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茶
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史

ま
　
　
と
　
　
め

　
e
　
昭
和
の
初
め
頃
自
分
は
罷
る
機
会
に
献
上
茶
作
り
の
手
伝
を
し
た
事
が
あ

っ
た
。
八
十
八
夜
の
茶
摘
み
か
ら
玉
露
仕
上
げ
ま
で
で
あ
っ
た
。
当
時
お
茶
師
の

手
に
な
っ
た
見
事
な
緑
茶
の
細
く
仕
上
っ
た
形
や
そ
の
緑
色
の
美
し
さ
は
、
一
寸

説
明
の
言
葉
が
見
当
ら
な
い
位
感
動
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
の
感
興
が
づ

つ
と
茶
に
興
味
を
持
っ
た
理
由
と
で
も
言
え
る
。

　
昔
か
ら
茶
が
我
が
国
に
如
何
に
発
展
し
、
又
宇
治
茶
が
有
名
に
な
っ
た
わ
け
を

尋
ね
る
こ
と
は
自
分
と
し
て
楽
し
い
事
で
あ
る
。

　
口
　
緑
茶
に
つ
い
て
は
古
く
か
ら
我
が
国
の
山
野
に
自
然
茶
樹
は
あ
っ
た
ら
し

い
け
れ
ど
、
こ
れ
を
飲
用
し
始
め
た
の
が
何
日
頃
で
あ
っ
た
か
は
不
明
で
あ
る
。

そ
し
て
聖
徳
太
子
の
頃
、
日
本
人
の
生
活
に
茶
が
入
っ
た
事
は
事
実
ら
し
い
。

　
天
平
元
年
（
西
七
二
九
）
聖
武
天
皇
が
宮
中
に
客
僧
を
召
さ
れ
、
般
若
経
の
読

み
を
な
さ
れ
「
そ
の
時
の
引
茶
と
し
て
茶
を
賜
う
」
と
あ
り
、
茶
の
事
が
始
め
て

書
冊
に
見
え
た
わ
け
で
あ
る
…
…
（
大
日
本
史
料
）
同
じ
く
天
平
の
頃
、
僧
行
基

緑
茶
　
の
　
今
昔

が
諸
国
に
堂
舎
を
建
立
す
る
と
共
に
茶
の
樹
を
植
え
た
事
が
あ
り
、
後
世
仏
教
上

の
行
事
や
寺
院
、
僧
侶
と
茶
の
因
縁
が
深
か
く
結
ば
れ
た
始
め
で
あ
る
。

　
藤
原
時
代
に
慶
滋
保
胤
の
文
中
に
「
参
河
州
、
碧
海
郡
に
一
道
場
あ
り
薬
王
寺

と
言
い
行
基
菩
薩
、
昔
建
立
せ
し
処
な
り
。
草
堂
あ
り
。
茶
屋
あ
り
。
経
蔵
あ

り
。
鐘
楼
あ
り
。
茶
園
あ
り
。
薬
園
あ
り
」
の
記
事
に
よ
っ
て
茶
の
事
が
明
ら
か

と
な
っ
て
来
た
。

　
延
暦
十
三
年
（
七
九
四
）
桓
武
天
皇
の
平
安
京
遷
都
を
見
、
宏
大
壮
麗
を
極
め
　
0
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た
宮
殿
を
造
ら
れ
、
主
殿
寮
の
東
に
茶
園
を
設
け
、
更
に
造
茶
使
と
言
う
官
を
置

か
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
延
暦
二
十
四
年
伝
教
大
師
が
支
那
よ
り
帰
朝
の
節
に
茶
種

を
持
ち
帰
え
り
、
比
叡
山
下
に
栽
培
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。

