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茶
の
湯
と
や
き
も
の

岡

佳

子

(お
か

・
よ
し
こ
)

総
合
文
化
学
部
の
岡
佳
子
で
ご
ざ

い
ま
す
。
今
回
は
、
「茶

の
湯
と
や
き
も
の
」
と

い
う

テ
ー
マ
で
お
話
し
た

い
と
思

い

ま
す
。
私
は
こ
の
大
学
で
日
本
文
化
史
を
教
え
て
お
り
、
「
日
本
美
術
工
芸
史
」
で
日
本
陶
磁
史
を
講
義
し
て
い
ま
す
が
、

そ
こ
で
茶
の
湯
の
や
き
も
の
を
取
り
あ
げ
て
い
ま
す
。
こ
の
公
開
講
座
の
目
的
は
、
今
、
大
手
前
大
学
で
行
わ
れ
て
い
る
講

義
を
、

一
般
の
方
に
聞
い
て
戴
く
こ
と
で
す
か
ら
、
講
義
内
容
に
則
し
て
、
今
回
は
お
話
し
た

い
と
思

い
ま
す
。

近
頃

の
学
生
は
、
茶
の
湯
に
つ
い
て
も
陶
磁
器
に
つ
い
て
も
何
も
知
り
ま
せ
ん
。
私
は
、
「
日
本
美
術
工
芸
史
」
の
最
初

の
時
間
に
数
点

の
陶
磁
器
を
学
生
に
見
せ
ま
す
。
あ
る
時
、
「
な
ぜ
陶
磁
器
の
表
面
は
こ
ん
な
に
つ
る
つ
る
と
光
沢
が
あ
る

ゆ
う
や
く

の
で
し

ょ
う
か
」

と
学
生

に
聞

き
ま

し
た
。

陶
磁
器

は
土

で
器
物
を

成
形

し
た
後

、
粕
薬
を

掛
け
窯

に
入

れ

て
焼
き

ま
す

が
、
粕

薬

の
成
分
は
ガ

ラ
ス
と
同
じ

で
す

の
で
、
高

い
温
度

で
焼
く
と
溶
け

て
土

の
上

に
ガ

ラ
ス
の
皮
膜
が

で
き
ま
す
。
し

か
し
、

そ

の
学
生
は
、
「
ニ
ス
を
塗

っ
て
い
る
の
で
は
な

い
か
」
と
答
え
ま
し

て
、
唖
然
と

い
た
し
ま
し
た
。

茶

の
湯

に
関
し

て
も
同
様

で
す
。
私

の
母
親

の
世
代
は
女
学
校

で

「お
茶
」
を
習

っ
て
お
り
ま
し
た
。
私

も
花
嫁
修
業
と
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し
て

「
お
茶
」
を
習
い
ま
し
た
。
し
た
が

っ
て
、
私
の
大
学
時
代
、
大
半
の
学
生
に
は
茶
の
湯
の
知
識
が
あ
り
ま
し
た
。
し

か
し
、
今
の
学
生
の
周
辺
に
は

「お
茶
」
が
ご
ざ

い
ま
せ
ん
。
わ
ず
か
に
高
校
に
茶
道
部
が
あ
り
、
文
化
祭
の
時
に
抹
茶
を

飲
ん
だ
こ
と
が
あ
る
と
い
っ
た
程
度
で
す
。

そ
う

い
っ
た
学
生

へ
の
講
義
は
基
礎
的
な
こ
と
に
終
始
し
ま
す
が
、
こ
こ
に
ご
参
加
の
皆
様
は
私
の
年
齢
の
前
後
の
方
だ

と
思

い
ま
す

の
で
、
「
お
茶
」
を
ご
存
じ
な
い
方
は
少
な

い
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
日
本
で
茶
の
湯
が
始
ま

っ
た
南
北
朝

期
か
ら
、
桃
山
時
代
前
半
ま
で
の
茶
の
湯
に
使
わ
れ
た
や
き
も
の
に

つ
い
て
、
上
級
編
の
お
話
を

い
た
し
た

い
と
思
い
ま

す
。
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茶
の
湯
と
は
何
か

ま
ず

茶

の
湯
と
は
何
か
と

い
う

こ
と
か
ら
始
め
た

い
と
思

い
ま
す
。
お
茶
を
飲
む

こ
と
は
、
我

々
の
日
々

の
暮
ら

し
で
欠

か
せ
ま

せ

ん
。
朝
、

一
日
を
始
め

る
時

に
お
茶
を
飲
む
方
も
お
ら
れ
ま
す
し
、
食
事

の
時

に
は
必
ず
お
茶
を

飲

み
ま
す
。
茶

を
喫
す

る
、
す
な
わ
ち
喫
茶
は
日
常
的
な
行
為

で
す
。
し
か
し
、
茶

の
湯
は

日
常
的
な
行
為

で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
茶

の
湯
は

か
い
せ
き

こ
い
ち
ゃ

う
す
ち
ゃ

茶
会
が
中
心
と
な
り
ま
す
。
茶
会
で
は
、
亭
主
が
客
を
招
き
、
懐
石
、

つ
ま
り
食
事
を
出
し
、
抹
茶
の
濃
茶
と
薄
茶
を
振
る

し

ょ

う

アコね

舞
い
ま
す
。
最
も
正
式
の
茶
事
は
昼
に
行
う
正
午
の
茶
事
で
す
が
、
ち
ょ
う
ど
四
時
間
位
か
か
り
ま
す
。
こ
の
茶
事
を
行
う



た
め

に
、
お
茶

の
お
稽
古

に
通

い
、
特
別
な
ト

レ
ー

ニ
ン
グ
を
し

て
作
法
を
学
び
ま
す
。

す

き

や

茶
会
は
茶
室
、
数
寄
屋
と
も
言
い
ま
す
が
、
こ
の
よ
う
な
特
定
の
場
所
で
茶
事
は
行
わ
れ
ま
す
。
特
別
の
型
、
す
な
わ
ち

さ

ほ
う

て

ま
え

み
ず

作
法
に
基
づ

い
て
、
客
に
懐
石
や
茶
を
振
る
舞

い
ま
す
。
茶
を
点

て
る
た
め
に
は
点
前
も
必
要
で
す
。
茶
入
、
茶
碗
、
水

さ
し

け
ん
す
い

こ
う
こ
う

指
、
建
水
、
香
合
な
ど

の
特
殊

の
道
具
を
使

い
ま
す
。
特
定
の
場
で
、
特
別
の
型
で
、
特
殊
な
道
具
を
用
い
て
行
う
喫
茶

に
ち
じ
ょ
う

さ

は
ん

じ

は
、
じ

つ
は
非
日
常
の
行
為
で
す
。
「
日

常

茶
飯
事
」
と

い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
が
、
茶
を
飲
む
、
飯
を
食
べ
る
と

い
う
日

常
を
日
本
人
は
茶
の
湯
と

い
う
非
日
常
の
行
為

へ
と
高
め
ま
し
た
。

芸
能
史

の
分
野
で
は
、
茶

の
湯
は
室
内
芸
能
に
分
類
さ
れ
ま
す
。
茶
室
は
舞
台

で
す
。
演
者
は
茶
を
点
て
る
亭
主

で
す

が
、
亭
主
は
作
法

・
点
前
と
い
う
型
の
稽
古
を
重
ね
、
舞
台
に
立
ち
ま
す
。
招
か
れ
た
客
は
そ
れ
を
見
る
観
客
で
す
。
茶
道

具
は
舞
台
に
必
要
な
小
道
具
で
し
ょ
う
。
皆
様
方
が
劇
場
に
足
を
運
ば
れ
、
ま

っ
た
く
日
常
と
は
離
れ
た
能
や
歌
舞
伎
な
ど

の
舞
台
芸
能
を
鑑
賞
す
る
と
同
様
な
こ
と
が
茶
室
で
行
わ
れ
る
訳
で
す
。
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南
北
朝
か
ら
室
町
時
代
の
会
所
の
茶
の
湯
-
闘
茶
の
時
代
1

特
定
の
場
所
と
型
、
道
具
で
喫
茶
を
行
う
こ
と
が
茶
の
湯
の
始
ま
り
と

い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
日
本
に
お
け
る
始
ま

り
は
ち
ょ
う
ど
南
北
朝
期
、
十
四
世
紀
前
半
だ
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
始
ま
り
の
頃
の
茶
の
湯
に
つ
い
て
述
べ
た

