
「
講
」
と
い

う
組
織
が
無
数
に
存
在
し
た
。
講
は

「
村
の
中
で
共
通
の
志
を
持
つ
仲
間
」

と
い
う
意
味
で
、
い
わ
ば
現
代
で
い
う

サ
ー
ク
ル
の
よ
う
な
集
ま
り
を
想
像
す

れ
ば
よ
い
だ
ろ
う
。「
村
組
織
と
し
て

の
講
」「
信
仰
組
織
と
し
て
の
講
」「
経

済
組
織
と
し
て
の
講
」
の
お
お
よ
そ
三

つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

村
組
織
の
講
は
、
そ
の
村
の
戸
主
の

集
ま
り
で
、
実
質
的
な
村
寄
合
と
し
て

機
能
し
、
村
の
祭
祀
や
水
利
の
運
営
に

当
た
っ
て
い
た
。
信
仰
組
織
と
し
て
の

講
は
、
山
の
神
講
、
水
神
講
、
庚
申
講

な
ど
村
内
の
鎮
守
を
中
心
と
し
た
講
、

さ
ら
に
は
、
伊
勢
講
、
身
延
講
、
大
山

講
な
ど
村
外
の
寺
社
信
仰
の
講
が
あ
っ

た
。
こ
の
講
に
は
、
他
国
を
巡
回
し
て

い
る
「
御
師

お
ん
し

」
と
言
わ
れ
る
参
詣
や
信

仰
へ
の
世
話
役
が
お
り
、
御
師
は
参
詣

へ
の
旅
行
代
理
店
業
務
も
こ
な
し
て
い

た
。
経
済
組
織
と
し
て
の
講
は
、
頼
母

子
講
や
無
尽
講
な
ど
、
仲
間
内
で
の
資

金
の
積
み
立
て
・
融
通
を
行
う
現
在
の

信
用
金
庫
や
信
用
組
合
、
あ
る
い
は
商

家
の
エ
ビ
ス
講
と
呼
ば
れ
る
、
同
業
者

組
合
が
存
在
し
た
。

江
戸
時
代
に
は
、
居
住
地
、
あ
る
い

は
地
域
を
越
え
て
、
講
の
形
を
取
っ
て

い
ろ
い
ろ
な
共
助
の
仲
間
が
つ
く
ら
れ
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「遊ぶお茶」は現代の「講」

て
い
た
。

今
回
紹
介
す
る
「
お
茶
講
」
は
、
茶

を
種
に
集
ま
る
講
で
あ
る
。
し
か
し
、

茶
は
茶
で
も
「
闘
茶
」。
こ
の
闘
茶
が

群
馬
県
の
中
之
条
町
に
残
っ
て
い
る
。

闘
茶
の
里

お
茶
が
日
本
に
い
つ
頃
伝
わ
っ
た
か

は
諸
説
あ
る
が
、
平
安
時
代
に
は
す
で

に
貴
族
や
僧
の
間
で
飲
ま
れ
て
い
た
ら

し
い
。
さ
ら
に
鎌
倉
時
代
に
は
禅
宗
の

僧
、
栄
西

よ
う
さ
い

が
抹
茶
を
持
ち
込
ん
で
い
る
。

栄
西
は
『
喫
茶
養
生
記
』
を
著
し
、
そ

の
茶
は
、
禅
の
修
業
に
役
立
つ
薬
用
の

意
味
合
い
が
強
か
っ
た
と
い
う
。
し
か

し
、
当
時
そ
の
茶
を
受
容
し
た
武
士
た

ち
は
、
後
に
「
茶
寄
合
」
と
呼
ば
れ
た

遊
び
の
場
を
生
み
出
し
た
。

茶
寄
合
と
は
、
多
数
の
武
士
が
集
ま

り
、
囲
碁
、
双
六
、
連
歌
、
そ
し
て

「
闘
茶
」
で
遊
ん
だ
寄
り
合
い
の
こ
と
。

闘
茶
と
は
、
茶
を
飲
み
合
い
、
そ
れ
が

茶
で
あ
る
か
な
い
か
、
あ
る
い
は
、
茶

の
質
や
水
質
な
ど
を
当
て
て
競
う
も
の

で
、
後
に
は
ギ
ャ
ン
ブ
ル
の
よ
う
な
闘

茶
も
生
ま
れ
た
ら
し
い
。
室
町
時
代
に

活
躍
し
た
婆
娑
羅
大
名
・
佐
々
木
道
誉

は
盛
大
な
闘
茶
の
宴
を
催
し
、
京
の
都

に
は
闘
茶
が
大
流
行
し
た
。
こ
の
様
は
、

「
太
平
記
」
に
も
取
り
上
げ
ら
れ
、
鎌

倉
で
始
ま
っ
た
遊
び
が
京
で
流
行
し
た

こ
と
を
苦
々
し
げ
に
描
い
て
い
る
。

武
士
と
い
っ
て
も
江
戸
時
代
の
官
僚

化
さ
れ
た
武
士
と
違
い
、
普
段
は
在
郷

の
領
主
で
あ
る
。
そ
の
武
士
の
間
で
流

行
っ
た
社
交
の
場
が
、
茶
寄
合
で
あ
り

闘
茶
な
の
だ
ろ
う
。

神
事
と
し
て
残
る

そ
の
闘
茶
が
、
ど
の
よ
う
な
経
緯
を

辿
っ
た
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
群
馬
県

の
吾
妻
地
方
の
い
く
つ
か
の
集
落
に
伝

わ
っ
た
。
そ
し
て
、
現
在
も
は
っ
き
り

と
残
っ
て
い
る
の
が
白
久
保
集
落
で
あ

る
。
こ
こ
で
は
闘
茶
が
、「
お
茶
講
」

と
い
う
神
事
と
し
て
残
っ
て
い
る
。

白
久
保
集
落
に
は
、
１
７
９
９
年

（
寛
政
11
）
に
開
か
れ
た
際
に
記
録
さ

れ
た
「
御
茶
香
覚
帳
」
が
残
さ
れ
て
い

た
。
こ
れ
を
当
時
の
宗
門
人
別
帳
と
照

合
し
、
墓
石
の
苔
を
落
と
し
て
参
加
者

の
素
性
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
苦
労

の
末
、
国
の
重
要
無
形
民
族
文
化
財
の

指
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
。

紙
が
貴
重
品
だ
っ
た
時
代
の
た
め
、
襖

の
下
貼
り
な
ど
に
使
わ
れ
、
ほ
か
に
は

１
冊
も
残
っ
て
い
な
い
「
御
茶
香
覚
帳
」

が
残
っ
て
い
た
の
は
、
奇
跡
と
い
う
ほ

か
は
な
い
。

白
久
保
集
落
の
北
側
に
天
神
様
が
祀

ら
れ
て
お
り
、
２
月
24
日
が
天
神
様
の

宵
祭
り
に
当
た
る
こ
と
か
ら
、
年
に
１

回
の
開
催
だ
と
い
う
。
し
か
し
、
い
つ

か
ら
天
神
様
の
神
事
と
結
び
つ
い
た
か

と
い
う
経
緯
は
、
わ
か
っ
て
い
な
い
。

上と右：白久保お茶講保存
会が管理するお茶講の家。
左：寛政11年のお茶講の記
録「御茶香覚帳」が、重要
無形文化財に指定される決
め手となった。
下：体験コースで参加者多
数の際は、町立の蕎麦打ち
教室の２階が会場になる。
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お
茶
講
に
参
加
し
て
み
た

「
白
久
保
お
茶
講
保
存
会
」
の
山
田

藤
吉
さ
ん
か
ら
「
説
明
を
聞
い
て
も
わ

か
ら
な
い
だ
ろ
う
し
、
そ
ば
で
見
て
い

る
だ
け
で
も
わ
か
り
ま
せ
ん
よ
。
ま
ず

は
参
加
し
て
み
て
く
だ
さ
い
」
と
奨
め

ら
れ
た
。

現
在
で
は
保
存
活
動
の
一
環
と
し
て
、

人
数
が
あ
る
程
度
ま
と
ま
れ
ば
一
般
の

人
も
こ
の
お
茶
講
を
体
験
で
き
る
よ
う

に
な
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
女
性
も
Ｏ

Ｋ
。
そ
こ
で
、
編
集
部
も
こ
の
お
茶
講

を
実
際
に
体
験
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
。

２
０
０
３
年
12
月
。
こ
の
日
は
諸
事

情
で
お
茶
講
の
家
で
は
な
く
、
近
く
の

町
営
施
設
の
大
広
間
を
使
い
お
茶
講
が

開
か
れ
た
。
昼
過
ぎ
に
う
か
が
う
と
す

で
に
お
茶
の
包
み
は
整
え
ら
れ
て
お
り
、

大
広
間
の
壁
に
は
天
神
様
の
掛
け
軸
が

掛
け
ら
れ
て
い
た
。
前
日
に
行
う
お
茶

の
調
合
は
、
最
低
で
も
２
時
間
か
か
る

そ
う
だ
。

こ
の
日
申
し
込
ん
で
い
た
の
は
、
会

社
の
慰
安
旅
行
の
団
体
。
我
々
編
集
部

も
便
乗
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
総
勢
23
名

の
お
茶
講
が
始
ま
っ
た
。
部
屋
に
は
23

枚
の
座
布
団
が
コ
の
字
型
に
並
べ
ら
れ
、

座
布
団
の
前
に
は
湯
飲
み
、
ポ
ケ
ッ
ト

テ
ィ
ッ
シ
ュ
、
お
茶
講
紹
介
の
し
お
り
、

そ
し
て
「
花
」
と
か
「
鳥
」
と
か
書
か

れ
て
い
る
サ
サ
ラ
紙
が
置
か
れ
て
い
る
。

天
神
様
の
掛
け
軸
を
背
に
し
て
山
田
さ

ん
が
座
り
、
中
央
の
囲
炉
裏
を
模
し
た

火
鉢
に
は
大
き
な
鉄
瓶
に
湯
が
沸
か
さ

れ
て
い
る
。
山
田
さ
ん
の
「
○
○
さ
ん

は
花
の
席
へ
、
○
○
さ
ん
は
鳥
の
席
へ
」

と
い
う
声
に
導
か
れ
、
全
員
が
着
席
。

山
田
さ
ん
は
こ
の
日
の
記
録
係
で
あ

る
「
勝
」
と
配
当
品
で
あ
る
菓
子
の
数

を
計
算
す
る
そ
ろ
ば
ん
係
「
叶
」
を
兼

任
し
、
座
を
仕
切
る
。
そ
の
山
田
さ
ん

の
挨
拶
の
後
、
囲
炉
裏
代
わ
り
の
火
鉢

と
座
敷
が
塩
で
清
め
ら
れ
た
。
そ
し
て
、

天
神
様
の
お
茶
が
点
て
ら
れ
、
掛
け
軸

の
前
に
供
え
ら
れ
る
。
参
加
者
全
員
、

一
礼
二
拍
。
山
田
さ
ん
曰
く
「
お
茶
講

に
は
作
法
が
あ
り
ま
せ
ん
。
固
く
な
ら

な
い
で
い
い
で
す
よ
。
気
楽
な
お
茶
で

す
か
ら
ね
。
足
も
崩
し
て
、
楽
し
ん
で

い
っ
て
く
だ
さ
い
」

ま
ず
天
神
様
に
供
え
ら
れ
た
お
茶
が
、

出
さ
れ
る
。
大
き
な
片
口
に
半
紙
で
包

ん
だ
粉
茶
が
あ
け
ら
れ
、
鉄
瓶
か
ら
お

湯
が
注
が
れ
る
と
、
勢
い
よ
く
菜
箸
で

か
き
混
ぜ
る
。
何
と
も
豪
快
な
お
点
前

だ
。
片
口
で
点
て
た
お
茶
を
土
瓶
に
移

し
、
お
茶
坊
主
が
回
っ
て
き
て
各
自
の

前
に
用
意
さ
れ
た
ぐ
い
飲
み
に
注
い
で

く
れ
る
。
こ
の
茶
は
客
の
お
茶
と
同
じ

も
の
。
し
か
し
こ
の
時
点
で
は
覚
え
な

く
と
も
よ
い
。

本
来
は
茶
道
と
同
じ
で
回
し
飲
み
を

す
る
の
だ
が
、
昨
今
の
衛
生
感
を
考
え

て
体
験
会
の
場
合
は
ぐ
い
飲
み
が
用
意

さ
れ
る
。
所
々
に
大
き
な
湯
飲
み
が
置

か
れ
て
い
る
の
は
、
味
わ
っ
た
後
に
余

お茶講のすすめ方-1

1

2

3

4

5

6

1半紙に包まれたお茶を、順不同で並べる。

23お茶講連名帳の準備、参加者には、このときだけの呼
び名がつけられる。

45ササラ紙を折って、答えた番号の覚えとする。

6天神様に一礼二拍。

１．まずお茶の準備。チンピ（みかんの皮を
干したもの）、甘茶、煎茶を焙烙で炒って茶
臼で挽き、４種類のお茶を調合する。一の茶、
二の茶、三の茶と客の茶の４種類で、天神様
に捧げる茶は客の茶と同じもので、合計５服
のお茶をつくる。５服のお茶は、とよみと呼
ばれる見本茶と本茶の２組用意し半紙で包む。
とよみは外側に茶名を書き、本茶は途中でわ
からないように、半紙に切り込みを入れて茶
名を書いたら畳んでおく。お茶の包みは、天
神様の画幅を掛けた床に供えられる。

用意が整うと、お茶坊主が囲炉裏とお座敷を
塩で清め、天神様の掛け軸にお茶を供え、全
員で一礼二拍して拝む。

さらに、灯籠、連名帳、ササラ紙をつくる。

これらの準備には、当日の午後から各戸一人
づつが出役する。準備が済むと一旦帰宅。夕
食を済ませてから、子供たちを引き連れ、お
茶講が行われる家に集まる。

かつて開催場所は各戸持ち回りで、お茶講が
行われる場所は「宿」と呼ばれた。１９８６
年には「お茶講の家」が作られ、以来ここで
開かれている。参加できるのは男性で、女性
は厄年の13歳になると座敷に入ることすら許
されなかった。基本的には村人の参加となる。

２．お茶講が始まる前に、子供たちが天神様
の参道からお茶講の家までの辻に火を灯した
灯籠を並べ、天神様を導く。

３．座敷に全員が集まると、組長の進行で開
始。書記係が参加者全員の名前を「お茶講連
名帳」に記帳し、「呼び名」の書かれたササ
ラ紙が個々の参加者に渡される。この呼び名
は、お茶講で使われる名前で「花、鳥、風、
月、龍、虎、梅、竹、金、銀、米、銭、鶴、
亀、松、桜、籾、稗、大豆、小豆、大麦、小
麦、蕎麦、大根、榊、繭、生糸、粟、黍、朝
鮮稗、柿、桃、梨、桑、杉、白菜、牛蒡、人
参、葱、蒟蒻、玉蜀黍、玉葱、唐辛、いんげ
ん、玉葱、栗、茄蕪、茄子、瓜、トマト、南
瓜」などといった生活に結びついた作物やモ
ノの名が使われる。そして、書記係は「勝」、
計算係は「叶」と呼び名がつけられる。
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「遊ぶお茶」は現代の「講」

っ
た
茶
を
捨
て
る
た
め
。
大
変
強
い
味

の
お
茶
の
た
め
、
全
部
飲
み
干
す
と
舌

が
し
び
れ
て
味
覚
が
馬
鹿
に
な
る
か
ら

だ
。
そ
し
て
前
に
置
か
れ
た
ポ
ケ
ッ
ト

テ
ィ
ッ
シ
ュ
は
、
ぐ
い
飲
み
に
残
っ
た

お
茶
を
拭
き
取
っ
て
、
次
の
味
に
影
響

が
残
ら
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
の
も
の
。

よ
く
考
え
ら
れ
た
シ
ス
テ
ム
に
感
心
す

る
。次

は
、
試
飲
。
一
番
、
二
番
、
三
番
、

客
の
４
種
の
お
茶
が
順
番
に
ぐ
い
飲
み

に
注
が
れ
る
。
こ
の
４
杯
の
味
や
香
り

を
参
加
者
は
覚
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

一
番
の
茶
は
と
に
か
く
甘
い
。
そ
の

上
、
不
思
議
な
も
の
で
、
覚
え
よ
う
と

思
う
と
、
つ
い
つ
い
量
を
飲
ん
で
し
ま

う
。
こ
れ
が
く
せ
者
で
、
飲
み
過
ぎ
る

と
、
後
の
茶
の
味
が
わ
か
ら
な
く
な
る
。

二
番
の
茶
は
、
甘
い
の
だ
が
何
と
な

く
舌
の
上
が
ぴ
り
ぴ
り
す
る
感
覚
が
あ

る
。
三
番
茶
は
少
し
香
り
が
強
く
、
客

の
茶
は
甘
さ
・
香
り
・
ぴ
り
ぴ
り
感
共

に
一
番
濃
い
。

次
に
本
茶
を
７
回
飲
む
こ
と
と
な
る
。

こ
こ
か
ら
が
勝
負
。
ま
ず
第
１
回
目
。

全
員
が
お
茶
を
含
み
終
わ
る
。
席
の
一

番
端
に
座
し
た
「
花
」
の
人
か
ら
席
順

に
答
え
を
聞
か
れ
て
い
く
。「
花
さ
ん

は
？
」
と
山
田
さ
ん
が
尋
ね
る
と
、

「
二
番
」、
続
い
て
「
鳥
さ
ん
は
？
」
と

聞
い
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
の
答
え
は

「
お
茶
講
連
名
帳
」
に
記
録
さ
れ
て
い

く
。最

初
の
本
茶
は
味
を
覚
え
て
い
る
た

め
か
、
み
ん
な
「
二
番
」、「
二
番
」
と

同
じ
答
え
を
続
け
て
い
く
。
す
る
と
、

「
同
じ
答
え
で
は
つ
ま
ら
な
い
な
」
と

言
っ
た
「
銀
さ
ん
」
の
み
が
「
一
番
」

と
答
え
笑
い
を
誘
っ
た
。
以
後
、
こ
の

「
銀
」
さ
ん
は
、
そ
の
場
で
の
人
気
者

と
な
っ
た
。

二
番
目
の
本
茶
を
頂
く
。

（
甘
い
・
・
・
。
客
か
な
？
）

答
え
が
花
さ
ん
か
ら
発
せ
ら
れ
る
が
、

今
度
は
答
え
が
ば
ら
つ
い
て
く
る
。

方
々
か
ら
「
こ
れ
は
一
番
だ
」「
よ
く

わ
か
ら
な
い
の
よ
ね
」
と
声
が
漏
れ
る
。

三
番
目
の
茶
が
注
が
れ
る
。
こ
の
あ

た
り
で
舌
が
慣
れ
て
き
て
、
味
が
よ
く

区
別
で
き
な
く
な
る
。

（
舌
の
先
が
ピ
リ
ピ
リ
す
る
・
・
・
）

四
番
目
の
茶
が
注
が
れ
る
。
そ
ろ
そ

ろ
や
け
っ
ぱ
ち
気
味
に
な
っ
て
く
る
。

（
味
が
わ
か
ら
な
い
。
当
て
ず
っ
ぽ
う

で
い
い
か
）

五
番
目
の
茶
に
な
る
と
、
ど
う
も
自

分
が
予
測
し
た
茶
の
味
で
は
な
い
。

（
ど
こ
か
で
間
違
っ
た
か
？
）

前
の
答
え
に
疑
心
暗
鬼
に
な
っ
て
く

る
。
中
に
は
サ
サ
ラ
紙
を
折
り
忘
れ
て
、

山
田
さ
ん
に
「
米
さ
ん
の
二
番
は
も
う

２
回
出
ま
し
た
」
と
指
摘
さ
れ
、「
え

ー
っ
、
じ
ゃ
あ
さ
っ
き
の
ほ
う
が
間
違

い
だ
っ
た
か
も
」
と
焦
る
風
景
も
見
ら

れ
る
よ
う
に
な
る
。

七
番
目
の
茶
を
飲
み
、
全
員
が
答
え

終
わ
る
こ
ろ
に
な
る
と
、
座
の
雰
囲
気

は
ゆ
っ
た
り
と
一
つ
に
な
っ
て
い
る
。

お茶講のすすめ方-2

1

2

3

4

5

6

7

123半紙に包まれたお茶を大きな片口に
あけ、鉄瓶の湯を注ぐ。

45一服目は、杯に酌み分けて分配。

6次からは土瓶で各自の杯に注いでいく。

7お茶を包んでいた半紙の端には、正解を
書いた部分が折り込んである。最後の発表
のときまで、半紙は順番が狂わないように、
うぐいす棒に差しておく。

４．まず味を覚えるため「見本茶」を頂
くことになるが、最初の一杯は「天神さ
んのお茶」として、そのまま飲む。この
味は再び客の茶として出されるので、こ
の時点では覚えなくてもよい。次いで、
一の茶、二の茶、三の茶、客の茶と４杯
のお茶を頂き、参加者はそれぞれに異な
る味や香りを覚える。

５．試飲が終わると、順番を入れ替えて、
どれがどれだかまったくわからないよう
にしてから「本茶」が供される。一の茶、
二の茶、三の茶は２回づつ、客の茶は１
回の計７回の茶が出される。

開封後の茶の包み紙は、勝の横の畳に挿
されたウグイス棒に突き通され、重ねら
れていく。これは、包み紙に書かれた正
解を後から確認する際に順番が狂わない
ためである。



お茶講のすすめ方-3

18

さ
て
、
い
よ
い
よ
答
え
合
わ
せ
だ
。

山
田
さ
ん
が
「
最
初
の
お
茶
は
二
番

で
す
。
銀
さ
ん
以
外
の
人
に
飴
を
２
つ

づ
つ
配
っ
て
く
だ
さ
い
」
と
、
飴
が
配

ら
れ
る
。「
二
番
目
の
お
茶
は
、
客
。

正
解
者
６
人
で
す
の
で
、
８
個
つ
づ
配

っ
て
く
だ
さ
い
」。
飴
は
正
答
者
数
に

応
じ
て
配
当
さ
れ
て
い
く
の
だ
。
答
え

が
発
表
さ
れ
る
毎
に
「
ヤ
ッ
タ
ー
」

「
エ
ー
」
と
ど
よ
め
き
。
小
さ
な
飴
や

チ
ョ
コ
レ
ー
ト
の
配
当
で
大
変
な
騒
ぎ

で
、
童
心
に
帰
っ
た
よ
う
に
は
し
ゃ
い

で
し
ま
う
。

こ
の
日
の
全
問
正
解
者
は
ゼ
ロ
。
ち

な
み
に
正
解
数
に
よ
っ
て
呼
び
名
が
あ

っ
て
、
１
つ
し
か
当
た
ら
な
い
と
イ
チ

ボ
（
斜
線
で
表
現
）、
２
つ
は
ニ
フ
ク

ベ
（
瓢
箪
の
絵
）、
３
つ
は
サ
ン
カ
ラ

カ
サ
（
唐
傘
の
絵
）、
４
つ
は
シ
テ
ッ

ポ
ー
（
鉄
砲
の
絵
）、
５
つ
は
ヤ
ク
ナ

シ
（
絵
が
な
く
空
欄
）、
６
つ
は
存
在

し
な
い
の
で
飛
ば
し
て
７
つ
全
問
正
解

が
ハ
ナ
カ
ツ
ギ
（
梅
の
花
）。
１
つ
も

当
た
ら
な
い
サ
カ
サ
ッ
パ
ナ
（
逆
さ
に

な
っ
た
梅
の
花
）
と
ハ
ナ
カ
ツ
ギ
が
出

る
と
縁
起
が
い
い
と
さ
れ
て
い
る
と
の

こ
と
。
お
茶
講
が
終
わ
っ
て
か
ら
、
正

解
数
の
呼
び
名
に
応
じ
た
挿
絵
が
「
勝
」

に
よ
っ
て
描
き
込
ま
れ
て
、「
お
茶
講

連
名
帳
」
が
記
録
と
し
て
完
成
し
、
お

茶
講
の
家
に
保
管
さ
れ
る
。

終
了
後
皆
に
感
想
を
述
べ
て
も
ら
う
。

「
女
の
勘
で
が
ん
ば
り
ま
し
た
」（
拍
手
）

「
二
番
目
を
当
て
た
の
が
大
き
か
っ
た

で
す
」（
拍
手
）
と
感
想
が
述
べ
ら
れ

て
い
く
。

あ
と
で
山
田
さ
ん
に
う
か
が
う
と
、

茶
道
を
た
し
な
む
人
が
よ
く
当
た
る
と

い
う
わ
け
で
も
な
い
ら
し
い
。
む
し
ろ

感
じ
た
通
り
に
答
え
る
子
ど
も
が
よ
く

当
た
る
と
の
こ
と
。
み
ん
な
「
あ
ー
、

お
も
し
ろ
か
っ
た
」「
わ
た
し
４
つ
も

当
た
っ
た
」
と
場
が
盛
り
上
が
っ
て
い

る
。
も
ら
う
飴
は
他
愛
も
な
い
も
の
な

の
だ
が
、
や
は
り
こ
れ
が
増
え
る
と
う

れ
し
い
。
こ
の
お
茶
講
の
参
加
者
は
み

な
平
等
で
あ
る
。
以
前
、
県
会
議
員
が

参
加
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
そ
う
だ
が
、

他
の
人
と
同
じ
よ
う
に
答
え
、
飴
を
も

ら
っ
て
、
た
い
そ
う
喜
ん
で
帰
っ
た
そ

う
だ
。

確
か
に
こ
の
お
も
し
ろ
さ
は
、
体
験

し
て
み
な
く
て
は
わ
か
ら
な
い
。
正
直

言
っ
て
、
最
初
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
を

す
る
の
か
不
安
で
い
っ
ぱ
い
だ
っ
た
の

だ
が
、
答
え
て
い
く
内
に
つ
い
熱
く
な

り
、
最
後
に
は
心
地
よ
さ
が
残
っ
た
茶

会
だ
っ
た
。

お
茶
講
の
意
味

こ
の
お
茶
講
を
守
っ
て
き
た
の
は
、

白
久
保
集
落
の
皆
さ
ん
だ
。
現
在
で
は

集
落
の
16
戸
が
す
べ
て
「
お
茶
講
保
存

会
」
の
メ
ン
バ
ー
と
な
っ
て
い
る
。
世

話
人
の
山
田
さ
ん
に
「
い
つ
か
ら
参
加

し
て
い
る
の
で
す
か
」
と
う
か
が
っ
た

と
こ
ろ
、「
２
歳
の
と
き
か
ら
で
す
」

1たくさん飲むと舌の感覚が麻痺するので、
迷って飲み直すのはよくないようだ。

2残っているはずの番号と、飲んだお茶の味が一致しないとき、
「どこで間違ったのか」という疑問が頭をかすめる。

3記録係の勝は、答えを手際よく連盟帳に記入していく。

4いよいよ正解発表。

56正解者には、ご褒美にお菓子が配当され、みんな子供のように大はしゃぎ。

４参加者は１回飲み終わる毎に、茶の番号
を答えていく。一、二、三は２回、客は１
回しか答えられないため、自分の答えを忘
れないように、ササラ紙に書かれた茶名を
折り曲げていく。各人の答えは、書記係の
勝が「お茶講連名帳」に記録し、重複した
答えを言うと「一はもう２回出ています」
というようにチェックされる。そのため、
途中で間違えに気づくと、辻褄合わせのた
めにますます混乱するという事態に陥る。

６．７回飲み終わると、答え合わせに移る。
お茶を点てる役目を果たす人をお茶坊主と
呼ぶが、お茶坊主が包み紙に書かれている
答えを発表し、正解者に飴を配当していく。