　
嵯
峨
天
皇
弘
仁
六
年
四
月
、
近
江
の
国
滋
賀
の
韓
崎
に
行
幸
さ
れ
梵
野
寺
に
詣

で
ら
れ
、
こ
こ
で
永
忠
大
僧
都
よ
り
煎
茶
を
受
け
ら
れ
た
事
が
き
っ
か
け
と
な

り
、
そ
の
年
の
六
月
に
畿
内
を
始
め
近
江
、
播
磨
の
国
々
に
茶
を
植
え
ら
れ
た
事

が
、
日
本
後
記
類
聚
国
史
に
示
さ
れ
て
い
る
。
又
宇
多
法
皇
は
醍
醐
天
皇
の
仁
和

寺
行
幸
の
時
、
お
茶
二
叉
を
勧
め
ら
れ
た
事
や
、
法
皇
宝
算
五
十
の
加
之
に
茶
を

も
っ
て
酒
に
代
え
ら
れ
た
事
も
有
名
な
故
事
の
一
つ
で
あ
る
。
又
法
皇
の
寵
を
受

け
た
藤
原
道
真
諦
も
茶
に
親
し
み
、
こ
の
様
に
し
て
平
安
朝
の
初
期
か
ら
広
ま
り

始
め
た
茶
の
事
も
上
流
、
特
に
支
那
文
学
に
関
係
深
か
っ
た
人
々
や
僧
侶
の
生
活

に
親
し
ま
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
一
般
人
の
生
活
に
は
ま
だ
ま
だ
茶
は
縁
遠
い
も
の

七
九



緑
茶
　
の
　
今
昔

で
あ
っ
た
。
そ
し
て
平
安
朝
の
初
期
か
ら
枝
葉
を
ひ
ろ
げ
始
め
た
喫
茶
の
風
が
、

時
代
の
う
つ
り
変
り
と
共
に
漸
時
忘
れ
ら
れ
衰
頽
し
て
行
っ
た
。

　
そ
の
後
鎌
倉
初
期
と
な
り
（
一
一
九
九
）
禅
僧
栄
爵
が
宋
よ
り
中
国
産
の
三
種

と
そ
の
手
法
を
持
ち
帰
え
り
、
再
び
茶
が
普
及
さ
れ
た
。
回
覧
は
京
都
建
仁
寺
の

開
山
で
晩
年
に
は
有
名
な
「
喫
茶
養
生
記
」
を
著
し
て
、
薬
用
・
仙
薬
と
し
て
の

茶
を
世
に
広
め
た
。
師
は
又
九
州
背
振
山
に
茶
を
植
え
、
そ
の
製
法
も
抹
茶
の
法

が
伝
え
ら
れ
た
。
又
当
時
西
大
寺
の
高
僧
容
尊
は
或
正
月
、
御
修
法
を
行
じ
十
六

日
の
結
願
の
日
に
鎭
守
八
幡
社
に
詣
で
、
抹
茶
を
施
し
た
事
が
あ
る
。
こ
れ
が
今

に
伝
わ
る
西
大
寺
の
茶
盛
式
の
起
源
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
三
尊
は
又
弘
安
元
年

に
宇
治
橋
再
興
に
あ
た
り
、
川
東
に
あ
る
橋
寺
に
茶
房
を
置
き
茶
道
に
志
深
い
人

で
あ
っ
た
。

　
室
町
時
代
に
入
り
宇
治
の
里
に
義
満
に
よ
っ
て
七
名
水
、
七
名
園
が
作
ら
れ
、

今
な
ほ
そ
の
跡
が
残
っ
て
居
る
。
そ
の
七
名
水
は
次
の
様
で
あ
っ
た
。

現
地
に
行
き
そ
の
跡
を
た
し
か
め
た
も
の
で
あ
る
）

7．　6．　5．　4．　3．　2．　1．

桐
　
原
　
水
－
宇
治
上
神
社
に
現
存

法
　
華
　
水
一
浄
土
灘
北
に
跡
を
と
ど
む

阿
弥
陀
水
一
鳳
風
灘
南
に
現
存

公
文
水
－
橋
姫
神
社
近
く
に
跡
を
残
す

泉熱
　
浄
　
水
一
不
明

百
夜

　
　
　
　
　
　
奥
山
、
宇
文
字
、
祝
、
川
下
、

（
最
近
に

殿
一
日
本
レ
ー
ヨ
ン
宇
治
工
場
内
に
そ
の
標
石
あ
り

　
七
名
園
は
朝
日
園
、

園
の
跡
は
な
く
わ
っ
か
に
地
名
と
し
て
残
っ
て
居
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