い
と



思

い
ま

す
。

ち
ゃ
せ
ん

そ
う

茶
の
湯
で
は
、
抹
茶
、

つ
ま
り
茶
の
葉
を
粉
末
に
し
て
湯
を
注
ぎ
茶
兜
で
混
ぜ
て
飲
み
ま
す
。
こ
の
抹
茶
法
は
中
国
で
宋

代
に
始
ま
り
ま
す
。
宋
代
は
日
本
で
は
鎌
倉
時
代
に
当
た
り
ま
す
の
で
、
鎌
倉
時
代
に
抹
茶
法
と
喫
茶
用
具
が
中
国
か
ら
日

本
に
伝
来
し
ま
し
た
。
こ
れ
ら
を
日
本
に
運
ん
で
き
た
の
は
禅
僧
た
ち
で
す
。
た
と
え
ば
、
日
本
に
臨
済
禅
を
伝
え
た
栄
西

き

っ

さ

よ
う
じ
ょ
う

き

は

『喫
茶
養

生

記
』
を
著
し
、
そ
れ
を
鎌
倉
幕
府
の
三
代
将
軍
源
実
朝
に
献
上
し
ま
し
た
。
『喫
茶
養
生
記
』
に
記
載
さ
れ

て
い
た
の
が
、
宋
代
の
中
国
の
禅
宗
寺
院
で
行
わ
れ
た
抹
茶
法
で
し
た
。

鎌
倉
時
代
の
抹
茶
法
や
唐
物
喫
茶
具
の
流
入
を
背
景
に
、
室
町
時
代
初
期
、
南
北
朝
期
に
茶
の
湯
が
成
立
し
た
と
考
え
ら

き
っ
さ

お
う
ら
い

か
ら

え

か
ら
も
の

れ
て
い
ま
す
。
当
時
の
茶
の
湯
を
記
載
し
た

『喫
茶
往
来
』
に
、
二
階
建
て
の
喫
茶
の
亭
で
、
唐
絵
や
唐
物
を
飾
り
、
食
事

の
後
、
中
国
の
禅
院
で
行
わ
れ
て
い
た
作
法
で
茶
が
振
る
舞
わ
れ
た
こ
と
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
特
定
の
場
と
作
法
で
喫

茶
が
行
わ
れ
た
わ
け
で
す
か
ら
、
こ
の
頃
に
萌
芽
的
な
茶
の
湯
が
始
ま

っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

や
が
て
十
五
世
紀
初
頭
に
は
、
足
利
将
軍
と
守
護
大
名
た
ち
を
担
い
手
と
し
て
、
「書
院
茶
湯
」
と
か

「
殿
中
茶
湯
」
と

言
わ
れ
る
茶
の
湯
が
盛
ん
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
会
所
と
呼
ば
れ
た
十
二
～
十
六
畳
の
書
院
座
敷
に
お

い
て
、
唐
物
の
茶
具

ぐ

そ
く

足
を
使

っ
て
行
う
茶

の
湯

で
す
。
私
は

「
具
足
」
と
申
し
ま
し
た
が
、
当
時
は
、
ま
だ

「道
具
」
と

い
う
言

葉
が
使
わ
れ

て

と
う
ち
ゃ

お
ら
ず
、
喫
茶
具
は

「
茶
具
足
」
と
呼
ば
れ
ま
し
た
。
こ
の
時
期
に
は
中
国
風
の
作
法
で
茶
を
点
じ
た
後
、
闘
茶
が
行
わ
れ

ま
し
た
。
闘
茶
は
茶
を
飲
み
比
べ
て
産
地
を
当
て
て
、
当
た

っ
た
人
が
唐
物
の
掛
け
物
を
取
る
、

い
わ
ば
、
賭
け
事
の
遊
び
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で
し
た
。

で
は
、
こ
れ
ま
で
お
話
し
ま
し
た
こ
と
を
、
画
像
資
料
な
ど
を
も
と
に
詳
し
く
見
て
い
き
た
い
と
思

い
ま
す
。
十
二
世
紀

の
中
国
宋
代

の
喫
茶
の
様
相
が
分
か
る
絵
画
に
、
周
季
常

・
林
庭
珪
筆

「
五
百
羅
漢
図
」
(大
徳
寺
蔵
)

の
な
か
の

一
幅
が

ら

か
ん

あ
り
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
羅
漢
、
す
な
わ
ち
仏
道

の
修
業
者
が
手
に
持

っ
た
天
目
台

の
上
の
天
目
に
、
従
者
が
湯
を
注
ぎ
、

茶
兜
で
抹
茶
を
点
て
て
い
ま
す
。
南
北
朝
期
の
文
献
で
あ
る

『喫
茶
往
来
』
に
記
載
さ
れ
た
中
国
風
の
作
法
と
共
通
す
る
も

の
で
す
。
日
本
に
伝
来
し
た
当
時
、
中
国
風
に
椅
子
に
座

っ
て
行
わ
れ
ま
し
た
が
、
書
院
座
敷
の
発
達
と
と
も
に
、
や
が
て

座

っ
て
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

夏
も
近
づ
く
八
十
八
夜
に
茶
摘

み
を
終
え
た
茶
葉
を
茶
壺

に
詰
め
、
木

の
蓋
を
し

て
和
紙
で
口
を
密
封
し
保
管
し
ま

い
し
う
す

す
。
秋
か
ら
冬
に
か
け
て
茶
壷

の
口
を
切
り
、
茶
葉
を
石
臼
で
挽
き
ま
す
。
こ
れ
が
抹
茶
で
す
。
高
知
県
の
吸
江
寺
に
は

=
二
四
九
年
の
銘
を
も

つ
古
い
石
臼
が
残
り
、
南
北
朝
期
か
ら
石
臼
で
茶
が
挽
か
れ
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

か
く
に
ょ

ぼ

き

え

こ
と
ば

本
願
寺
第
三
世
覚
如
の
伝
記
を
描

い
た
、

=
二
五

一
年
、

つ
ま
り
南
北
朝
末
期
の

「慕
帰
絵
詞
」

(本
願
寺
蔵
)
に
は
、

か
い
し
ょ

し
き

初
期
の
会
所
の
有
様
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
頃
の
建
物
は
ま
だ
寝
殿
造
で
す
の
で
、
床
は
板
敷
で
、
参
加
者
は
皆
、
敷

だ
た
み

こ

畳
に
座

っ
て
お
り
ま
す
。
奥
の
壁
に
三
副

一
対
の
掛
け
物
が
掛
け
ら
れ
、
前
に
唐
物
青
磁
の
香
炉
と
花
を
立
て
た

一
対
の
古

ど
う銅

の
花
入
が
置
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
当
時
の
座
敷
飾
り
で
す
。
中
央
の
絵
は
歌
聖
と
言
わ
れ
た
柿
本
人
麻
呂
像
で
、
漆

れ
ん

が

え

台
に
は
短
冊
や
巻
物
が
置
か
れ
て
い
ま
す

の
で
、
こ
こ
で
行
わ
れ
て
い
る
の
は
和
歌
の
集

い
で
あ
る
連
歌
会
と
分
か
り
ま
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す
。
会
所
の
隣
の
廊
下
に
炉
と
釜
が
据
え
ら
れ
、
塗
り
物
の
水
指
が
置
か
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
台
所
の
棚
の
上
に
は
、
朱
塗

り
の
盆
の
上
に
、
天
目
台
と
天
目
、
茶
入
や
茶
兜
が
置
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
は
連
歌
会
が
終
わ

っ
て
会
所
で
行
わ
れ
る

く
み
こ
う

り

っ

か

闘
茶

の
た
め

に
準
備
さ
れ
た
品

で
し

ょ
う
。

こ
の
絵
巻
か
ら
、
南
北
朝
期

に
は
、
連
歌
、
あ

る
い
は
組
香
、

立
花
な
ど
が
茶

の
湯
と

同

一
の
場
所

で
行
わ
れ
た

こ
と
、
ま
た
、
今

の
よ
う

に
客

の
目

の
前

で
お
茶
が
点

て
ら
れ

る
の
で
は

な
く
、
別

の
場

所

で
茶

が
点

て
ら
れ
客

の
前

に
運
ば
れ
た

こ
と
も
分
か
り
ま
す
。

い
ず
み
ど
の

や
や
時
代
が
下
り
、
室
町
時
代

の
将
軍
家
の
会
所
の
ひ
と
つ
泉
殿
の
有
様
を
描

い
た
絵
画
が

「祭
礼
草
紙
」
(前
田
育
徳

会
蔵
)
で
す
。
こ
こ
で
も
泉
の
側
に
炉
と
釜
が
据
え
ら
れ
、
側
に
は
大
き
な
陶
製

の
甕
が
水
指
と
し
て
お
か
れ
て
い
ま
す
。

従
者
が
そ
こ
で
点
て
た
茶
を
盆
に
乗
せ
て
会
所
に
運
ん
で
お
り
、
こ
こ
で
も
会
所
と
別

の
場
所
で
茶
が
点
て
ら
れ
て
い
ま

す
。
こ
れ
に
続
く
画
面
が
会
所
座
敷
と
な
り
ま
す
。
会
所
の
中
に
は
、
花
を
生
け
た
多
く
の
花
瓶
が
置
か
れ
て
お
り
、
こ
れ