1

2

3

4

5
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「遊ぶお茶」は現代の「講」

と
い
う
答
え
が
返
っ
て
き
た
。
子
供
の

こ
ろ
か
ら
、
お
茶
講
が
楽
し
み
で
、
毎

年
心
待
ち
に
し
て
き
た
そ
う
だ
。
手
順

や
作
法
も
見
様
見
真
似
で
覚
え
た
の
で
、

特
に
難
し
い
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
う
。

「
お
茶
の
調
合
も
お
湯
の
量
も
、
そ
ん

な
に
正
確
じ
ゃ
あ
な
い
で
す
よ
。
適
当

な
も
の
で
す
」
と
言
う
山
田
さ
ん
だ
が
、

原
料
は
充
分
吟
味
し
、
最
初
か
ら
最
後

ま
で
自
ら
責
任
を
持
っ
て
準
備
す
る
。

「
人
の
口
に
入
る
も
の
だ
か
ら
、
そ
れ

ぐ
ら
い
の
責
任
感
は
あ
っ
て
当
然
で

す
」
と
も
。

山
田
さ
ん
が
子
供
の
こ
ろ
、
昭
和
10

年
当
時
は
、
そ
の
年
の
組
長
の
家
が
お

茶
講
が
行
わ
れ
る
「
宿
」
と
な
っ
て
、

一
年
交
替
の
輪
番
制
。
当
時
は
現
在
の

よ
う
に
２
月
天
神
の
時
だ
け
で
は
な
く
、

正
月
の
初
天
神
の
時
に
も
開
か
れ
、
年

２
回
お
茶
講
が
開
か
れ
て
い
た
。
し
か

し
、
戦
後
、
急
速
に
生
活
様
式
や
農
業

形
態
が
変
化
し
、
昭
和
38
年
に
は
「
正

月
の
お
茶
講
は
何
か
と
用
事
が
重
な
っ

て
大
変
だ
か
ら
」
と
取
り
や
め
て
、
２

月
24
日
の
１
回
に
な
り
現
在
に
至
っ
て

い
る
と
い
う
。
輪
番
制
で
行
わ
れ
て
い

た
お
茶
講
の
宿
も
、
住
居
の
改
造
や
改

築
に
よ
っ
て
実
際
問
題
と
し
て
行
う
こ

と
が
で
き
な
く
な
っ
た
た
め
、
昭
和
61

年
に
県
や
町
の
補
助
を
受
け
て
「
お
茶

講
の
家
」
が
建
て
ら
れ
た
。

面
白
い
の
は
、
お
茶
講
の
あ
と
酒
を

飲
む
こ
と
は
せ
ず
に
、
そ
の
ま
ま
家
へ

帰
る
こ
と
だ
。
同
じ
吾
妻
郡
に
は
長
野

原
町
堀
之
内
集
落
に
も
最
近
ま
で
お
茶

講
が
残
っ
て
い
た
。
こ
れ
も
神
事
と
し

て
の
お
茶
講
な
の
だ
が
、
こ
ち
ら
は
終

了
す
る
と
「
直
会

な
お
ら
い

」
と
し
て
酒
を
飲
む
。

白
久
保
に
比
べ
、
よ
り
神
事
と
し
て
の

性
格
が
強
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
山
田

さ
ん
に
よ
る
と
「
お
酒
が
入
る
と
ど
う

し
て
も
ケ
ン
カ
が
起
き
た
り
す
る
の
で
、

純
粋
な
楽
し
み
と
し
て
お
茶
だ
け
に
し

た
こ
と
が
長
続
き
し
た
秘
訣
か
も
し
れ

な
い
」
と
の
こ
と
。

参
加
し
て
わ
か
っ
た
こ
と
は
、
お
茶

講
が
ざ
っ
く
ば
ら
ん
に
他
人
同
士
が
結

び
つ
く
の
に
よ
く
考
え
ら
れ
た
プ
ロ
グ

ラ
ム
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
ゲ
ー
ム

と
し
て
も
よ
く
練
り
上
げ
ら
れ
て
い
て
、

引
き
込
ま
れ
る
魅
力
に
富
ん
で
い
る
。

実
名
を
呼
ぶ
の
で
は
な
く
、
与
え
ら
れ

た
呼
び
名
を
呼
ぶ
の
も
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
の
ク
ッ
シ
ョ
ン
と
し
て
効
果
的

だ
し
、
ほ
ど
よ
く
個
人
の
差
が
現
わ
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
点
も
、
面
白
さ

を
生
む
上
で
肝
心
な
点
だ
。

さ
ら
に
、
日
常
の
力
の
強
弱
が
持
ち

込
ま
れ
な
い
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
神

事
な
の
で
13
歳
以
上
の
女
性
は
参
加
で

き
な
か
っ
た
が
、
子
供
は
親
と
一
緒
に

参
加
で
き
た
。
あ
く
ま
で
も
お
茶
講
は

ハ
レ
の
場
で
、
こ
こ
で
の
参
加
者
は
平

等
だ
。
し
か
も
、
酒
も
飲
ま
な
い
と
い

う
こ
と
で
、
結
果
と
し
て
日
常
の
「
ホ

ン
ネ
の
世
界
」
が
ハ
レ
の
場
に
反
映
さ

れ
な
い
よ
う
に
も
な
っ
て
い
る
。
こ
れ

な
ら
、
参
加
者
は
集
団
の
一
員
で
あ
る

こ
と
を
楽
し
み
な
が
ら
再
確
認
で
き
る

こ
と
だ
ろ
う
。

長
く
続
い
て
き
た
お
茶
講
だ
が
、
白

久
保
集
落
に
も
高
齢
化
の
波
が
押
し
寄

せ
て
い
る
。
保
存
会
で
は
山
田
さ
ん
の

息
子
さ
ん
も
後
を
継
い
で
い
る
が
、
伝

承
し
て
い
く
の
は
な
か
な
か
大
変
だ
。

「
だ
か
ら
こ
そ
今
日
の
よ
う
な
お
茶
講

体
験
で
、
い
ろ
い
ろ
な
人
に
白
久
保
の

お
茶
講
を
知
っ
て
ほ
し
い
の
で
す
。
お

茶
講
は
、
堅
苦
し
い
こ
と
の
な
い
暮
ら

し
の
お
茶
で
す
か
ら
」

そ
う
。
お
茶
講
は
暮
ら
し
の
お
茶
な

の
だ
。
な
ら
ば
、
ち
ょ
っ
と
し
た
手
間

を
か
け
、
い
ま
の
生
活
に
闘
茶
を
甦
ら

せ
る
こ
と
で
、
現
代
の
「
講
」
を
つ
く

る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
い

ま
、
主
婦
の
間
で
テ
ィ
ー
パ
ー
テ
ィ
ー

が
流
行
し
て
い
る
と
も
い
う
が
、
こ
う

し
た
お
茶
講
を
ス
タ
イ
ル
と
し
て
真
似

て
、
現
代
の
お
茶
講
の
創
始
者
に
な
っ

て
み
る
の
も
な
か
な
か
良
い
趣
向
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

「
適
当
な
も
の
で
す
」
と
い
う
言
葉
に

「
ど
う
で
も
い
い
」
と
い
う
含
み
は
な

い
。「
遊
び
の
気
持
ち
」
で
接
す
べ
き

生
活
世
界
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
山

田
さ
ん
の
言
葉
は
教
え
て
く
れ
る
。
こ

う
し
た
人
づ
き
あ
い
の
世
界
を
つ
く
り

上
げ
る
こ
と
が
、
が
ん
じ
が
ら
め
に
な

っ
た
現
代
生
活
に
ゆ
と
り
を
生
じ
さ
せ

る
よ
う
に
も
思
う
。

お
茶
講
は
、
遊
び
の
あ
る
連
帯
意

識
＝
現
代
の
講
づ
く
り
の
ヒ
ン
ト
な
る

の
で
は
な
い
か
。
全
国
い
ろ
い
ろ
な
場

所
で
、
現
代
の
お
茶
講
の
創
始
者
が
生

ま
れ
る
こ
と
を
、
山
田
さ
ん
と
も
ど
も

期
待
し
て
い
る
。

上：勝の仕事は、連盟帳に正解数の呼び名に応じた
挿絵を描き込んで、完了する。

下：「普段着のまま、米や麦を作るのと同じ気持ち
で続けてきたからこそ、現代まで継承できた」とい
う白久保お茶講保存会会長の山田藤吉さん。

6

お
茶
講
体
験
会
に
関
す
る
問
合
せ

中
之
条
町
教
育
委
員
会
社
会
教
育
課

電
話
０
２
７
９
‐
７
６
‐
３
１
１
１
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守るべきは
もてなしの心

虎
屋
に
と
っ
て
の
も
て
な
し

当
社
は
創
業
４
８
０
年
と
な
る
和
菓

子
店
で
す
。
室
町
時
代
に
京
で
商
い
を

始
め
、
明
治
維
新
の
と
き
に
東
京
に
移

っ
て
き
ま
し
た
。
当
時
の
店
主
、
12
代

光
正
は
、
明
治
天
皇
の
お
供
を
し
て
未

知
の
土
地
東
京
へ
向
か
う
の
か
、
そ
れ

と
も
京
都
に
残
る
の
か
、
大
変
難
し
い

決
断
を
し
た
わ
け
で
す
が
、
明
治
維
新

時
の
東
京
遷
都
に
対
す
る
、
御
所
御
用

の
菓
子
司
と
し
て
の
決
意
の
表
れ
が
、

東
京
進
出
に
つ
な
が
り
ま
し
た
。

喫
茶
が
公
家
や
武
家
だ
け
で
な
く
、

商
家
の
富
裕
階
層
に
も
た
し
な
み
と
し

て
浸
透
し
た
江
戸
時
代
に
は
、
茶
の
も

て
な
し
に
不
可
欠
の
要
素
と
し
て
、
大

き
く
発
展
し
て
い
ま
す
。
虎
屋
は
「
和

菓
子
と
茶
」
と
い
う
、
日
本
の
食
と
か

た
ら
い
に
欠
か
せ
な
い
様
式
と
と
も
に

歩
ん
で
き
た
と
い
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。

虎
屋
に
と
っ
て
の
「
も
て
な
し
の
心
」

は
、
江
戸
時
代
の
昔
か
ら
変
わ
っ
て
い

な
い
と
思
い
ま
す
。
和
菓
子
そ
の
も
の

は
、
小
さ
い
も
の
で
す
。
し
か
し
、
そ

の
中
に
は
実
に
い
ろ
い
ろ
な
物
語
が
織

り
込
ま
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
か
ら
も
て

な
し
や
交
流
が
芽
生
え
る
点
は
、
い
つ

の
時
代
で
も
変
わ
り
ま
せ
ん
。

ち
な
み
に
、
今
お
出
し
し
て
い
る

「
寒
紅
梅

か
ん
こ
う
ば
い

」
と
い
う
お
菓
子
は
、
１
７

７
０
年
に
御
好

お
こ
の
み

寒
紅
梅
と
し
て
記
録
が

残
っ
て
い
ま
す
。
当
社
に
は
、
菓
子
の

黒
川
光
博

く
ろ
か
わ
み
つ
ひ
ろ

虎
屋
17
代
当
主
　
代
表
取
締
役
社
長

守
る
べ
き
伝
統
は
も
て
な
し

伝
統
と
い
う
も
の
は
、
た
だ
守
っ
て

い
れ
ば
よ
い
と
い
う
も
の
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
い
つ
の
時
代
に
も
、
伝
統
を
守

る
た
め
に
は
、
革
新
が
伴
わ
な
い
と
廃

れ
て
し
ま
い
ま
す
。

と
、
言
葉
で
は
簡
単
に
言
え
る
の
で

す
が
、
で
は
、
何
が
守
る
べ
き
も
の
な

の
か
。
何
を
革
新
す
る
の
か
。
い
ざ
実

行
し
よ
う
と
す
る
と
、
な
か
な
か
難
し

い
。
何
が
伝
統
を
守
る
た
め
の
革
新
で

あ
っ
た
の
か
は
、
結
局
は
、
結
果
論
で

し
か
わ
か
ら
な
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

私
が
現
在
「
守
る
べ
き
も
の
」
と
し

て
は
っ
き
り
意
識
し
て
い
る
こ
と
は
、

「
お
客
様
に
対
す
る
お
も
て
な
し
の
心
」

で
す
。

和
菓
子
を
通
し
て
、
ど
の
よ
う
に
お

も
て
な
し
を
す
る
か
。
お
客
様
に
対
し

て
ど
れ
だ
け
誠
意
を
も
っ
た
仕
事
が
で

き
る
か
。
こ
の
点
は
変
え
る
べ
き
で
は

な
い
と
思
っ
て
い
る
の
で
す
。
一
方
、

そ
の
結
果
と
し
て
味
や
形
な
ど
変
わ
っ

て
も
、
い
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て

い
ま
す
。

「
味
は
変
え
ま
せ
ん
」
と
言
え
ば
古
い

店
ら
し
く
響
き
も
良
い
で
し
ょ
う
が
、

い
く
ら
「
昔
か
ら
の
味
が
良
い
」
と
言

っ
て
も
、
実
際
に
「
い
ま
」
召
し
上
が

る
方
が
お
い
し
い
と
思
っ
て
い
た
だ
か

な
け
れ
ば
、
あ
ま
り
意
味
が
な
い
。
そ

の
よ
う
な
意
味
で
、「
味
は
変
わ
っ
て

絵
、
材
料
を
記
し
た
古
い
絵
図
帳
が
残

っ
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
の
菓
子
も
お
客

様
に
お
出
し
し
て
い
ま
す
。
名
前
は
当

時
と
一
緒
で
す
し
、
製
法
も
ほ
と
ん
ど

変
わ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
当
時
は
砂

糖
が
貴
重
品
で
あ
り
、
薬
と
捉
え
ら
れ

て
い
た
く
ら
い
の
時
代
で
す
の
で
、
現

在
ほ
ど
甘
く
は
な
か
っ
た
は
ず
で
す
。

ま
た
、
当
店
に
は
「
掟
書

お
き
て
が
き

」
と
い
う

古
い
史
料
が
残
っ
て
い
ま
す
。
天
正
年

間
（
１
５
７
３
〜
１
５
９
２
）
か
ら
伝

わ
る
掟
書
を
、
９
代
目
・
黒
川
光
利
が

文
化
２
年
（
１
８
０
５
）
に
自
ら
書
き

改
め
た
も
の
で
、
15
ヵ
条
か
ら
な
っ
て

い
ま
す
。

「
町
で
会
っ
た
お
客
様
に
も
丁
寧
に
ご

挨
拶
せ
よ
」
と
か
、「
女
性
や
子
ど
も

さ
ん
が
お
使
い
に
見
え
る
だ
ろ
う
が
、

丁
寧
に
応
対
を
せ
よ
」、「
お
客
様
か
ら

人
の
噂
ば
な
し
な
ど
が
出
る
か
も
し
れ

な
い
が
、
我
々
の
ほ
う
か
ら
そ
う
い
う

話
を
し
て
は
い
け
な
い
」「
店
の
仕
事

は
、
そ
れ
ぞ
れ
得
意
と
す
る
と
こ
ろ
を

生
か
し
て
励
み
な
さ
い
」「
目
下
の
者

へ
い
ろ
い
ろ
と
教
え
て
や
り
、
目
上
の

者
の
手
落
ち
に
気
が
つ
い
た
ら
遠
慮
し

な
い
で
注
意
し
あ
う
こ
と
」
な
ど
、
い

わ
ば
店
員
の
マ
ナ
ー
を
記
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
「
も
て
な
し
の
た
め
の
心
構

え
」
と
同
様
の
こ
と
を
、
何
百
年
も
前

か
ら
行
っ
て
い
ま
す
。
わ
れ
わ
れ
が
和

菓
子
に
求
め
て
き
た
こ
と
は
、
今
も
昔

も
変
わ
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う

気
が
い
た
し
ま
す
。

1770年に菓銘の記録が残る生菓子「寒紅梅」

菓子における伝統と革新
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守るべきはもてなしの心

も
い
い
」
と
申
し
上
げ
る
わ
け
で
す
。

長
く
商
売
を
し
て
い
ま
す
か
ら
、
虎
屋

の
歴
史
と
い
う
味
の
幅
は
あ
り
ま
す
が
、

そ
の
中
で
、
時
代
ご
と
に
異
な
る
「
一

番
の
美
味
し
さ
」
が
あ
る
と
思
っ
て
い

ま
す
。

味
が
変
わ
る
と
は
？

今
か
ら
30
年
ほ
ど
前
、
あ
る
お
客
様

か
ら
、「
黒
砂
糖
を
使
う
羊
羹
の
味
が

淡
泊
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
」
と
指

摘
さ
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
も
ち
ろ

ん
、
当
社
と
し
て
は
覚
え
が
な
い
こ
と

で
し
た
の
で
、
調
べ
て
み
た
の
で
す
。

当
時
、
黒
砂
糖
を
つ
く
っ
て
い
た
沖
縄

の
職
人
さ
ん
に
そ
の
話
を
し
ま
し
た
ら
、

「
で
は
、
昔
な
が
ら
の
製
法
で
つ
く
っ

て
み
ま
し
ょ
う
」
と
、
昔
の
黒
砂
糖
を

つ
く
っ
て
く
れ
ま
し
た
。
そ
れ
を
用
い

て
羊
羹
を
つ
く
っ
て
み
た
の
で
す
が
、

そ
れ
は
現
代
の
嗜
好
と
ま
っ
た
く
合
い

ま
せ
ん
で
し
た
。
ど
う
も
甘
さ
が
き
つ

い
の
で
す
。

な
ぜ
か
と
い
う
と
、
今
の
機
械
は
サ

ト
ウ
キ
ビ
の
精
製
度
が
高
く
、
ア
ク
が

除
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
で
、「
あ
の

お
客
様
は
味
が
変
わ
っ
た
と
思
わ
れ
た

の
だ
な
」
と
わ
か
り
ま
し
た
。
こ
の
よ

う
に
、
長
い
時
間
の
中
で
は
、
技
術
も

生
活
も
変
わ
り
、
わ
れ
わ
れ
の
つ
く
る

味
も
、
お
客
様
の
味
覚
も
ゆ
っ
く
り
と

変
わ
る
と
思
う
の
で
す
。
昔
と
比
べ
る

と
生
活
も
洗
練
さ
れ
、
お
客
様
の
嗜
好

を
虎
屋
の
「
守
る
べ
き
伝
統
」
と
考
え

て
よ
い
の
か
と
問
わ
れ
れ
ば
、「
ど
う

し
て
も
守
ら
ね
ば
い
け
な
い
と
い
う
こ

と
で
は
な
い
」
と
も
思
う
の
で
す
。
も

ち
ろ
ん
、
和
菓
子
と
い
う
言
葉
に
こ
だ

わ
り
、
植
物
性
素
材
の
良
さ
は
人
一
倍

認
め
て
い
る
つ
も
り
で
す
か
ら
、
今
後

も
こ
だ
わ
り
続
け
る
つ
も
り
で
す
。
し

か
し
、「
お
客
様
へ
の
お
も
て
な
し
の

心
は
変
え
て
は
い
け
な
い
」
と
い
う
一

条
に
比
べ
る
と
、
多
少
は
変
え
て
も
良

い
部
分
と
思
い
ま
す
。

さ
ら
に
、
和
菓
子
は
五
感
で
楽
し
む

芸
術
と
呼
ば
れ
ま
す
。
こ
れ
は
大
事
に

し
た
い
点
で
す
。
お
い
し
い
と
感
じ
る

名
前
、
つ
ま
り
、
耳
で
聞
い
て
和
菓
子

を
喜
ん
で
い
た
だ
く
と
い
う
心
は
、
い

つ
の
時
代
も
持
ち
続
け
た
い
と
思
い
ま

す
。「
寒
紅
梅
」
な
ど
、
昔
の
人
は
し

ゃ
れ
た
名
前
を
つ
け
ま
す
ね
。
和
菓
子
、

洋
菓
子
の
垣
根
が
な
く
な
っ
て
も
、
そ

の
よ
う
な
五
感
で
喜
ん
で
い
た
だ
く
心

に
は
こ
だ
わ
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま

す
。結

局
、
も
て
な
し
の
気
持
ち
が
ど
の

よ
う
に
表
れ
る
か
が
大
事
な
の
で
す
。

そ
こ
を
一
番
崩
し
た
く
な
い
。
和
菓
子

で
も
、
お
も
て
な
し
の
心
に
通
じ
る
部

分
は
残
す
。
そ
れ
が
、
伝
統
を
守
り
、

革
新
も
進
め
る
と
い
う
こ
と
の
意
味
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

も
淡
泊
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。

わ
れ
わ
れ
が
時
代
が
求
め
る
味
を
察

知
す
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
黒
砂
糖
の
例

の
よ
う
に
、
ゆ
っ
く
り
と
変
化
し
て
い

る
お
客
様
の
味
覚
を
後
か
ら
わ
か
る
こ

と
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

パ
リ
で
菓
子
が
物
語
る

１
９
８
０
年
に
パ
リ
に
店
を
出
し
ま

し
た
。
将
来
、
和
菓
子
が
ど
う
な
る
の

か
を
考
え
続
け
て
い
た
こ
ろ
で
、
一
つ

海
外
で
自
由
な
発
想
を
し
て
み
よ
う
と

出
店
し
た
の
で
す
。

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
と
思
わ
れ
る
方
が
帰

り
際
に
フ
ラ
ン
ス
パ
ン
を
抱
え
て
店
に

入
り
、
新
聞
を
見
な
が
ら
お
茶
と
和
菓

子
を
召
し
上
が
っ
て
い
る
。
あ
る
い
は
、

お
子
さ
ん
が
、「
家
族
で
旅
行
に
出
か

け
る
か
ら
、
今
日
は
た
く
さ
ん
モ
ナ
カ

が
ほ
し
い
」
と
店
員
と
話
を
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
場
面
を
見
る
と
、
や
は
り

う
れ
し
く
な
り
ま
す
し
、
感
慨
深
い
で

す
ね
。

パ
リ
で
売
れ
る
の
は
、
や
は
り
生
菓

子
で
す
。
例
え
ば
、「
こ
れ
は
寒
紅
梅

と
い
う
菓
子
で
、
日
本
に
は
四
季
が
あ

り
、
寒
い
冬
の
中
で
も
う
す
ぐ
春
が
来

る
こ
と
を
告
げ
る
紅
梅
を
名
前
に
し

た
」
な
ど
と
い
う
話
を
店
員
が
ご
説
明

す
る
と
、
お
客
様
も
興
味
を
持
っ
て
お

聞
き
に
な
る
。
小
さ
な
和
菓
子
一
つ
一

つ
に
そ
の
よ
う
な
「
物
語
性
」
が
あ
り
、

そ
の
方
に
対
す
る
い
ろ
い
ろ
な
お
も
て

な
し
の
心
が
詰
ま
っ
て
い
る
の
で
す
。

こ
の
こ
と
は
国
が
異
な
っ
て
も
、
十
分

に
お
客
様
に
通
じ
て
い
る
と
感
じ
て
い

ま
す
。

パ
リ
店
で
も
、
日
本
茶
を
扱
っ
て
い

ま
す
。
現
在
で
は
、
コ
ー
ヒ
ー
よ
り
も
、

お
茶
と
と
も
に
お
菓
子
を
召
し
上
が
っ

て
い
る
方
の
ほ
う
が
多
い
と
思
い
ま
す
。

さ
ら
に
、
お
菓
子
と
そ
れ
を
載
せ
る

器
と
の
相
性
を
大
事
に
し
て
い
る
こ
と

も
、
外
国
の
方
に
は
驚
き
の
よ
う
で
す

ね
。
菓
子
と
皿
の
と
り
あ
わ
せ
、
そ
う

い
う
も
の
を
日
本
人
は
大
切
に
し
、
そ

れ
が
お
も
て
な
し
の
心
の
表
れ
だ
と
い

う
気
持
ち
も
わ
か
っ
て
い
た
だ
い
て
い

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

パ
リ
で
和
菓
子
が
受
け
入
れ
ら
れ
た

こ
と
も
あ
っ
て
、
和
菓
子
の
将
来
に
つ

い
て
の
展
望
が
確
信
で
き
ま
し
た
。

「
和
菓
子
は
あ
り
の
ま
ま
、
昔
な
が
ら

で
あ
っ
て
も
、
大
変
に
魅
力
的
な
も
の

だ
。
和
菓
子
の
魅
力
に
垣
根
は
な
い
」

と
い
う
こ
と
で
す
。

菓
子
に
垣
根
は
必
要
な
い

最
近
、「
な
ぜ
和
菓
子
と
洋
菓
子
を

区
別
す
る
の
か
」
と
と
き
ど
き
考
え
ま

す
。
和
菓
子
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る

の
は
、
明
治
維
新
以
降
で
、
そ
れ
以
前

は
単
に
「
菓
子
」
で
し
た
。
昔
か
ら
あ

る
菓
子
と
、
新
し
く
西
洋
か
ら
入
っ
て

き
た
菓
子
を
は
っ
き
り
分
け
る
た
め
に

和
菓
子
、
洋
菓
子
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
わ
け
で
、「
区
別
す
る
必
要
が

あ
る
の
だ
ろ
う
か
」
と
も
思
い
ま
す
。

例
え
ば
、
絵
の
世
界
で
も
、
油
絵
具

を
使
っ
た
日
本
画
が
あ
り
ま
す
。
菓
子

も
同
様
で
、
和
と
洋
の
垣
根
な
ど
、
将

来
は
な
く
て
も
よ
い
と
思
い
ま
す
ね
。

和
菓
子
の
大
き
な
特
徴
は
植
物
性
素

材
を
使
う
こ
と
で
、
虎
屋
で
は
、
植
物

性
素
材
で
新
製
品
を
つ
く
ろ
う
と
し
て

い
ま
す
。
ま
あ
、
そ
こ
が
難
し
い
と
こ

ろ
で
も
あ
る
の
で
す
が
、
で
は
和
菓
子

９
代
目
黒
川
光
利
が
書
き
改
め
た
15
ヵ
条
か
ら
な
る

掟
書
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『
水
の
文
化
』
編
集
部

中
国
茶
　
も
て
な
さ
れ
写
真
紀
行

茶館で頂くお茶は、路地で食べる朝食の60倍ほどの値段。
しかし、観光客以外でも賑わっているところを見ると、
ここでの「もてなし」はそれだけの価値があると認めら
れている証だ。パフォーマンスと笑顔だけでなく、立地、
空間、書籍や菓子といったしつらえが、幾層にも用意さ
れている。

お茶に菓子が付いてくるの
は、どこの茶館でも当たり
前。杭州の店では大きな茶
菓子バイキングテーブルに
水菓子が10種類以上、乾燥
果物や木の実、簡単な料理
まで盛りだくさん。