水
一
御
旅
所
西
に
あ
り
と
言
わ
れ
て
居
る
が
跡
を
と
ど
め
ず

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
森
、
琵
琶
と
あ
る
が
、
茶

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ほ
現
在

宇
治
川
の
ほ
と
り
に
あ
る
茶
園
風
景
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朝
顔
園
と
し
て
種
苗
な
ら
び
に
菊
作
り
に
有
名
で
あ
る
上
林
氏
の
言
に
よ
る
と
、

宇
治
川
の
流
れ
に
添
っ
て
け
む
り
立
つ
朝
霧
を
葉
に
受
け
て
出
来
た
茶
芽
は
美
味

で
あ
る
と
説
明
を
受
け
て
、
生
き
と
し
生
け
る
も
の
が
太
陽
と
水
と
美
し
い
空
気

の
恩
恵
を
ど
れ
だ
け
受
け
て
生
育
し
て
居
る
か
に
思
い
を
至
ら
し
め
、
今
更
ら
乍

ら
自
然
の
偉
大
な
め
ぐ
み
に
深
か
い
感
謝
を
お
ぼ
え
た
。
七
名
水
を
訪
れ
た
時
次

の
様
に
そ
の
跡
を
こ
こ
に
写
し
た
の
が
、
e
桐
原
水
、
⇔
阿
弥
陀
水
、
田
泉
殿
で

あ
る
。

　
宇
治
の
里
は
こ
う
し
て
一
見
、
平
和
の
里
と
し
て
発
展
し
た
様
で
あ
る
が
、
当

地
は
大
津
、
奈
良
、
京
都
の
結
び
の
地
と
し
て
（
戦
略
的
に
）
同
時
に
粟
熊
山
は

狩
場
と
し
て
野
生
の
動
物
が
住
み
、
西
南
に
あ
っ
た
巨
掠
地
（
現
在
は
う
め
立
地

）
は
群
生
鳥
、
川
魚
等
食
糧
の
一
一
と
し
て
重
要
で
あ
っ
た
。
そ
の
上
、
桃
山

城
、
植
島
城
を
結
ぶ
地
と
し
て
当
時
は
相
当
重
き
を
な
し
た
郷
で
あ
っ
た
。

　
足
利
義
政
の
頃
に
は
、
奈
良
称
名
寺
に
珠
光
と
い
う
茶
道
の
祖
と
称
さ
れ
て
居

る
名
僧
が
あ
り
、
一
休
和
尚
の
も
と
で
禅
を
学
び
、
茶
を
深
か
く
嗜
ん
で
喫
茶
を

茶
道
に
前
進
さ
せ
た
。
次
い
で
高
弟
武
野
紹
鴎
は
「
佗
び
の
文
」
を
現
わ
し
、
続

い
て
千
利
久
が
現
わ
れ
、
信
長
、
秀
吉
に
仕
え
て
茶
道
に
精
進
し
、
つ
い
に
利
久

居
士
の
号
を
勅
許
さ
れ
た
。
当
時
戦
塵
蒙
々
の
世
に
あ
っ
て
一
層
炉
に
松
風
の
音

が
絶
え
ず
、
安
土
、
桃
山
時
代
に
及
び
ま
す
ま
す
盛
ん
と
な
り
、
天
正
十
五
年
京

都
北
野
の
大
茶
の
湯
は
今
も
な
ほ
そ
の
悌
を
残
し
て
伝
わ
っ
て
い
る
。

　
徳
川
時
代
と
な
り
代
を
重
ね
て
ま
す
く
茶
道
も
盛
大
さ
を
増
し
、
宇
治
茶
は

大
名
に
よ
っ
て
そ
の
名
声
を
天
下
に
挙
げ
て
行
っ
た
。
当
時
宇
治
の
茶
師
上
林
竹

庵
家
に
伝
わ
る
も
の
を
紹
介
し
て
、
大
名
と
当
時
の
茶
師
と
の
関
係
の
一
端
を
知

る
事