り

っ

か

え

が
将
軍
と
大
名
た
ち
に
よ
る
七
夕
の
立
花
会
と
分
り
ま
す
。
「
慕
帰
絵
詞
」
で
描
か
れ
た
室
内
は
板
張
り
で
し
た
が
、
「祭
礼

と
こ

ま

草
紙
」
で
は
畳
が
敷
き

つ
め
ら
れ
、
床
の
間
も
あ
り
ま
す
。
畳
敷
も
床
の
間
も
実
は
寝
殿
造
の
後
に
出
現
し
た
書
院
造
と

い

う
住
宅
様
式
の
特
色
で
す
。

一
四
七
〇
年
代
に
建
て
ら
れ
た
八
代
将
軍
足
利
義
政
の
東
山
殿
会
所
の
指
図
を
、
当
時

の
記
録
か
ら
起
こ
し
て
み
ま
す

と
、
東
山
殿
会
所
は
完
全
な
書
院
造

の
座
敷
と
分
か
り
ま
す
。
会
所
と
し
て
使
わ
れ
た
の
は

「
石
山
の
間
」
と

「
狩
の
間
」

で
す
が
、
こ
こ
に
は
床

・
棚

・
書
院
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
書
院
は
ち
ょ
う
ど
出
窓
の
よ
う
な
も
の
で
、
こ
こ
か
ら
書
院
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造
と
い
う
言
葉
が
生
ま
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
左
側
に
会
所
と
は
別
に
茶
湯
の
間
が
あ
り
ま
し
た
が
、
こ
こ
に
風
炉
と
釜
を
据

え
て
茶
を
点
て
、
将
軍
と
大
名
達
が
待

つ
会
所
座
敷
に
運
ば
れ
ま
し
た
。

し
ゅ
は
ん
う
ん

さ
ら
に
時
代
が
下

っ
た
室
町
末
か
ら
安
土
桃
山
時
代

の

「
酒
飯
論
絵
巻
」

(三
時
知
恩
寺
蔵
)
か
ら
も
、
書
院
座
敷
の
有

様
が
よ
く
分
か
り
ま
す
。
こ
こ
で
も
茶
は
別
室
で
点
て
ら
れ
て
い
ま
す
。
座
敷
は
畳
敷
で
、
襖
や
床
が
認
め
ら
れ
ま
す
。
私

は
授
業
の
時
に
、
学
生
に

「
慕
帰
絵
詞
」
と

「
酒
飯
論
絵
巻
」
の
図
を
見
せ
て
何
処
か
違
う
か
を
質
問
し
、
寝
殿
造
か
ら
書

院
造

へ
の
移
行
を
促
し
た
の
が
床
や
書
院

・
棚
に
唐
物
や
唐
絵
を
飾

っ
た
か
ら
だ
と
講
義
す
る
の
で
す
が
、
近
頃
で
は
床
の

間
の
あ
る
和
室
を
も

つ
住
宅
が
少
な
く
な

っ
て
い
ま
す
の
で
、
大
変
苦
労
し
ま
す
。
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会
所
の
飾
具
足
と
茶
具
足

書
院
に
は
、
ど
の
よ
う
に
唐
物
具
足
が
飾
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
室
町
将
軍
足
利
義
政
の
座
敷
飾
の
次
第
を
記
載
し
た

く
ん
だ
い
か
ん

そ

う

ち
ょ
う

き

『君
台
観
左
右

帳

記
』
な
ど
に
よ
れ
ば
、
床
の
間
の
中
央
に
三
幅

一
対
の
唐
絵
を
掛
け
、
前
に
燭
台
、
香
炉
、
花
入
の
三
具

か
ざ
り

ぐ

そ
く

ち
ゃ

足
が
置
か
れ
ま
す
。
違
棚
の
下
の
段
に
は
青
磁
の
植
木
鉢
な
ど
の
飾
具
足
が
あ
り
、
上
の
段
に
茶
具
足
が
飾
ら
れ
て
い
ま

す
。
具
体
的
に
唐
物
天
目
や
天
目
台
、
茶
入
な
ど
で
す
。

も

っ
け
い

り
ょ
う
か
い

床
の
間
に
飾
る
唐
絵
は
、
牧
難
、
梁
楷
と
い
っ
た
中
国
宋
代
の
画
人
た
ち
が
描

い
た
水
墨
画
で
す
。
鎌
倉
時
代
に
日
宋
貿



易

に
よ

っ
て
、

日
本

に
請
来
さ
れ
た
も

の
で
す
。
室
町
時
代

に
な

る
と
書
院
座
敷

の
床

に
飾
ら
れ

る
よ
う

に
な
り
ま
す
。
南

り
ゅ
う
せ
ん

き
ぬ
た

宋
時
代
、
中
国
漸
江
省
の
龍
泉
窯
で
焼
か
れ
た
青
緑
色
の
美
し

い
砧
青
磁
の
花
瓶
や
香
炉
、
金
属
の
古
銅
の
花
入
、
赤
漆
を

つ
い
し
ゅ

て

ば
こ

何
層
に
も
塗
り
か
さ
ね
花
鳥
文
を
彫
り
入
れ
た
堆
朱
手
箱
な
ど
が
床
や
棚
に
置
か
れ
ま
す
。

一
方
、
茶
具
足
で
は
、
龍
泉
窯

の
青
磁
茶
碗
、
中
国
南
部
の
窯
で
焼
か
れ
た
茶
入
、
そ
し
て
天
目
が
あ
り
ま
す
。
天
目
の
多
く
は
、
中
国
福
建
省
の
建
窯
で

焼
か
れ
多
量
に
日
本
に
輸
入
さ
れ
ま
し
た
。

室
町
時
代
の
会
所
座
敷
で
使
わ
れ
た
茶
具
足
は
全
て
中
国
製
の
唐
物
で
、
日
本
で
焼
か
れ
た
や
き
も
の
、
す
な
わ
ち
和
物

の
茶
陶
は

一
切
、
使
わ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、
日
本
で
喫
茶
具
が
焼
か
れ
な
か

っ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
十
四

世
紀
～
十
五
世
紀
に
か
け
て
愛
知
県
の
瀬
戸
窯
で
は
、
唐
物
を
写
し
た
天
目
や
茶
入
な
ど
が
焼
か
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
和

物
喫
茶
具
は
書
院
茶
湯
で
は
使
わ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
和
物
喫
茶
具
は
、
寺
院
や
市
中
の
日
常
の
喫
茶
で
使
わ
れ
た
の
で

す
。最

初
に
、
私
は
茶

の
湯
は
非
日
常
の
世
界
だ
と
言

い
ま
し
た
が
、
喫
茶
に
は
非
日
常
と
日
常
の
二
重
構
造
が
あ
り
ま
し

い

っ
ぷ
く
い

っ
せ
ん

た
。
た

と
え
ば
、
「
七
十

一
番
職
人
歌
合
」

(東
京
国
立
博
物
館
蔵
)

に
は
、

一
服

一
銭

の
茶
売
り

の
有
様
が

描
か
れ

て

い
ま

す
。
室

町
時
代
、
寺
院

の
門
前

や
市
中

で
は
、
茶
売
り
た
ち
が

一
碗
、
銭

一
銭

で
庶
民

に
茶
を
販
売
し
ま
し

た
。

日
常

の
喫

茶
と
は

こ

の
よ
う

な
も

の
で
す
。

こ

の
よ
う
な

日
常

の
喫
茶

の
場

で
、
瀬

戸

の
天
目
な
ど
が
使
わ

れ
た
と

考
え

ら
れ
ま
す
。

し
か
し

、
続
く
戦
国
時
代

に
、
日
常

の
茶
が
晴

の
場

に
引
き
出
さ
れ

る
よ
う

に
な
り
ま
す
。
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数
寄
の
登
場

十
五
世
紀
後
半
、

一
四
六
七
年
～
七
七
年
の
十
年
間
、
応
仁

・
文
明
の
乱
が
起
こ
り
、
京
都
は
焼
き
尽
く
さ
れ
ま
し
た
。

争
乱
は
全
国
に
飛
び
火
し
戦
国
時
代
が
始
ま
り
ま
す
が
、
こ
の
頃
に
書
院
茶
湯
と
は
異
な

っ
た
新
し

い
茶
の
湯
が
生
ま
れ
ま

す

き

し
た
。
こ
れ
は
当
時

「
数
寄
」
と
呼
ば
れ
、
後
に
千
利
休
が

「
佗
び
茶
」
と
し
て
大
成
し
た
茶
の
湯
で
す
。
数
寄
は
十
五
世

し
ゅ
こ
う

そ
う
し
ゅ

た
け

紀
後
半
に
奈
良
称
名
寺
の
僧
珠
光
が
始
め
、
十
六
世
紀
に
珠
光
の
娘
婿
の
京
都
の
宗
珠
が
活
躍
し
、
さ
ら
に
堺
の
豪
商
、
武