茶館のもう一つの当たり前
は、本棚が充実しているこ
とだ。本屋さんの本棚を持
ってきたようなものもあれ
ば、ブティックのショーケ
ースのようなものもある。

お
茶
の
ル
ー
ツ
を
探
る
意
気
込
み
で

「
最
古
の
茶
樹
」
を
訪
ね
て
中
国
は
上
海

へ
渡
っ
た
の
が
去
年
の
８
月
。
が
、「
み

ん
な
自
分
の
産
地
の
木
が
最
古
だ
と
言
っ

て
る
よ
」
と
軽
く
い
な
さ
れ
、
肩
透
か
し

を
く
っ
た
。
以
降
は
、
自
分
の
味
覚
と
嗅

覚
だ
け
が
頼
り
の
中
国
茶
写
真
紀
行
。
い

か
が
な
り
ま
す
や
ら
。

中
国
茶
と
日
本
の
お
茶
の
最
大
の
違
い

は
、
１
煎
で
茶
葉
を
替
え
ず
、
何
回
も
お

湯
を
注
い
で
そ
の
都
度
の
味
と
香
り
を
楽

し
む
と
こ
ろ
に
あ
る
。
普
段
、
１
番
茶
と

か
１
番
ダ
シ
を
良
し
と
し
て
い
る
者
に
は

実
感
し
に
く
い
感
覚
だ
。
１
煎
目
は
、
茶

葉
の
産
毛
や
埃
を
飛
ば
す
た
め
に
捨
て

（
こ
の
と
き
の
茶
は
、
茶
器
を
温
め
る
の

に
用
い
ら
れ
る
）、
２
煎
目
か
ら
頂
く
。

茶
館
で
派
手
に
繰
り
広
げ
ら
れ
る
淹
れ
方

は
「
工
夫
茶

こ
ん
ふ
ー
ち
ゃ

」
と
呼
ば
れ
る
や
り
方
で
、

聞
香
杯

も
ん
こ
う
は
い

（
香
り
が
残
り
や
す
い
よ
う
に
細

長
く
作
ら
れ
た
茶
碗
）
を
使
う
の
は
台
湾

か
ら
逆
輸
入
さ
れ
た
ス
タ
イ
ル
。
小
さ
な

急
須
に
驚
く
ほ
ど
大
量
の
茶
葉
を
入
れ
、

何
煎
も
楽
し
む
。
ガ
ラ
ス
の
コ
ッ
プ
に
直

接
茶
葉
を
入
れ
て
湯
を
注
ぐ
や
り
方
は
最

近
の
流
行
で
、
せ
っ
か
ち
な
上
海
の
人
々

が
始
め
た
と
か
。
茶
葉
を
糸
で
束
ね
、
花

が
開
く
よ
う
に
細
工
し
た
お
茶
な
ど
、
見

た
目
に
美
し
い
も
の
に
ふ
さ
わ
し
く
、
全

国
に
普
及
し
て
き
た
。

茶館

地方都市からさらに奥まった町に
ある小さな宿であろうとも、部屋
には必ず、この形の魔法瓶が、訪
れる人を待っている。
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中国茶もてなされ写真紀行

８月の東洞庭山（蘇州の南、
太湖に突き出た半島）に、瑠
螺春（ピールオンチュン）と
いう茶葉の産地を訪ねた。
日本の茶畑の風景は見えない
が、良く目を凝らしてみると、
ミカンや栗、枇杷などの果物
の木に混じってお茶の木も生
えている。
東山鎮緑化委員会、叶利友氏
の説明によれば「単一作物は
土に良くない。長い間、岩の
間にわずかに広がる土地を有
効に利用してきた、私たちの
歴史がこの作付け方法を作り
上げたのです」。
「ここのお茶は、微かに果実
の香りがします。１煎目は捨
て、味も香りも素晴らしいの
は、実質は４煎目ぐらい」確
かに、２煎目よりは３煎目の
ほうが、色も濃い。
「収穫時期はとっくに終わっ
てしまったので、資料をお見
せしましょう」といって出て
きたのが、左の収穫からの写
真。丁寧に手作業でお茶を作
っている様子がよくわかる。

上海駅北口の斜め前、西側のガードを潜る路に沿って茶葉のマ
ーケットが500mぐらい続いて圧倒される。アーケードの中が
正規の市場だが、その周辺にも店は広がる。約150ほどの店の
多くが、上海企業の卸売りではなく、茶葉名産地の出張所。ほ
とんどが国営なので、役場の出張所のようなものだ。出張所は
単一銘柄を細かく等級に分けて売り、上海卸売り企業は各地の
銘柄をそろえる。何をどう買ったらいいかわからないので戸惑
うが、英語を勉強中の若い女の子の店で勇気を出して買ってみ
た。試飲を勧められ、半端な茶館より数段おいしいのにびっく
り。見せ方にも工夫があって、緑茶系の茶葉の上には、色を引
き立たせるために、昼間から水銀灯が灯してあった。

茶畑

茶市場
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西湖西岸を少し離れ、有名な龍井（ろんじん）茶の産地へ向かう途中に中国茶葉博物館がある。
上：さまざまな歴史的資料が展示されているが、特に目を引かれたのは、数多くの絵画だ。宴にお茶とともに並べ
られた、茶菓子、水菓子、料理のメニューまで解説されている。
下：長い口を持ったやかんは今も現役の形。夜行列車の車内販売で売られたお茶やインスタントコーヒーにお湯を
注ぐのに、実際に使われているのを目撃したが博物館にも収蔵されていた。売りっぱなしではなく、少なくなった
お茶にお湯を足しに来てくれるのは、いかにも中国式（お湯を注ぎ足し注ぎ足しして、5煎ぐらい飲むのが中国茶の
正しい飲み方）。込み合った車内で、その長い注ぎ口が威力を発揮していた。

上：中国各地のお茶にかかわる生活シーンも展示してある。
右：緑色に塗られた部分が、中国の茶葉の主な産地。

下：カボチャではない。直径１mはゆうにある、プーアー
ル茶。後発酵のプーアール茶は、こういう形で運搬されて
いたようだ。形の由来がわからず、残念。

博物館
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写真上下：西湖湖畔の目抜き通り、美術大学の並びには若者が夜な
夜な集まる珈琲館がある。コーヒー１杯の料金は茶館の高級茶に匹
敵するが、菓子はつかない。しかし、そのしつらえや演出は、茶館
の流れをしっかり受け継いでいる。深々と身を沈められるソファー
やコーヒーが、現代の茶館を演出する道具として、若者たちに認め
られたのだろう。クラブのミーティングらしき連中の速射砲のよう
な会話や恋人たちのささやきが、夜更けまで延々と続く。

上海でも外資系のコ
ーヒー店が次々に現
れ、エスプレッソマ
シンが増殖している。
イタリアンコーヒー
の流行は、世界的な
傾向と実感。

紹興の病院に隣接する薬局。
医者から処方箋をもらって
から薬を頂くシステムは同
じだが、この高貴な空間演
出は日本では見られない。
入口（右）を入ると（左）ガラ
ス屋根に覆われた待ち合い
スペース出るのだが、この
瞬間、どんな薬を貰おうと、
その薬効の絶対性を信じて
しまうぐらいの衝撃が走る。
これも、もてなしの形の１
つではないだろうか。

珈琲館

漢方
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缶
や
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
が

浸
透
す
る
と

市
場
規
模
が
拡
大
す
る

私
た
ち
が
商
品
開
発
の
視
点
で
活
用

し
て
い
る
デ
ー
タ
の
一
つ
に
、
飲
料
化

比
率
が
あ
り
ま
す
。
ま
ず
飲
料
化
比
率

に
な
ぜ
注
目
し
た
か
を
お
話
し
ま
し
ょ

う
。緑

茶
、
ウ
ー
ロ
ン
茶
、
紅
茶
、
コ
ー

ヒ
ー
、
こ
の
４
種
類
の
飲
み
物
が
ど
の

程
度
の
量
を
飲
ま
れ
て
い
る
の
か
調
べ

た
と
こ
ろ
、
一
番
飲
ま
れ
て
い
る
の
が

緑
茶
で
続
い
て
コ
ー
ヒ
ー
、
ウ
ー
ロ
ン

茶
、
紅
茶
と
続
き
ま
す
。
と
こ
ろ
が
価

格
で
表
し
た
市
場
規
模
は
ど
う
か
と
い

う
と
、
緑
茶
よ
り
コ
ー
ヒ
ー
が
圧
倒
的

に
大
き
く
な
っ
て
い
ま
す
（
下
表
参
照
）
。

こ
の
逆
転
の
理
由
は
ど
こ
か
ら
く
る
の

だ
ろ
う
か
。
コ
ー
ヒ
ー
豆
の
ほ
う
が
緑

茶
の
茶
葉
よ
り
高
い
か
と
い
う
と
実
際

は
逆
で
し
て
、
コ
ー
ヒ
ー
は
100
グ
ラ
ム

で
３
０
０
〜
５
０
０
円
で
す
が
、
茶
葉

は
６
０
０
〜
１
０
０
０
円
ぐ
ら
い
で
す

か
ら
、
緑
茶
の
ほ
う
が
は
る
か
に
高
い

わ
け
で
す
。
消
費
量
は
緑
茶
が
多
く
、

原
料
の
単
価
も
高
い
の
に
、
な
ぜ
コ
ー

ヒ
ー
の
ほ
う
が
市
場
規
模
が
大
き
い
の

だ
ろ
う
か
。

そ
こ
で
、
気
が
つ
い
た
の
は
、
コ
ー

ヒ
ー
の
１
兆
４
千
億
円
あ
ま
り
の
内
、

市
場
規
模
の
３
分
の
２
、
約
９
０
０
０

億
円
が
缶
コ
ー
ヒ
ー
だ
と
い
う
事
実
で

す
。
つ
ま
り
、
レ
ギ
ュ
ラ
ー
コ
ー
ヒ
ー

で
飲
む
の
か
、
缶
な
ど
の
飲
料
で
飲
む

の
か
と
い
う
比
率
の
問
題
が
、
茶
の
付

加
価
値
を
計
る
上
で
も
重
要
で
あ
る
と

い
う
こ
と
に
気
が
つ
い
た
わ
け
で
す
。

緑
茶
で
い
え
ば
、
消
費
量
の
内
、
茶
葉

で
は
な
く
缶
飲
料
や
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
飲

料
の
占
め
る
割
合
、
こ
の
比
率
を
飲
料

化
比
率
と
呼
ん
で
い
ま
す
。

２
０
０
２
年
の
ウ
ー
ロ
ン
茶
の
飲
料

化
比
率
は
56
・
８
％
で
、
こ
こ
４
年
で

ほ
ぼ
一
定
に
な
り
つ
つ
あ
り
市
場
の
伸

び
が
止
ま
っ
て
い
ま
す
。
紅
茶
も
コ
ー

ヒ
ー
も
飲
料
化
比
率
が
ほ
ぼ
30
％
で
、

同
様
の
状
態
。
つ
ま
り
ウ
ー
ロ
ン
茶
や

コ
ー
ヒ
ー
を
缶
や
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
で
供

給
し
て
い
た
ら
、
あ
る
時
点
で
需
要
が

飽
和
状
態
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
れ
で
は
、
緑
茶
は
ど
う
か
と
い
い

ま
す
と
、
２
０
０
３
年
で
飲
料
化
比
率

は
14
・
９
％
、
市
場
規
模
は
推
定
で
３

０
９
２
億
円
で
す
。
こ
の
指
標
を
使
い

始
め
た
時
点
か
ら
「
飲
料
化
比
率
が
伸

び
る
こ
と
で
市
場
も
大
き
く
な
る
」
と

予
測
し
、
当
時
は
２
〜
３
％
し
か
な
か

っ
た
飲
料
化
比
率
が
２
０
０
２
年
に
は

13
・
２
％
で
、
実
際
に
大
き
く
膨
ら
ん

で
い
ま
す
。
お
そ
ら
く
30
〜
40
％
程
度

ま
で
伸
び
る
だ
ろ
う
と
期
待
し
て
い
ま

す
。
つ
ま
り
、
お
茶
が
茶
葉
で
は
な
く
、

飲
料
と
し
て
缶
や
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
等
で

飲
ま
れ
る
こ
と
で
、
さ
ら
に
市
場
規
模

が
拡
大
す
る
と
見
て
い
る
わ
け
で
す
。

今
の
若
い
人
の
生
活
ス
タ
イ
ル
を
観

察
し
ま
す
と
、
緑
茶
を
ほ
と
ん
ど
ペ
ッ

ト
ボ
ト
ル
と
い
う
形
で
飲
ん
で
い
ま
す
。

で
す
か
ら
こ
の
世
代
の
飲
料
化
比
率
は

も
っ
と
高
い
は
ず
で
す
。
生
活
ス
タ
イ

ル
は
高
齢
化
し
て
も
一
旦
馴
染
ん
だ
も

の
に
影
響
さ
れ
る
で
し
ょ
う
か
ら
、
現

状
の
よ
う
に
一
人
当
た
り
の
消
費
量
が
、

コ
ー
ヒ
ー
よ
り
も
緑
茶
が
多
く
飲
ま
れ

て
い
る
状
況
が
続
き
、
緑
茶
の
飲
料
化

比
率
が
30
％
と
か
40
％
に
達
し
た
と
き
、

コ
ー
ヒ
ー
の
市
場
規
模
と
同
等
か
そ
れ

以
上
の
、
９
０
０
０
億
円
規
模
の
市
場

が
出
現
す
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
わ

け
で
す
。

緑
茶
飲
料
の
価
値

一
口
に
お
茶
と
言
っ
て
も
、
さ
ま
ざ

ま
な
種
類
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
中
で
も

ウ
ー
ロ
ン
茶
飲
料
な
ど
は
緑
茶
飲
料
に

比
べ
、
の
ど
の
渇
き
を
癒
す
「
止
渇

し
か
つ

性
」

が
よ
り
強
い
飲
料
と
言
え
る
か
も
し
れ

水野俊作　みずのしゅんさく

株式会社伊藤園広報部副部長兼ＩＲ室長

消費者が緑茶に感じる価値とは

茶葉で飲むか、
ドリンクで飲むか？
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茶葉で飲むか、ドリンクで飲むか？

ま
せ
ん
。

２
０
０
３
年
の
夏
は
冷
夏
で
、
ウ
ー

ロ
ン
茶
な
ど
の
消
費
量
は
減
少
し
ま
し

た
。
特
に
、
例
年
で
す
と
消
費
が
伸
び

る
７
〜
８
月
に
落
ち
込
み
が
激
し
か
っ

た
。
と
こ
ろ
が
、
緑
茶
飲
料
や
コ
ー
ヒ

ー
飲
料
、
紅
茶
飲
料
の
消
費
量
は
順
調

で
し
た
。
こ
の
差
が
ど
こ
に
あ
る
か
と

い
う
こ
と
を
考
え
た
結
果
、
ウ
ー
ロ
ン

茶
な
ど
に
は
の
ど
の
渇
き
を
癒
す
「
止

渇
性
」
が
よ
り
求
め
ら
れ
て
い
る
と
言

う
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

当
然
、
緑
茶
飲
料
に
も
「
止
渇
性
」

と
い
う
要
素
も
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
ほ

か
に
「
食
中
飲
料
」「
健
康
性
」「
嗜
好

性
」
と
い
う
要
素
も
認
め
ら
れ
、
緑
茶

飲
料
は
よ
り
幅
広
い
飲
料
と
言
え
ま
す
。

「
健
康
性
」
と
言
う
こ
と
で
は
、
カ
テ

キ
ン
の
ガ
ン
抑
制
の
研
究
な
ど
、
今
後
、

次
々
と
驚
く
べ
き
成
果
が
で
て
く
る
も

の
と
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。

消
費
者
が
そ
の
製
品
に
ど
ん
な
価
値

を
求
め
て
い
る
か
が
わ
か
れ
ば
、
そ
れ

に
応
え
る
製
品
づ
く
り
に
も
役
立
ち
ま

す
し
、
そ
れ
を
越
え
、
さ
ら
に
付
加
価

値
の
あ
る
提
案
を
す
る
こ
と
も
可
能
に

な
る
は
ず
で
す
。

緑
茶
に
大
き
な
可
能
性
が
感
じ
ら
れ

る
の
も
、
消
費
者
が
求
め
る
価
値
に
多

様
性
が
あ
る
か
ら
で
す
。

無
糖
飲
料
の
普
及

緑
茶
を
、
缶
や
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
で
ド

リ
ン
ク
と
し
て
飲
む
こ
と
へ
の
抵
抗
感

は
、
当
社
が
１
９
８
５
年
に
初
の
缶
入

り
緑
茶
「
お
ー
い
お
茶
」（
発
売
時
は

「
煎
茶
」）
を
発
売
し
た
当
初
に
は
、
根

強
く
存
在
し
ま
し
た
。
ひ
と
つ
は
、

「
こ
の
よ
う
な
飲
料
に
お
金
を
払
う
の

は
も
っ
た
い
な
い
」
と
い
う
思
い
。
第

２
は
、「
緑
茶
と
い
う
の
は
急
須
に
入

れ
て
飲
む
も
の
で
、
ド
リ
ン
ク
化
し
た

も
の
は
文
化
に
な
じ
ま
な
い
」
と
い
う

反
発
で
す
。

し
か
し
、
水
道
水
へ
の
不
信
感
か
ら

ミ
ネ
ラ
ル
ウ
ォ
ー
タ
ー
が
売
れ
る
よ
う

に
な
る
時
代
背
景
も
重
な
り
、
ド
リ
ン

ク
に
お
金
を
払
う
こ
と
へ
の
抵
抗
感
は

薄
れ
て
い
き
ま
し
た
。
ま
た
、
生
活
ス

タ
イ
ル
の
変
化
も
緑
茶
飲
料
の
普
及
を

後
押
し
し
ま
す
。
そ
れ
に
茶
葉
を
使
っ

て
本
当
に
お
い
し
く
お
茶
を
淹
れ
る
の

は
、
実
は
と
て
も
難
し
い
。
私
た
ち
は

商
品
と
し
て
売
れ
る
も
の
を
開
発
し
て

い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
い
つ
ど
こ
で
飲

ん
で
い
た
だ
い
て
も
均
質
な
お
い
し
さ

を
提
供
で
き
る
よ
う
に
努
力
し
て
い
ま

す
。
一
般
家
庭
が
そ
れ
と
同
等
の
味
を

実
現
す
る
の
は
、
結
構
大
変
な
こ
と
な

の
で
す
。
で
す
か
ら
コ
ス
ト
へ
の
抵
抗

感
、
文
化
的
抵
抗
感
を
払
拭
し
た
こ
と

だ
け
で
は
な
く
、
や
は
り
「
お
い
し
さ
」

と
い
う
味
へ
の
納
得
が
な
け
れ
ば
、
こ

こ
ま
で
支
持
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た

と
思
っ
て
い
ま
す
。

清
涼
飲
料
と
い
う
名
称
か
ら
も
わ
か

る
よ
う
に
、
日
本
の
ド
リ
ン
ク
類
は
炭

酸
飲
料
か
ら
始
ま
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ

が
炭
酸
飲
料
や
ジ
ュ
ー
ス
を
抑
え
て
、

飲
料
と
し
て
の
緑
茶
や
ミ
ネ
ラ
ル
ウ
ォ

ー
タ
ー
、
コ
ー
ヒ
ー
、
紅
茶
が
伸
び
て

き
た
背
景
に
は
、
日
本
の
生
活
水
準
が

豊
か
に
な
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
で

し
ょ
う
。
つ
ま
り
、
同
じ
値
段
な
ら
コ

ス
ト
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
が
高
い
ド
リ
ン

ク
を
選
ん
で
い
た
時
代
か
ら
、
味
（
嗜

好
性
）
や
健
康
志
向
で
ド
リ
ン
ク
を
選

ぶ
時
代
に
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
し
た
と
思

い
ま
す
。

地
域
に
根
差
し
た
ご
当
地
茶

伊
藤
園
で
は
地
域
限
定
の
緑
茶
商
品

を
提
供
し
て
い
ま
す
。
日
本
茶
は
地
域

に
根
付
い
た
食
文
化
で
す
の
で
、
地
域

に
よ
っ
て
嗜
好
が
違
い
、
茶
葉
で
は
、

す
で
に
地
域
ご
と
の
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ

を
展
開
し
て
い
た
の
で
す
が
、
そ
の
味

の
特
徴
を
、
ド
リ
ン
ク
で
も
表
現
し
て

い
ま
す
。

西
日
本
で
は
、
比
較
的
昔
か
ら
お
茶

に
親
し
ん
で
い
た
の
で
、
お
茶
文
化
が

成
熟
し
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
好
み
の

お
茶
を
買
う
傾
向
が
あ
り
、
煎
茶
の
ほ

か
、
ほ
う
じ
茶
、
玄
米
茶
も
多
く
飲
ま

れ
ま
す
。
一
方
、
東
日
本
で
は
、
あ
る

程
度
完
成
さ
れ
て
か
ら
お
茶
が
浸
透
し

て
い
っ
た
た
め
か
、
煎
茶
が
多
く
飲
ま

れ
ま
す
。
緑
茶
の
産
地
も
地
域
に
よ
っ

て
さ
ま
ざ
ま
な
歴
史
や
特
色
が
あ
り
ま

す
。
有
名
な
宇
治
茶
は
茶
祖
と
言
わ
れ

る
栄
西
が
、
宗
よ
り
持
ち
帰
っ
た
茶
の

種
子
に
よ
り
始
ま
っ
た
と
も
言
わ
れ
、

室
町
時
代
か
ら
盛
ん
に
な
り
ま
し
た
。

ま
た
、
戦
前
は
絹
と
緑
茶
は
有
力
な

外
貨
獲
得
手
段
で
し
た
。
お
茶
は
１
９

１
７
年
に
は
ア
メ
リ
カ
に
３
万
ト
ン
も

輸
出
さ
れ
て
い
た
の
で
す
。
ボ
ス
ト
ン

を
中
心
と
し
た
北
米
で
、
お
そ
ら
く
砂

糖
を
入
れ
て
飲
ま
れ
て
い
た
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
今
、
日
本
の
消
費
量

が
10
万
ト
ン
で
す
か
ら
、
ず
い
ぶ
ん
大

量
の
緑
茶
が
ア
メ
リ
カ
で
飲
ま
れ
て
い

た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
米
国
へ
の
緑
茶

の
輸
出
は
戦
争
の
時
に
一
旦
途
絶
え
、

現
在
は
５
０
０
ト
ン
く
ら
い
で
、
戦
前

に
比
べ
激
減
し
て
い
ま
す
。
こ
の
輸
出

の
生
産
地
と
し
て
盛
ん
に
な
っ
た
の
が
、

静
岡
で
あ
り
、
そ
の
重
要
な
輸
出
港
が

清
水
港
だ
っ
た
の
で
す
。
そ
の
ほ
か
現

在
で
は
、
九
州
が
有
力
な
産
地
と
な
っ

て
お
り
、
地
元
で
は
飲
み
慣
れ
た
ご
当

地
茶
が
好
ま
れ
て
い
ま
す
。
地
域
に
根

差
し
た
食
文
化
の
提
案
も
、
大
切
な
テ

ー
マ
の
一
つ
と
考
え
て
い
ま
す
。

核
家
族
も
変
化
し
て
い
る

緑
茶
の
飲
ま
れ
方
も
日
本
の
生
活
ス

タ
イ
ル
に
応
じ
て
変
化
し
、
食
事
の
取

り
方
に
大
き
く
左
右
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
わ
か
り
ま
し
た
。
そ
の
背
景
に
あ
る

の
が
、
１
世
帯
当
た
り
の
家
族
人
数
の

減
少
で
す
。

人
口
動
態
推
計
を
見
る
と
人
口
は
戦
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で
き
な
い
と
思
い
ま
す
。
一
方
、
日
本

食
は
、
平
均
寿
命
か
ら
み
て
も
世
界
的

に
非
常
に
健
康
的
な
食
文
化
で
あ
り
、

こ
れ
か
ら
も
大
切
に
し
て
い
か
ね
ば
な

り
ま
せ
ん
。
そ
こ
に
、
緑
茶
飲
料
の
価

値
が
あ
り
ま
す
し
、
飲
料
化
比
率
が
高

ま
る
背
景
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

後
増
加
し
、
２
０
０
６
年
に
ピ
ー
ク
を

迎
え
た
後
は
、
横
ば
い
を
続
け
る
と
予

測
さ
れ
ま
す
。
世
帯
数
も
変
化
す
る
の

で
す
が
、
人
口
が
ピ
ー
ク
を
打
っ
た
後

も
世
帯
数
だ
け
は
伸
び
続
け
ま
す
。
こ

れ
は
、
１
世
帯
当
た
り
の
人
数
が
減
る

こ
と
を
表
わ
し
て
い
ま
す
。

核
家
族
化
は
１
９
６
０
年
代
に
始
ま

り
ま
し
た
が
、
こ
の
と
き
の
核
家
族
と

現
在
の
核
家
族
と
は
違
い
ま
す
。
60
年

代
は
、
子
ど
も
夫
婦
と
親
夫
婦
が
世
帯

分
化
し
３
〜
４
人
家
族
が
増
え
ま
し
た

が
、
現
在
で
は
単
身
者
や
夫
婦
の
み
の

１
〜
２
人
家
族
が
増
え
て
い
る
の
で
す
。

つ
ま
り
、
60
年
代
の
「
家
族
中
心
」
の

核
家
族
か
ら
、
現
在
は
「
夫
婦
中
心
」

の
核
家
族
に
な
っ
て
い
ま
す
。

家
族
の
人
数
が
３
〜
４
人
で
あ
れ
ば

食
事
を
き
ち
ん
と
作
り
、
一
緒
に
食
事

を
し
ま
す
。
し
か
し
１
人
か
２
人
で
の

食
事
と
な
る
と
、
作
る
側
の
手
間
が
先

に
立
ち
ま
す
。
そ
こ
で
出
て
く
る
の
が
、

ミ
ー
ル
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
型
と
呼
ば
れ

る
出
来
合
い
型
の
食
事
ス
タ
イ
ル
で
す
。

コ
ン
ビ
ニ
や
総
菜
屋
で
弁
当
や
お
に
ぎ

り
を
買
っ
て
済
ま
せ
る
よ
う
に
な
る
の

で
す
。
お
そ
ら
く
今
の
人
口
動
態
か
ら

推
測
す
る
と
、
そ
れ
ら
の
生
活
ス
タ
イ

ル
は
今
後
も
増
え
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、

減
る
こ
と
は
な
い
で
し
ょ
う
。「
何
人

で
住
む
か
」
は
、
食
文
化
に
と
っ
て
は

非
常
に
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
な
の
で
す
。

「
若
い
人
は
外
食
す
る
」
と
思
わ
れ

て
い
ま
す
が
、
実
際
に
は
最
近
の
外
食

て
飲
む
。
こ
の
よ
う
に
同
じ
オ
フ
ィ
ス

の
シ
ー
ン
で
も
、
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
に
使

い
分
け
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
の
登
場
で
、
喫

茶
が
屋
外
に
出
て
い
く
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
生
活
ス
タ
イ
ル

