
茶
の
湯
の
⼿
帳
︵
伊
藤
左
千
夫
︶

⼀

茶
の
湯
の
趣
味
を
︑
真
に
共
に
楽
む
べ
き
友
⼈
が
︑
只
の
⼀
⼈
で
も

よ
い
か
ら
ほ
し
い
︑
絵
を
楽
む
⼈
歌
を
楽
む
⼈
俳
句
を
楽
む
⼈
︑
其
他

種
々
な
こ
と
を
楽
む
⼈
︑
世
間
に
い
く
ら
で
も
あ
る
が
︑
真
に
茶
を
楽

む
⼈
は
実
に
少
な
い
︒
絵
や
歌
や
俳
句
や
で
友
を
得
る
は
何
で
も
な
い

が
︑
茶
の
同
趣
味
者
に
⾄
っ
て
は
遂
に
⼀
⼈
を
得
る
に
六
つ
か
し
い
︒

勿
論
世
間
に
茶
の
湯
の
宗
匠
と
い
う
も
の
は
い
く
ら
も
あ
る
︒
⼥
⼦

供
や
隠
居
⽼
⼈
な
ど
が
︑ら
ち
も
な
き
⼿
真
似
を
や
っ
て
居
る
も
の
は
︑

固
よ
り
数
限
り
な
く
あ
る
︑
乍
併
之
れ
ら
が
到
底
︑
真
の
茶
趣
味
を
談

ず
る
に
⾜
ら
ぬ
は
云
う
ま
で
も
な
い
︑
そ
れ
で
世
間
⼀
般
か
ら
︑
茶
の

湯
と
い
う
も
の
が
︑ど
う
い
う
こ
と
に
思
わ
れ
て
居
る
か
と
察
す
る
に
︑

⼀
は
茶
の
湯
と
い
う
も
の
は
︑
貴
族
的
の
も
の
で
到
底
⼀
般
社
会
の
遊

事
に
は
な
ら
ぬ
と
い
う
の
と
︑
⼀
は
茶
事
な
ど
と
い
う
も
の
は
︑
頗
る

変
哲
な
も
の
︑
殊
更
に
形
式
的
な
も
の
で
︑
要
す
る
に
⾮
常
識
的
の
も

の
で
あ
る
と
な
せ
る
等
で
あ
る
︑
固
よ
り
茶
の
湯
の
真
趣
味
を
⼨
分
だ

も
知
ら
ざ
る
社
会
の
臆
断
で
あ
る
︑
そ
う
か
と
思
え
ば
世
界
⼤
博
覧
会

な
ど
の
あ
る
時
に
は
︑
⽇
本
の
古
代
美
術
品
と
云
え
ば
真
先
に
茶
器
が

持
出
さ
れ
る
︑
巴
理
博
覧
会
シ
カ
ゴ
博
覧
会
に
も
皆
茶
室
ま
で
出
品
さ

れ
て
居
る
︑其
外
内
地
で
何
か
美
術
に
関
す
る
展
覧
会
な
ど
が
あ
れ
ば
︑

某
公
某
伯
の
蔵
品
必
ず
茶
器
が
其
⼀
部
を
占
め
て
い
る
位
で
︑
東
洋
の

美
術
国
と
い
う
⽇
本
の
古
美
術
品
も
其
実
三
分
の
⼀
は
茶
器
で
あ
る
︑

然
る
に
も
係
ら
ず
︑
徒
に
茶
器
を
⾻
董
的
に
弄
ぶ
も
の
は
あ
っ
て
も
︑

真
に
茶
を
楽
む
⼈
の
少
な
い
は
実
に
残
念
で
な
ら
ぬ
︑
上
流
社
会
腐
敗

の
声
は
︑
何
時
に
な
っ
た
ら
ば
消
え
る
で
あ
ろ
う
か
︑
⾦
銭
を
弄
び
下

等
の
淫
楽
に
耽
る
の
外
︑
被
服
頭
髪
の
流
⾏
等
極
め
て
浅
薄
な
る
娯
楽

に
⽬
も
⼜
⾜
ら
ざ
る
の
観
あ
る
は
︑
誠
に
嘆
し
き
次
第
で
あ
る
︑
そ
れ

に
換
う
る
に
こ
れ
を
以
て
せ
ば
︑
い
か
ば
か
り
家
庭
の
品
位
を
⾼
め
趣

味
的
の
娯
楽
が
深
か
ら
ん
に
︑
躁
狂
卑
俗
蕩
々
と
し
て
⾵
を
為
せ
る
︑

徒
に
華
族
と
称
し
⼤
⾂
と
称
す
︑
彼
等
の
趣
味
程
度
を
⾒
よ
︑
焉
ぞ
華

族
た
り
⼤
⾂
た
る
品
位
あ
ら
む
だ
︒

従
令
⽂
学
な
ど
の
嗜
み
な
し
と
す
る
も
︑
茶
の
湯
の
如
き
は
深
く
も

浅
く
も
楽
む
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
︑
最
も
⽣
活
と
近
接
し
て
居
っ