の

じ
ょ
う
お
う

野

紹

鴎

へ
と
伝
わ
り
ま
す
。
数
寄
は
戦
国
時
代
に
大
き
く
力
を
伸
ば
し
た
堺

・
奈
良

・
京
都
の
町
人
た
ち
を
担

い
手
と
し

た
茶
の
湯
で
し
た
。

連
歌
師
宗
長
が
記
し
た

『宗
長
手
記
』
と
公
家
の
鷲
尾
隆
康
の
日
記

『
二
水
記
」
に
は
、
珠
光
の
後
を
う
け
京
都
で
活
躍

し
た
宗
珠
に
つ
い
て
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
『宗
長
手
記
』
で
は
、
宗
珠
の
も
と
を
訪
れ
た
宗
長
が
、
近
頃
、
数
寄
な
ど

い

い
六
畳
や
四
畳
半
で
茶
の
湯
を
行

っ
て
い
る
、
こ
れ
を

「下
京
茶
湯
」
と

い
う
と
記
載
し
て
い
ま
す
。
ま
た

『
二
水
記
」
で

さ
ん
き
ょ

て
い

し

ち
ゅ
う

い
ん

も
、
下

京

の
宗

珠

の

「
茶
屋
」
を
見
学

し
た
隆
康
が
、

こ
れ
が

「
山
居

の
体
」
を

な
し
、
「
市
中

の
隠
」

で

あ
り
、
宗
珠
は

そ
う
あ
ん

ざ

し
き

数
寄
の
張
本
人
で
あ

っ
た
と
言

っ
て
い
ま
す
。
数
寄
が
四
畳
半
や
六
畳
の
山
里
の
風
情
を
残
し
た
草
庵
座
敷
で
行
わ
れ
た
こ

と
が
分
か
り
ま
す
。
前
代
に
は
十
六
畳
ほ
ど
の
広

い
会
所
座
敷
で
、
連
歌
や
立
花
、
香
な
ど
の
様
々
な
芸
能
と
と
も
に
書
院

茶
湯
が
行
わ
れ
た
の
で
す
が
、
「
茶
屋
」
の
記
述
か
ら
、
こ
こ
が
茶
の
湯
の
専
用
空
間
と
分
か
り
ま
す
。
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歴
博
甲
本

の

「洛
中
洛
外
図
」

(国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
蔵
)
に
は
十
六
世
紀
前
半

の
戦
国
期
の
町
屋
が
描
か
れ
て
い
ま

す
。
京
都
は
道
路
が
縦
横
に
碁
盤

の
目
状
に
走

っ
て
い
ま
す
の
で
、
正
方
形

の
区
画

の
両
端
に
町
屋
が
建

っ
て
い
ま
す
が
、

け
ん
そ
う

中
央
の
空
間
地
に
建

つ
小
さ
な
建
物
が
茶
屋
と
思
わ
れ
ま
す
。

つ
ま
り
市
中
の
喧
喋
の
な
か
、
家
奥
で
小
さ
な
草
庵
を
建
て

数
寄
が
行
わ
れ
た
の
で
す
。
こ
れ
を
鷲
尾
隆
康
は

「市
中
の
隠
」
と
表
現
し
ま
し
た
。

さ
し

ず

『山
上
宗
二
記
』

に
は
、
堺
の
数
寄
者
、
武
野
紹
鴎
の
数
寄
屋
の
指
図
が
載
り
ま
す
。
そ
の
数
寄
屋
の
広
さ
は
、
四
畳
半

い

ろ

り

で
、
中
央
に
囲
炉
裏
が
切
ら
れ
て
い
る
の
が
特
色
で
す
。
こ
れ
以
前
の
、
書
院
茶
湯
で
は
、
茶
は
別
の
場
所
で
点
て
ら
れ
会

所
に
運
ば
れ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
戦
国
期
の
数
寄
の
時
代
か
ら
、
茶
室
の
中
央
に
囲
炉
裏
を
切
り
、
そ
こ
に
釜
を

掛
け
、
亭
主
が
客

の
目
前
で
点
前
を
す
る
。

つ
ま
り
、
現
在
と
同
様

の
形
式
の
茶

の
湯
が
始
め
ら
れ
た
の
で
す
。
か

っ
て
、

日
常
の
場
で
行
わ
れ
て
い
た
喫
茶
が
晴
の
場
に
引
き
出
さ
れ
て

「数
寄
」
が
成
立
し
た
の
で
す
。
も

っ
と
も
、
書
院
を
場
と

し
た
茶
が
な
く
な

っ
た
訳
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
闘
茶
は
次
第
に
行
わ
れ
な
く
な
り
ま
し
た
が
、
書
院
座
敷

の
茶
は
戦
国
期
、

桃
山

・
江
戸
時
代

へ
と
続
き
ま
す
。

し
ゅ

き
ゃ
く

戦
国
時
代
に
始
ま

っ
た
数
寄
に
つ
い
て
ま
と
め
ま
す
。
数
寄
は
炉
が
切
ら
れ
た
四
畳
半

・
六
畳

の
茶
屋
を
場
に
、
主

客

ど
う

ざ

同
座
、
す
な
わ
ち
亭
主
と
客
が
同
じ
空
間
で
茶
の
湯
を
行
い
ま
す
。
客
の
目
前
で
茶
を
点
て
ま
す
の
で
、

い
か
に
見
事
な
点

前
で
点

て
る
か
、
す
な
わ
ち
点
前

の
作
法
が
重
要
な
役
割
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、
前
代
に
は

「
具
足
」
と
呼
ば
れ
る
も
の

が
、
「
道
具
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
「
具
足
」
か
ら

「道
具
」

へ
の
変
化
は
大
変
重
要
な
こ
と
で
す
が
、
長
く
な
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り
ま
す
の
で
ま
た
お
話
す
る
機
会
を
持
ち
た

い
と
思
い
ま
す
。

数
寄
の
道
具

数
寄
が
い
よ
い
よ
流
行
す
る
十
六
世
紀
前
期
、
ち
ょ
う
ど

一
五
三
〇
年
代
こ
ろ
か
ら
、
奈
良
の
松
屋
、
堺
の
天
王
寺
屋
な

ど
の
大
商
人
た
ち
の

「
茶
会
記
」
が
出
現
し
ま
す
。
茶
会
記
は
茶
会
の
記
録
の
こ
と
で
、
客
と
亭
主
が
集
う
茶
の
湯
の
会
合

で
あ
る
茶
会
も
こ
の
時
期
に
は
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
茶
会
記
に
は
、
客
の
名
前
、
茶
会
の
順
序
、
使
わ
れ
た
道
具

な
ど
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
茶
会
記
を
も
と
に

一
五
三
〇
年
代
以
後
に
使
わ
れ
た
道
具
を
見
て
参
り
ま
し
ょ
う
。
数
寄

の
茶
会
で
は
、
前
代
の
書
院
茶
湯
で
も
使
わ
れ
た
唐
物
が
使
わ
れ
ま
す
。
し
か
し
、
全
て
が
使
わ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
こ

た

の
時
代
の
茶
人
の
鑑
賞
に
堪
え
る
も
の
が
選
択
さ
れ
ま
し
た
。

め
い
ぶ
つ

最
も
珍
重
さ
れ
た
唐
物
が
茶
壺
と
茶
入
で
す
。
こ
れ
ら
に
は
銘
、
す
な
わ
ち
名
前
が
付
け
ら
れ
、
名
物
と
な
り
ま
し
た
。

茶
会
記
に
は
茶
席
で
鑑
賞
し
た
唐
物
茶
入
と
唐
物
茶
壺
の
特
色
が
事
細
か
に
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
唐
物
名
物
は

堺

・
京
都

・
奈
良
の
町
衆
茶
人
の
間
で
転
売
さ
れ
、
驚
く
ほ
ど
高
価
格
と
な

っ
て
い
き
ま
す
。

し
ゅ
こ
う

ふ
る
い
ち
は

り

ま

ま
た
、
数
寄
に
は
和
物
道
具
が
使
わ
れ
ま
し
た
。
十
五
世
紀
後
半
に
数
寄
の
茶
の
湯
を
始
め
た
奈
良
の
珠
光
が
古
市
播
磨