の
変
化
と
相
呼
応
し
て
、
新
し
い
喫
茶

シ
ー
ン
の
創
造
に
影
響
を
与
え
た
と
思

い
ま
す
。

コ
ー
ヒ
ー
は
、
珍
し
く
ペ
ッ
ト
ボ
ト

ル
で
は
な
く
缶
が
主
流
で
す
。
お
そ
ら

く
、
缶
を
開
け
る
と
き
の
「
プ
シ
ュ
ッ
」

と
い
う
音
も
、
消
費
者
が
飲
む
場
面
の

価
値
と
し
て
感
じ
て
い
る
可
能
性
が
あ

り
ま
す
ね
。
と
い
う
の
は
、
コ
ー
ヒ
ー

を
い
つ
飲
む
か
を
想
定
す
る
と
、
一
仕

事
し
た
後
、
次
の
仕
事
に
取
り
か
か
る

前
の
区
切
り
の
と
き
な
ど
局
面
を
変
え

る
場
合
が
多
い
。
当
社
は
社
員
が
約
４

０
０
０
人
い
る
の
で
す
が
、
全
員
が
常

に
消
費
者
の
不
満
足
を
探
し
て
、
市
場

を
リ
サ
ー
チ
し
て
い
ま
す
。
そ
の
結
果
、

消
費
者
の
ニ
ー
ズ
に
対
し
て
即
座
に
対

応
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
て
い
ま
す
。

最
近
は
オ
レ
ン
ジ
色
の
キ
ャ
ッ
プ
の

ホ
ッ
ト
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
が
出
回
っ
て
い

ま
す
。
こ
れ
も
世
界
初
。
こ
れ
は
フ
ラ

ン
ス
の
容
器
メ
ー
カ
ー
の
技
術
で
、
も

と
は
「
酸
素
の
透
過
率
が
低
い
こ
の
ペ

ッ
ト
ボ
ト
ル
で
賞
味
期
限
を
長
く
延
ば

せ
る
」
と
い
う
提
案
で
し
た
。
し
か
し
、

い
く
ら
賞
味
期
限
が
伸
ば
せ
る
か
ら
と

い
っ
て
、
１
年
も
２
年
も
前
に
製
造
さ

れ
た
も
の
を
日
本
人
が
飲
む
は
ず
が
な

産
業
の
売
り
上
げ
は
落
ち
て
い
ま
す
。

今
の
若
い
人
は
、
コ
ン
ビ
ニ
等
で
弁
当

を
買
い
、
ア
パ
ー
ト
や
マ
ン
シ
ョ
ン
で

１
人
で
食
事
し
、
テ
レ
ビ
ゲ
ー
ム
か
パ

ソ
コ
ン
か
、
真
面
目
な
人
は
仕
事
の
残

業
を
家
で
や
る
と
い
う
の
が
現
状
な
ん

で
す
。
こ
の
傾
向
は
今
後
も
続
く
も
の

と
思
わ
れ
、
そ
れ
を
否
定
す
る
こ
と
は

用
途
に
合
わ
せ
る
容
器

容
器
に
合
わ
せ
る
中
身

ド
リ
ン
ク
を
考
え
る
と
き
、
容
器
も

重
要
な
ポ
イ
ン
ト
に
な
り
ま
す
。
容
器

を
変
え
た
結
果
、
い
ろ
い
ろ
な
喫
茶
シ

ー
ン
を
作
り
だ
す
こ
と
に
つ
な
が
り
ま

し
た
。
同
じ
銘
柄
の
ブ
ラ
ン
ド
で
も
、

缶
入
り
１
９
０
ｇ
と
２
４
５
ｇ
、
ペ
ッ

ト
ボ
ト
ル
の
５
０
０
ml
で
は
、
そ
れ
ぞ

れ
微
妙
に
味
わ
い
を
変
え
て
あ
り
ま
す
。

こ
れ
は
ど
う
い
う
場
合
に
飲
む
か
、
と

い
う
シ
ー
ン
を
想
定
し
て
い
る
か
ら
で

す
。小

さ
い
缶
は
会
議
な
ど
の
お
弁
当
と

一
緒
に
つ
い
て
く
る
こ
と
も
多
く
、
食

事
に
負
け
な
い
し
っ
か
り
し
た
味
に
な

っ
て
い
ま
す
。
中
く
ら
い
の
缶
は
、
自

動
販
売
機
で
温
め
て
飲
む
場
合
が
多
い

の
で
温
め
る
と
香
り
立
ち
が
良
い
風
味

に
、
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
は
ゴ
ク
ゴ
ク
飲
む

こ
と
を
想
定
し
て
す
っ
き
り
さ
っ
ぱ
り

清
涼
感
を
感
じ
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

飲
む
時
に
一
番
美
味
し
い
味
わ
い
を
提

案
し
て
い
る
の
で
す
。

お
そ
ら
く
、
現
在
の
オ
フ
ィ
ス
と
い

う
の
は
職
場
の
人
間
関
係
も
変
化
し
て
、

昔
の
よ
う
に
給
茶
し
て
く
れ
る
女
性
な

ど
い
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。
各
自
が
小

さ
い
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
を
デ
ス
ク
の
脇
に

置
い
て
い
て
、
直
接
そ
こ
か
ら
飲
ん
で

い
る
。
会
議
の
と
き
に
は
大
き
な
ペ
ッ

ト
ボ
ト
ル
か
ら
紙
コ
ッ
プ
に
注
ぎ
分
け
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茶葉で飲むか、ドリンクで飲むか？

消
費
者
の
味
覚
が
感
じ
て
い
る
と
こ
ろ

に
あ
る
と
思
い
ま
す
。

「
茶
葉
を
急
須
で
淹
れ
て
飲
む
」
と
い

う
わ
れ
わ
れ
が
伝
統
と
思
っ
て
い
る
文

化
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
い
る
か
は
、

茶
葉
の
消
費
量
の
推
移
を
見
れ
ば
あ
る

程
度
わ
か
り
ま
す
。

戦
前
の
お
茶
は
嗜
好
品
で
そ
れ
な
り

に
高
か
っ
た
の
で
す
が
、
日
本
人
の
生

活
が
戦
後
豊
か
に
な
る
に
し
た
が
っ
て
、

茶
の
生
産
面
積
、
一
人
当
た
り
消
費
量

と
も
に
増
加
、
１
９
７
５
年
に
ピ
ー
ク

に
達
し
ま
す
。

伊
藤
園
で
は
そ
れ
ま
で
お
茶
屋
さ
ん

が
量
り
売
り
し
て
い
た
お
茶
を
、
真
空

パ
ッ
ク
商
品
へ
と
形
を
変
え
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
ス
ー
パ
ー
で
買
え
る
よ
う
に

し
ま
し
た
。
伊
藤
園
は
ド
リ
ン
ク
と
い

う
印
象
が
強
い
の
で
す
が
、
実
は
会
社

の
成
り
立
ち
と
し
て
は
茶
葉
商
品
の
ほ

う
が
ず
っ
と
先
な
の
で
す
。

お
茶
に
は

時
間
を
楽
し
む
要
素
が
あ
る
　

私
た
ち
は
、
緑
茶
の
消
費
量
が
75
年

に
ピ
ー
ク
と
な
っ
た
後
減
少
し
た
の
は
、

食
事
の
洋
風
化
に
原
因
が
あ
る
と
考
え

ま
し
た
。
そ
こ
で
油
の
強
い
洋
風
料
理

に
は
ウ
ー
ロ
ン
茶
が
合
う
だ
ろ
う
と
、

ウ
ー
ロ
ン
茶
の
茶
葉
の
輸
入
を
始
め
ま

し
た
。
そ
の
こ
と
が
81
年
の
缶
入
り
ウ

ー
ロ
ン
茶
の
発
売
に
つ
な
が
り
ま
す
。

さ
ら
に
、
長
年
研
究
し
て
い
た
緑
茶
の

ド
リ
ン
ク
化
に
も
成
功
し
、
85
年
に
発

売
し
ま
し
た
。

そ
の
こ
と
よ
り
、
ド
リ
ン
ク
を
含
め

た
緑
茶
の
一
人
当
た
り
消
費
量
は
89
年

こ
ろ
い
っ
た
ん
底
を
打
ち
、
ま
た
増
え

始
め
ま
し
た
。
つ
ま
り
、「
茶
葉
」
消

費
が
減
少
し
て
い
る
の
で
す
が
、「
ド

リ
ン
ク
」
が
緑
茶
消
費
の
増
加
に
貢
献

し
て
い
る
の
で
す
。
さ
ら
に
若
い
人
で

も
緑
茶
飲
料
に
よ
り
、
あ
ら
た
め
て
緑

茶
の
魅
力
に
気
づ
か
れ
る
人
が
出
て
き

て
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
茶
葉

か
ら
飲
む
だ
け
で
は
な
く
、
も
っ
と
自

分
の
生
活
に
あ
っ
た
ス
タ
イ
ル
で
喫
茶

を
楽
し
む
人
が
増
え
て
く
る
も
の
と
思

い
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
女
性

の
ほ
う
が
柔
軟
で
す
ね
。
女
性
も
20
歳

〜
25
歳
の
世
代
は
缶
、
ペ
ッ
ト
ド
リ
ン

ク
で
緑
茶
を
飲
む
の
で
す
が
、
30
〜
35

歳
に
な
る
と
、
急
に
茶
葉
に
戻
る
と
い

う
現
象
が
見
ら
れ
ま
す
。
結
婚
し
て
家

庭
に
入
る
と
い
う
こ
と
も
あ
る
の
で
し

ょ
う
が
、
や
は
り
「
時
間
を
大
切
に
す

る
」
と
か
、「
生
活
を
大
切
に
す
る
」

と
い
う
価
値
を
求
め
る
よ
う
に
な
る
か

ら
で
し
ょ
う
。
当
社
は
そ
う
し
た
愛
飲

家
に
向
け
て
世
界
中
の
お
茶
を
10
ｇ
か

ら
購
入
で
き
る
茶
葉
専
門
店
も
経
営
し

て
い
ま
す
。
そ
の
店
は
幸
い
好
評
で
そ

れ
だ
け
で
リ
ー
フ
（
茶
葉
）
回
帰
と
呼

ぶ
の
は
早
計
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
お

茶
が
嗜
好
性
の
あ
る
飲
み
物
、
Ｔ
Ｐ
Ｏ

を
演
出
す
る
優
れ
た
媒
体
と
し
て
新
た

な
価
値
を
見
出
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

伝
統
の
意
味
　
　
　
　
　
　
　

こ
れ
は
私
個
人
の
感
想
で
す
が
、
伝

統
と
い
う
の
は
常
に
革
新
が
な
い
と
伝

統
に
な
ら
な
い
と
思
う
の
で
す
。
そ
の

時
代
時
代
に
生
き
残
れ
な
け
れ
ば
廃
れ

て
し
ま
い
、
次
の
時
代
に
は
受
け
継
が

れ
ま
せ
ん
か
ら
伝
統
に
な
り
ま
せ
ん
。

古
い
も
の
を
常
に
革
新
的
に
展
開
す
る

こ
と
で
、
伝
統
と
し
て
残
っ
て
い
く
。

伝
統
と
い
う
の
は
、
た
だ
古
い
も
の
が

残
っ
て
い
っ
た
の
で
は
な
く
、
常
に
磨

い
て
い
く
こ
と
で
、
飛
躍
し
た
も
の
に

な
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
で
大
事

な
こ
と
は
、
本
来
的
な
価
値
や
魅
力
を

維
持
す
る
こ
と
。
本
質
的
な
も
の
が
ブ

レ
る
と
、
そ
れ
は
違
っ
た
も
の
に
な
っ

て
し
ま
い
ま
す
し
、
進
歩
に
は
繋
が
ら

な
い
と
思
い
ま
す
。

も
し
緑
茶
の
ド
リ
ン
ク
化
が
な
さ
れ

て
い
な
け
れ
ば
、
緑
茶
は
廃
れ
る
可
能

性
が
あ
っ
た
し
、
そ
の
意
味
で
緑
茶
飲

料
の
価
値
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い

う
気
が
し
ま
す
。

い
。
そ
の
と
き
に
「
酸
素
の
透
過
率
が

低
い
の
で
あ
れ
ば
、
ホ
ッ
ト
に
で
き
な

い
か
」
と
用
途
を
転
換
し
た
の
が
当
社

な
の
で
す
。
そ
れ
は
飲
ま
れ
る
場
面
を

さ
ら
に
広
げ
ま
し
た
。
今
で
は
釣
り
人

の
必
需
品
で
す
し
、
屋
外
の
ス
ポ
ー
ツ

観
戦
に
も
も
っ
て
こ
い
で
す
。

ま
た
、
当
然
な
が
ら
商
品
で
す
か
ら

味
は
均
一
に
し
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
茶
葉
は
農
産
物
で
す
か
ら
原

料
に
ば
ら
つ
き
が
あ
り
、
こ
れ
が
非
常

に
む
ず
か
し
い
の
で
す
。
し
か
も
、
原

料
と
な
る
日
本
茶
は
、
手
間
暇
が
か
か

る
だ
け
に
高
価
で
あ
り
コ
ス
ト
高
に
な

り
ま
す
。
そ
こ
で
多
く
の
メ
ー
カ
ー
は

競
争
に
打
ち
勝
と
う
と
、
コ
ス
ト
削
減

と
均
一
な
工
業
品
と
し
て
の
緑
茶
飲
料

を
作
る
た
め
、
香
料
や
安
い
海
外
産
の

原
料
に
頼
ら
ざ
る
を
え
な
く
な
り
ま
す
。

し
か
し
当
社
は
、
お
茶
の
会
社
の
強
み

を
生
か
し
て
、
大
量
仕
入
れ
と
原
料
製

造
の
コ
ス
ト
ダ
ウ
ン
、
お
よ
び
ブ
レ
ン

ド
技
術
に
よ
り
品
質
を
落
と
さ
ず
、
急

須
で
入
れ
た
お
茶
本
来
の
自
然
な
味
わ

い
を
飲
料
に
表
現
し
て
い
ま
す
。

緑
茶
の
大
衆
化
の
中
で

食
の
伝
統
を
守
る
と
は
？

一
時
代
流
行
し
た
ニ
ア
ウ
ォ
ー
タ
ー

な
ど
は
、
止
渇
性
飲
料
と
し
て
脚
光
を

浴
び
な
が
ら
短
期
間
で
廃
れ
て
し
ま
っ

た
。
そ
の
理
由
は
、
や
は
り
日
本
人
の

食
生
活
に
は
緑
茶
が
合
っ
て
い
る
、
と
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お茶が生み出すもてなし関係

こ
と
を
如
実
に
物
語
っ
て
い
ま
す
。

ビ
ク
ト
リ
ア
時
代
（
１
８
３
７
〜
１

９
０
１
年
に
い
た
る
ビ
ク
ト
リ
ア
女
王

の
治
世
の
時
代
で
イ
ギ
リ
ス
経
済
の
黄

金
時
代
）
は
、
現
在
常
識
と
思
わ
れ
て

い
る
家
庭
像
が
確
立
し
た
時
代
で
も
あ

り
ま
し
た
。
言
う
な
れ
ば
、H

om
e

Sw
eet
H
om
e

の
成
立
で
す
。
私
た
ち

は
、
イ
ギ
リ
ス
に
は
こ
の
よ
う
な
伝
統

が
い
ま
だ
に
大
切
に
残
さ
れ
て
い
る
と

い
う
幻
想
を
抱
い
て
い
た
わ
け
で
す
が
、

イ
ギ
リ
ス
も
ご
多
分
に
洩
れ
ず
、
伝
統

文
化
の
変
貌
と
い
う
危
機
に
見
舞
わ
れ

て
い
る
と
い
う
わ
け
で
す
。

英
国
の
テ
ィ
ー
文
化

巻
頭
言
で
も
書
き
ま
し
た
よ
う
に
、

テ
ィ
ー
（
緑
茶
も
含
む
）
は
イ
ギ
リ
ス

に
入
っ
て
新
し
い
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
を

生
み
出
す
原
動
力
に
な
り
ま
し
た
。
そ

の
あ
た
り
の
事
情
を
、
も
う
少
し
詳
し

く
述
べ
ま
し
ょ
う
。

茶
が
イ
ギ
リ
ス
に
入
っ
て
き
た
の
は

17
世
紀
中
ご
ろ
で
、
コ
ー
ヒ
ー
よ
り
は

少
し
後
に
な
り
ま
す
。
コ
ー
ヒ
ー
が
コ

ー
ヒ
ー
ハ
ウ
ス
で
飲
ま
れ
る
の
は
ト
ル

コ
の
影
響
で
、
コ
ー
ヒ
ー
ハ
ウ
ス
は
ク

ラ
ブ
の
前
身
で
し
た
。
商
人
や
貴
族
の

社
交
場
で
あ
り
、
情
報
交
換
セ
ン
タ
ー

と
な
っ
て
い
た
の
で
す
。
お
の
ず
と
、

そ
こ
は
男
性
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

の
場
と
な
り
、
当
時
の
女
性
が
入
っ
て

い
か
れ
る
場
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

コ
ー
ヒ
ー
は
イ
ギ
リ
ス
人
の
男
性
に

熱
狂
的
に
支
持
さ
れ
、
ロ
ン
ド
ン
に
は

瞬
く
間
に
３
０
０
０
軒
も
の
コ
ー
ヒ
ー

ハ
ウ
ス
が
で
き
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

イ
ギ
リ
ス
と
い
え
ば
紅
茶
、
と
思
い
込

み
が
ち
な
現
代
か
ら
は
ち
ょ
っ
と
意
外

な
気
が
し
ま
す
。

一
方
コ
ー
ヒ
ー
ハ
ウ
ス
に
夫
を
奪
わ

れ
た
イ
ギ
リ
ス
女
性
は
、
お
そ
ら
く
頭

に
き
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
亭

主
が
家
を
放
っ
た
ら
か
し
て
コ
ー
ヒ
ー

に
う
つ
つ
を
抜
か
し
て
い
る
こ
と
へ
の

怒
り
は
、
異
教
徒
の
飲
み
物
で
あ
る
コ

ー
ヒ
ー
に
向
け
ら
れ
ま
し
た
。

そ
こ
で
上
流
社
会
の
女
性
た
ち
は
、

ア
ジ
ア
・
中
国
の
テ
ィ
ー
に
注
目
し
た

の
で
す
。

コ
ー
ヒ
ー
ハ
ウ
ス
へ
の
対
抗
と
し
て
、

女
性
た
ち
は
家
庭
で
テ
ィ
ー
パ
ー
テ
ィ

ー
の
集
ま
り
を
催
し
ま
す
。
こ
こ
で
目

的
と
さ
れ
た
の
は
、
憧
れ
の
ア
ジ
ア
の

物
産
品
を
見
せ
び
ら
か
す
こ
と
で
し
た
。

言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
が
こ
こ
で
飲

ま
れ
た
テ
ィ
ー
は
中
国
か
ら
東
イ
ン
ド

会
社
の
手
を
へ
て
輸
入
さ
れ
た
、
高
価

な
も
の
で
し
た
。
テ
ィ
ー
を
飲
む
こ
と
、

そ
れ
自
体
が
大
変
贅
沢
な
行
為
だ
っ
た

わ
け
で
す
。
そ
し
て
テ
ィ
ー
パ
ー
テ
ィ

に
使
用
さ
れ
る
カ
ッ
プ
、
ポ
ッ
ト
な
ど

の
茶
道
具
も
、
す
べ
て
中
国
直
輸
入
の

陶
磁
器
で
自
慢
の
種
に
な
り
ま
し
た
。

当
時
は
緑
茶
の
ほ
う
が
主
流
だ
っ
た
の

で
す
が
、
緑
茶
に
も
砂
糖
が
入
れ
ら
れ

ま
し
た
。
大
部
分
は
西
イ
ン
ド
諸
島
の

生
活
史
か
ら
捉
え
直
す

お
茶
の
話
に
な
る
と
、
ど
う
も
精
神

論
ば
か
り
が
強
調
さ
れ
が
ち
で
す
が
、

私
は
専
門
の
経
済
史
の
視
点
か
ら
、
モ

ノ
や
具
体
的
な
生
活
も
検
証
し
て
み
た

く
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
に
お
茶
と
言
え

ば
ま
ず
日
本
の
茶
道
を
思
い
浮
か
べ
ま

す
が
、
私
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
特
に
イ
ギ

リ
ス
に
お
け
る
紅
茶
文
化
を
探
る
こ
と

で
、
日
本
に
お
け
る
お
茶
の
位
置
づ
け

を
し
て
み
た
の
で
す
。

日
本
人
の
感
覚
で
い
う
と
、
イ
ギ
リ

ス
は
紳
士
の
国
、
紅
茶
の
国
で
し
ょ
う
。

し
か
し
、
本
当
に
現
在
で
も
そ
の
通
り

な
の
か
。
ま
ず
、
そ
の
現
状
を
正
し
く

認
識
し
て
み
よ
う
、
と
思
い
立
ち
ま
し

た
。
イ
ギ
リ
ス
政
府
は
毎
年
イ
ギ
リ
ス

人
の
食
生
活
に
つ
い
て
、
食
べ
物
へ
の

支
出
、
消
費
、
栄
養
摂
取
な
ど
の
調
査

報
告
書
を
出
し
て
い
ま
す
。

『
イ
ギ
リ
ス
人
の
食
生
活
調
査
、２
０
０

０
年
版
』（N

ational
F
ood
Survey,

2000
:
A
n
n
u
al
R
ep
ort
on
F
ood

E
xpenditure,

C
onsum

ption
and

N
utrient

Intakes,T
he
Stationery

O
ffice,2001

）
に
よ
れ
ば
、
過
去
30
〜

40
年
間
で
イ
ギ
リ
ス
人
の
食
生
活
に
劇

的
な
変
化
が
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
が
わ

か
り
ま
す
。
こ
の
報
告
書
に
よ
れ
ば
、

現
代
家
庭
の
じ
ゃ
が
い
も
、
お
茶
、
ミ

ル
ク
、
卵
、
肉
の
消
費
量
は
第
二
次
世

界
大
戦
直
後
と
比
べ
る
と
ほ
ぼ
半
減
し

て
い
ま
す
。
こ
れ
は
外
食
、
個
食
の
増

加
、
す
な
わ
ち
家
族
関
係
が
崩
壊
し
た
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費
」
は
、
世
界
を
征
服
す
る
大
英
帝
国

の
シ
ン
ボ
ル
と
も
な
り
、
茶
葉
、
砂
糖

を
植
民
地
生
産
す
る
原
動
力
と
も
な
っ

た
の
で
す
。

奢
侈
品
か
ら
生
活
必
需
品
へ

テ
ィ
ー
の
も
て
な
し
の
精
神
、
茶
会

で
の
会
話
や
飲
み
方
の
エ
チ
ケ
ッ
ト
な

ど
の
中
に
、
イ
ギ
リ
ス
人
は
優
雅
さ
を

見
出
し
、
茶
の
文
化
を
学
ん
だ
に
違
い

あ
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
模

倣
の
時
代
を
へ
て
、
独
自
の
茶
の
文
化

を
模
索
す
る
時
代
へ
と
移
行
し
て
い
き

ま
す
。
男
性
の
コ
ー
ヒ
ー
ハ
ウ
ス
は
ク

ラ
ブ
ハ
ウ
ス
へ
と
移
行
し
、
家
庭
が
大

切
で
あ
る
と
い
う
理
念
が
浸
透
し
、
家

庭
で
の
女
性
の
役
割
と
テ
ィ
ー
が
受
容

さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
こ
う
し
て

テ
ィ
ー
は
女
性
の
指
導
の
も
と
、
新
し

い
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
形
成
に
寄
与
す

る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

17
世
紀
中
ご
ろ
ま
で
は
、
貴
族
は
大

き
な
屋
敷
に
そ
れ
ぞ
れ
が
個
室
を
持
ち
、

召
使
い
が
個
々
に
サ
ー
ビ
ス
し
ま
し
た
。

だ
か
ら
、
家
庭
と
し
て
の
ま
と
ま
り
は

あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
が
、
お
茶
が
入
っ

て
女
性
が
支
配
権
を
握
り
、
家
族
の
み

ん
な
が
集
ま
っ
て
朝
食
を
と
る
と
い
う

か
た
ち
で
、
初
め
て
ブ
レ
ッ
ク
フ
ァ
ー

ス
ト
（b

reak
fast

）
が
成
立
す
る
。

fast
の
元
の
意
味
は
「
断
食
」。
つ
ま
り

夜
の
間
、
食
を
絶
っ
て
い
た
わ
け
で
す

か
ら
、
断
食
を
や
め
る
と
い
う
意
味
で

す
。私

は
こ
の
こ
と
が
、
近
代
生
活
が
成

立
す
る
上
で
重
要
な
こ
と
と
思
い
ま
す
。

ま
さ
し
く
、
茶
を
一
緒
に
飲
む
と
い
う

こ
と
が
、
女
性
の
側
か
ら
見
た
家
族
関

係
の
始
ま
り
と
い
う
こ
と
で
す
。
贅
沢

品
の
茶
が
貴
族
層
の
家
庭
に
入
り
、
女

性
が
家
庭
を
支
配
し
た
と
き
に
起
き
た

の
が
、
家
の
中
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
の
大
き
な
変
化
、
ブ
レ
ッ
ク
フ
ァ
ー

ス
ト
の
成
立
な
の
で
す
。

19
世
紀
中
ご
ろ
以
降
、
植
民
地
イ
ン

ド
で
の
茶
葉
生
産
も
進
み
、
以
前
の
よ

う
に
中
国
茶
に
頼
る
必
要
性
が
薄
れ
て

い
き
ま
す
。
こ
う
し
た
背
景
も
あ
っ
て
、

近
代
的
な
家
族
関
係
の
確
立
だ
け
で
な

く
、
従
来
の
中
国
趣
味
か
ら
脱
却
し
た
、

イ
ギ
リ
ス
独
自
の
創
出
と
展
開
に
よ
っ

て
華
麗
な
茶
の
文
化
に
昇
華
し
て
い
き

ま
し
た
。
貴
族
的
な
テ
ィ
ー
パ
ー
テ
ィ

ー
か
ら
、
中
産
階
級
に
ま
で
普
及
し
た

ブ
レ
ッ
ク
フ
ァ
ー
ス
ト
の
習
慣
が
、
奢

侈
品
か
ら
生
活
必
需
品
へ
と
テ
ィ
ー
の

底
辺
を
広
げ
て
い
っ
た
の
で
す
。

人
間
関
係
に
価
値
を
お
く

こ
の
よ
う
に
、
文
明
の
中
心
は
い
っ

た
ん
西
洋
に
移
り
ま
す
。
し
か
し
、
今

後
出
て
く
る
の
は
多
神
教
の
性
格
を
も

つ
ア
ジ
ア
の
文
化
だ
と
思
い
ま
す
。
イ

ギ
リ
ス
に
ア
ー
ノ
ル
ド
・
ト
イ
ン
ビ
ー

（
１
８
８
９
〜
１
９
７
５
）
と
い
う
著

名
な
歴
史
家
が
い
ま
し
た
。

お茶が生み出すもてなし関係

バ
ル
バ
ド
ス
か
ブ
ラ
ジ
ル
か
ら
来
た
も

の
で
、
こ
れ
も
貴
重
品
。
身
に
つ
け
る

ド
レ
ス
も
ト
ッ
プ
モ
ー
ド
の
木
綿
ド
レ

ス
で
流
行
を
競
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
う

言
う
と
「
木
綿
よ
り
絹
や
毛
織
物
の
ほ

う
が
高
級
で
は
な
か
っ
た
か
」
と
思
わ

れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
イ
ン
ド
産

の
キ
ャ
リ
コ
は
17
世
紀
中
ご
ろ
か
ら
末

に
か
け
て
東
イ
ン
ド
会
社
が
輸
入
に
力

を
入
れ
て
い
た
も
の
の
一
つ
で
、
木
綿

人
気
が
国
の
基
礎
を
危
う
く
す
る
と
し

て
、
１
７
０
０
年
に
輸
入
禁
止
処
置
が

と
ら
れ
る
ほ
ど
で
し
た
。

こ
れ
ら
の
事
柄
か
ら
、
当
時
ア
ジ
ア
、

特
に
中
国
は
大
変
な
憧
れ
を
持
っ
て
受

け
入
れ
ら
れ
て
お
り
、
文
明
の
中
心
と

し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り

ま
す
。
明
治
維
新
以
降
の
日
本
人
の
頭

の
中
に
は
、
こ
の
時
代
の
文
明
の
中
心

が
ア
ジ
ア
に
あ
っ
た
と
い
う
意
識
が
な

い
。
こ
の
辺
が
わ
か
ら
な
い
と
当
時
の

イ
ギ
リ
ス
の
茶
の
文
化
が
見
え
て
こ
な

い
の
で
す
。
つ
ま
り
、
現
在
の
西
洋
中

心
の
価
値
観
で
は
想
像
も
つ
か
な
い
ほ

ど
、
ア
ジ
ア
は
畏
敬
の
念
を
持
っ
て
捉

え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
テ
ィ
ー
パ
ー
テ

ィ
ー
は
、
当
時
の
最
高
の
ア
ジ
ア
文
明

を
代
表
す
る
物
（
＝
茶
）
と
精
神
（
＝

も
て
な
し
）
を
体
現
し
た
ト
ッ
プ
レ
ベ

ル
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
だ
っ
た
の
で
す
。

そ
の
た
め
上
流
階
級
の
女
性
た
ち
は
、

そ
の
場
の
担
い
手
と
し
て
競
い
あ
い
ま

し
た
。

こ
の
よ
う
な
「
見
せ
び
ら
か
し
の
消

右：ティーテーブル
上：18世紀のコーヒーハウス
下：19世紀初め、中産階級の朝食
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ト
イ
ン
ビ
ー
は
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド

大
学
を
出
て
ず
っ
と
文
明
の
研
究
を
し
、

戦
前
は
、
日
本
を
中
国
文
明
の
衛
星
と

位
置
づ
け
て
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、

そ
の
後
彼
は
日
本
の
文
化
を
学
ぶ
に
つ

れ
て
「
日
本
は
中
国
の
衛
星
で
は
な
く
、

独
自
の
文
明
を
持
っ
て
い
る
」
と
気
づ

き
、
さ
ら
に
日
本
と
ア
ジ
ア
に
興
味
を

持
つ
よ
う
に
な
り
ま
す
。

彼
は
古
代
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
を

研
究
し
て
き
ま
し
た
。
す
る
と
、
キ
リ

ス
ト
教
の
よ
う
な
一
神
教
は
既
存
の
文

明
を
滅
ぼ
し
て
き
た
の
に
、
ア
ジ
ア
は

宗
教
が
平
和
的
に
共
存
し
て
い
る
。
そ

の
理
由
が
な
ぜ
か
を
探
っ
て
い
っ
た
と

き
に
、
特
に
多
神
教
的
な
色
彩
の
強
い

大
乗
仏
教
に
関
心
を
持
ち
ま
し
た
。

要
は
、
一
神
教
は
個
人
と
神
と
の
対

話
で
あ
り
、
魂
の
救
い
が
あ
る
。
あ
く

ま
で
も
個
人
が
単
位
で
す
。
そ
れ
に
対

し
て
、
ア
ジ
ア
は
そ
う
い
う
何
も
か
も

聞
き
入
れ
て
く
れ
る
便
利
な
神
様
は
い

な
い
わ
け
で
す
。
神
道
を
み
て
も
、
交

通
安
全
の
神
様
、
お
産
の
神
様
と
い
う

よ
う
に
、
神
様
に
も
分
業
が
あ
っ
て
ね
。

日
本
の
場
合
は
、
神
は
暮
ら
し
の
中
に

い
て
利
用
す
る
存
在
と
し
て
あ
る
。

と
こ
ろ
が
実
は
も
っ
と
大
事
な
の
は

人
間
関
係
で
、
仏
教
と
儒
教
は
人
間
関

係
主
義
な
の
で
す
。
日
常
の
生
活
の
中

で
信
頼
関
係
が
形
成
さ
れ
な
い
と
社
会

が
う
ま
く
い
か
な
い
わ
け
で
す
。

安
土
桃
山
時
代
に
日
本
を
訪
れ
た
ポ

ル
ト
ガ
ル
人
の
宣
教
師
、
ジ
ョ
ア
ン
・

ロ
ド
リ
ゲ
ス
が
『
日
本
教
会
史
』
と
い

う
本
を
残
し
て
い
ま
す
。
そ
の
中
で
ロ

ド
リ
ゲ
ス
は
、
人
間
関
係
の
徳
に
つ
い

て
書
い
て
い
ま
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
違

っ
て
ア
ジ
ア
、
特
に
中
国
、
日
本
に
は

五
つ
の
徳
が
あ
る
と
い
う
の
で
す
。

人
間
の
学
問
す
な
わ
ち
道
徳
の
学
問

は
、
礼
儀
を
弁
え
、
共
同
に
生
活
す
る

社
交
性
を
持
っ
た
動
物
と
し
て
の
人
間

を
扱
う
。
そ
の
人
間
は
天
と
地
を
共
通

一
般
の
両
親
と
し
て
、
そ
の
秩
序
、
道

理
、
特
質
を
模
倣
し
て
共
同
に
生
活
し
、

す
べ
て
の
人
に
通
用
す
る
五
つ
の
道
徳

を
守
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
シ
ナ
人
が
ウ

チ
ャ
ン
（
五
常
）
と
呼
び
、
日
本
人
は

五
常
と
呼
ぶ
も
の
で
、
各
々
は
（
中
略
）

日
本
人
は
仁
、
義
、
礼
、
智
、
信
と
い

う
。
そ
れ
ら
の
中
の
第
１
の
も
の
は
、

慈
悲
、
従
順
、
仁
愛
、
愛
情
お
よ
び
や

さ
し
さ
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
す
べ
て

を
包
含
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
第
２
は

正
義
、
平
等
、
公
正
お
よ
び
清
廉
で
あ

り
、
第
３
は
尊
敬
、
礼
儀
、
礼
儀
正
し

さ
で
あ
り
、
第
４
は
賢
明
さ
で
あ
り
、

第
５
は
人
間
の
交
際
と
交
渉
に
お
け
る

信
義
と
誠
実
で
あ
る
。（
ジ
ョ
ア
ン
・

ロ
ド
リ
ゲ
ス
『
日
本
教
会
史
』
岩
波
書

店
、
１
９
６
７
）

仁
、
義
、
礼
、
智
を
一
つ
一
つ
人
間

関
係
の
基
本
と
し
、
そ
う
い
う
も
の
を

通
じ
て
最
後
に
信
が
生
ま
れ
る
と
い
う

一
つ
の
体
系
が
あ
る
わ
け
で
す
。
そ
れ

を
人
間
関
係
の
基
礎
と
し
て
い
る
。
こ

う
い
う
シ
ス
テ
ム
の
中
心
に
、
人
間
関

係
を
大
事
に
す
る
と
い
う
理
念
が
あ
る
。

こ
れ
を
茶
が
媒
介
し
、
人
間
関
係
が
ス

ム
ー
ズ
に
つ
く
ら
れ
て
い
く
さ
ま
を
、

ロ
ド
リ
ゲ
ス
は
大
変
興
味
深
く
観
察
し

て
い
ま
す
。

そ
の
よ
う
な
お
茶
の
役
割
の
成
立
は
、

喫
茶
が
宴
会
か
ら
独
立
し
て
か
ら
の
話

で
す
。
そ
れ
ま
で
は
宴

う
た
げ

が
社
交
の
主
流

で
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
が
応
仁
の
乱

以
降
、
成
立
し
な
く
な
り
ま
す
。
人
間

不
信
に
陥
っ
て
毒
が
盛
ら
れ
る
恐
れ
が

あ
る
よ
う
な
状
況
で
、
宴
な
ど
成
立
し

な
い
か
ら
で
す
。
と
こ
ろ
が
戦
国
時
代

に
入
っ
て
、
そ
の
人
間
不
信
が
極
限
ま

で
高
ま
っ
た
と
き
、
宴
会
の
プ
ロ
セ
ス

か
ら
締
め
く
く
り
で
あ
っ
た
お
茶
を
独

立
さ
せ
た
の
が
、
舞
台
を
堺
に
据
え
た

茶
の
湯
の
発
展
で
し
た
。

当
時
は
人
間
不
信
が
極
限
に
達
し
た

時
代
だ
っ
た
と
い
っ
て
い
い
で
し
ょ
う
。

し
か
し
、
人
間
不
信
と
い
っ
て
も
、
人

間
は
関
係
を
つ
く
っ
て
い
か
な
く
て
は

生
き
て
は
い
け
な
い
動
物
で
す
。
だ
か

ら
人
間
関
係
が
崩
壊
し
た
世
の
中
だ
か

ら
こ
そ
、
本
当
の
人
間
関
係
を
再
構
築

す
る
と
い
う
こ
と
が
最
大
の
問
題
に
な

る
わ
け
で
す
。
そ
れ
は
、
現
在
も
同
様

で
す
。

小
さ
な
小
屋
を
建
て
、
武
器
を
外
し
、

丸
腰
で
集
う
。
そ
し
て
、
み
ん
な
の
見

て
い
る
中
で
点
て
た
茶
を
回
し
飲
み
す

る
と
い
う
行
為
は
、
安
全
の
証
明
で
す
。

シノワズリー（中国趣味）は、ティー文化
とともにヨーロッパを席巻した。ヨーロッ
パで磁器が作れるようになるまでは、中国
から茶器が輸入され、上流社会の憧れの的
となった。急須型のポット、ハンドルのな
い湯のみ型のカップが、当時を物語る。こ
れらはデンマークのコペンハーゲンにある
工芸美術博物館のコレクション。急須型は、
銀器にまで受け継がれ、竹で編んだハンド
ルにも、東洋への憧憬が見て取れる。



経
営
の
場
で
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
・
イ
ン

ダ
ス
ト
リ
ー
が
重
要
視
さ
れ
て
き
て
い

る
よ
う
に
、「
売
る
人
と
買
う
人
の
関

係
」
だ
け
で
は
何
か
が
足
り
な
い
こ
と

に
気
づ
き
始
め
て
い
ま
す
。「
互
い
が

も
て
な
し
あ
う
関
係
」
と
い
う
こ
と
を

復
活
さ
せ
な
い
と
い
け
な
い
と
い
う
こ

と
が
、
経
営
者
も
わ
か
っ
て
き
た
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
で
も
、
そ
ん
な

こ
と
は
、
日
本
で
は
昔
か
ら
行
っ
て
い

る
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
点
で
は
、
日

本
は
先
進
国
で
す
。

も
て
な
し
の
価
値
を
、
私
は
「
ア
ジ

ア
的
価
値
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
儒
教

と
い
う
と
忠
孝
と
い
う
縦
の
人
間
関
係

ば
か
り
連
想
さ
れ
ま
す
が
、「
友
あ
り

遠
方
よ
り
来
る
」
と
い
う
横
の
関
係
も

あ
り
ま
す
。
上
下
関
係
を
離
れ
て
そ
の
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こ
れ
こ
そ
が
、
ロ
ド
リ
ゲ
ス
が
発
見
し

た
「
も
て
な
し
」
の
作
法
に
ほ
か
な
ら

な
い
の
で
す
。

現
代
は
家
庭
の
中
で
も
人
間
関
係
は

崩
壊
し
、
孤
独
に
な
っ
て
き
て
い
る
。

イ
ギ
リ
ス
で
も
日
本
で
も
、
家
族
が
崩

壊
し
バ
ラ
バ
ラ
に
な
っ
て
き
て
い
る
。

ろ
く
に
朝
ご
飯
も
食
べ
な
い
中
学
生
高

校
生
が
お
り
、
１
時
間
目
が
終
わ
っ
た

ら
弁
当
出
し
て
食
べ
て
し
ま
う
よ
う
な

現
状
。
夕
食
を
一
緒
に
食
べ
る
か
と
い

う
と
、
子
供
は
塾
、
親
父
は
夜
遅
く
な

ら
な
い
と
帰
っ
て
こ
な
い
。
現
代
の
生

活
様
式
で
は
無
理
な
こ
と
か
も
し
れ
な

い
け
れ
ど
、
や
は
り
集
ま
っ
て
人
間
関

係
を
つ
く
ら
な
け
れ
ば
人
間
は
生
き
て

い
か
れ
な
い
は
ず
で
す
。

も
て
な
し
が
生
む
社
会

近
代
都
市
の
生
活
単
位
を
形
成
し
て

き
た
家
庭
は
、
今
や
崩
壊
の
危
機
を
迎

え
て
い
ま
す
。
女
性
の
社
会
進
出
が
当

た
り
前
に
な
っ
た
現
在
、
社
交
下
手
は

男
性
に
留
ま
り
ま
せ
ん
。
社
交
す
る
の

が
苦
手
な
の
は
、
キ
ャ
リ
ア
や
肩
書
が

場
や
間
の
感
覚
を
狂
わ
せ
て
し
ま
っ
た

か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
ん
な
中
で
、

組
織
を
離
れ
た
人
間
は
ど
こ
に
行
っ
た

ら
い
い
の
で
し
ょ
う
か
。

し
か
し
、
未
来
は
悲
観
ば
か
り
か
と

い
う
と
、
そ
う
で
は
な
い
。
新
し
い
人

間
関
係
の
ル
ー
ル
が
で
き
つ
つ
あ
る
と
、

私
は
思
っ
て
い
ま
す
。

よ
う
な
横
の
関
係
を
つ
く
る
の
に
、
お

茶
は
う
っ
て
つ
け
な
ん
で
す
。
聖
な
る

空
間
で
こ
の
よ
う
な
ふ
れ
あ
い
を
持
つ

こ
と
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
有
り
得
ま

せ
ん
。
ロ
ド
リ
ゲ
ス
も
、「
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
で
は
下
の
者
が
上
の
者
を
招
待
す
る

と
い
う
こ
と
は
な
い
が
、
日
本
の
お
茶

の
席
で
は
、
目
下
の
者
も
上
の
者
を
呼

ん
で
い
る
」
と
驚
い
て
書
い
て
い
ま
す
。

実
は
日
本
に
は
、
中
国
伝
来
の
抹
茶

文
化
と
イ
ギ
リ
ス
の
テ
ィ
ー
の
文
化
と

い
う
、
本
国
で
は
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
茶

の
文
化
が
き
ち
ん
と
継
承
さ
れ
て
い
ま

す
。
千
利
休
が
創
出
し
た
茶
の
心
は
、

「
聖
な
る
空
間
で
ふ
れ
あ
い
を
持
つ
こ

と
＝
茶
室
」
を
含
め
、
現
代
社
会
に
通

用
す
る
偉
大
な
る
哲
学
を
併
せ
持
っ
て

い
ま
す
。
長
い
歴
史
の
中
で
男
性
の
世

界
だ
っ
た
茶
の
湯
が
、
明
治
維
新
以
降
、

女
性
の
た
し
な
み
と
し
て
男
性
を
締
め

出
し
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
も
見
え
ま
す

が
、
も
う
一
度
真
の
茶
の
心
を
見
直
す

こ
と
は
、
組
織
を
離
れ
て
行
き
場
の
な

い
人
た
ち
の
新
し
い
社
交
の
場
と
な
り

え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

堺
市
で
は
、
今
こ
そ
千
利
休
の
目
指

し
た
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
を
後
世
に
伝
え

る
た
め
に
、
小
学
生
に
茶
の
湯
の
楽
し

さ
を
教
え
て
い
ま
す
。
お
茶
の
文
化
が

場
や
間
の
感
覚
を
取
り
戻
し
、
こ
れ
か

ら
の
新
し
い
人
間
関
係
の
構
築
に
、
大

い
な
る
役
割
を
果
た
す
と
信
じ
て
い
る

か
ら
で
す
。

要
が
あ
り
ま
す
。
結
局
、
趣
味
や
Ｎ
Ｐ

Ｏ
を
通
じ
た
も
て
な
し
の
結
び
つ
き
で
、

新
し
い
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
が
生
ま
れ
て

く
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
こ

で
飲
ま
れ
る
の
は
、
酒
で
は
な
く
お
茶

で
し
ょ
う
。
た
だ
、
そ
こ
に
は
、
ふ
れ

あ
い
と
も
て
な
し
の
気
持
ち
を
お
互
い

が
持
つ
と
い
う
ル
ー
ル
が
必
要
で
す
。

自
動
販
売
機
や
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
の
ド

リ
ン
ク
は
、
と
も
す
る
と
批
判
の
矢
面

に
立
た
さ
れ
が
ち
で
す
。
し
か
し
日
本

は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
だ
っ
た
ら
各
国
で
コ

イ
ン
が
違
う
た
め
故
障
し
や
す
か
っ
た

り
、
治
安
の
問
題
で
置
い
て
お
け
な
い

ア
メ
リ
カ
と
は
違
っ
て
、
自
動
販
売
機

が
機
能
す
る
国
。
ま
た
、
誰
も
が
実
感

し
て
い
る
こ
と
で
し
ょ
う
が
、
ペ
ッ
ト

ボ
ト
ル
の
ド
リ
ン
ク
は
と
て
も
便
利
な

存
在
で
す
。

し
か
し
便
利
だ
か
ら
い
い
、
と
い
う

こ
と
だ
け
で
は
片
づ
け
ら
れ
な
い
、
守

る
べ
き
も
の
が
あ
る
は
ず
で
す
。
今
、

先
日
、
あ
る
Ｎ
Ｐ
Ｏ
の
女
性
に
講
演

を
頼
ま
れ
ま
し
た
。
そ
の
方
は
す
ご
い

エ
ネ
ル
ギ
ッ
シ
ュ
で
、
僕
の
前
に
は
、

ド
ナ
ル
ド
・
キ
ー
ン
さ
ん
を
わ
ざ
わ
ざ

ア
メ
リ
カ
か
ら
講
演
に
招
い
た
と
い
う
。

「
講
演
料
は
い
く
ら
お
出
し
に
な
ら
れ

た
の
で
す
か
？
」
と
訊
く
と
「
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
で
来
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
」。

そ
う
言
わ
れ
た
ら
、
私
も
引
き
受
け
な

い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
こ
で
私
は

お
茶
の
話
を
し
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に

お
茶
と
お
菓
子
、
い
わ
ば
番
茶
の
も
て

な
し
を
媒
介
に
つ
な
が
っ
て
い
る
Ｎ
Ｐ

Ｏ
や
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
小
グ
ル
ー
プ
が
あ
ち
こ

ち
に
が
で
き
て
い
て
、
金
銭
で
は
な
く
、

も
て
な
し
で
結
び
つ
い
て
い
る
世
界
が

あ
る
。「
こ
れ
は
新
し
い
生
き
方
だ
な
」

と
思
い
ま
し
た
。

携
帯
電
話
で
情
報
の
や
り
取
り
を
す

る
け
れ
ど
、
実
は
場
や
間
の
感
覚
は
衰

え
て
い
ま
す
。
場
や
間
の
感
覚
を
鍛
え

る
に
は
、
組
織
を
離
れ
て
社
交
す
る
必
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お
客
様
に
出
す
の
は
緑
茶
　

当
セ
ン
タ
ー
で
は
毎
年
約
６
０
０
名

を
対
象
に
「
水
に
か
か
わ
る
生
活
意
識

調
査
」
と
い
う
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
行

っ
て
い
る
。
２
０
０
２
年
７
月
に
行
っ

た
調
査
で
は
「
日
常
の
飲
み
物
」
に
つ

い
て
尋
ね
て
み
た
。「
あ
な
た
が
飲
む

飲
料
は
？
」
と
い
う
問
い
に
、「
自
分

で
入
れ
た
茶
」
が
51
・
５
％
、「
自
分
で

入
れ
た
コ
ー
ヒ
ー
」
が
９
・
９
％
、「
ミ

ネ
ラ
ル
ウ
ォ
ー
タ
ー
」
が
８
・
９
％
、「
水

道
水
」
が
６
・
６
％
、「
缶
・
ボ
ト
ル
入

り
日
本
茶
」
が
６
・
４
％
と
い
う
回
答

を
得
ら
れ
た
。

さ
ら
に
、「
お
客
様
に
最
初
に
出
す

飲
み
物
は
？
」
と
い
う
「
も
て
な
し
の

飲
み
物
」
を
尋
ね
る
と
、「
急
須
で
入

れ
た
日
本
茶
」
が
38
・
４
％
、「
挽
い
た

豆
で
入
れ
た
コ
ー
ヒ
ー
」
が
24
・
７
％
、

「
イ
ン
ス
タ
ン
ト
コ
ー
ヒ
ー
」
が
16
・

５
％
、「
ポ
ッ
ト
で
入
れ
た
紅
茶
」
が

３
・
９
％
、「
テ
ィ
ー
バ
ッ
グ
の
紅
茶
」

が
３
・
３
％
と
い
う
結
果
で
あ
る
。

（http://w
w
w
.m
izu.gr.jp/kekka/20

02/index.htm
l

）

こ
れ
は
、
意
外
な
答
え
で
あ
る
。
な

ぜ
な
ら
、
緑
茶
・
紅
茶
と
も
、
そ
の
家

計
消
費
は
金
額
も
量
も
減
少
傾
向
に
あ

る
か
ら
だ
（
総
務
省
・
家
計
調
査
）。

水
道
水
を
ま
ず
い
と
感
じ
て
い
る
こ
と

と
関
係
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、「
急

須
で
入
れ
た
緑
茶
」
が
１
位
で
あ
る
こ

と
は
驚
き
と
と
も
に
、
ほ
っ
と
し
た
気

持
ち
に
な
る
。

茶
は
、
コ
ー
ヒ
ー
や
酒
と
と
も
に
嗜

好
品
と
呼
ば
れ
る
。
水
分
補
給
以
外
に
、

茶
の
飲
ま
れ
方
に
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
が

与
え
ら
れ
る
と
い
う
点
で
は
、
酒
と
並

ん
で
文
化
飲
料
の
代
表
と
言
っ
て
よ
い

か
も
し
れ
な
い
。

茶
の
原
産
地
は
中
国
雲
南
省
あ
た
り

と
さ
れ
確
か
な
説
は
な
い
が
、
茶
は
世

界
中
に
広
ま
り
、
受
容
し
た
各
国
で
さ

ま
ざ
ま
な
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
や
生
活
意

識
を
生
み
出
し
、
社
交
、
つ
ま
り
「
社

会
を
つ
く
り
だ
す
人
の
交
わ
り
」
を
生

み
出
し
て
き
た
。

茶
の
消
費
量
は
減
少
し
な
が
ら
も
、

生
活
意
識
の
上
で
は
依
然
と
し
て
「
も

て
な
し
」
の
象
徴
と
し
て
の
位
置
を
与

え
ら
れ
て
い
る
現
代
の
緑
茶
。
こ
の
よ

う
な
茶
を
手
が
か
り
に
す
る
と
、
現
代

の
「
社
交
」
の
特
徴
も
わ
か
る
か
も
し

れ
な
い
。

も
て
な
し
の

深
く
て
微
妙
な
意
味

茶
の
文
化
は
「
も
て
な
し
の
文
化
」

と
言
わ
れ
る
。「
も
て
な
し
」
と
は
ど

の
よ
う
な
意
味
か
と
考
え
る
と
、
ま
ず

は
「
見
返
り
を
求
め
ず
に
相
手
に
満
足

し
て
も
ら
お
う
」
と
い
う
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

相
手
の
気
持
ち
を
慮
（
お
も
ん
ば
か
）

る
行
為
で
あ
り
、
自
分
の
人
と
な
り
を

さ
ら
け
出
す
こ
と
に
も
な
る
。

こ
う
書
く
と
、
も
て
な
し
は
心
の
持

ち
よ
う
や
誠
意
の
問
題
で
あ
っ
て
、
と

り
た
て
て
技
術
を
要
す
る
も
の
で
も
な

さ
そ
う
だ
。
し
か
し
、
本
当
に
そ
う
だ

ろ
う
か
。

例
え
ば
鮨
屋
に
行
っ
て
カ
ウ
ン
タ
ー

に
座
り
「
大
将
、
お
ま
か
せ
で
」
と
頼

ん
で
み
る
。
ま
と
も
な
職
人
な
ら
緊
張

す
る
。
な
ぜ
な
ら
、「
自
分
を
値
踏
み

し
て
、
相
応
の
料
理
で
も
て
な
し
て
く

れ
」
と
い
う
要
求
に
向
き
合
う
わ
け
で
、

客
は
予
想
を
裏
切
る
驚
き
に
あ
え
て
身

を
任
せ
よ
う
と
い
う
構
え
で
カ
ウ
ン
タ

ー
に
座
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
緊
張
関

係
は
鮨
屋
の
カ
ウ
ン
タ
ー
と
い
う
空
間

で
繰
り
広
げ
ら
れ
る
も
て
な
し
の
特
色

で
、
定
食
屋
と
は
根
本
的
に
異
な
る
心

の
構
え
を
強
い
る
こ
と
に
な
る
。

だ
か
ら
、
カ
ウ
ン
タ
ー
に
座
る
側
に

も
相
応
の
経
験
が
な
い
と
間
が
持
た
な

い
。
職
人
と
の
ち
ょ
っ
と
し
た
気
の
利

い
た
会
話
、
魚
を
み
る
眼
、
味
が
わ
か

り
表
現
す
る
力
な
ど
、
カ
ウ
ン
タ
ー
は

粋
、
つ
ま
り
「
意
気
」
が
ぶ
つ
か
る

「
間
」
で
も
あ
り
、
人
と
し
て
の
深
み

が
な
い
と
、
と
て
も
カ
ウ
ン
タ
ー
に
な

ど
座
れ
な
い
。
鮨
屋
の
カ
ウ
ン
タ
ー
に

は
、
単
に
う
ま
い
鮨
を
食
べ
る
た
め
で

は
な
く
、
こ
の
よ
う
な
「
間
」
の
面
白

さ
を
味
わ
う
こ
と
を
期
待
し
て
座
る
と

言
っ
て
も
言
い
す
ぎ
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

池
波
正
太
郎
の
エ
ッ
セ
イ
に
は
鮨
屋

が
よ
く
登
場
す
る
。「
料
理
と
サ
ー
ビ

ス
」
と
い
う
一
文
の
中
に
「
私
の
母
は
、

こ
こ
の
鮨
が
大
好
き
で
、
み
や
げ
に
一

折
も
っ
て
帰
る
と
、
両
眼
を
細
め
て
ぺ

ろ
り
と
食
べ
て
し
ま
う
。
母
は
こ
う
言

う
。『
こ
こ
の
お
鮨
は
、
お
み
や
げ
の

折
の
中
で
、
ま
だ
濡
れ
濡
れ
し
て
い
る

ね
え
』
一
時
間
後
も
尚
、
濡
れ
濡
れ
と

し
て
い
る
鮨
を
に
ぎ
る
た
め
に
、
あ
る

じ
が
、
ど
の
よ
う
に
神
経
を
く
ば
っ
て

い
る
か
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ

る
」（『
食
卓
の
情
景
』
朝
日
新
聞
社
、

１
９
７
８
）
と
あ
る
。

同
じ
鮨
屋
で
も
、
回
転
鮨
屋
で
こ
の

よ
う
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
得
ら

れ
ま
い
。

間
と
、

も
て
な
し
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

と
は
言
っ
て
も
、
回
転
鮨
屋
の
安
心

感
を
選
ん
で
し
ま
う
の
が
現
代
人
で
あ

る
。
ち
な
み
に
、
こ
こ
で
は
自
分
で
湯

飲
み
に
テ
ィ
ー
バ
ッ
グ
を
入
れ
、
お
茶

を
セ
ル
フ
で
入
れ
る
店
が
多
い
。
カ
ウ

ン
タ
ー
に
座
っ
た
人
は
、
職
人
で
は
な

く
商
品
と
対
峙
す
る
こ
と
と
な
る
。
合

理
的
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
わ
ず
ら
わ
し

さ
か
ら
逃
れ
ら
れ
る
間
だ
。

鮨
屋
と
客
は
仕
事
に
対
し
て
代
価
を

払
う
関
係
で
あ
る
か
ら
、
も
て
な
し
と

は
言
い
難
い
思
い
が
混
じ
る
こ
と
も
あ

る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
初
め
て
の

デ
ー
ト
を
思
い
出
し
て
ほ
し
い
。
い
か

に
相
手
を
喜
ば
せ
る
か
、
自
分
の
も
て

な
し
の
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
が
相
手

に
気
に
入
ら
れ
る
か
に
、
ど
れ
ほ
ど
神

経
を
使
っ
た
こ
と
か
。
お
互
い
が
相
手

の
一
挙
手
一
投
足
に
、
全
身
全
霊
で
反

『
水
の
文
化
』
編
集
部

お
茶
の
間
力

も
て
な
し
の
す
す
め
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応
し
た
は
ず
だ
。