に
す
る

緑
　
茶
　
の
　
今
昔

　
　
　
　
　
　
毒
ぎ

急
騒
鍾

糞
寒
害

叢
纒

欝

　
　
家
　
康
　
花
押

土
呂
茶
の
事

在
々
一
昨
々
出
家
如
前
之
可

罷
出
向
土
呂
の
者
共
如

前
々
如
く
可
手
伝
再
茶
薗

無
沙
汰
之
有
間
敷
者
也

傍
如
件

　
天
正
七
年
三
月
廿
一
日

休
庵
便

　
右
の
書
は
上
林
家
に
伝
わ
る
も
の
、
徳
川
家
康
三
河
の
領
主
で
あ
っ
た
頃
の
も
　
0
2
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の
で
あ
る
。

　
な
ほ
三
仲
間
御
茶
師
申
諸
候
方
御
茶
元
写
書
に
よ
れ
ば
そ
の
御
取
引
は
次
の
様

で
あ
る
。灘

鞭
総

髪
鹸
曽
｝
上
林
春
松

　
た
だ
し
明
治
初
年
に
は
ほ
と
ん
ど
の
茶
師
が
な
く
な
り
、
現
在
で
は
当
時
か
ら
の
家
業
は
上

林
春
松
が
宇
治
に
在
っ
て
継
ぐ
と
あ
る
。

　
承
応
三
年
、
隠
元
禅
師
が
長
崎
に
渡
来
し
、
そ
の
後
黄
葉
山
万
福
寺
に
在
り
我

八
一



緑
茶
　
の
　
今
昔

が
煎
茶
の
勃
興
、
普
及
、
改
良
の
因
を
な
し
た
が
、
こ
れ
は
釜
茶
と
い
う
妙
り
三

法
で
あ
っ
て
、
広
く
長
く
は
利
用
さ
れ
な
か
っ
た
。

　
こ
の
様
に
し
て
時
代
と
共
に
茶
の
飲
用
、
製
法
に
い
ろ
く
の
種
類
や
発
展
を

見
た
が
、
天
文
三
年
（
一
七
三
八
年
）
桜
町
天
皇
の
時
永
谷
宗
七
郎
の
手
に
よ
り

現
在
の
様
な
製
茶
法
が
始
め
ら
れ
、
一
大
改
良
が
な
さ
れ
た
。
こ
こ
に
於
い
て
自

分
は
永
谷
翁
の
遺
業
を
尋
ね
て
宇
治
田
原
村
湯
屋
谷
を
お
と
つ
れ
、
そ
の
後
の
発

展
と
茶
の
製
法
に
つ
い
て
研
究
す
る
こ
と
に
し
た
。

　
日
　
製
茶
法
と
歴
史

　
平
安
朝
時
代
の
詩
集
、
凌
雲
集
の
嵯
峨
天
皇
の
御
制
「
吟
レ
詩
不
レ
厭
揚
二
香
茗
一

」
並
等
和
天
皇
の
欝
欝
「
提
レ
琴
掲
レ
茗
老
梧
問
」
に
現
わ
れ
て
居
る
様
に
茶
を
揚

く
の
文
字
が
あ
る
が
、
こ
れ
を
以
う
て
た
だ
ち
に
抹
茶
の
様
な
も
の
と
断
じ
る
事

は
出
来
な
い
し
、
こ
の
頃
は
煎
茶
抹
茶
の
明
臼
な
区
別
が
な
く
、
茶
経
の
示
す
製

茶
法
の
上
か
ら
の
推
察
で
は
大
体
煎
茶
に
属
す
る
も
の
の
様
で
あ
る
。

　
鎌
倉
時
代
に
於
て
は
煎
茶
系
の
茶
と
は
異
な
り
、
主
と
し
て
上
流
社
会
に
賞
さ

れ
た
茶
は
今
日
の
抹
茶
に
属
す
べ
き
製
茶
で
あ
っ
て
（
島
西
禅
師
に
よ
っ
て
伝
え

ら
れ
た
も
の
は
支
那
宋
代
の
茶
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
抹
茶
法
に
属
し
た
も
の
で
あ