に
宛
て
た

「
心
の
文
」
と

い
う
書
状
が
残
り
ま
す
が
、
そ
の

一
節
で
、
珠
光
は

「此
道
」
で

一
番
大
切
な
こ
と
は
和
と
漢
の
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び

ぜ
ん

し
が
ら
き

境
目
を

曖

昧

に
す

る

こ
と

で
あ

る
。

し
か
し
、
今

「
ひ
ゑ
か

る

・
」

と
言

い
、
初

心
者

が
備

前
物
、
信
楽

物
を
持

っ
て

い

る
。

こ
れ
は
言
語
同
断

の
こ
と
と
戒
め

て

い
ま
す
。
鎌
倉
時
代
か
ら
、
信
楽

や
備
前

の
窯

で
は
、
粕
薬
を
掛

け
ず
長
時
間
窯

や
き
し
め

か
め

す
り
ば
ち

で
焼
成
し
た
丈
夫
な
焼
締
陶
器
の
甕

・
壷

・
揺
鉢
な
ど
の
庶
民
の
日
常
器
を
焼
成
し
ま
し
た
。
そ
こ
で
数
寄
の
道
具
が
焼
か

れ
た
の
で
す
。

お
に
お
け
み
ず
さ
し

そ

の
代
表
的
な
も
の
に
、
信
楽
焼
の

「鬼
桶
水
指
」
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
縁
に
帯
を
廻
ら
せ
た
筒
型
の
焼
締
水
指

で
、
十
五
世
紀
後
半
の
信
楽
の
窯
跡
か
ら
は
こ
の
鬼
桶
水
指
の
陶
片
が
出
土
し
ま
す
。
数
寄
の
茶
道
具
と
し
て
こ
の
よ
う
な

水
指
が
制
作
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
戦
国
期
の
茶
会
記
で
は
最
も
多
く
使
用
さ
れ
る
の
は
信
楽
焼
水
指
で
す
が
、
十
六

ぼ
う

さ
き

世
紀
中
期
頃
か
ら
建
水
も
登
場
し
ま
す
。
信
楽
焼
で
は
、
棒
の
先
と
呼
ば
れ
る
建
水
、
揺
鉢
型
建
水
な
ど
が
伝
世
品
と
し
て

残
り
ま
す
。
ま
た
、
備
前
焼
で
も
建
水
や
水
指
が
焼
か
れ
ま
し
た
が
、
初
期
の
茶
会
記
に
も

っ
と
も
多
く
記
載
さ
れ
る
備
前

焼
は
建
水
で
す
。
和
物
茶
陶
で
も
備
前
焼
は
建
水
、
信
楽
焼
は
水
指
と
使

い
分
け
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。
し
か
し
戦
国
期

の
備
前
建
水
は
伝
世
し
て
お
り
ま
せ
ん
。

こ
こ
で
重
要
な
の
は
和
物
茶
陶
で
も

っ
と
も
早
く
数
寄

の
場
に
引
き
出
さ
れ
た
の
は
水
指
と
建
水
だ
と

い
う
こ
と
で
す
。

私
は
、
書
院
茶
湯
の
時
代
は
、
茶
は
別
の
場
所
で
点
て
ら
れ
て
い
た
が
、
数
寄
で
は
亭
主
が
客
の
目
前
で
点
前
す
る
よ
う
に

な

っ
た
と
言

い
ま
し
た
。

つ
ま
り
書
院
茶
湯
で
は
、
水
指
や
建
水
は
客
の
目
に
触
れ
る
こ
と
が
な

い
裏
の
世
界
の
も
の
で
し

た
。
し
か
し
、
数
寄
で
は
建
水
や
水
指
は
茶
室
に
運
ば
れ
、
唐
物
と
と
も
に
晴
の
道
具
と
な
り
ま
す
。
珠
光
が
語
る
和
漢
の
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境
を
曖
昧
に
す
る
と
は
、
前
代
の
唐
物
の
茶
入
や
香
炉
、
花
入
な
ど
に
、
和
物
の
信
楽
水
指
と
備
前
建
水
を
使
う
と

い
う
意

味
で
す
。
和
物
が
登
場
し
た
と

い
っ
て
も
全
て
の
茶
道
具
が
和
物
と
な

っ
た
訳
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

戦
国
期
の
茶
人
た
ち
は
、
唐
物
や
和
物
の
他
に
も
様
々
な
道
具
を
選
び
取
り
、
茶
席
に
引
き
出
し
て
い
き
ま
す
。
た
と
え

は
い
か
つ
き

ば
唐
物
で
は
灰

被

天
目
が
登
場
し
ま
す
。
前
代
の
龍
泉
窯

の
青
磁
の
粕
色
は
美
し
い
青
緑
色
で
、
建
窯

の
天
目
も
優
美
な

黒
色
で
す
が
、
灰
被
天
目
は
黒
粕
の
下
に
黄
土
が
塗

っ
て
い
る
た
め
、
粕
色
が
灰
を
掛
け
た
よ
う
に
く
す
み
、
柔
ら
か
な
趣

こ
う
だ

い

を
も
ち
ま
す
。
高
台
も
大
き
く
、
口
造
り
も
鋭
さ
が
消
え
て
い
ま
す
。
十
三
世
紀
頃
に
中
国
で
生
産
さ
れ
た
も

の
で
す
が
、

こ
の
時
代
に
数
寄
の
な
か
で
珍
重
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
朝
鮮
の
李
朝
の
窯
で
焼
か
れ
た
高
麗
茶
碗
、
東
南
ア
ジ
ア
か

な
ん
ば
ん

こ
う
ら
い

い

ど

き

ざ

え

も
ん

ら
輸
入
さ
れ
た
南
蛮
水
指
な
ど
も
新
た
に
登
場
し
ま
す
。
た
と
え
ば
、
高
麗
井
戸
茶
碗

の

「
喜
左
衛
門
」
は
、
大
振
り
の

形
、
柔
ら
か
な
粕
色
、
「
か
い
ら
ぎ
」
と
呼
ば
れ
る
高
台
の
粕
薬
の
縮
れ
を
も
ち
茶
人
に
好
ま
れ
ま
し
た
。

戦
国
期
の
茶
の
湯
の
や
き
も
の
を
ま
と
め
て
み
ま
し
ょ
う
。
前
代
か
ら
賞
翫
さ
れ
た
唐
物
が
使
わ
れ
ま
す
。
な
か
で
も
茶

入
や
茶
壷
は
名
物
と
し
て
珍
重
さ
れ
ま
し
た
。
灰
被
天
目

・
高
麗
茶
碗

・
南
蛮
物
が
新
た
に
賞
玩
さ
れ
は
じ
め
ま
す
。
和
物

で
は
、
ま
ず
備
前
建
水
と
信
楽
水
指
が
用
い
ら
れ
、
さ
ら
に
十
六
世
紀
中
期
頃
か
ら
瀬
戸
天
目
も
茶
会
記
に
記
さ
れ
ま
す
。

わ

そ

そ
う

茶
人
た

ち

は

「冷
え

枯
れ

る
」
と

い
う
美

意
識
を
も
と

に
、
次
第

に
佗
び
た
も

の
、
粗
忽

な
る
も

の
に
美

を

見
出
し
ま
す
。

し
か
し

新
し

い
唐
物
、
高
麗
茶
碗
、
南
蛮
物
も
全

て
が

一
般

に
手

の
入
ら
な

い
舶
来

の
輸
入
品

で
し
た
。
茶

会
記

に
は
、
優

れ
た
道

具

の
条
件

に

「
こ
ろ
」

「
な
り

」
「
様
子
」
が
上
げ

ら
れ
ま
す
。
「
こ
ろ
」

は
大

き
さ
、

「な
り
」

は
形

、
「
様
子
」
は
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そ

の
雰

囲
気

で
す
。

こ
の
三
条
件
を
満
た
し
た
も

の
が
名
物
と
な
り
、
驚
く
よ
う
な
高
額

で
取
り
引
き
さ
れ

る
よ
う

に
な
り

ま
す
。

戦

国
期

の
や
き
も

の
を
並

べ
る
と
す
ぐ

に
わ
か

る

の
で
す

が
、
器
面

に
装
飾

が
認
め

ら
れ
ず
、
粕
色

に

濃
淡

の
差

異
は

あ

っ
て
も

色
は
単

一
で
す
。
現
在

の
茶

の
湯

で
は
季
節

に
応
じ

て
茶

道
具
を
変

化
さ
せ
ま

す
が
、

こ

の
時

代

の
茶

人
た
ち

は
、

一
年
中
、
同
じ
道
具
を
使

い
ま
し
た
。
季
節
感

の
な

い
、
重
厚
な

モ
ノ
ク

ロ
ー
ム
の
世
界
が
、

こ
の
時

代

の
茶

の
湯

の

や
き
も

の
の
実
態

で
す
。

桃
山
時
代
の
茶
の
湯
と
や
き
も
の
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桃
山
時
代
に
入
る
と
茶
の
湯
に
新
し
い
展
開
が
生
ま
れ
ま
す
。
「
桃
山
時
代
」
は
美
術
史
の
時
代
区
分
で
、
日
本
史
で
は

