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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