て
最
も
家
族
的
で
あ
っ
て
︑
然
も
清
閑
⾼
雅
︑
所
有
⽅
⾯
の
精
神
的
修

養
に
資
せ
ら
れ
る
べ
き
は
⾔
う
を
待
た
な
い
︑
⻄
洋
な
ど
か
ら
頻
り
と

新
ら
し
き
家
庭
遊
技
な
ど
を
輸
⼊
す
る
も
の
は
︑
国
⺠
品
性
の
特
⾊
を

備
え
た
︑
在
来
の
此
茶
の
湯
の
遊
技
を
閑
却
し
て
居
る
は
如
何
な
る
訳

で
あ
ろ
う
か
︑
余
り
に
複
雑
で
余
り
に
理
想
が
⾼
過
ぎ
る
に
も
依
る
で

あ
ろ
う
け
れ
ど
︑
今
⽇
上
流
社
会
の
最
も
通
弊
と
す
る
所
は
︑
才
智
の

⽋
乏
に
あ
ら
ず
学
問
の
⽋
乏
に
あ
ら
ず
︑
⼈
に
も
家
に
も
品
位
と
い
う

も
の
が
乏
し
く
︑
⾦
の
⼒
を
以
て
何
⼈
に
も
買
い
得
ら
る
る
最
も
浅
薄

に
最
も
下
品
な
る
娯
楽
に
満
⾜
し
つ
つ
あ
る
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
︑

今
は
種
々
な
問
題
に
対
し
て
︑
⼝
の
先
筆
の
先
の
研
究
は
盛
に
⾏
わ
れ

つ
つ
あ
る
が
︑
実
⾏
如
何
と
顧
る
と
殆
ど
空
で
あ
る
︑
今
⽇
の
上
流
社

会
に
茶
の
湯
の
真
趣
味
を
教
ゆ
る
が
如
き
は
︑
彼
等
の
腐
敗
を
防
除
す

る
に
は
最
も
よ
き
⽅
便
で
あ
ろ
う
と
思
う
に
︑
例
の
実
⾏
そ
っ
ち
の
け

の
研
究
者
は
更
に
お
気
が
つ
か
ぬ
ら
し
い
︒

彼
の
徳
川
時
代
の
初
期
に
於
て
︑
戦
乱
漸
く
跡
を
絶
ち
︑
武
⼈
⼀
⻫

に
太
平
に
酔
え
る
の
時
に
当
り
︑
彼
等
が
割
合
に
内
部
の
腐
敗
を
伝
え
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な
か
っ
た
の
は
︑
思
う
に
将
軍
家
を
始
め
と
し
て
⼤
名
⼩
名
は
勿
論
苟

も
相
当
の
⾝
分
あ
る
も
の
挙
げ
て
︑
茶
事
に
遊
ぶ
の
⾵
を
奨
励
さ
れ
た

の
が
︑
⼤
な
る
原
因
を
な
し
た
に
相
違
な
い
︑
勿
論
そ
れ
に
伴
う
弊
害

も
あ
っ
た
ろ
う
け
れ
ど
︑
所
謂
侍
な
る
も
の
が
品
位
を
平
時
に
保
つ
を

得
た
︑
有
⼒
な
⽅
便
た
り
し
は
疑
を
要
せ
ぬ
︑

今
の
社
会
問
題
攻
究
者
等
が
︑
外
国
⼈
に
誇
る
べ
き
⽇
本
の
美
術
品
と

云
え
ば
︑
直
ぐ
茶
器
を
持
出
す
の
事
実
あ
る
を
知
り
な
が
ら
︑
茶
の
湯

な
る
も
の
が
︑
如
何
に
社
会
の
⾵
教
問
題
に
関
係
深
き
か
を
考
え
て
も

⾒
な
い
は
甚
だ
解
し
難
き
次
第
じ
ゃ
な
い
か
︑
乍
併
多
く
は
無
趣
味
の

家
庭
に
⽣
⻑
せ
る
彼
等
は
︑
⼤
抵
真
個
の
茶
趣
味
の
如
何
な
ど
は
固
よ

り
知
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
︑
従
て
社
会
問
題
の
研
究
材
料
と
し
て
茶
の