る
）
、
俗
に
言
う
三
葉
摘
み
の
法
で
原
料
を
精
選
し
、
そ
の
製
法
が
精
細
を
極
め

て
居
た
様
で
あ
る
。
又
そ
の
貯
蔵
法
、
喫
茶
法
に
於
て
も
丁
寧
に
示
さ
れ
て
居

る
。
　
「
極
熱
湯
以
服
レ
之
、
方
寸
匙
二
一
二
匙
、
多
少
随
レ
意
、
但
湯
上
好
其
豊
春
レ

輪
宝
二
以
レ
濃
為
レ
美
」
と
あ
り
、
今
日
の
抹
茶
法
と
類
似
し
て
居
る
も
の
で
あ
っ

た
。
当
時
茶
が
支
配
階
級
で
あ
っ
た
武
士
間
に
迎
え
ら
れ
て
鎌
倉
期
、
南
北
朝
と

八
二

愈
々
盛
ん
に
な
り
室
町
時
代
に
入
っ
て
茶
の
湯
、
茶
道
が
勃
興
し
、
そ
の
頃
落
第

も
現
わ
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
栄
西
禅
師
以
後
主
と
し
て
抹
茶
の
流
行
を
見
た
が
、
煎
茶
が
全
く
無
か

っ
た
の
で
は
な
く
民
衆
の
中
に
は
煎
茶
が
広
ま
っ
て
居
た
。
永
谷
家
旧
記
に
も
、

「
宇
治
彫
上
林
家
に
て
濃
茶
、
薄
茶
の
茎
、
又
は
葉
の
先
世
を
煎
茶
と
唱
へ
て
、

其
余
は
雪
男
、
遠
国
製
、
又
は
摘
込
の
新
古
の
葉
を
交
へ
、
つ
み
た
る
も
の
番
茶

な
り
。
其
中
に
も
よ
き
所
は
泡
茶
と
呼
び
て
、
も
み
く
だ
き
、
つ
き
ひ
き
て
抹
茶

と
な
し
点
じ
散
じ
て
呑
し
も
の
な
り
。
此
製
近
来
ま
で
信
楽
の
桶
井
野
尻
村
に
尚

残
れ
り
。
湯
屋
谷
（
綴
喜
郡
宇
治
田
原
町
）
を
始
め
所
々
に
今
も
古
き
家
に
荒
石

の
茶
臼
の
あ
る
は
是
に
用
ひ
た
る
な
り
」
と
あ
る
。
当
時
の
煎
茶
は
今
日
の
番
茶

以
上
に
粗
雑
な
も
の
で
あ
っ
て
、
大
衆
の
間
に
使
用
さ
れ
し
か
も
下
等
な
も
の
と

さ
れ
て
い
た
様
で
あ
る
。
近
松
門
左
衛
門
の
博
多
小
女
郎
浪
枕
の
中
に
も
「
絹
も
　
0
1
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紬
も
着
る
こ
と
な
ら
ず
、
木
綿
蒲
団
も
栄
耀
の
至
り
、
荒
菰
引
て
起
臥
の
、
身
は

