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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
。