こ
の
よ
う
に
、
も
て
な
し
、
も
て
な

さ
れ
る
関
係
は
、
互
い
に
日
頃
の
蓄
積
、

つ
ま
り
は
知
の
ス
ト
ッ
ク
が
な
い
と
成

り
立
た
な
い
し
、
一
方
が
も
て
な
し
を

す
れ
ば
、
相
手
は
い
や
お
う
な
く
そ
の

関
係
に
身
を
委
ね
ざ
る
を
え
な
い
。
さ

ら
に
、
そ
う
は
言
い
な
が
ら
も
双
方
で

「
相
手
を
慮
っ
た
上
で
の
自
己
表
現
」

を
行
う
た
め
に
、
知
恵
と
経
験
が
深
い

ほ
ど
、
つ
ま
り
人
と
し
て
の
深
み
が
あ

る
ほ
ど
、「
驚
き
と
発
見
」
が
生
ま
れ

や
す
い
、
と
い
う
３
つ
の
大
き
な
特
徴

を
持
っ
て
い
る
。
逆
に
い
え
ば
、
回
転

鮨
屋
で
は
知
の
ス
ト
ッ
ク
が
要
求
さ
れ

な
い
か
ら
、
気
楽
で
安
心
で
き
る
と
い

う
わ
け
だ
。

私
た
ち
は
通
常
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
を
「
人
と
人
の
情
報
の
や
り
と
り
」

と
い
う
意
味
で
用
い
る
が
、
一
歩
踏
み

込
ん
で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
左
右

す
る
、
人
と
人
の
距
離
、
互
い
が
持
つ

相
手
へ
の
意
識
、
座
の
雰
囲
気
、
将
来

の
不
確
実
性
、
互
い
の
上
下
関
係
や
拘

束
力
・
・
・
等
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
の
結
果
生
み
出
さ
れ
、
さ
ら
に
は
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
そ
の
も
の
を
性
格

づ
け
る
、
さ
ま
ざ
ま
な
「
あ
い
だ
」
に

ま
で
思
い
を
及
ぼ
さ
な
い
と
、
も
て
な

し
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
語
る
こ
と

は
で
き
な
い
。

と
こ
ろ
が
、
日
本
語
に
は
そ
の
よ
う

な
幅
広
い
「
あ
い
だ
」
の
意
味
を
表
す
、

「
間
」（
ま
）
と
い
う
う
ま
い
言
葉
が
あ

さ
ら
け
出
し
ホ
ン
ネ
を
言
う
こ
と
が
求

め
ら
れ
、
真
面
目
は
野
暮
の
極
み
で
あ

っ
た
。
安
心
で
き
る
情
の
交
わ
り
と
い

う
「
間
」
づ
く
り
に
と
っ
て
、
酒
に
よ

る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
ま
こ
と
に

都
合
が
よ
い
。
ま
さ
に
、
酒
の
間
力
は

「
情
念
を
解
き
放
つ
こ
と
に
あ
り
」
と

言
え
る
。

し
か
し
、
見
知
ら
ぬ
人
間
と
会
っ
た

り
、
ホ
ン
ネ
や
情
と
は
無
縁
の
平
静
な

つ
き
あ
い
を
保
ち
た
い
と
き
、
さ
ら
に

は
約
束
事
を
す
る
場
で
は
、「
酒
」
が

絡
む
と
都
合
が
悪
い
。
ス
ム
ー
ズ
に
話

が
で
き
る
よ
う
に
場
を
和
ら
げ
、
お
互

い
の
人
と
な
り
が
わ
か
る
よ
う
な
「
間
」

を
つ
く
り
た
い
。
こ
の
よ
う
な
と
き
に
、

う
っ
て
つ
け
の
道
具
は
や
は
り
茶
だ
。

日
本
で
緑
茶
は
相
手
へ
の
も
て
な
し

の
意
、
ね
ぎ
ら
い
の
意
を
表
す
た
め
に

供
さ
れ
て
き
た
。
酒
と
違
い
、
そ
こ
で

は
ホ
ン
ネ
を
ぶ
つ
け
な
い
こ
と
が
無
礼

に
な
ら
な
い
。
こ
の
た
め
、
情
が
表
に

出
な
い
や
り
と
り
を
す
る
「
間
」
を
し

つ
ら
え
る
道
具
と
し
て
、
茶
は
最
適
な

の
で
あ
る
。
茶
の
間
力
は
、
ま
さ
に

「
も
て
な
し
」
に
あ
る
。

「
も
て
な
し
、
も
て
な
さ
れ
る
」
と
い

う
微
妙
な
関
係
が
う
ま
く
い
く
か
ど
う

か
は
、
準
備
や
日
頃
の
ス
ト
ッ
ク
が
も

の
を
言
う
。
だ
か
ら
「
も
て
な
し
」
に

価
値
が
置
か
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
そ

こ
で
開
発
さ
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
マ
ナ
ー

は
日
常
の
生
活
に
ま
で
入
り
込
み
、
放

埒
に
流
れ
な
い
行
儀
と
し
て
機
能
し
て

い
く
の
で
あ
る
。

茶
の
文
化
が
、
日
本
に
し
ろ
、
イ
ギ

リ
ス
に
し
ろ
、
大
航
海
時
代
に
花
開
い

た
の
は
偶
然
だ
ろ
う
か
。
見
知
ら
ぬ
人

と
会
う
、
約
束
を
守
る
、
取
引
を
す
る

等
、
世
界
が
広
く
な
っ
て
、
商
業
の
場

面
で
人
と
接
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
き
た
16
世
紀
に
、
そ
れ

ぞ
れ
の
地
で
茶
の
マ
ナ
ー
や
ブ
レ
ッ
ク

フ
ァ
ー
ス
ト
の
成
立
な
ど
、「
情
が
表

に
出
な
い
私
的
な
間
」
が
つ
く
ら
れ
て

い
っ
た
こ
と
は
、
や
は
り
必
要
性
の
上

に
成
り
立
っ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
堺

の
商
人
た
ち
が
茶
の
文
化
の
卸
元
で
も

あ
っ
た
こ
と
も
、
茶
で
つ
く
ら
れ
る
間

が
、
実
に
都
合
の
よ
い
も
の
だ
っ
た
か

ら
で
は
な
い
か
、
と
想
像
し
て
み
た
く

な
る
。

当
時
の
茶
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
で
つ
く
ら
れ
る
「
間
」
に
つ
い
て
、

実
に
わ
か
り
や
す
く
描
い
て
い
る
の
が
、

安
土
桃
山
時
代
に
日
本
を
訪
れ
た
ジ
ョ

ア
ン
・
ロ
ド
リ
ゲ
ス
で
、『
日
本
教
会
史
』

の
中
に
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

茶
を
飲
む
風
習
は
、
シ
ナ
人
と
日
本
人

に
共
通
し
て
い
て
、
そ
れ
で
訪
問
客
を
も

て
な
し
、
談
話
や
会
話
の
間
に
た
び
た
び

飲
ま
せ
て
客
人
を
楽
し
ま
せ
、
客
人
と
別

れ
る
の
に
用
い
、
そ
れ
を
も
っ
て
宴
会
の

締
め
く
く
り
を
つ
け
る
。
前
に
述
べ
た
よ

う
に
、
茶
が
持
っ
て
い
る
効
能
の
た
め
に
、

冷
水
の
代
わ
り
に
王
国
全
土
に
用
い
ら
れ

る
日
常
の
飲
料
で
あ
る
が
、
日
本
人
は
茶

の
こ
の
一
般
的
な
用
法
の
ほ
か
に
、
シ
ナ

人
に
は
な
い
別
な
特
殊
な
用
法
を
持
っ
て

る
。「
床
の
間
」「
土
間
」「
次
の
間
」

な
ど
空
間
的
に
仕
切
ら
れ
た
ス
ペ
ー
ス

や
そ
の
秩
序
を
示
す
言
葉
も
あ
れ
ば
、

「
間
が
合
わ
な
い
」「
間
延
び
す
る
」
な

ど
、
時
間
の
ま
と
ま
り
や
仕
切
り
の
リ

ズ
ム
を
表
現
す
る
言
葉
も
あ
る
。
さ
ら

に
は
、「
間
尺
に
合
う
」「
間
が
抜
け
る
」

な
ど
、
そ
の
場
に
求
め
ら
れ
る
モ
ラ
ル

に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
合
っ
て
い

る
か
ど
う
か
を
も
表
す
。

間
と
は
人
間
関
係
に
お
け
る
空
間

的
・
時
間
的
・
象
徴
的
な
「
あ
い
だ
」

を
表
す
言
葉
な
の
で
あ
る
。

も
て
な
し
と
い
う
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
が
う
ま
く
い
く
か
ど
う
か
は
、
こ

の
「
間
」
が
う
ま
く
と
れ
る
か
に
か
か

っ
て
お
り
、
間
は
一
に
も
二
に
も
、
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
す
る
一
人
一
人
の

ス
ト
ッ
ク
、
す
な
わ
ち
、
も
て
な
し
の

た
め
に
ど
の
程
度
の
力
量
や
誠
意
を
動

員
し
て
い
る
か
に
よ
る
。

さ
ら
に
、
あ
え
て
述
べ
る
な
ら
ば
、

こ
の
よ
う
な
も
て
な
し
の
気
持
ち
を
持

っ
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
行
う
と
、

「
間
」
が
生
ま
れ
、「
間
」
を
つ
く
る
技

術
も
ス
ト
ッ
ク
さ
れ
、
そ
こ
に
社
会
が

生
ま
れ
る
こ
と
に
も
な
る
。
そ
の
よ
う

な
絆
を
つ
く
ろ
う
と
す
る
つ
き
あ
い
を

実
は
「
社
交
」
と
呼
ぶ
の
で
は
な
い
か
。

茶
‐
間
を
つ
く
る
力

茶
や
酒
に
は
こ
う
し
た
「
間
」
を
し

つ
ら
え
、
秩
序
づ
け
る
力
が
あ
る
。

「
酒
、
煙
草
、
茶
、
コ
ー
ヒ
ー
は
人
と

人
と
の
仲
立
ち
、
つ
ま
り
メ
デ
ィ
ア
と

し
て
機
能
し
て
き
た
」
と
サ
ン
ト
リ
ー

不
易
流
行
研
究
所
編
・
端
信
行
監
修

『
宴
会
と
パ
ー
テ
ィ
ー
』（
都
市
出
版
、

１
９
９
５
）
は
述
べ
て
い
る
。
た
だ
し
、

同
じ
仲
立
ち
で
も
、
酒
と
茶
で
は
「
間
」

を
し
つ
ら
え
る
力
、
す
な
わ
ち
「
間
力
」

に
違
い
が
あ
る
。

人
は
酒
を
飲
め
ば
酔
う
。
酒
で
の
社

交
は
、
ハ
レ
と
ケ
の
リ
ズ
ム
を
刻
む
イ

ベ
ン
ト
で
も
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
情
を
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う
こ
と
を
予
感
す
る
部
下
は
、
勘
定
時

に
と
り
あ
え
ず
財
布
を
出
し
、
支
払
う

そ
ぶ
り
を
見
せ
る
。
結
局
「
い
い
よ
、

こ
こ
は
俺
が
も
つ
か
ら
」
と
言
う
上
司

の
言
葉
に
「
で
は
、
ご
馳
走
に
な
り
ま

す
」
と
答
え
る
お
定
ま
り
の
セ
レ
モ
ニ

ー
だ
。
こ
の
手
順
を
踏
む
こ
と
で
、

「
あ
い
つ
は
、
最
初
か
ら
お
ご
ら
れ
よ

う
と
思
っ
て
い
る
」
と
上
司
の
心
証
を

害
す
る
こ
と
を
回
避
で
き
る
。

こ
と
ほ
ど
左
様
に
、
酒
場
の
も
て
な

し
は
面
倒
だ
。
な
ぜ
面
倒
か
と
い
う
と
、

相
手
と
自
分
の
格
の
バ
ラ
ン
ス
や
目
論

見
な
ど
に
よ
っ
て
、
席
の
配
置
か
ら
自

分
の
振
る
舞
い
ま
で
が
、
厳
し
く
問
わ

れ
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
は
「
間
」

を
調
整
し
、「
信
頼
で
き
る
」「
格
好
が

い
い
」「
粋
で
あ
る
」「
愛
す
べ
き
」
等

と
、
場
に
応
じ
た
も
て
な
し
の
美
徳
を

生
み
出
さ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

間
を
読
み
違
え
、
こ
の
手
続
き
を
間

違
え
る
と
た
い
へ
ん
だ
。
相
手
の
面
子

を
立
て
な
け
れ
ば
な
い
と
き
に
、
自
分

の
言
い
分
を
申
し
立
て
た
り
、
対
等
な

場
で
あ
る
の
に
見
栄
を
張
る
と
い
っ
た

ち
ぐ
は
ぐ
な
行
動
に
出
か
ね
な
い
。
こ

う
い
う
人
が
間
抜
け
と
呼
ば
れ
る
。

属
す
る
世
界
に
よ
っ
て

も
て
な
し
の
「
間
」
は
違
う

こ
う
考
え
て
い
く
と
、
振
舞
い
や
表

現
は
同
じ
で
も
、
交
わ
り
が
繰
り
広
げ

ら
れ
る
世
界
が
異
な
れ
ば
、
も
て
な
し

の
評
価
が
違
っ
て
く
る
こ
と
が
わ
か
っ

て
く
る
。

例
え
ば
「
金
を
支
払
う
世
界
」
と

「
金
を
支
払
っ
て
は
い
け
な
い
世
界
」

と
い
う
、
二
つ
の
世
界
の
存
在
は
ギ
リ

シ
ャ
文
明
の
昔
か
ら
言
わ
れ
て
い
る
。

シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
の
作
品
に
は
『
リ
ア

王
』
や
『
ヴ
ェ
ニ
ス
の
商
人
』
等
、
二

い
て
、
客
人
が
ど
ん
な
階
層
や
身
分
の
高

い
人
で
あ
ろ
う
と
も
、
た
と
え
天
下
殿
で

あ
ろ
う
と
も
、
そ
れ
で
も
て
な
し
を
す
る
。

そ
の
た
め
、
こ
の
茶
を
た
て
る
こ
と
を
本

職
と
す
る
者
は
、
身
分
は
い
く
ら
か
劣
る

庶
民
で
も
、
教
養
あ
る
人
た
ち
な
の
で
、

ど
ん
な
領
主
や
貴
人
を
も
茶
に
招
待
す
る

こ
と
が
で
き
、
さ
し
つ
か
え
の
あ
る
場
合

以
外
に
は
、
招
待
す
る
人
に
対
す
る
敬
意

か
ら
そ
の
招
待
を
辞
退
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
歓
待
と
礼
法
の

仕
方
で
は
、
招
待
す
る
側
も
、
ま
た
そ
れ

を
受
け
る
側
も
、
お
た
が
い
に
何
ら
特
別

の
考
慮
を
払
う
必
要
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、

こ
の
芸
道
（
ア
ル
テ
）
を
業
と
し
て
い
る

人
た
ち
は
、
貴
人
も
目
下
の
者
も
、
そ
の

点
で
同
輩
の
よ
う
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

従
っ
て
領
主
や
貴
人
は
相
手
が
貴
人
で
な

く
て
も
、
茶
を
飲
む
こ
と
に
招
待
し
、
ま

た
彼
ら
か
ら
招
待
を
受
け
る
の
で
あ
る
。

（
第
三
十
三
章
　
日
本
人
の
間
で
茶
に
招
待

す
る
一
般
的
な
方
法
に
つ
い
て
）

実
に
見
事
な
観
察
で
、
茶
に
よ
る
当

時
の
も
て
な
し
の
姿
が
よ
く
わ
か
る
表

現
だ
。

こ
う
し
た
茶
の
「
間
力
」
は
、
庶
民

の
お
茶
で
も
遺
憾
な
く
発
揮
さ
れ
た
よ

う
だ
。
守
屋
毅『
喫
茶
の
文
明
史
』（
淡

交
社
、
１
９
９
２
）
で
は
、
戦
後
の
四

国
の
あ
る
村
で
の
お
茶
堂
で
喫
さ
れ
る

お
茶
講
を
紹
介
し
、「
お
茶
講
に
代
表

さ
れ
る
種
類
の
寄
り
合
い
は
、
村
の
公

式
の
会
合
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
内
々
の
、

そ
れ
も
女
性
が
主
役
に
な
る
あ
つ
ま
り

な
の
で
す
。
村
の
公
式
な
会
合
は
、
お

酒
に
象
徴
さ
れ
る
ハ
レ
が
ま
し
さ
を
と

つ
の
世
界
を
め
ぐ
る
葛
藤
を
描
い
た
も

の
も
多
い
。
モ
ラ
ル
と
社
会
と
統
治
制

度
の
関
係
に
興
味
の
あ
る
方
は
Ｊ.

G.

A.

ポ
ー
コ
ッ
ク
『
徳
・
商
業
・
歴
史
』

（
み
す
ず
書
房
、
１
９
９
３
）
が
読
み

応
え
が
あ
る
が
、
最
近
で
は
、
米
国
の

在
野
の
都
市
思
想
家
で
あ
るJ.

ジ
ェ
イ

コ
ブ
ズ
が
『
市
場
の
倫
理
、
統
治
の
倫

理
』（
日
本
経
済
新
聞
社
、
１
９
９

８；

原
題
はSystem

s
of
Survival

）

で
、
二
組
の
モ
ラ
ル
を
説
明
し
て
い
る
。

モ
ラ
ル
と
い
う
と
堅
苦
し
く
聞
こ
え

る
が
、
い
わ
ば
「
心
の
行
儀
」（
福
沢

諭
吉
は
『
文
明
論
の
概
略
』
の
中
で
そ

の
よ
う
に
訳
し
た
）
で
あ
る
。

こ
こ
で
「
商
業
の
モ
ラ
ル
」
と
言
わ

れ
て
い
る
の
は
、「
金
を
支
払
う
世
界
」、

一
方
「
政
治
の
モ
ラ
ル
」
は
「
金
を
支

払
っ
て
は
い
け
な
い
世
界
」
で
あ
る
。

ジ
ェ
イ
コ
ブ
ズ
は
、
政
治
の
モ
ラ
ル

は
軍
隊
や
貴
族
、
地
主
、
官
僚
な
ど
、

領
土
に
対
す
る
責
任
に
関
係
し
、
領

土
・
な
わ
ば
り
を
保
護
し
、
獲
得
し
、

利
用
し
、
管
理
し
、
支
配
す
る
仕
事
に

特
有
の
徳
と
述
べ
、
商
業
は
、
財
と
サ

ー
ビ
ス
の
生
産
に
関
わ
る
モ
ラ
ル
、
あ

る
い
は
、
市
場
で
の
交
換
に
関
す
る
徳

も
な
う
も
の
で
あ
り
ま
し
た
。
と
こ
ろ

が
、
お
茶
講
は
、
あ
く
ま
で
も
日
常
性

の
延
長
線
上
に
位
置
し
て
い
ま
し
た
」

と
指
摘
し
て
い
る
。

こ
こ
で
も
茶
は
、
酒
で
は
つ
く
る
こ

と
の
で
き
な
い
「
情
の
出
な
い
日
常
的

な
間
」
を
つ
く
る
の
に
、
一
役
買
っ
て

い
る
。

勘
定
を
め
ぐ
る
感
情

さ
て
、
も
て
な
し
と
い
う
と
、
最
近

は
少
な
く
な
っ
た
と
は
い
え
、「
接
待
」

と
い
う
ビ
ジ
ネ
ス
習
俗
が
あ
る
。
大
事

な
客
を
酒
の
席
で
も
て
な
し
、
勘
定
は

ホ
ス
ト
が
も
つ
。
そ
れ
を
ゲ
ス
ト
が
受

け
る
と
、
ゲ
ス
ト
に
は
「
何
か
お
返
し

を
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
感

情
が
生
ま
れ
る
。
そ
の
感
情
の
相
互
確

認
が
「
接
待
」
と
い
う
共
同
飲
食
の
大

き
な
意
味
と
な
っ
て
い
る
。

一
方
、
勘
定
の
段
に
な
る
と
「
俺
が

も
つ
」、「
い
い
や
、
俺
が
も
つ
」
と
決

ま
っ
て
言
い
出
す
人
た
ち
も
い
る
。
こ

こ
で
は
勘
定
を
も
つ
こ
と
が
自
ら
の
沽

券
を
示
す
場
と
な
っ
て
い
る
か
ら
だ
。

そ
う
か
と
思
う
と
、「
割
り
勘
で
い
こ

う
」
と
す
ん
な
り
と
決
ま
る
場
合
も
あ

る
。「
お
れ
た
ち
の
間
は
、
誰
か
が
勘

定
を
も
つ
よ
う
な
水
く
さ
い
間
柄
で
も

な
い
し
、
義
理
人
情
の
し
が
ら
み
も
な

い
」
と
い
う
「
対
等
な
関
係
」
が
共
通

認
識
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

さ
ら
に
は
、
上
司
が
支
払
う
で
あ
ろ

商業のモラル

・暴力を遠ざけよ

・自発的に合意せよ

・正直であれ

・他人や外国人とも気安く協力せよ

・競争せよ

・契約尊重

・創意工夫の発揮

・新奇発明に開放的であれ

・効率を高めよ

・快適と便利を促進せよ

・仕事のために異論を唱えよ

・生産的な目的に投資せよ

・勤勉であれ

・節倹たれ

・楽観せよ

政治のモラル

・取引を遠ざけよ

・勇敢であれ

・従順で規律を守れ

・伝統堅持

・上下階層関係を尊重せよ

・忠実誠実であれ

・復讐せよ

・仕事のためには欺け

・余暇を豊かに使え

・見せびらかせ

・気前よく分配せよ

・排他的であれ

・剛勇であることを示せ

・運命を諦めて受け入れよ

・名誉を大事にしろ

家庭のモラル？

協力、勇気、節度、慈悲、常識、先見、判断、

能力、根気、信念、精力、忍耐、智恵
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お茶の間力　もてなしのすすめ

と
説
明
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ぞ

れ
を
混
用
す
る
と
、
と
ん
で
も
な
い
過

ち
が
起
き
る
と
警
告
し
て
い
る
。
例
え

ば
、
政
治
の
モ
ラ
ル
を
用
い
な
く
て
は

な
ら
な
い
政
治
家
と
選
挙
民
の
間
に
、

商
業
の
モ
ラ
ル
で
あ
る
「
取
引
せ
よ
」

を
持
ち
込
む
と
い
っ
た
例
だ
。
先
程
来

の
言
葉
を
使
え
ば
、
人
間
関
係
に
適
用

す
べ
き
モ
ラ
ル
の
「
間
」
が
違
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。

こ
の
例
が
興
味
深
い
の
は
、「
見
せ

び
ら
か
し
」
と
い
う
政
治
の
モ
ラ
ル
が

商
業
の
繁
栄
に
結
び
つ
い
た
り
、「
効

率
を
高
め
る
」
と
い
う
商
業
の
モ
ラ
ル

が
統
治
を
引
き
締
め
た
り
と
、
両
方
の

世
界
が
相
互
に
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と

が
自
ず
と
分
か
る
点
だ
。

ジ
ェ
イ
コ
ブ
ズ
は
「
仕
事
に
応
じ
て

求
め
ら
れ
る
モ
ラ
ル
」
が
違
う
こ
と
を

示
す
た
め
に
、
二
つ
の
モ
ラ
ル
の
世
界

を
対
比
的
に
描
い
た
が
、
同
じ
著
書
の

中
で
、「
協
力
、
勇
気
、
節
度
、
慈
悲
、

常
識
、
先
見
、
判
断
、
能
力
、
根
気
、

信
念
、
精
力
、
忍
耐
、
智
恵
と
い
う
徳

は
、
ど
ん
な
仕
事
で
も
尊
重
さ
れ
て
い

る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
モ

ラ
ル
は
、
よ
く
考
え
る
と
、
人
と
人
が

共
同
し
て
暮
ら
し
て
い
く
た
め
に
最
低

限
必
要
と
な
る
モ
ラ
ル
で
あ
る
。
つ
ま

り
は
、「
家
庭
」
で
の
社
交
に
用
い
ら

れ
る
モ
ラ
ル
で
あ
り
、
家
庭
で
養
わ
れ

る
べ
き
モ
ラ
ル
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
基
本
的
な
モ
ラ
ル
が
体

得
さ
れ
な
い
と
、
ど
ち
ら
の
世
界
で
も

て
な
し
を
行
う
か
、
決
め
る
の
も
一
苦

労
で
、
い
よ
い
よ
も
て
な
し
そ
の
も
の

が
面
倒
く
さ
く
な
っ
て
く
る
に
ち
が
い

な
い
。

茶
の
間
な
き
社
交
の
ゆ
く
え

さ
て
、
人
間
に
と
っ
て
一
番
身
近
な

「
間
」
は
何
か
と
い
え
ば
、
や
は
り
家

庭
で
あ
る
。
そ
し
て
、
茶
が
家
庭
の

「
間
」
と
い
う
最
小
単
位
の
社
交
に
影

響
が
大
で
あ
る
こ
と
は
、
英
国
に
お
け

る
ブ
レ
ッ
ク
フ
ァ
ー
ス
ト
の
成
立
や
、

日
本
で
家
庭
の
団
欒
を
「
茶
の
間
」
と

い
う
言
葉
で
象
徴
的
に
表
す
こ
と
か
ら

も
う
か
が
わ
れ
る
。

漫
画
『
サ
ザ
エ
さ
ん
』
を
見
て
い
る

と
、
そ
れ
ほ
ど
偉
そ
う
な
管
理
職
に
も

見
え
な
い
波
平
の
家
に
、
な
ぜ
か
来
客

と
も
て
な
し
の
場
面
が
数
多
く
出
て
く

る
。
碁
を
打
ち
に
来
る
隣
人
や
甥
の
ノ

リ
ス
ケ
夫
婦
と
い
っ
た
来
客
、
茶
の
間

の
団
欒
風
景
、
酒
屋
の
配
達
や
御
用
聞

き
の
訪
問
も
多
い
。
そ
し
て
、
た
び
た

び
登
場
す
る
の
が
、
お
茶
を
飲
む
シ
ー

ン
だ
。

『
サ
ザ
エ
さ
ん
』
が
長
谷
川
町
子
に
よ

っ
て
新
聞
連
載
が
始
め
た
の
は
１
９
４

６
年
５
月
。
当
初
サ
ザ
エ
は
独
身
で
、

雑
誌
記
者
の
ア
ル
バ
イ
ト
を
経
験
し
、

や
が
て
マ
ス
オ
さ
ん
と
結
婚
し
、
新
婚

の
頃
は
磯
野
家
の
近
く
に
新
世
帯
を
か

ま
え
、
タ
ラ
ち
ゃ
ん
出
産
を
契
機
に
親

夫
婦
と
の
同
居
を
開
始
す
る
、
と
い
う

よ
う
に
、
初
め
の
こ
ろ
、
サ
ザ
エ
さ
ん

一
家
は
読
者
と
一
緒
に
歳
を
と
っ
て
い

っ
た
。
し
か
し
、
タ
ラ
ち
ゃ
ん
が
３
歳

に
な
っ
た
時
点
で
家
族
の
年
齢
は
停
止

し
、
今
私
た
ち
が
見
て
い
る
サ
ザ
エ
さ

ん
の
世
界
が
現
れ
る
。
こ
の
あ
た
り
の

経
緯
は
、
寺
出
浩
司
『
生
活
文
化
論
へ

の
招
待
』（
弘
文
堂
、
１
９
９
４
）
に

詳
し
い
。

寺
出
は
、
波
平
を
１
８
９
４
年
（
明

治
27
）
生
ま
れ
で
、
事
務
管
理
職
系
の

戦
前
か
ら
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
で
あ
る
と

推
定
し
て
い
る
。
周
囲
の
時
代
設
定
は

移
り
ゆ
く
も
の
の
、
サ
ザ
エ
さ
ん
ワ
ー

ル
ド
で
繰
り
広
げ
ら
れ
る
家
族
、
近
隣
、

学
校
、
会
社
な
ど
の
社
交
環
境
は
昭
和

30
年
こ
ろ
の
も
の
ら
し
い
。『
サ
ザ
エ

さ
ん
』
に
は
、
コ
ン
ビ
ニ
、
携
帯
電
話
、

パ
ソ
コ
ン
等
、
現
在
の
リ
ア
ル
な
風
景

は
出
て
こ
な
い
。
こ
こ
で
は
一
家
が
と

も
に
飲
み
、
食
べ
、
話
し
、
躾
ら
れ
る

と
い
う
、
家
庭
の
社
交
関
係
が
あ
り
、

茶
の
間
が
生
き
て
い
た
。

一
方
、
サ
ザ
エ
さ
ん
ワ
ー
ル
ド
と
は

対
称
的
な
社
会
が
現
代
に
は
あ
る
。
２

０
０
０
年
の
日
本
に
お
け
る
一
世
帯
平

均
構
成
人
員
は
２
・
６
６
人
。
そ
し
て
、

過
去
20
年
の
間
、
夫
婦
と
子
の
同
居
世

帯
は
減
少
傾
向
に
あ
り
、
代
わ
り
に
単

独
世
帯
が
倍
増
し
、
全
世
帯
の
27
・

６
％
を
占
め
る
に
い
た
っ
て
い
る
。

い
ま
さ
ら『
サ
ザ
エ
さ
ん
』に
戻
ろ
う

と
言
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
あ
る
。

新
し
い
「
間
」
の
構
築
は
、
ど
の
よ

う
に
し
て
築
い
た
ら
い
い
の
だ
ろ
う
か
。

こ
こ
数
年
、「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
キ
ン
グ
」

と
い
う
便
利
な
言
葉
が
よ
く
使
わ
れ
る
。

人
と
人
が
参
加
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
で
結
ば
れ
た
集
団
が
新
た
な
社
会
を