慣
は
じ
よ
奈
良
茶
粥
…
…
」
と
あ
り
、
煎
茶
の
使
用
に
つ
い
て
の
当
時
の
様
子
が

現
わ
さ
れ
て
い
る
。
奈
良
茶
飯
の
こ
と
に
つ
い
て
は
貝
原
益
軒
も
「
大
和
の
国
里

は
す
べ
て
奈
良
茶
を
毎
日
食
す
、
飯
に
煎
茶
を
そ
そ
ぎ
た
る
也
」
と
。
そ
し
て
こ

の
奈
良
茶
飯
の
風
は
明
暦
の
終
り
頃
よ
り
江
戸
に
入
り
、
新
奇
を
好
む
都
人
士
に

迎
へ
ら
れ
て
可
な
り
流
行
し
た
様
で
あ
る
。
徳
川
の
中
期
前
後
に
は
至
る
所
に
茶

は
普
及
し
、
実
生
活
に
深
か
く
根
を
下
ろ
し
て
拡
ま
っ
て
行
っ
た
。

　
茶
園
の
中
に
今
日
あ
る
覆
下
は
、
徳
川
の
初
期
に
現
わ
れ
こ
こ
に
玉
露
の
幅
下

が
発
足
し
た
と
云
え
る
。
自
分
が
伏
見
に
居
住
し
て
居
る
関
係
か
ら
周
遍
の
茶
の

様
子
を
し
ら
べ
て
居
た
時
、
た
ま
た
ま
伏
見
桃
山
の
御
香
宮
（
神
功
皇
后
を
主
神

と
す
る
）
に
今
か
ら
三
百
三
十
年
位
前
に
小
堀
遠
州
が
数
奇
を
こ
ら
し
風
雅
を
尽



し
た
と
云
う
庭
園
の
一
部
の
残
っ
て
居
る
こ
と
を
知
り
、
こ
の
遠
州
ゆ
か
り
の
伝

記
の
中
に
「
村
山
家
記
に
古
へ
は
茶
蒸
し
て
製
候
所
、
唐
織
と
金
森
宗
和
（
現
在

伏
見
桃
山
に
金
森
と
云
う
町
名
あ
り
、
茶
聖
宗
和
の
ゆ
か
り
の
地
が
残
っ
て
い

る
。
）
の
談
相
に
て
茶
の
色
青
く
成
候
様
に
好
み
て
湯
で
候
て
製
候
様
に
な
る
。

古
織
は
数
寄
者
な
れ
ど
も
茶
山
ひ
ゆ
え
風
味
に
構
ひ
な
く
色
を
専
と
し
て
如
斯
、

籾
遠
州
時
代
に
な
り
候
て
茶
色
よ
り
も
風
味
あ
し
く
候
て
は
非
ご
本
意
　
と
て
、
村

山
善
入
方
へ
自
身
被
レ
参
向
企
む
か
し
の
如
く
蒸
て
製
下
様
被
二
申
付
一
、
則
蒸
加

減
自
身
試
被
レ
申
た
れ
ば
、
此
時
む
か
し
の
如
く
蒸
茶
に
成
候
と
て
昔
と
は
銘
し

け
る
な
り
、
又
茶
園
へ
覆
を
致
し
候
事
も
此
時
遠
州
苗
田
申
付
一
た
り
」
と
あ
り
こ

の
頃
覆
茶
園
が
行
わ
れ
た
も
の
の
様
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
農
業
全
書
に
よ
る
抹
茶
の
部
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
拳
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緑
茶
　
の
　
今
昔