湯
を
⾒
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
︒

多
く
は
⼀
向
其
趣
味
を
解
せ
ぬ
所
か
ら
︑
能
く
も
考
え
ず
に
頭
か
ら

茶
の
湯
な
ど
い
う
こ
と
は
︑
堂
々
た
る
男
⼦
の
す
る
こ
と
で
な
い
か
の

如
く
に
考
え
て
い
る
ら
し
い
︑
歴
史
上
の
話
や
︑
茶
器
の
類
な
ど
を
⾒

せ
ら
れ
て
も
︑
今
⽇
の
社
会
問
題
と
関
係
な
き
も
の
の
如
く
に
思
っ
て

居
る
︑
欧
⽶
あ
た
り
か
ら
持
っ
て
き
た
も
の
で
あ
れ
ば
︑
頗
る
下
等
な

理
窟
臭
い
事
で
も
︑
直
ぐ
に
ど
う
の
こ
う
の
と
騒
ぐ
の
で
あ
る
︑
修
養

を
待
ず
直
ぐ
出
来
る
よ
う
な
事
は
何
に
よ
ら
ず
浅
薄
な
も
の
に
極
っ
て

居
る
︑
吾
邦
唯
⼀
の
美
習
と
し
て
世
界
に
誇
る
べ
き
︵
恐
く
は
世
界
中

何
れ
の
国
⺠
に
も
吾
邦
の
茶
の
湯
の
如
き
⽴
派
な
遊
技
は
有
ま
い
︶
⽴

派
な
遊
技
社
交
的
に
も
家
庭
的
に
も
随
意
に
応
⽤
の
出
来
る
此
茶
の
湯

と
い
う
も
の
が
︑
世
の
識
者
間
に
閑
却
さ
れ
て
居
る
と
い
う
は
抑
も
如

何
な
る
訳
か
︑

今
世
の
有
識
社
会
は
︑
学
問
智
識
に
乏
し
か
ら
ず
︑
何
で
も
能
く
解
っ

て
居
る
の
で
︑
⼝
巧
者
に
趣
味
と
か
詩
と
か
︑
或
は
理
想
と
い
い
美
術

的
と
い
い
︑
美
術
⽣
活
な
ど
と
︑
そ
れ
は
⾒
事
に
物
を
⾔
う
け
れ
ど
︑

其
平
⽣
の
趣
味
好
尚
如
何
と
⾒
る
と
︑
実
に
浅
薄
下
劣
寧
ろ
気
の
毒
な

位
で
あ
る
︑
純
詩
的
な
純
趣
味
的
な
︑
茶
の
湯
が
今
⽇
⾏
わ
れ
な
い
は
︑

⽳
勝
無
理
で
な
い
︑
当
世
⼈
⼠
の
趣
味
と
︑
茶
の
湯
の
趣
味
と
は
︑
其

程
度
の
相
違
が
余
り
に
甚
し
い
か
ら
で
あ
る
︒

今
⽇
の
上
流
社
会
の
邸
宅
を
⾒
よ
︑
何
処
に
も
茶
室
の
⼀
つ
位
は
拵

ら
え
て
あ
る
︑
茶
の
湯
は
今
⽇
に
⾏
わ
れ
て
居
る
と
⼈
は
云
う
で
あ
ろ

う
︑
そ
れ
が
⼤
き
な
間
違
で
あ
る
︑
そ
れ
が
茶
の
湯
と
い
う
も
の
が
︑

世
に
閑
却
さ
れ
る
所
以
で
あ
ろ
う
︑
い
く
ら
茶
室
が
あ
ろ
う
が
︑
茶
器

が
あ
ろ
う
が
︑
抹
茶
を
⽴
て
よ
う
が
︑
そ
ん
な
こ
と
で
茶
趣
味
の
⼀
分

た
り
と
も
解
る
も
の
で
な
い
︑
精
神
的
に
茶
の
湯
の
趣
味
と
い
う
も
の

を
解
し
て
い
な
い
族
に
︑茶
の
端
く
れ
な
り
と
出
来
る
も
の
じ
ゃ
な
い
︑

客
観
的
に
も
主
観
的
に
も
︑
⼀
に
⽈
く
清
潔
⼆
に
⽈
く
整
理