安
土

・
桃
山
時
代
と
い
い
、
そ
の
始
ま
り
は
織
田
信
長
が
政
権
を
確
立
し
た

一
五
七
〇
年
代
前
半
に
置
き
ま
す
。
和
暦
で
い

え
ば
、
天
正
の
初
年
で
す
。
こ
の
時
代
は
さ
ら
に
十
六
世
紀
末
の
慶
長
年
間
ま
で
続
き
ま
す
。

一
方
、
日
本
陶
磁
史

で
は

か
っ

き

わ
び

ず

一
五
八
〇
年
代
中
期

の
天
正

一
〇
年
後
半

に
、
時
代

の
大
き
な
劃
期
が
あ
り
ま
す
。
千
利
休
が
数
寄
を
深
化
さ
せ
、
佗
数

き

き

は
ん

 寄
、
す
な
わ
ち
佗
茶
を
完
成
さ
せ
、
同
時
に
和
物
茶
陶
は
茶
の
湯
の

「規
範
」
を
超
え
た
創
造
の
時
代
を
迎
え
ま
す
。
そ
の

傾
向
は
、
慶
長
か
ら
元
和

・
寛
永
、
す
な
わ
ち
江
戸
時
代
初
期
の
十
七
世
紀
前
期
ま
で
続
き
ま
す
。
日
本
陶
磁
史
に
お
け
る



桃
山
時
代
は
美
術
史
や
日
本
史
の
時
代
区
分
か
ら
少
し
遅

い
の
で
す
。

茶
会
記
が
始
ま

っ
た

一
五
三
二
年
か
ら

一
六

一
五
年
ま
で
、
つ
ま
り
戦
国
か
ら
桃
山
時
代
の

『松
屋
会
記
』

『天
王
寺
屋

会
記
』
な
ど
の
茶
会
記
の
記
事
か
ら
茶
碗
の
み
を
抜
き
出
し
て
、
唐
物
、
高
麗
物
、
和
物
、
不
明
と
産
地
別
の
比
率
み
て
い

き
ま
す
と
、
面
白

い
こ
と
が
分
り
ま
す
。
初
期

の
頃
、

つ
ま
り

一
五
三
〇
～
五
〇
年
代
迄
は
唐
物
の
比
率
が
高

い
の
で
す

が
、
五
〇
年
代
か
ら
高
麗
物
の
比
率
が
高
ま

っ
て
き
ま
す
。
こ
の
時
期
は
和
物
茶
碗
の
比
率
は
低

い
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
天

正
十
四
年

(
一
五
八
六
)
に
大
き
な
変
化
が
あ
り
ま
す
。
和
物
茶
碗
が
急
激
に
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
高
麗
茶
碗
と
並

び
、
以
後
、
比
率
が
増
加
し
て
い
く
の
で
す
。
ま
さ
に
、
和
物
茶
碗
が
茶
会
の
表
舞
台
に
登
場
し
た
の
で
し
た
。

ち
ょ
う
ど
、
そ
の
天
正
十
四
年
頃
の
状
況
を
利
休
の
愛
弟
子
の
山
上
宗
二
が
記
し
た
名
物
目
録

『山
上
宗
二
記
」
の
茶
碗

い
ま
や
き

の
項
目
に
は
、
唐
茶
碗
、

つ
ま
り
青
磁
な
ど
の
唐
物
茶
碗
が
廃
れ
て
し
ま

い
、
当
世
に
は
高
麗
茶
碗
、
今
焼
茶
碗
、
瀬
戸
茶

碗
が

「
な
り
」
「
こ
ろ
」
、

つ
ま
り
形
と
大
き
さ
が
良
け
れ
ば
、
数
寄
道
具
に
な
る
と
記
載
し
て
い
ま
す
。
今
焼
茶
碗
は
楽
焼

の
茶
碗
、
瀬
戸
茶
碗
は
美
濃
焼
の
茶
碗
で
す
。

茶
会
記
で
増
加
す
る
和
物
茶
碗
は
単
に
量
が
増
え
た
と

い
う
だ
け
で
は
な
く
、
こ
れ
ま
で
の
茶
の
湯

の
茶
碗

の

「
規
範
」

を
超
え
た

「創
造
」
が
あ
り
ま
す
。
「規
範
」
と
は
決
ま
り
事
で
す
。
先
に
お
見
せ
し
た
よ
う
な
季
節
感

の
な
い
重
厚
な
世

界
で
の
決
ま
り
事
で
す
。
で
は
天
正
十
四
年
頃
に
急
激
に
和
物
が
増
加
す
る
茶
碗
に
は
ど
ん
な

「
規
範
」
が
あ

っ
た
の
で

し
ょ
う
か
。
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書
院
茶
湯
時
代
か
ら
用
い
ら
れ
た
の
は
唐
物
の
天
目
と
茶
碗
で
す
。
天
目
は
天
目
茶
碗
と
も
現
在
は
言
わ
れ
ま
す
が
、
厳

密
に
は
天
目
と
茶
碗
は
異
な
り
ま
す
。
天
目
も
茶
碗
は
同
じ
く
口
を
開
い
た
朝
顔
形
で
す
が
、
天
目

の
口
縁
は
二
段
に
折

べ

っ
こ
う

た
い

ど

れ
、

こ
れ
が
亀

の
口
に
似
る
と

こ
ろ
か
ら
竈

口
と

い
い
ま
す
。
天
目

の
高
台

に
は
粕
薬
が
掛
か
ら
ず
、
胎
土

が
露
出

し
て

い

そ
う
ぐ
す
り

ま
す
。

一
方
、
茶
碗
は
高
台
裏
ま
で
完
全
に
粕
薬
が
掛
か
り
ま
す
。
こ
れ
は
総
粕
と

い
い
ま
す
。
こ
れ
が
、
天
目
と
茶
碗
の

「
規
範
」
で
す
。

十
六
世
紀
に
な
る
と
、
井
戸
茶
碗
が
茶
の
湯
に
取
り
入
れ
ら
れ
ま
す
が
、
こ
れ
も
総
粕
の
朝
顔
型
で
す
か
ら
茶
碗
の
規
範

に
相
応
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
十
六
世
紀
後
半
に
流
行
す
る
和
物
茶
碗
は
そ
の
規
範
を
超
え
ま
し
た
。
美
濃
焼
茶
碗
も
赤

は
ん
つ
つ

楽
茶
碗
も
高
台
は
総
粕
で
す
が
、
そ
の
形
状
は
腰
に
丸
み
持

つ
半
筒
形
と
な
り
ま
す
。
十
六
世
紀
末
頃
に
美
濃
焼
で
は
、
瀬

戸
黒
茶
碗
が
焼
か
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
腰
を
ク
ッ
キ
リ
と
折
り
曲
げ
た
筒
形
で
、
こ
れ
は
半
筒
型
の
延
長
で
す
。
と
こ

ろ
が
高
台
に
粕
を
掛
け
て
い
ま
せ
ん
。
こ
の
茶
碗
は

「
総
粕
」
と

い
う
規
範
を
超
え
ま
す
。
十
七
世
紀
初
頭
、
桃
山
時
代
末

し

の

期
で
す
が
、
こ
の
頃
に
美
濃
焼
で
白

い
粕
薬
を
か
け
た
志
野
が
焼
か
れ
ま
す
。
志
野
茶
碗
も
瀬
戸
黒
茶
碗
と
同
様
に
筒
形
で

高
台
は
露
呈
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
茶
碗
に
は
模
様
が
描
か
れ
ま
す
。
こ
れ
ま
で
の
茶
碗
に
は
文
様
は
あ
り
ま
せ
ん

お
り

べ

で
し
た
。
志
野
に
遅
れ
、
江
戸
時
代
初
期

一
六

一
〇
年
代
に
、
美
濃
で
は
織
部
と
呼
ば
れ
る
や
き
も
の
が
登
場
し
ま
す
。
織

ひ
ず

く
つ

部
茶
碗
の
形
は
歪
み
、
楕
円
形
の
沓
茶
碗
と
な

っ
て
い
ま
す
。
戦
国
時
代
の
茶
の
湯
の
規
範
は
、
こ
の
時
代
に
な
る
と
全
く

崩
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
桃
山
か
ら
江
戸
時
代
初
期
に
か
け
て
、
自
由
で
創
造
性
を
も