生
む
種
に
な
る
と
い
う
意
味
合
い
で
使

わ
れ
て
お
り
、
リ
ッ
プ
ナ
ッ
ク
＆
ス
タ

ン
プ
ス
の
『
ネ
ッ
ト
ワ
ー
キ
ン
グ
』

（
プ
レ
ジ
デ
ン
ト
社
、
１
９
８
４
）
が

出
版
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
使
わ

れ
始
め
た
言
葉
だ
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

の
普
及
に
伴
い
、
同
じ
趣
味
、
志
を
持

つ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
生
ま
れ
、
こ
れ
か

ら
の
社
会
の
元
気
を
取
り
戻
す
キ
ー
に

な
る
に
違
い
な
い
と
い
う
わ
け
で
、
官

民
を
上
げ
て
こ
の
よ
う
な
動
き
に
期
待

し
て
い
る
。

こ
れ
も
方
向
性
の
一
つ
で
は
あ
ろ
う
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
普
及
で
相
互
の
連

絡
や
調
べ
も
の
は
本
当
に
便
利
に
な
っ

た
し
、
社
会
活
動
に
割
く
時
間
や
機
会

も
捻
出
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か

し
こ
こ
で
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
、

あ
く
ま
で
も
個
人
同
士
で
な
さ
れ
、
そ

こ
で
現
れ
る
「
間
」
は
個
人
の
間
だ
。

中
世
か
ら
近
世
に
か
け
て
、
必
要
に
迫

ら
れ
て
宴
会
か
ら
茶
会
が
分
離
し
た
よ

う
に
、
ネ
ッ
ト
が
普
及
す
れ
ば
す
る
ほ

ど
、
ネ
ッ
ト
で
す
む
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
と
、
そ
う
は
い
か
な
い
「
も
て
な

し
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
は
分
離

す
る
に
違
い
な
い
。

社
交
の
最
小
単
位
で
あ
る
家
族
の
人

数
が
少
な
く
な
り
、
生
活
ス
タ
イ
ル
の

変
化
で
と
も
に
過
ご
す
時
間
も
減
少
し

て
い
る
の
が
現
在
の
状
況
。
茶
の
間
と

い
う
最
小
限
の
社
交
の
「
間
」
も
失
わ

れ
つ
つ
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
も
て

な
し
の
手
段
で
は
な
く
、
も
て
な
し
た

い
と
欲
す
る
気
持
ち
や
、
も
て
な
さ
れ

る
側
へ
の
配
慮
が
問
わ
れ
て
然
る
べ
き

で
は
な
い
か
。
も
て
な
す
側
も
も
て
な

さ
れ
る
側
も
、
初
デ
ー
ト
で
感
じ
た
繊

細
さ
を
思
い
出
せ
ば
、
あ
な
が
ち
不
可

能
で
は
な
い
と
思
え
る
の
だ
が
。

二
畳
の
空
間
に
膝
を
突
き
合
わ
せ
て

対
峙
し
ろ
、
と
求
め
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
の
革
新
者
、
千
利
休
の
言
葉
は
、

現
代
で
こ
そ
重
み
を
持
っ
て
真
に
迫
る
。

１
対
１
の
「
個
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
」
に
移
行
し
つ
つ
あ
る
「
茶
の
間

な
き
個
人
」
の
関
係
が
、
社
会
を
生
み

出
す
「
社
交
」
に
な
り
得
る
の
か
。
大

い
な
る
実
験
が
い
ま
進
行
中
で
あ
る
。

編
集
部
と
し
て
は
、
ち
ょ
っ
と
し
た

茶
の
み
話
か
ら
生
ま
れ
る
、
も
て
な
し

関
係
を
楽
し
ん
で
み
た
い
と
思
う
の
だ

が
。



ち
ゃ
ち
ゃ
　
妨
害
、
妨
げ
、
邪
魔

茶
茶

ち
ゃ
め
　
滑
稽
じ
み
た
悪
戯
を
す
る
こ
と

茶
目

ち
ゃ
り
　
滑
稽
め
い
た
文
句
ま
た
は
動
作

茶
利

む
ち
ゃ
く
ち
ゃ
　
筋
道
の
立
た
ぬ
さ
ま
、

で
た
ら
め
、
乱
暴
無
茶
苦
茶

ち
ゃ
ば
ん
　
素
人
が
役
者
と
同
じ
よ
う
に

演
技
を
し
、
口
上
を
述
べ
、
最
後
に
滑
稽

な
落
ち
を
つ
け
る
と
い
う
寸
劇

茶
番

お
ち
ゃ
を
に
ご
す
　
そ
の
場
し
の
ぎ
の
い

い
か
げ
ん
な
処
置
や
発
言
を
す
る
こ
と

茶
濁

ち
ゃ
か
す
　
冗
談
な
ど
を
言
っ
て
ひ
や
か

し
た
り
、
か
ら
か
っ
た
り
す
る
こ
と

化
は
当
て
字茶
化
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江
戸
幕
府
は
、
井
の
頭
池
の
水
を
引
く
た
め
に
お
茶

の
水
丘
陵
地
を
掘
削
し
、
神
田
上
水
掛
樋
工
事
を
行
っ

た
。
こ
の
掘
削
土
は
、
日
比
谷
入
地
の
埋
め
立
て
に
利

用
し
、
今
日
の
日
比
谷
の
街
が
造
ら
れ
た
。
五
味
碧
水

著
『
お
茶
の
水
物
語
』（
吉
井
書
店
、
１
９
６
０
）、
同

著
『
お
茶
の
水
讃
歩
』（
日
本
経
済
評
論
社
、
１
９
８
６
）

は
、
主
に
神
田
上
水
掛
樋
工
事
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。

「
お
茶
の
水
」
の
地
名
に
つ
い
て
、「
こ
の
辺
り
に
金
峰

山
高
林
寺
な
る
寺
が
あ
り
、
あ
る
夜
境
内
に
突
然
清
泉

が
噴
出
し
、
世
の
評
判
と
な
っ
た
。
こ
れ
を
将
軍
家
光

が
聞
い
て
「
御
茶
水
」
と
し
て
献
上
を
命
じ
た
と
あ
り
、

ま
た
『
上
水
記
』
に
、
家
康
、
家
光
が
度
々
井
之
頭
を

訪
れ
、
池
水
で
お
茶
を
た
て
た
の
で
こ
こ
を
源
と
す
る

流
れ
の
川
下
に
、
御
茶
の
水
の
名
が
つ
い
た
」
と
そ
の

ル
ー
ツ
を
記
し
て
い
る
。

俳
聖
松
尾
芭
蕉
は
一
時
期
で
は
あ
る
が
、
神
田
上
水

工
事
の
仕
事
に
就
い
て
い
た
。
33
〜
37
歳
の
と
き
で
あ

る
。
酒
井
憲
一
、
大
松
騏
一
著
『
芭
蕉
庵
桃
青
と
神
田
上

水
』（
近
代
文
芸
社
、
１
９
９
４
）、
大
松
騏
一
著
『
神
田

上
水
工
事
と
松
尾
芭
蕉
』（
神
田
川
芭
蕉
の
会
、
２
０
０

３
）
に
は
、
江
戸
期
の
森
林
許
六
の
『
風
俗
文
選
』（
１

７
０
６
）、
蓑
笠
庵
利
一
の
『
奥
の
細
道
菅
菰
抄
』（
１

７
７
８
）、
喜
多
村
信
節
の
『

庭
雑
録
』（
文
政
期
頃
）

等
の
文
献
を
引
用
し
な
が
ら
、
上
水
の
仕
事
が
人
夫
か
、

水
番
か
、
現
場
監
督
だ
っ
た
の
か
、
そ
の
い
ず
れ
か
に

携
わ
っ
た
こ
と
等
を
追
求
し
て
い
る
。
と
に
か
く
も
芭

蕉
が
生
活
の
た
め
と
は
い
え
、
水
に
係
わ
る
仕
事
に
従

事
し
て
い
た
と
は
、
驚
き
と
同
時
に
親
し
み
を
覚
え
る
。

お
そ
ら
く
芭
蕉
は
、
神
田
上
水
の
水
で
お
茶
を
飲
ん
で

い
た
に
違
い
な
い
。

神
田
上
水
の
通
水
後
も
、
上
水
が
届
か
な
い
所
や
井

戸
で
良
質
な
水
が
得
ら
れ
な
い
地
域
で
は
、
上
水
の
水

や
上
流
の
川
の
水
が
水
売
り
業
を
通
し
て
、
煮
炊
き
や

お
茶
に
も
利
用
さ
れ
た
。
東
京
都
公
文
書
館
編
『
東
京
の

水
売
り
』（
東
京
都
、
１
９
８
５
）
で
は
、
水
売
り
業
が
、

江
戸
期
以
来
の
深
川
の
水
船
業
者
、
そ
し
て
、
明
治
期

に
は
水
会
社
に
組
織
さ
れ
栄
え
た
が
、
明
治
31
年
以
降
、

近
代
水
道
の
普
及
に
伴
っ
て
衰
退
し
て
い
く
過
程
を
考

察
し
て
い
る
。

水
茶
屋
に
つ
い
て
、
日
本
「
水
」
の
会
編
『
事
典
・
日

本
人
と
水
』（
新
人
物
往
来
社
、
１
９
９
４
）
は
、
次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
江
戸
時
代
、
寺
社
の
境
内
や
路

傍
で
往
来
の
人
に
茶
を
供
し
、
休
息
さ
せ
た
茶
店
の
称

で
、
葉
茶
を
売
る
葉
茶
屋
と
区
別
し
て
、
水
茶
屋
と
い

っ
た
。『
本
朝
世
事
談
綺
』（
１
７
３
４
）
は
京
の
祇
園

社
（
八
坂
神
社
）
境
内
の
二
軒
茶
屋
を
、『
嬉
遊
笑
覧
』

（
１
８
３
０
）
は
宇
治
橋
際
の
通
円
を
、
水
茶
屋
の
始
ま

り
と
す
る
。（
中
略
）
店
の
奥
に
座
敷
を
設
け
る
と
こ
ろ

が
現
れ
る
と
、
そ
れ
が
男
女
の
密
会
な
ど
の
場
と
な
っ

た
。
江
戸
で
は
宝
暦
、
明
和
（
１
７
５
１
〜
１
７
７
２
）

こ
ろ
、
両
国
、
浅
草
、
上
野
山
下
な
ど
の
盛
り
場
、
あ

る
い
は
寺
社
の
門
前
、
境
内
な
ど
に
水
茶
屋
が
続
出
し
、

そ
れ
ぞ
れ
に
笹
森
お
仙
の
よ
う
な
美
人
の
看
板
娘
を
置

い
て
客
を
吸
収
し
た
」

佐
藤
要
人
著
『
江
戸
水
茶
屋
風
俗
考
』（
三
樹
書
房
、

１
９
９
３
）
に
は
、
両
国
の
水
茶
屋
（
歌
川
豊
国
筆
）、

墨
田
堤
茶
屋
見
世
図
（
一
親
斎
広
近
筆
）
も
描
か
れ
て

お
り
、
水
を
媒
介
と
し
た
男
女
の
仲
は
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ

ズ
ム
よ
り
む
し
ろ
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
を
醸
し
出
す
。
水

の
流
れ
は
女
体
を
表
現
し
て
い
る
と
述
べ
た
作
家
も
現

れ
る
ほ
ど
だ
。

茶
船
で
、
江
戸
期
の
文
人
た
ち
は
舟
遊
び
に
興
じ
て

い
る
。
茶
船
は
主
と
し
て
運
送
に
用
い
た
十
石
積
み
の

川
船
で
あ
る
が
、
屋
根
の
あ
る
屋
形
船
は
川
遊
び
に
使

わ
れ
た
。
深
野
正

著
『
下
利
根
川
茶
船
遊
覧
』（
崙
書

房
、
２
０
０
０
）
に
は
、
茶
船
に
乗
っ
て
布
川
か
ら
下

利
根
川
を
銚
子
ま
で
下
り
、
遊
ん
だ
渡
辺
崋
山
や
芭
蕉
、

小
林
一
茶
の
模
様
が
描
写
さ
れ
て
い
る
。

横
道
に
そ
れ
る
が
、
芭
蕉
と
一
茶
が
そ
れ
ぞ
れ
〈
蛙
〉

の
句
を
詠
ん
で
い
る
。
そ
の
俳
風
を
比
較
し
て
み
た
い
。

芭
蕉
は
〈
古
池
や
蛙
飛
び
込
む
水
の
を
と
〉
と
有
名
な

句
が
あ
り
、
一
茶
は
〈
お
れ
と
し
て

に
ら
み
く
ら
す
る
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ち
ゃ
く
ら
べ
　
種
々
の
茶
を
飲
み
わ
け
て
、

そ
の
良
し
悪
し
を
品
評
し
合
う
こ
と

茶
競

ち
ゃ
つ
う
　
餅
菓
子
の
一
種

茶
通

ち
ゃ
そ
　
カ
フ
ェ
イ
ン

茶
素

ち
ゃ
だ
し
　
急
須
の
こ
と

茶
出

ち
ゃ
こ
く
　
色
茶
屋
の
勤
め
女
　
茶
屋
者

茶
国

ち
ゃ
ひ
き
　
芸
娼
妓
が
客
を
得
な
い
で
、

ひ
ま
な
こ
と茶
挽

ち
ゃ
ぎ
ん
　
熊
本
県
で
、
婚
礼
の
日
に
婿

方
で
用
意
し
て
お
く
嫁
の
晴
着
の
こ
と

茶
衣

ち
ゃ
も
ら
い
　
東
北
地
方
で
継
母
を
い
う

茶
貰

蛙
哉
〉
と
詠
ん
で
い
る
。
芭
蕉
は
侘
び
を
追
求
し
た
作

風
で
あ
り
、
一
茶
は
川
柳
的
で
、
自
ず
か
ら
俳
風
が
対

極
的
で
あ
っ
て
お
も
し
ろ
い
。

こ
の
〈
古
池
〉
の
句
を
総
合
的
に
捉
え
た
復
本
一
郎

著
『
芭
蕉
古
池
伝
説
』（
大
修
館
書
店
、
１
９
８
８
年
）

は
、
わ
ず
か
な
十
七
字
の
俳
句
の
世
界
に
つ
い
て
、〈
古

池
〉
の
人
気
の
今
昔
、〈
古
池
〉
誕
生
秘
話
、〈
古
池
〉

人
気
の
源
流
、〈
古
池
〉
評
価
の
諸
相
、〈
古
池
〉
句
の

パ
ロ
デ
ィ
ー
な
ど
の
内
容
か
ら
考
証
さ
れ
て
お
り
、
興

味
が
尽
き
な
い
。

茶
と
俳
句
の
取
り
合
わ
せ
に
妙
味
を
感
じ
る
と
、
茶

の
湯
を
詠
ん
だ
江
戸
俳
句
を
追
っ
て
い
る
黒
田
宗
光
著
、

矢
田
健
爾
画
『
茶
味
俳
味
』（
淡
交
社
、
２
０
０
３
）
に
、

一
層
の
興
味
を
覚
え
る
。

と
く
と
く
と
水
ま
ね
か
ば
来
ま
せ
初
茶
湯
（
素
堂
）

新
年
に
汲
む
水
を
若
水
と
呼
び
、
寅
の
刻
に
汲
み
上

げ
る
水
を
井
華
水

せ
い
か
す
い

と
呼
ぶ
。
茶
の
湯
の
所
作
は
ま
ず
水

を
汲
み
、
運
ぶ
こ
と
か
ら
始
ま
る
。

大
ぶ
く
や
か
は
ら
ぬ
色
を
初
む
か
し
（
不
白
）

正
月
の
初
茶
の
湯
に
は
大
福
茶
を
祝
う
、
所
作
の
喜

び
を
詠
ん
で
い
る
。
さ
ら
に
次
の
句
も
あ
る
。

蝶
々
の
ふ
は
り
と
ゝ
ん
だ
茶
釜
か
な
（
一
茶
）

硯
に
も
茶
に
も
う
れ
し
や
春
の
水
（
青
蘿
）

茶
は
、
本
来
道
徳
的
な
一
面
を
持
っ
て
い
る
。
武
士

社
会
の
一
期
一
会
の
世
界
だ
っ
た
男
茶
道
は
、
明
治
時

代
に
は
婦
女
子
の
良
妻
賢
母
型
の
躾
育
成
の
た
め
に
重

要
視
さ
れ
、
変
化
を
遂
げ
た
。
茶
道
家
で
化
学
者
で
も

あ
る
堀
内
國
彦
著
『
茶
の
湯
の
科
学
入
門
』（
淡
交
社
、

２
０
０
２
）
に
、「
湯
は
長
く
煮
え
す
ぎ
る
と
平
衡
化
し

て
な
れ
た
水
に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
時
水
差
し
の
水

を
一
柄
杓

ひ
し
ゃ
く

汲
み
、
釜
に
加
え
て
か
ら
、
濃
茶
に
湯
を
注

ぐ
。
す
で
に
千
利
休
の
時
に
始
ま
っ
た
」
と
あ
る
。
水

が
生
き
返
る
の
で
あ
る
。
茶
の
湯
だ
け
で
な
く
澱
ん
だ

汚
れ
た
水
は
活
性
化
を
図
り
た
い
。

お
茶
と
水
に
つ
い
て
、「
中
国
茶
の
味
は
名
茶
の
場
合

は
『
濃
な
れ
ど
、
渋
な
ら
ず
、
淡
な
ら
ず
で
あ
る
』
と

く
に
武
夷
岩
茶

ぶ

い

が

ん

ち

ゃ

（
ウ
ー
ロ
ン
茶
の
最
高
峰
）
の
場
合
、

『
甘
く
爽
や
か
な
香
り
が
蘇
る
』
も
の
で
な
く
て
は
な
ら

な
い
。
緑
茶
の
名
茶
龍
井

ろ
ん
じ
ん

は
淡
泊
で
幽
遠
、
香
気
が
あ

っ
て
清
々
し
い
。
黄
金
の
芽
の
異
名
を
も
つ
龍
井
茶
は

天
下
無
双
の
称
賛
を
得
て
い
る
。
つ
ま
り
余
韻
が
名
茶

の
必
須
条
件
な
の
だ
。「
名
茶
の
余
韻
は
名
水
を
得
て
響

き
輝
く
」
と
、
左
能
典
代
は
『
茶
と
語
る
』（
Ｎ
Ｔ
Ｔ
出

版
、
１
９
９
１
）
の
中
で
記
し
て
い
る
。

茶
の
原
郷
を
探
求
し
た
守
屋
毅
著
『
お
茶
の
来
た
道
』

（
日
本
放
送
出
版
協
会
、
１
９
８
１
）
は
、
西
南
中
国
の

茶
、
北
部
タ
イ
、
ビ
ル
マ
の
食
べ
る
茶
、
四
国
山
地
の

碁
石
茶
を
訪
ね
歩
い
て
い
る
。
タ
イ
で
は
、
茶
を
漬
物

に
し
、
料
理
に
使
わ
れ
て
い
る
と
い
う
。

２
０
０
３
年
10
月
17
日
「
全
国
茶
サ
ミ
ッ
ト
福
岡
大

会
ｉ
ｎ
八
女
」
の
会
場
に
て
、
食
べ
る
茶
を
体
験
し
た
。

啜
り
茶
で
あ
る
。
小
さ
な
蓋
の
あ
る
湯
飲
み
茶
碗
に
極

上
級
の
玉
露
を
入
れ
、
湯
を
注
ぐ
。
蓋
を
半
分
開
け
て

茶
を
啜
る
。
菓
子
を
い
た
だ
き
、
ま
た
湯
を
入
れ
て
啜

る
。
仕
舞
い
に
そ
の
茶
が
ら
に
ポ
ン
酢
を
か
け
て
食
べ

る
。
茶
の
香
り
、
舌
ざ
わ
り
、
喉
ご
し
も
よ
く
、
余
韻

が
漂
う
至
福
の
時
を
味
わ
っ
た
。

日
本
茶
業
中
央
会
は
、
立
春
か
ら
八
十
八
夜
の
５
月

２
日
を
「
緑
茶
の
日
」
と
定
め
た
。
そ
の
制
定
理
由
は
、

茶
摘
み
の
最
盛
期
で
、
こ
の
日
に
摘
ま
れ
た
新
茶
は
こ

の
上
も
な
く
栄
養
価
が
高
い
所
以
で
あ
る
。
つ
い
で
な

が
ら
６
月
１
日
は
「
麦
茶
の
日
」、
８
月
１
日
は
「
水
の

日
」、
10
月
１
日
は
「
コ
ー
ヒ
ー
の
日
」
と
な
っ
て
い
る
。

茶
は
水
を
媒
介
と
し
て
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の

円
滑
化
を
図
り
、
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
を
醸
し
出
し
、
文

学
性
を
高
め
、
道
徳
性
を
求
め
、
健
康
を
維
持
す
る
効

用
が
あ
る
よ
う
だ
。「
茶
寿
」
は
１
０
８
歳
を
祝
う
。
茶

の
字
、
茶
冠

ち
ゃ
か
ん
む
り

を
二
十
、
そ
の
下
の
部
分
を
八
十
八
に
見

立
て
る
と
、
合
わ
せ
て
１
０
８
に
な
る
。
人
は
誰
も
死

か
ら
免
れ
ら
れ
な
い
。「
茶
寿
」
と
ま
で
は
言
わ
な
い
が
、

大
い
に
お
茶
を
飲
み
、
健
康
で
長
生
き
と
願
い
た
い
。
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「
な
ぜ
い
ま
里
川
な
の
か
」
を
め
ぐ
り

行
わ
れ
た
テ
ー
マ
セ
ッ
シ
ョ
ン
で
は
、
里

川
を
テ
ー
マ
に
４
名
の
報
告
者
が
プ
レ
ゼ

ン
テ
ー
シ
ョ
ン
を
行
っ
た
。

陣
内
秀
信
氏
は
、
エ
コ
ロ
ジ
ー
と
歴
史

の
観
点
か
ら
の
都
市
づ
く
り
が
必
要
で
あ

る
こ
と
を
ま
ず
訴
え
た
。
そ
の
視
点
か
ら

見
る
な
ら
ば
、
東
京
は
実
は
巨
大
な
村
と

も
呼
べ
る
も
の
で
あ
り
、
集
ま
っ
て
い
る

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
多
く
を
川
が
結
ん
で
お

り
、
川
を
中
心
に
そ
れ
ら
を
再
生
す
れ
ば

コ
ン
パ
ク
ト
シ
テ
ィ
像
ま
で
辿
れ
る
の
で

は
な
い
か
と
論
じ
た
。
そ
の
意
味
で
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
で
「
里
川
」
が
も
つ
イ

メ
ー
ジ
の
喚
起
力
は
見
逃
せ
な
い
と
指
摘

し
た
。

【特別講演】

「水に対する感性の歴史」
アラン・コルバン ソルボンヌ＜パリ第１＞大学教授

コメンテーター：高橋裕 国際連合大学上席学術顧問・東京大学名誉教授

【テーマセッション】

「なぜ里川とコンパクトシティか？」
陣内秀信 法政大学工学部教授

「セーヌ川も里川だった」
嘉田由紀子 京都精華大学教授、滋賀県立琵琶湖博物館研究顧問、

水と文化研究会世話役、子どもと川とまちのフォーラム代表

「バーチャルウォーターが結ぶ里川と世界の水問題」
沖大幹 総合地球環境学研究所助教授、東京大学生産技術研究所助教授（併任）

「都市の水辺遊びからつくる里川」
鳥越皓之 筑波大学社会学系教授

【パネルディスカッション】

「里川の文化モデルとコンパクト社会」

当センターでは、「里川」というコンセプトについて研究活動を開始いたします。
このコーナーでは、活動動向を随時お知らせしてまいります。

「
水
の
文
化
交
流
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
開
催

人
、そ
れ
ぞ
れ
の
里
川
が
あ
っ
た

2003年10月20日に水の文化交流フォーラム2003
なぜいま里川なのか

コンパクトシティを考える
を東京にて開催いたしました。里川研究のキック

オフとなるフォーラムです。

概要版を現在センターホームページにて公開して

おりますが、まもなく詳細版も公開する予定です。

ア
ン
ケ
ー
ト
に
寄
せ
ら
れ
た
コ
メ
ン
ト

◆
里
川
と
い
う
こ
と
を
イ
メ
ー
ジ
す

る
こ
と
で
ま
ち
づ
く
り
、
地
域
づ
く
り
、

環
境
問
題
へ
と
広
く
関
わ
る
こ
と
が
で

き
る
こ
と
を
認
識
で
き
た
。
決
し
て
、

川
の
領
域
だ
け
の
話
で
は
な
い
こ
と
が

理
解
で
き
た
。

◆
河
川
に
対
す
る
新
し
い
視
点
が
与

え
ら
れ
た
。

◆
水
道
が
で
き
た
こ
と
で
井
戸
端
が

な
く
な
り
、
人
々
の
生
活
が
変
化
し
て

し
ま
っ
た
と
い
う
が
、
こ
の
フ
ォ
ー
ラ

ム
で
取
り
戻
せ
る
人
々
の
距
離
を
感
じ

た
。
所
有
の
逆
転
。
住
民
が
地
域
の
管

理
主
体
可
能
に
な
る
と
い
い
。
主
体
を

取
り
戻
さ
な
く
て
は
い
け
な
い
時
代
が

め
ぐ
っ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。

◆
住
人
が
仮
の
住
居
に
一
時
的
に
必

要
に
せ
ま
ら
れ
て
住
ん
で
い
る
よ
う
に
、

『
ふ
る
さ
と
』
と
し
て
の
愛
着
を
持
て

る
コ
ン
パ
ク
ト
シ
テ
ィ
を
地
域
の
住
民

が
作
り
上
げ
ら
れ
る
と
思
う
。

◆
公
共
事
業
に
社
会
的
合
意
形
成
の

動
き
が
あ
る
昨
今
の
国
内
に
お
い
て
、

「
里
川
」
と
い
う
動
き
は
、
住
民
に
と

っ
て
も
一
番
身
近
な
テ
ー
マ
で
あ
る
と

思
う
。

◆
里
と
は
何
か
、
も
う
少
し
つ
っ
こ

ん
で
ほ
し
か
っ
た
。「
ふ
る
さ
と
」
の

歌
に
代
表
さ
れ
る
、
の
ど
か
な
、
な
つ

か
し
い
イ
メ
ー
ジ
だ
け
で
よ
い
の
か
。

里
川
は
い
っ
た
い
ど
こ
を
目
指
し
て
い

る
の
か
、
こ
れ
か
ら
も
追
求
し
て
み
た

い
と
思
う
。

◆
里
川
と
コ
ン
パ
ク
ト
シ
テ
ィ
に
共

通
す
る
も
の
は
、
物
質
や
生
命
が
う
ま

共同研究「里川」を開始
ミツカン水の文化センターでは2004年度より、共同研究『里川』」を
開始いたします。1年目は「里川とは何か」と題し、里川についての
概念設計を行います。フォーラムのテーマセッションに登壇頂いた
各研究者を応援団に、研究経過を随時報告して参ります。