磁駄・，脚．。漁嘉

覆茶園の例

よ
れ
ば

　
「
上
牧
を
こ
し
ら
ゆ
る
法
。
凡

三
月
の
節
に
干
て
、
つ
み
は
じ
む

る
を
早
し
と
す
る
な
り

　
○
摘
採
の
事
…
…
心
葉
い
ま
だ

皆
開
か
ざ
る
時
新
葉
の
分
残
ら
ず

つ
み
取
て
、
上
葉
と
下
葉
を
二
段

に
亘
り
分
る
な
り
」

　
○
蒸
様
は
釜
に
半
分
す
ぎ
水
を

入
れ
な
る
程
た
ぎ
ら
か
し
、
蒸
籠

に
葉
を
う
す
く
、
　
一
重
な
ら
び
に

入
れ
、
先
釜
の
口
に
わ
ら
に
て
く

み
た
る
輪
を
あ
て
、
其
上
に
籠
を
置
、
板
の
ふ
た
を
し
て
蒸
上
、
甑
の
中
に
湯
気

の
廻
り
て
謝
し
ほ
れ
、
箸
に
ひ
た
く
と
付
時
を
、
揚
る
時
分
と
す
る
な
り
。
過

ぎ
た
る
も
未
だ
し
き
も
、
宣
し
か
ら
ず
、
此
か
げ
ん
を
し
る
事
一
入
大
事
な
り
。

　
○
ほ
い
う
に
か
く
る
事
。
い
ろ
り
の
深
さ
一
尺
四
、
五
寸
、
長
一
間
な
ら
ば
、

横
四
通
り
に
炭
を
お
こ
し
、
上
に
わ
ら
を
た
き
て
衣
と
し
、
竹
の
す
を
わ
た
し
、

高
野
紙
な
ど
厚
紙
を
の
り
に
て
二
重
に
合
せ
、
い
ろ
り
ぶ
ち
ま
で
、
と
く
と
か
か

る
程
広
く
し
て
、
竹
す
の
上
に
敷
、
石
の
あ
ふ
ぎ
冷
し
た
る
葉
を
一
重
な
ら
び
に

ひ
ろ
げ
、
や
が
て
ね
ん
と
云
て
、
竹
を
指
二
つ
の
は
ば
長
三
尺
ば
か
り
な
る
を
、

さ
き
を
五
六
寸
も
二
つ
に
割
り
、
其
所
を
少
た
め
、
そ
り
を
な
し
て
わ
り
た
る
所

を
な
わ
に
て
あ
み
、
末
ひ
ろ
が
り
な
る
を
以
て
、
其
そ
り
た
り
所
に
て
、
さ
ら

く
と
葉
の
お
れ
、
く
だ
，
け
ぬ
様
に
さ
が
し
、
し
ば
し
し
て
、
返
す
べ
し
、
か
く

の
如
く
し
て
し
し
干
の
時
、
又
此
方
に
、
ね
り
ぽ
い
う
と
て
・
ぬ
る
き
ほ
い
ろ
を
　
0
0
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別
に
し
を
き
、
是
に
移
し
て
、
時
々
返
し
置
な
り
。
葉
よ
く
は
し
ゃ
ぎ
て
後
は
さ

が
す
こ
と
な
し
、
上
る
時
分
は
し
め
り
気
も
少
な
く
な
り
た
る
時
、
は
り
籠
の

上
、
葉
の
善
悪
を
二
段
に
江
り
分
、
こ
こ
に
て
も
し
な
ほ
し
め
り
気
あ
ら
ば
、
ぬ

る
ほ
い
う
に
か
け
は
し
や
が
し
て
、
其
後
だ
ん
く
と
を
し
に
四
回
転
で
か
け
さ

て
折
敷
の
う
ら
に
て
、
羽
ゑ
り
を
し
て
、
段
々
に
し
わ
け
、
其
後
又
と
ほ
し
に
か

く
る
事
、
十
二
段
な
り
、
其
後
鷹
の
爪
よ
り
、
だ
ん
だ
ん
袋
に
十
匁
恥
入
る
な

り
、
袋
に
な
ら
ざ
る
分
は
誉
者
、
同
じ
く
粉
な
ど
ど
て
上
壺
の
法
に
な
る
な
り
。

　
○
同
じ
く
追
い
ろ
加
減
の
事
。
紙
の
上
に
手
を
お
き
て
見
る
に
、
し
ば
し
し
て

あ
つ
さ
を
覚
る
程
を
よ
し
と
す
る
な
り
」
と
、

　
以
上
其
製
法
の
基
本
は
今
日
の
抹
茶
と
大
差
な
く
精
密
を
極
め
、
又
そ
の
手
法

の
如
何
に
よ
り
出
来
ば
え
の
上
下
の
出
来
る
事
、
す
べ
て
製
作
の
む
つ
か
し
さ
と

八
三



緑
茶
　
の
　
今
昔

お
も
し
ろ
さ
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
。

　
現
代
に
於
け
る
煎
茶
の
製
法
が
元
文
三
年
（
一
七
三
八
）
綴
喜
郡
宇
治
田
原
村

湯
屋
谷
の
永
谷
宗
園
な
る
人
に
よ
り
改
良
さ
れ
て
、
煎
じ
て
飲
用
し
た
茶
か
ら
出

し
通
な
る
現
代
の
優
良
な
る
煎
茶
に
発
展
し
た
事
は
特
筆
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
永
谷
翁
の
改
良
に
よ
る
製
茶
は
、
そ
の
当
時
優
良
を
極
め
た
抹
茶
の
製
法
に
則