つ
様
々
な
茶
陶
が
日
本
の
窯
場
で
焼
か
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れ
る
よ

う

に
な
り
ま
す
。

千
利
休
の
茶
の
湯

で
は
、
最
後
に
、
桃
山
の
創
造
の
扉
を
開

い
た
千
利
休
、
そ
の
指
導
を
う
け
て
長
次
郎
が
焼

い
た
楽
茶
碗
に
つ
い
て
触
れ

て
お
き
ま
し
ょ
う
。

楽
茶
碗
は
、
現
在
迄
十
五
代
続
く
、
楽
家
の
祖
、
長
次
郎
に
よ

っ
て
焼
か
れ
た
茶
碗
で
す
。
赤
楽
と
黒
楽
の
二
種
の
茶
碗

あ
め

や

が
焼
か
れ
ま
し
た
。
長
次
郎
の
父
は
飴
屋
と

い
い
中
国
の
瓦
職
人
で
し
た
。
桃
山
時
代
に
は
安
土
城
や
聚
楽
第
な
ど
の
巨
大

な
城
郭
が
建
設
さ
れ
、
そ
こ
で
は
最
新
式
の
明
代
の
様
式
の
瓦
が
使
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
楽
茶
碗
は
こ
の
瓦
焼

成
の
技
術
と
類
似
し
ま
す
。
長
次
郎
も
元
は
瓦
職
人
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
千
利
休
に
出
会

い
、
茶
碗
を
焼
成
す
る
よ
う
に
な

り
ま
す
。

現
在
、
こ
れ
ら
を
楽
焼
と
か
楽
茶
碗
と
か
言

い
ま
す
が
、
「楽
」
と

い
う
名
称
は
十
七
世
紀
に
入

っ
て
か
ら
の
記
録
に
現

れ
、
長
次
郎
時
代
に
は
、
今
現
在
焼
か
れ
た
茶
碗
と

い
う
意
味
で

「今
焼
茶
碗
」
と
呼
ば
れ
ま
し
た
。
近
年

の
研
究
で
は
、

長
次
郎
以
外
に
も
楽
茶
碗
を
焼

い
た
陶
工
が
か
な
り
い
た
こ
と
が
分
か

っ
て
き
ま
し
た
。
千
利
休
は
、
当
時
の
茶
の
湯
を
展

な

や

し
ゅ
う

き
た
む
き
ど
う
ち
ん

開
さ
せ
た
茶
匠
で
す
。
元
は
堺
の
納
屋
衆
、

つ
ま
り
倉
庫
業
を
営
む
商
人
で
し
た
。
堺
の
武
野
紹
鴎
、
北
向
道
陳
に
茶
を
学
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さ

ど

ドつ

び
、
そ

の
才
能
を
認
め
ら
れ
、
織
田
信
長
、
曲豆
臣
秀
吉

の
両
天
下
人

の
茶
堂
と
な
り
、
佗
数
寄
、
す
な
わ
ち

佗
茶
を
大
成
し

は

っ

と

ま
す
。
『山
上
宗
二
記
」

に
は
、
利
休
は
六
十
歳
迄
、
師
紹
鴎

の
茶

の
湯
の
法
度
を
守

っ
た
が
六
十

一
歳
か
ら
自
ら
の
茶
の

湯
を
始
め
た
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
ち
ょ
う
ど
、
天
正
十
年
に
信
長
が
死
没
し
、
利
休
が
秀
吉
の
茶
堂
に
な

っ
た
頃
で
す
。

そ
う
え
き

ま
た
、
天
正
十
四
年
の

『松
屋
会
記
」
に
は

「
宗
易
形
の
茶
ワ
ン
」
が
使
わ
れ
た
と
の
記
事
が
あ
り
ま
す
。
宗
易
は
利
休
の

こ
と
で
、
こ
の
頃
に
彼
は
自
ら
の
好
み
を
体
現
さ
せ
た
長
次
郎
茶
碗
を
完
成
さ
せ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

た
い
あ
ん

天
正
十
年
、
す
な
わ
ち
利
休
が
自
ら
の
茶
の
湯
を
始
め
た
頃
に

「
待
庵
」
と

い
う
茶
室
が
建
設
さ
れ
ま
し
た
。
待
庵
は
、

京
都
山
崎
の
妙
喜
庵
と
い
う
禅
宗
寺
院
に
あ
り
ま
す
が
、
二
畳
で
半
畳
の
床
が
付

い
て
い
ま
す
。
紹
鴎
が
好
ん
だ
四
畳
半
の

茶
室
を
、
利
休
は

一
挙
に
二
畳
に
ま
で
狭
く
し
ま
し
た
。
待
庵
に
は
北
西
の
隅
に
炉
が
切
ら
れ
、
そ
こ
で
利
休
が
点
前
を
し

ま
す
が
、
客
は

一
人
か
二
人
し
か
座
れ
ま
せ
ん
。
室
内
の
天
井
は
竹
天
井
、
壁
は
土
壁
で
佗
び
た
も
の
で
す
。
南
側
に
は
客

の
出
入
り
の
た
め

「
に
じ
り
口
」
が
付
き
ま
す
。
客
は
こ
こ
か
ら
に
じ
り
な
が
ら
暗

い
佗
び
の
小
座
敷
に
入
る
訳
で
す
。
こ

だ
い

め

の
座
敷
に
相
応
し

い
も
の
と
し
て
、
創
始
さ
れ
た
の
が
長
次
郎
茶
碗
で
し
た
。
利
休
は
二
畳
の
他
に
も
、
三
畳
、
三
畳
台
目

の
小
間
の
茶
室
を
好
み
、
天
正
十
年
以
後
、
こ
の
小
座
敷
が
大
流
行
し
ま
す
。
空
間
が
変
わ
る
の
で
す
か
ら
、
当
然
、
そ
こ

に
使
わ
れ
る
道
具
も
変
わ
り
ま
す
。

た
と
え
ば
、
床
に
置
か
れ
る
花
入
は
、
前
代
は
唐
物
の
青
磁
や
古
銅
花
入
で
し
た
が
、
籠
や
竹
花
入
が
用

い
ら
れ
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
利
休
は
自
ら
竹
を
切
り
、
籠
を
編
ん
で
花
入
を
作
り
ま
し
た
。
ま
た
、
抹
茶
を
入
れ
る
容
器
は
、
前
代
は
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な
つ
め

き
ん
り
ん

じ

唐
物
茶
入
を
用

い
ま
し
た
が
、
利
休
は
そ
こ
に
木
製

の
聚
や
金
輪
寺
な
ど

の
茶
器
を
加
え
ま
す
。

ず
、
様
々
な
佗
茶
の
道
具
を
利
休
は
創
始
し
ま
し
た
。

長
次
郎
茶
碗

の
み
な
ら

長
次
郎
茶
碗
の
諸
相

長
次
郎
茶
碗
に
つ
い
て
詳
し
く
み
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
現
在
、
伝
世
の
長
次
郎
茶
碗
は
十
数
碗
あ
り
ま
す
が
、
最
も
古

い

の
は

「
道
成
寺
」
の
よ
う
に
口
縁
が
外
反
し
た
茶
碗
と
思
わ
れ
ま
す
。
天
正
八
年

の
茶
会
記
に

「
ハ
タ
ノ
ソ
リ
タ
ル
茶
碗
」

む

い
ち
ぶ
つ

と
あ
り
、
こ
の
時
期
に
は
こ
の
形
が
登
場
し
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
続

い
て

「無

一
物
」
の
よ
う
な
半
筒
形
の
茶
碗
が
完
成
さ

れ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
長
次
郎
茶
碗
は
赤
楽
か
ら
始
ま
り
黒
楽
が
焼
か
れ
る
よ
う