嘉
田
由
紀
子
氏
は
、
水
の
供
給
系
（
動

脈
）
と
排
出
系
（
静
脈
）
を
共
に
把
握
し

な
い
と
、
水
へ
の
総
合
的
な
関
わ
り
が
難
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図
に
つ
い
て
報
告
し
た
。
さ
ら
に
、
所
有

権
と
い
う
も
の
は
、
処
分
権
と
利
用
権
か

ら
成
り
立
っ
て
お
り
、
多
く
の
地
域
で
、

住
民
が
川
の
利
用
権
を
実
質
的
に
も
つ
こ

と
に
よ
り
、
現
状
で
は
行
政
等
が
も
つ
処

分
権
を
浸
食
し
、
所
有
の
逆
転
と
呼
べ
る

現
象
が
起
き
て
い
る
こ
と
を
報
告
。
こ
こ

を
し
っ
か
り
と
押
さ
え
れ
ば
、
後
に
政
策
、

価
値
観
、
文
化
な
ど
の
変
化
が
追
い
つ
い

て
く
る
と
述
べ
た
。・

・
・

こ
の
日
は
熱
の
こ
も
っ
た
討
議
が
行
わ

れ
、
参
加
者
も
２
０
０
名
を
越
す
盛
況
と

な
り
ま
し
た
。「
里
川
」
は
、「
里
山
」
の

概
念
を
意
識
し
た
新
し
い
言
葉
。
一
見
馴

染
み
深
く
感
じ
る
も
の
の
、
実
は
各
自
が

違
っ
た
イ
メ
ー
ジ
を
抱
い
て
い
る
言
葉
で

す
。
そ
れ
だ
け
に
、
フ
ロ
ア
か
ら
の
発
言

も
そ
の
よ
う
な
思
い
を
反
映
し
た
も
の
と

な
り
ま
し
た
。
参
加
者
ア
ン
ケ
ー
ト
に
記

入
い
た
だ
い
た
コ
メ
ン
ト
を
い
く
つ
か
下

に
紹
介
し
ま
す
。

里
川
と
は
、
み
ん
な
で
守
る
居
住
地
に

近
い
川
。
な
ら
ば
、
農
村
部
だ
け
で
は
な

く
、
都
市
に
こ
そ
里
川
は
あ
る
べ
き
だ
し
、

そ
の
よ
う
な
里
川
像
も
構
築
し
て
い
か
な

く
て
は
、
と
い
う
の
が
こ
の
フ
ォ
ー
ラ
ム

で
の
セ
ン
タ
ー
か
ら
の
問
題
提
起
で
し
た
。

質
問
、
コ
メ
ン
ト
と
も
、
里
川
の
「
里
」

の
意
味
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り

ま
す
。
い
わ
ゆ
る
農
村
の
二
次
的
な
自
然

利
用
空
間
と
し
て
川
を
捉
え
て
い
る
人
も

い
れ
ば
、
あ
る
べ
き
都
市
モ
デ
ル
と
し
て

里
川
に
可
能
性
を
感
じ
た
人
も
お
り
、
ま

さ
に
各
人
に
と
っ
て
の
里
川
が
あ
る
と
い

る
の
が
必
要
条
件
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し

た
。
現
在
水
に
困
っ
て
い
る
人
、
将
来
の

世
代
な
ど
、
今
触
れ
ら
れ
な
い
水
を
考
え

る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
そ
れ
に
は
感
性

の
問
題
を
避
け
て
通
れ
な
い
と
述
べ
た
。

鳥
越
皓
之
氏
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
豊

か
に
な
る
と
川
に
愛
着
が
わ
き
、
川
を
利

用
し
川
に
関
わ
る
こ
と
で
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

を
豊
か
に
す
る
こ
と
も
で
き
る
と
い
う
構

アラン・コルバンを囲んで左より陣内秀信、鳥越皓之、嘉田由紀子、沖大幹の各氏

く
循
環
し
、
そ
の
循
環
が
見
え
、
そ
の

循
環
に
か
か
わ
っ
て
い
る
こ
と
と
思
う
。

◆
「
都
市
と
農
村
の
共
生
」
が
唱
え
ら

れ
、
国
民
の
農
的
生
活
へ
の
動
き
が
高

ま
っ
て
い
る
中
で
、
都
市
に
お
け
る
農

的
生
活
の
推
進
が
重
要
と
考
え
て
い
る

が
、
里
川
、
コ
ン
パ
ク
ト
シ
テ
ィ
が
そ

の
方
向
に
あ
る
こ
と
を
う
れ
し
く
思
っ

た
。

◆
長
年
産
業
界
に
身
を
置
い
て
き
た

が
、
自
然
･
地
球
･
生
命
に
対
す
る
加

害
者
で
な
か
っ
た
か
？
　
と
い
う
自
責

か
ら
、
里
山
･
里
川
･
環
境
に
つ
い
て

考
え
て
い
き
た
い
。

◆
里
川
を
都
市
か
ら
見
る
と
い
う
こ

と
は
逆
転
の
発
想
だ
と
思
っ
た
。
私
の

住
ん
で
い
る
小
石
川
は
も
う
消
え
て
し

ま
っ
た
し
、
銭
湯
、
豆
腐
屋
も
少
し
ず

つ
減
っ
て
い
く
。
だ
ん
だ
ん
「
水
の
風

景
」
が
消
え
て
い
く
よ
う
で
寂
し
い
気

が
す
る
。

し
い
と
い
う
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
上
下

水
道
と
の
関
わ
り
方
は
文
化
面
で
も
重
要

で
あ
る
こ
と
を
唱
え
た
。
さ
ら
に
、
人
と

水
と
の
物
理
的
、
心
理
的
、
社
会
的
距
離

が
離
れ
て
し
ま
っ
た
現
在
、
川
と
ど
の
よ

う
に
距
離
感
を
取
り
戻
す
の
か
が
問
題
で

あ
り
、「
見
る
こ
と
」
が
強
調
さ
れ
る
現

代
社
会
に
お
け
る
、
水
と
の
対
し
方
も
課

題
で
あ
る
こ
と
を
訴
え
た
。
ま
た
、
水
に

は
怖
さ
も
あ
り
、
そ
れ
を
里
川
思
想
の
中

で
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
の
か
が
課
題

で
あ
る
こ
と
も
付
言
し
た
。

沖
大
幹
氏
は
、
ヴ
ァ
ー
チ
ャ
ル
・
ウ
ォ

ー
タ
ー
論
の
説
明
を
行
っ
た
後
、
里
川
を

考
え
る
際
に
、「
〜
に
役
立
つ
か
ら
愛
す
」

の
で
は
な
く
、
里
川
だ
か
ら
愛
す
る
と
い

う
関
係
、
つ
ま
り
、
川
よ
り
も
、
川
と
人

の
関
係
が
重
要
と
報
告
。
自
分
が
川
と
密

接
な
関
係
を
結
び
、
共
に
そ
の
川
を
愛
す

る
と
い
う
思
い
や
り
が
大
事
で
あ
り
、
そ

の
た
め
に
は
、
目
に
見
え
な
い
川
の
価
値

に
思
い
を
は
せ
、
大
勢
の
人
が
川
を
物
語

っ
て
も
よ
さ
そ
う
で
す
。

大
事
な
こ
と
は
、「
自
分
が
暮
ら
す
居

住
地
と
生
活
の
中
で
、
川
を
総
合
的
に
位

置
づ
け
よ
う
」
と
い
う
願
い
で
す
。
こ
の

点
に
つ
い
て
は
会
場
の
み
な
さ
ん
と
共
通

の
ス
タ
ー
ト
ラ
イ
ン
に
立
っ
て
い
る
こ
と

を
、
ひ
し
ひ
し
と
感
じ
さ
せ
ら
れ
た
フ
ォ

ー
ラ
ム
で
し
た
。

※本報告はフォーラムの紹介です。事務局の責任
でまとめた概要版は、当センターホームページに
も掲載しています。また詳細報告もまもなくホー

ムページにて公開いたします。

http: / /www.mizu.gr . jp/

「あなたの里川」情報をお寄せください。
FAX：03-5762-0246
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ア
ラ
ン
・
コ
ル
バ
ン
氏
は
「
水
に
対
す

る
感
性
の
歴
史
」
と
題
し
、
西
欧
に
お
け

る
水
に
つ
い
て
の
様
々
な
イ
メ
ー
ジ
や
、

そ
れ
が
人
間
の
欲
望
や
感
性
に
ど
の
よ
う

な
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
か
報
告
さ
れ
た
。

そ
れ
は
現
代
の
日
本
人
が
日
頃
気
が
付
か

な
い
豊
か
な
「
水
の
イ
メ
ー
ジ
」
を
思
い

起
こ
さ
せ
る
内
容
で
、
Ａ
〜
Ｈ
が
そ
の
報

告
項
目
で
あ
る
。

Ａ
水
の
形
態

1
形
の
な
い
水
で
雲
や
も
や
、
霧
等
、

2
露
と
な
っ
て
地
面
に
お
り
る
大
気
の
水

分
、
3
雨
で
、
人
間
を
直
接
大
気
現
象
の

力
に
結
び
つ
け
、
植
物
や
人
間
の
内
面
性

を
生
き
返
ら
せ
る
源
。

ガ
ス
ト
ン
・
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
が
行
っ
た

分
類
で
は
、
1
恩
恵
を
も
た
ら
す
流
れ
る

水
、
2
激
し
く
流
れ
下
る
暴
力
的
な
水
、

3
ど
ん
よ
り
し
た
澱
ん
だ
水
と
分
け
ら
れ

た
。西

洋
思
想
の
歩
み
に
お
い
て
河
川
が
流

れ
る
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
、
蛇
行
し
て
流
れ

る
も
の
が
人
々
を
魅
了
し
て
き
た
。「
万

し
て
の
水
を
め
ぐ
る
言
説
に
取
っ
て
代
わ

っ
て
、
科
学
的
・
細
菌
学
的
言
説
が
支
配

的
に
な
っ
た
。

Ｃ
恩
恵
を
も
た
ら
す
水

西
洋
で
は
常
に
泉
を
称
え
て
き
た
。
泉

の
水
は
生
命
を
維
持
し
、
若
さ
を
保
つ
力

が
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
か
ら
だ
。
泉
は
純

潔
と
処
女
性
を
象
徴
し
て
い
る
。
泉
の
水

が
具
現
し
て
い
る
の
は
、
自
然
の
恵
み
と

豊
か
さ
で
、
大
地
の
恩
恵
で
あ
る
。

西
洋
の
歴
史
に
お
い
て
、
恩
恵
を
も
た

ら
す
水
は
、
そ
れ
を
称
え
る
美
学
と
切
り

離
せ
な
い
。
古
代
以
来
、
都
市
の
繁
栄
、

富
、
美
し
さ
を
示
す
泉
は
不
可
欠
だ
っ
た
。

温
泉
療
法
な
ど
、
人
を
癒
す
水
も2

千

年
に
わ
た
り
存
在
し
て
き
た
。

Ｄ
災
い
を
も
た
ら
す
水

西
洋
で
沼
へ
の
恐
怖
が
ピ
ー
ク
に
達
し

た
の
は
18
世
紀
だ
。
南
イ
タ
リ
ア
の
よ
う

な
地
中
海
沿
岸
の
沼
地
は
、
地
獄
の
光
景

と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
澱
ん
だ
水
は
し
ば

し
ば
呪
い
と
結
び
つ
け
ら
れ
、
滞
っ
た
水

に
は
不
吉
な
力
が
あ
る
と
信
じ
ら
れ
て
い

た
。19
世
紀
、
澱
ん
だ
水
に
対
す
る
不
安

感
は
、
コ
レ
ラ
の
原
因
が
水
に
あ
る
と
い

う
確
信
に
よ
っ
て
一
層
あ
お
ら
れ
た
。

Ｅ
水
と
聖
な
る
も
の
と
の
つ
な
が
り

水
に
は
浄
化
す
る
機
能
と
倫
理
的
な
価

値
が
備
わ
っ
て
い
る
。
キ
リ
ス
ト
教
に
と

っ
て
水
と
は
洗
礼
の
水
だ
。
洗
礼
の
水
は
、

洗
礼
志
願
者
を
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
変
貌
さ

せ
る
も
の
。

原
始
キ
リ
ス
ト
教
が
も
つ
泉
の
も
つ
治

癒
力
に
注
目
し
、
そ
れ
を
神
聖
な
も
の
と

物
は
流
転
す
る
」
と
い
う
よ
う
に
西
洋
思

想
を
構
成
し
て
い
る
時
間
概
念
を
も
規
定

し
て
い
る
。

ま
た
、
川
の
流
れ
と
人
体
内
を
循
環
す

る
体
液
が
同
質
と
い
う
意
識
も
あ
っ
た
。

暴
力
的
な
水
は
、
大
量
の
雨
、
雷
雨
、

嵐
に
よ
る
激
し
い
洪
水
を
想
像
さ
せ
る
。

そ
れ
は
、
人
間
が
克
服
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
、
我
々
自
身
の
闇
の
部
分
へ
意
識
を

む
か
わ
せ
る
。
西
洋
以
外
に
も
多
く
の
文

明
で
見
ら
れ
る
洪
水
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
水

が
引
い
た
後
の
大
地
へ
の
不
安
や
秩
序
を

想
像
さ
せ
る
。
古
代
ギ
リ
シ
ャ
思
想
で
も
、

宇
宙
開
闢
論
に
お
い
て
根
元
的
な
水
の
役

割
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
要
は
、
西
洋
文

明
圏
で
は
、
根
元
的
な
水
が
世
界
の
秩
序

に
先
立
つ
混
沌
を
表
現
し
て
い
る
。

Ｂ
物
質
と
し
て
の
水

西
洋
人
は
人
が
水
を
飲
む
と
ど
う
い
う

結
果
に
な
る
か
常
に
配
慮
し
て
き
た
。
紀

元
前
６
世
紀
に
価
値
の
序
列
が
確
立
し
た
。

ト
ッ
プ
は
雨
水
。
第
２
は
泉
の
水
、
そ
し

て
井
戸
水
、
河
川
水
、
湖
水
、
沼
の
水
と

続
く
。

水
に
関
す
る
古
い
料
理
術
に
よ
れ
ば
、

水
の
価
値
は
等
し
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

野
菜
を
お
い
し
く
茹
で
ら
れ
る
か
、
パ
ン

や
ビ
ー
ル
を
作
る
の
に
適
し
て
い
た
か
ど

う
か
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
水
の
価
値
が

決
ま
っ
て
い
た
。

水
は
調
理
さ
れ
る
も
の
で
、
そ
の
ま
ま

飲
ま
れ
る
こ
と
は
希
だ
っ
た
。
何
世
紀
も

の
間
、
乾
き
を
癒
す
水
は
、
慎
重
に
飲
む

べ
き
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
水
を
た
く
さ

ん
飲
む
こ
と
は
危
険
を
伴
う
と
さ
れ
て
い

た
し
、
た
く
さ
ん
飲
む
人
は
奇
妙
で
怠
惰

な
人
間
と
見
な
さ
れ
て
い
た
。

西
洋
で
は
、
19
世
紀
に
な
る
と
飲
料
と

し
た
が
、
治
癒
力
は
病
を
治
す
聖
人
へ
の

信
仰
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
さ
ら
に
、
信

者
が
教
会
に
入
る
時
、
人
を
浄
め
る
聖
水

が
使
わ
れ
る
。
悪
魔
は
聖
水
を
嫌
う
。

Ｆ
水
と
エ
ロ
ス

水
は
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
意
味
も
も
っ
て

い
る
。
爽
や
か
な
水
と
若
い
女
性
の
み
ず

み
ず
し
さ
の
間
に
は
暗
黙
の
対
応
が
あ
る
。

人
々
の
想
像
力
の
中
で
、
母
親
的
な
水
か

ら
女
性
的
な
水
へ
の
転
移
が
起
こ
っ
た
ら

し
い
。
西
洋
の
造
形
芸
術
が
水
と
結
び
つ

い
た
女
性
の
ヌ
ー
ド
を
表
象
す
る
こ
と
に

よ
り
、
水
は
男
の
欲
望
の
激
し
さ
な
ど
に

結
び
つ
け
ら
れ
る
。
19
世
紀
後
半
の
画
家

は
、
女
性
が
身
体
を
洗
っ
た
り
す
る
時
の

動
作
や
姿
勢
を
好
ん
で
描
い
た
。
西
洋
で

は
、
水
が
女
性
の
肉
体
を
想
像
さ
せ
る
。

Ｇ
活
動
の
源
と
し
て
の
水

西
洋
の
歴
史
に
お
い
て
、
水
は
運
動
と

労
働
を
補
助
す
る
も
の
だ
っ
た
。
10
世
紀

か
ら
12
世
紀
に
か
け
て
、
都
市
化
の
過
程

で
水
は
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
。
水
が

な
け
れ
ば
、
粉
ひ
き
も
機
織
り
も
染
め
物

も
な
め
し
皮
職
人
も
あ
り
え
な
か
っ
た
。

中
世
で
は
、
水
の
動
力
の
統
制
と
水
力
エ

ネ
ル
ギ
ー
の
活
性
化
は
、
開
墾
作
業
や
都

城
の
建
設
と
並
行
し
て
行
わ
れ
た
。

水
車
や
製
粉
業
は
、
流
れ
落
ち
る
水
と
、

濁
っ
た
水
と
い
う
こ
と
で
、「
恩
恵
を
も

た
ら
す
水
」
と
「
不
吉
な
水
」
と
い
う
二

元
性
を
帯
び
て
い
る
。

Ｈ
水
が
欲
望
や
夢
、
感
性
に
及
ぼ
し
た
影
響

ル
ソ
ー
の
小
説
『
新
エ
ロ
イ
ー
ズ
』
で

明
ら
か
な
よ
う
に
、
湖
の
波
に
揺
ら
れ
る

こ
と
が
独
特
の
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
を
喚
起

す
る
よ
う
に
な
る
。
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
で
は
、

イ
ル
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
で
飾
ら
れ
た
人
工
の

池
を
舟
で
遊
覧
す
る
と
い
う
貴
族
の
遊
び

に
と
っ
て
代
わ
り
、
男
女
の
出
会
い
の
場

が
出
現
し
た
。
出
会
い
の
は
か
な
さ
は
、

波
の
揺
れ
、
転
覆
の
危
険
、
島
や
放
浪
に

特
有
の
放
縦
な
雰
囲
気
に
よ
っ
て
一
層
強

め
ら
れ
た
。

19
世
紀
半
ば
か
ら
ミ
ネ
ラ
ル
ウ
ォ
ー
タ

ー
を
家
庭
で
飲
む
こ
と
が
流
行
し
て
い
く
。

水
の
清
潔
さ
や
循
環
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る

こ
と
に
人
々
は
敏
感
に
な
る
。
都
市
で
は

井
戸
や
泉
を
巡
る
争
い
が
増
え
る
。
水
に

対
す
る
新
し
い
欲
望
が
映
し
出
し
て
い
る

の
は
、
公
的
な
も
の
と
私
的
な
も
の
の
境

界
線
が
厳
密
に
な
っ
て
き
た
こ
と
、
環
境

の
悪
化
に
対
す
る
許
容
度
が
全
体
的
に
変

化
し
て
き
た
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

人
間
の
矮
小
性
を
感
じ
さ
せ
る
崇
高
美

の
規
範
に
つ
い
て
言
え
ば
、
海
の
方
が
河

川
や
湖
よ
り
も
適
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対

し
て
河
川
や
湖
は
、
か
つ
て
自
然
美
を
表

現
す
る
の
に
根
本
的
な
要
素
だ
っ
た
。

現
代
で
は
、
水
は
主
に
科
学
と
分
析
の

管
理
対
象
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
水
に
ま

つ
わ
る
魅
力
が
ま
っ
た
く
無
く
な
っ
た
わ

け
で
は
な
い
。
水
は
未
だ
に
様
々
な
信
仰

と
幻
想
と
、
そ
し
て
と
り
わ
け
夢
を
支
え

る
触
媒
で
あ
る
。

こ
の
報
告
に
対
し
て
、
コ
メ
ン
テ
ー
タ

ー
を
務
め
た
高
橋
裕
氏
は
、
現
在
日
本
人

の
価
値
観
が
変
わ
り
つ
つ
あ
る
が
、
本
来

日
本
人
は
和
歌
、
俳
句
に
見
ら
れ
る
よ
う

に
、
水
へ
の
感
性
が
鋭
敏
だ
っ
た
こ
と
を

指
摘
し
、
近
代
河
川
技
術
に
川
へ
の
感
性

を
取
り
戻
す
べ
き
を
訴
え
た
。

水の文化交流フォーラム2003

【特別講演】

右：アラン・コルバン氏
左：高橋裕氏
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編
集
後
記

◆
「
お
茶
」
の
テ
ー
マ
を
取
り
上
げ
る
事
と
な
り
、
私
た
ち
に
と

っ
て
身
近
な
話
題
で
あ
る
だ
け
に
、
ど
の
よ
う
に
面
白
さ
を
演
出

す
る
か
に
知
恵
を
絞
り
ま
し
た
。「
茶
道
」
の
世
界
に
踏
み
込
め

ば
、
そ
の
道
の
達
人
が
数
多
く
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
そ
し
て
、

そ
れ
ぞ
れ
に
「
一
家
言
」
を
持
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
は
と
て

も
太
刀
打
ち
で
き
ま
せ
ん
。
こ
こ
は
、
茶
化
す
訳
で
は
な
い
で
す

が
「
お
茶
の
間
力
（
魔
力
）」
に
頼
っ
た
次
第
で
す
。
結
果
は
ご

覧
の
通
り
で
す
が
‐
‐
‐
。
読
者
の
皆
さ
ん
の
茶
飲
み
種
（
ぐ
さ
）

に
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。（
吉
）

◆
子
ど
も
の
頃
、
盆
や
正
月
に
親
戚
の
家
に
行
く
と
、
必
ず
出
さ

れ
る
の
が
抹
茶
と
お
饅
頭
。
苦
い
な
と
思
い
な
が
ら
も
饅
頭
欲
し

さ
に
渋
々
抹
茶
を
飲
ん
で
い
た
こ
と
を
思
い
出
す
。
私
の
田
舎
で

は
、
人
が
集
ま
れ
ば
日
常
的
に
抹
茶
が
も
て
な
し
の
一
事
と
し
て

登
場
。
大
人
も
子
ど
も
も
分
け
隔
て
な
く
。
作
法
を
あ
ま
り
気
に

し
な
く
て
も
よ
か
っ
た
の
が
あ
り
が
た
い
。（
日
）

◆
フ
ラ
ン
ス
の
思
想
家
と
聞
い
た
だ
け
で
、
ど
ん
な
に
気
難
し
い

方
な
の
だ
ろ
う
か
と
、
来
日
さ
れ
る
ま
で
は
少
々
臆
病
に
な
っ
て

い
ま
し
た
が
、
い
ざ
お
会
い
し
て
み
る
と
ア
ラ
ン
・
コ
ル
バ
ン
氏

は
非
常
に
気
さ
く
な
、
優
し
く
お
洒
落
な
方
で
し
た
。
成
田
か
ら

本
社
の
あ
る
半
田
ま
で
の
移
動
中
、
富
士
山
を
新
幹
線
の
車
窓
か

ら
眺
め
る
姿
が
非
常
に
印
象
的
で
し
た
。
静
岡
の
茶
畑
に
コ
ル
バ

ン
氏
は
気
づ
い
た
で
し
ょ
う
か
？
（
ゆ
）

◆
お
茶
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
か
ら
出
発
し
た
ら
、
家
庭
と
社
交

の
意
外
な
関
係
に
足
を
踏
み
込
ん
で
し
ま
っ
た
。「
も
て
な
し
ズ

ム
」
は
、
豊
か
な
暮
ら
し
に
欠
か
せ
な
い
。
で
も
、
個
人
と
公
の

間
で
揺
れ
動
く
「
暮
ら
し
」
の
意
味
を
問
わ
れ
る
と
、
家
庭
を
も

つ
現
代
の
一
中
年
男
性
と
し
て
は
た
い
へ
ん
に
悩
む
と
こ
ろ
で
あ

る
。
疑
問
が
疑
問
を
呼
ぶ
茶
。
闘
茶
な
ら
ぬ
「
問
う
茶
」
で
あ
る
。

こ
れ
も
茶
の
み
話
と
い
う
こ
と
か
（
中
）

◆
我
が
家
に
あ
る
お
茶
を
数
え
上
げ
た
ら
、
出
る
わ
出
る
わ
。
日

本
茶
は
、
焙
じ
茶
、
煎
茶
、
抹
茶
、
紅
茶
は
ア
ー
ル
グ
レ
ー
、
ダ

ー
ジ
リ
ン
、
セ
イ
ロ
ン
、
中
国
茶
は
岩
茶
、
安
渓
鉄
観
音
、
瑠
螺

春
、
ハ
ー
ブ
テ
ィ
ー
は
ジ
ャ
ス
ミ
ン
、
カ
モ
ミ
ー
ル
、
ミ
ン
ト
、

朝
鮮
人
参
、
さ
く
ら
。
こ
の
他
に
麦
茶
、
コ
ー
ヒ
ー
、
コ
コ
ア
も

加
わ
っ
て
、
客
人
の
顔
を
見
て
そ
の
日
の
メ
ニ
ュ
ー
を
決
め
る
の

だ
。
そ
の
選
択
が
果
た
し
て
当
た
り
か
、
否
か
。
も
て
な
し
の
達

人
へ
の
道
は
険
し
く
、
楽
し
い
。（
賀
）
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表紙上：遠赤外線の効果はいろいろ語られているが、裸火の色、匂い、じんわりと伝わる緩かさなどが五感に訴えかける効果は、気づ
かぬうちに肩から力を抜いてくれる。
表紙下：極上の味を引き出すために、一葉一葉手で縒（よ）られた茶葉を振舞うことで、もてなしの気持ちは一層高まる。
裏表紙上：最近、縁側が見直されている。縁側は、内と外をつなぐ中間の性格を持った場所。採光や換気といった機能のことだけでな
く、コミュニケーションの場ということからも重要な空間だ。
裏表紙下左： 日本の最古の茶園といわれる日吉茶園は、近江坂本の日吉神社の境内にあったとされるが、 その伝承は明らかではない。
現在は、京阪線、坂本駅の脇にわずかに残る。日吉大社は最澄が延暦寺の鎮守とした神社で、山王祭には古くから茶が献じられている。
裏表紙下中：ひざまずいてサービスする、上海の茶館。このサービス方法は日本の影響といわれているのだが、中国でももてなしがマ
ニュアル化しつつあることを物語っているのかもしれない。
裏表紙下右：軒から外れたところにある囲炉裏は、見知らぬ人同士の距離を急速に縮める働きを持っている。
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