三
に
⽈
く

調
和
四
に
⽈
く
趣
味
此
四
つ
を
経
と
し
⾷
事
を
緯
と
せ
る
詩
的
動
作
︑

即
茶
の
湯
で
あ
る
︑⼀
家
の
⻫
整
家
庭
の
調
和
な
ど
殆
ど
眼
中
に
な
く
︑

さ
ア
と
云
え
ば
待
合
⽈
く
何
館
何
ホ
テ
ル
⽈
く
妾
宅
別
荘
︑
さ
も
な
け

れ
ば
徒
に
名
利
の
念
に
耽
っ
て
居
る
輩
⾦
さ
え
あ
れ
ば
誰
に
も
出
来
る

下
劣
な
娯
楽
︑
こ
れ
を
事
と
す
る
連
中
に
茶
の
湯
の
⼀
分
た
り
と
解
る

べ
き
筈
が
な
い
︑茶
の
湯
な
ど
の
⾯
⽩
味
が
少
し
で
も
解
る
位
な
ら
ば
︑

そ
ん
な
下
等
な
⾺
⿅
ら
し
い
遊
び
が
出
来
る
も
の
で
な
い
︑

故
福
沢
翁
は
⾦
銭
本
能
主
義
の
⼈
で
あ
っ
た
そ
う
だ
が
︑
福
翁
百
話
の

中
に
は
︑
⼈
間
は
何
か
⼀
つ
位
道
楽
が
な
く
て
は
い
け
な
い
︑
碁
で
も

将
棋
で
も
よ
い
︑
な
ん
に
も
芸
も
道
楽
も
な
い
⼈
間
位
始
末
に
お
え
な

い
も
の
は
な
い
と
い
う
よ
う
な
事
を
云
う
て
居
る
︑
さ
す
が
は
福
沢
翁

で
あ
る
︑
⼀
⾯
の
観
察
は
徹
底
し
て
居
る
︑
堕
落
的
下
劣
な
淫
楽
を
事

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

と
す
る
は
︑
趣
味
の
な
い
奴
に
極
っ
て
居
る
の
だ
︒

、
、
、
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

-2-



社
会
問
題
攻
究
論
者
な
ど
は
︑
⼝
を
開
け
ば
官
吏
の
腐
敗
︑
上
流
の

腐
敗
︑
紳
⼠
紳
商
の
下
劣
︑
男
⼥
学
⽣
の
堕
落
を
痛
罵
す
る
も
︑
是
が

救
済
策
に
就
て
は
未
だ
嘗
っ
て
要
領
を
得
た
提
案
が
な
い
︑
彼
等
⼀
般

が
腐
敗
し
つ
つ
あ
る
は
事
実
で
あ
る
︑
併
し
そ
れ
ら
を
救
済
せ
ん
と
な

ら
ば
︑
彼
等
が
ど
う
し
て
相
率
て
堕
落
に
赴
く
か
と
い
う
こ
と
を
考
え

ね
ば
な
ら
ぬ
︑

⼈
間
は
如
何
な
程
度
の
も
の
と
雖
も
︑
娯
楽
を
要
求
す
る
の
で
あ
る
︑

乳
房
に
す
が
る
⾚
児
か
ら
死
に
瀕
せ
る
⽼
⼈
に
⾄
る
ま
で
︑
そ
れ
ぞ
れ

相
当
の
娯
楽
を
要
求
す
る
︑
殆
ど
⾁
体
が
養
分
を
要
求
す
る
の
と
同
じ

で
あ
る
︑
只
資
格
あ
る
社
会
の
⼈
は
其
娯
楽
に
理
想
を
持
っ
て
居
ら
ね

ば
な
ら
ぬ
︑
乍
併
其
理
想
的
娯
楽
即
品
位
あ
る
娯
楽
は
︑
修
養
を
持
っ

て
始
め
て
得
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
︑
単
に
⾦
銭
の
⼒
の
み
で
は
到
底