に
な
り
ま
す
が
、
無

一
物
と
同
じ
形
の

お
お
ぐ
ろ

「
大
黒
」
が
次
の
タ
イ
プ
で
し
ょ
う
。

「
無

一
物
」
も

「大
黒
」
も
作
為

の
ほ
と
ん
ど
無

い
素
直
な
半
筒
形
茶
碗
で
す
が
、
次

に
置
く
こ
と
が
で
き
る
の
が
作
為

し
ゅ
ん
か
ん

の
強
く

現
れ
た

「
俊
寛
」
と
考
え
ら
れ

て

い
ま
す
。

こ
の
茶
碗

の
作
為
は
、
作
者

の
個
性
な
ど

で
は
あ
り
ま

せ

ん
。
た
と
え

ば
、
「
俊
寛
」

の
向

か

っ
て
左
側

の
胴

は
わ
ず
か

に
く

ぼ
ん
で

い
ま
す
が
、

こ
こ
に
左
手

の
親
指
を
置
き
ま

す
。
腰

の
左
下

の

一
部

分
は
平
ら

に
作
ら
れ

て

い
ま
す
が
、

こ
こ
に
左
手

の
掌
が
当
た
り
、
茶
碗
が
手

に
す

っ
ぽ
り
と
収
ま

る
よ
う

に
作
ら

れ

て
い
る

の
で
す
。

口
を
付
け

る
場
所
は
薄
く
削
ら
れ
、
内
側
面

の
下
方
は
大
き
く
削
ら
れ

て

い
ま
す
が
、

こ
れ
は
茶
究

で
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ち

ゃ
だ
ま
り

撹
拝
し
や
す

い
工
夫
で
す
。
内
底
に
は
茶
を
た
め
る
茶
溜
が
あ
り
ま
す
。
「
俊
寛
」
に
は
茶
を
飲
む
た
め
の
工
夫
が
随
所
に

見
ら
れ
ま
す
が
、
そ
れ
が
作
為
で
す
。
天
正
十
四
年
に

「宗
易
形
の
茶
ワ
ン
」
が
茶
会
記
に
登
場
す
る
こ
と
は
す
で
に
申
し

上
げ
ま
し
た
。
こ
の

「
宗
易
形
」
が
素
直
な
無

一
物
や
大
黒
形
か
、
作
為
の
強

い
俊
寛
形
か
論
議
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
私
は

こ
の
俊
寛
形
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

て

つ
く

で
は
、
技
法
上
の
特
色
を
纏
め
て
み
ま
し
ょ
う
。
通
常
、
茶
碗
は
輔
輻
で
成
形
さ
れ
ま
す
が
、
長
次
郎
茶
碗
は
手
捏
ね
と

か
た
ま
り

へ
ら

ヘ
ラ
削

り

で
す
。

つ
ま
り
、
土

の
塊
を
手

で
茶
碗

の
形

に
成
形
し
、
そ

の
後

に
箆

で
好

み
の
形
迄
削

る
の
で
す
。

こ
の
成
型

て

ぐ
せ

法
で
は
作
者
の
手
癖
が
必
ず
現
れ
ま
す
。
お
気
づ
き
の
方
も
居
ら
れ
る
と
思

い
ま
す
が
、
長
次
郎
茶
碗
に
は
銘
が
あ
り
ま
せ

ん
。
こ
れ
が
長
次
郎
茶
碗
と
判
定
で
き
る
の
は
、
工
人
の
手
癖
が
現
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。
も

っ
と
も
長
次
郎
の
工
房
に
は

数
人
の
工
人
が
い
た
よ
う
で
す
の
で
、
数
種
の
手
癖
の
あ
る
茶
碗
が
認
め
ら
れ
ま
す
。

う
ち
が
ま

続
い
て
焼
成
で
す
が
、
こ
れ
は
内
窯
と

い
う
小
さ
な
窯
で

一
碗

一
碗
を
焼
き
ま
す
。
赤
楽
と
黒
楽
は
異
な

っ
た
窯
で
焼
か

れ
、
黒
楽
の
窯
の
方
が
高

い
温
度
が
出
せ
ま
す
が
、
何
れ
も
低

い
温
度
の
焼
成
で
す
。
楽
茶
碗
で
茶
を
飲
む
と
分
か
る
の
で

す
が
、
熱
の
伝
導
率
が
低

い
た
め
湯
の
熱
さ
が
手
に
伝
わ
り
ま
せ
ん
。
肌
合

い
は
柔
ら
か
で
す
。
こ
れ
は
低
火
度
焼
成
に
よ

る
も

の
で
す
。
赤
楽

の
場
合
、
成
形
後
に
全
面
に
赤
土
を
塗
り
、
上
か
ら
透
明

の
鉛
粕
を
か
け
、
八
〇
〇
度
位
で
焼
き
ま

け
い
さ
ん
な
ま
り

す
。
黒
楽
の
場
合
、
鉄
分
を
多
く
含
む
加
茂
川
黒
石
を
砕
き
、
そ
こ
に
珪
酸
鉛
を
入
れ
ま
す
。
ふ
い
ご
を
使

い

一
、
○
○
○

度
程
度
ま
で
窯
の
温
度
を
上
げ
ま
す
。
ま
た
、
黒
楽
茶
碗
は
引
き
出
し
黒
と

い
っ
て
、
真

っ
赤
に
焼
け
た
茶
碗
を
窯
か
ら
引
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き
出
し
急
冷
さ
せ
ま
す
。
そ
う
す
る
艶
や
か
な
光
沢
が
生
ま
れ
ま
す
。

長
次
郎
茶
碗
は
そ
の
形
状
、
肌
合

い
の
全
て
が
茶
を
飲
む
た
め
だ
け
に
作
ら
れ
た
も
の
で
す
。

次
郎
の
楽
茶
碗
は
ま
さ
し
く
、
桃
山
の
和
物
茶
陶
の
創
造
の
扉
を
開

い
た
や
き
も
の
で
し
た
。

天
正
後
半
に
完
成
し
た
長

桃
山
茶
陶
の
創
造

こ
れ

以
後
、
慶
長
か
ら
元
和

・
寛
永
期
、
す
な
わ
ち
陶
磁
史

に
お
け

る
桃
山
時
代
後
半

に
は
、
多
く

の
窯

で
優
れ
た
茶

の

湯

の
や
き

も

の
が
焼
か
れ
ま

す
。
茶

の
湯

の
や
き
も

の
の
講
座

は
こ
こ
か
ら

が
本
番
と

な
り
ま
す

が
、
も

う

時
間

が
な
く

な

っ
て
き
ま
し
た
。

こ
れ
は
、
次
回

に
譲
り
ま
す
が
、
予
告
編
と
し

て
、

こ
れ
ら
創
造
性

に
溢
れ
た
様

々
な

茶
陶
を

一
瞥
し

て
お
き

ま
し

ょ
う
。

ま
ず

、
美
濃
焼

の
茶
陶

で
す
。

こ
れ

に

つ
い
て
は
規
範
を
超
え

る
創
造

の
部
分

で
少
し
お
話
し
ま
し
た
が

、
桃
山

の
創
造

せ

と

ぐ
ろ

き

せ

と

は
天
正
後
半
の
瀬
戸
黒
、
黄
瀬
戸
に
始
ま
り
、
慶
長
期
に
は
志
野

・
織
部
な
ど
が
焼
か
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
戦
国
期
の

ひ
ず

あ
ふ

茶
の
湯
か
ら
信
楽
水
指
や
備
前
建
水
が
登
場
し
ま
す
が
、
慶
長
期
に
な
る
と
、
歪
み
を
特
色
と
す
る
造
形
性
溢
れ
た
茶
陶
生

産
が
始
ま
り
ま
す
。
さ
ら
に
伊
賀
焼
と

い
う
新
し

い
焼
締
茶
陶
の
窯
が
登
場
し
ま
す
。
西
日
本
の
窯
も
忘
れ
て
は
な
り
ま
せ

ん
。
唐
津
の
窯
は
天
正
末
年
頃
か
ら
操
業
し
て
い
ま
す
が
、
そ
の
他
は
文
禄

・
慶
長
の
役
、
秀
吉
の
朝
鮮
出
兵
の
帰
陣
の
折
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に
、
諸

大
名
が
朝
鮮
陶
工
た
ち
を
連
れ
帰
り
、
開
窯
さ
せ
ま
し
た
。

こ
れ
ら

の
窯

で
は
慶
長
か
ら
元
和

・
寛

永
、
す
な
わ
ち

江
戸
時

代
初
期

に
多

く

の
優
れ
た
茶
陶
を
焼
く
よ
う

に
な
り
ま
す
。

講
義

を
お
聞
き

に
な

っ
た
皆
さ

ん
の
う
ち
、

や
き
も

の
に
詳
し

い
方
は
、
ご
自
分
が
知

っ
て

い
る
こ
と
と

違
う
と
思
わ
れ

た
方
も

居
ら
れ
た
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
実
は
、

や
き
も

の
研
究
は
、
考
古
学

の
発
掘

に
よ
り
、

こ
の
二
十
年

間

で
急
激

に
進

み
ま
し

た
。
本
講
義
は
、
そ

の
最
新

の
研
究
成
果
を
盛
り
込

み
ま
し
た
。
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