つ
と
り
考
案
さ
れ
た
も
の
で
、
新
葉
の
稚
芽
を
選
り
採
り
湯
蒸
し
を
し
て
後
略
捻

を
加
へ
、
焙
炉
で
む
み
乍
ら
乾
燥
し
終
る
方
法
を
取
っ
た
。
　
（
従
来
は
日
乾
、
風

乾
で
あ
っ
た
）
こ
の
方
法
に
よ
れ
ば
湯
を
か
け
て
美
し
い
薄
緑
り
の
色
を
呈
し
、

香
気
芳
烈
、
一
種
の
甘
み
を
覚
え
る
優
良
種
を
得
る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
こ
に
於

い
て
今
日
宇
治
茶
に
見
ら
れ
る
製
法
の
基
礎
が
出
来
、
そ
の
後
年
月
と
共
に
い
よ

い
よ
改
良
さ
れ
て
今
日
見
る
強
固
な
助
炭
に
よ
り
愈
々
揉
捻
の
度
を
高
め
て
急
須

に
よ
る
出
し
茶
が
一
般
使
用
に
答
へ
て
居
る
。

　
現
在
緑
茶
の
製
法
は
、
　
（
宇
治
市
墨
家
の
製
茶
法
）
大
き
な
蒸
器
に
青
葉
十
五

キ
ロ
瓦
（
こ
れ
が
茶
つ
み
一
か
ご
の
量
）
を
十
分
か
ら
十
二
分
位
入
れ
て
後
急
に

冷
却
す
る
（
摂
氏
十
度
以
下
）
…
…
青
葉
の
色
を
失
わ
な
い
為
。

　
次
に
粗
揉
機
に
四
十
分
（
八
十
度
位
）
↓
申
揉
機
に
二
十
分
（
四
十
度
1
↓

精
揉
機
に
四
十
分
（
た
だ
し
出
品
茶
等
は
一
時
間
半
位
か
け
る
）
l
－
V
乾
燥
機
に

四
十
分
。
蒸
し
か
ら
仕
上
ま
で
は
凡
そ
二
時
間
半
は
か
か
る
。

　
こ
う
し
た
過
程
に
於
て
蒸
し
て
葉
の
酵
素
を
こ
わ
し
そ
の
醸
酵
を
防
ぐ
た
め
に

緑
色
を
保
つ
。
な
ほ
宇
治
茶
は
香
り
が
高
く
狭
山
茶
は
甘
味
が
優
れ
、
静
岡
茶
は

淡
自
で
あ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
特
徴
が
あ
る
。

　
宇
治
茶
で
は
玉
露
に
は
黄
金
、
金
龍
、
鳳
團
等
い
ろ
く
の
名
称
が
あ
り
、
煎

茶
で
は
池
の
尾
、
正
喜
撰
等
良
く
知
ら
れ
、
其
他
青
柳
、
川
柳
、
等
一
般
向
き
で

八
四

あ
る
。
番
茶
は
一
定
せ
ず
任
意
に
名
づ
け
て
い
る
様
で
あ
る
。

　
抹
茶
に
は
宇
治
の
里
、
初
昔
等
良
く
知
ら
れ
て
い
る
。

　
㈲
　
以
上
い
つ
れ
の
茶
も
湿
気
、
温
度
、
光
り
を
き
ら
い
、
他
の
香
り
を
吸
収

し
易
い
為
に
保
管
方
法
に
十
分
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
昔
か
ら
こ
の
保
存

に
使
用
し
た
茶
つ
ぼ
等
の
種
類
を
此
処
彼
処
た
つ
ね
て
見
る
の
も
面
白
く
、
そ
の

時
々
の
、
又
地
方
に
よ
る
変
化
は
興
味
あ
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
う
。

　
以
上
の
ま
と
め
に
関
し
て
宇
治
の
上
林
氏
、
宇
治
田
原
、
湯
屋
谷
の
高
田
翁
の

御
高
見
を
わ
ず
ら
わ
し
、
史
実
に
於
け
る
御
指
導
を
受
け
た
篠
田
教
授
の
懇
切
な

る
御
意
見
に
対
し
て
深
か
く
感
謝
致
し
ま
す
。
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