得
る
こ
と
は
出
来
ぬ
︑

予
を
以
て
⾒
れ
ば
︑
現
時
上
流
社
会
堕
落
の
原
因
は
︑

幸
福
娯
楽
︑
⼈
間
総
て
の
要
求
は
︑
⼒
殊
に
⾦
銭
の
⼒
を
以
て
満
⾜

せ
ら
る
る
も
の
と
︑
浅
薄
な
誤
信
普
及
の
結
果
で
あ
る
︒
澄
む
の
難
く

濁
る
の
易
き
︑
⽔
の
如
き
⼈
間
の
思
潮
は
︑
忽
ち
の
内
に
︑
濁
流
の
⽀

配
す
る
処
と
な
っ
た
︑
所
謂
現
時
の
上
流
社
会
な
る
も
の
が
︑
精
神
的

趣
味
の
修
養
を
⽋
け
る
結
果
︑
品
位
あ
る
娯
楽
を
解
す
る
の
頭
脳
が
な

い
の
で
あ
る
︑
彼
等
が
蕩
々
相
率
ひ
て
︑
浅
薄
下
劣
な
娯
楽
に
耽
る
に

⾄
れ
る
は
勢
の
⾃
然
で
あ
る
︑
堕
落
す
る
が
当
然
で
あ
る
と
云
わ
ね
ば

な
ら
ぬ
︑
憐
む
べ
し
彼
等
と
雖
も
︑
⽣
れ
な
が
ら
の
下
劣
性
あ
る
に
あ

ら
ず
︑
彼
等
の
誤
信
と
怠
慢
と
は
︑
今
⽇
の
不
幸
を
招
い
だ
の
で
時
に

⾃
ら
恥
ず
る
感
あ
る
べ
き
も
︑
始
め
神
の
恵
み
を
疎
に
し
て
︑
下
劣
界

に
迷
⼊
せ
る
彼
等
は
︑
品
性
あ
る
趣
味
に
対
す
れ
ば
︑
却
て
苦
痛
を
感

ず
る
迄
に
堕
落
し
︑
今
に
於
て
悔
ゆ
る
も
如
何
と
も
致
し
難
き
感
あ
る

に
相
違
な
い
︑
さ
り
と
て
娯
楽
な
し
に
は
⽣
存
し
難
き
⼈
間
で
あ
る
以

上
︑
そ
れ
を
知
り
つ
つ
も
お
⼿
の
物
な
る
⾦
銭
の
⼒
に
よ
り
︑
下
劣
浅

薄
な
情
欲
を
満
た
し
て
居
る
の
で
あ
ろ
う
︑
仏
者
の
所
謂
地
獄
に
落
ち

た
と
は
彼
等
の
如
き
境
涯
を
指
す
も
の
で
あ
ろ
う
︑
真
に
憐
む
べ
し
︑

彼
等
は
趣
味
的
形
式
品
格
的
形
式
を
具
備
し
な
が
ら
其
娯
楽
を
味
う
の

資
格
が
な
い
の
で
あ
る
︑
さ
れ
ば
今
彼
等
を
救
済
せ
よ
う
と
な
ら
ば
︑

趣
味
の
光
明
と
修
養
の
価
値
と
を
教
ゆ
る
の
が
唯
⼀
の
⽅
便
で
あ
る
︑

品
位
あ
る
娯
楽
を
茶
の
湯
に
限
る
と
云
う
の
で
は
な
い
︑
⾳
楽
美
術
勿

論
よ
い
︑
盆
栽
園
芸
⼤
に
よ
い
︑
歌
俳
⽂
章
⼤
に
よ
い
︑
碁
で
も
将
棋

で
も
よ
い
︑
修
養
を
持
っ
て
始
め
て
味
い
得
べ
き
芸
術
な
ら
ば
何
で
も

よ
い
︑
只
其
名
⽬
を
弄
ん
で
精
神
を
味
ね
ば
駄
⽬
と
云
う
迄
で
あ
る
︑

予
が
殊
に
茶
の
湯
を
挙
た
の
は
︑
茶
の
湯
が
善
美
な
歴
史
を
持
っ
て
居

る
の
と
︑
⽣
活
に
直
接
で
家
庭
的
で
︑
⼈
間
に
尤
も
普
遍
的
な
⾷
事
を

基
礎
と
し
て
居
る
点
が
︑
最
も
社
会
と
調
和
し
易
い
か
ら
で
あ
る
︑
他

の
品
位
あ
る
多
く
の
芸
術
は
天
才
的
個
⼈
的
に
偏
し
て
︑
衆
と
共
に
す

る
と
い
う
こ
と
が
頗
る
困
難
で
あ
る
か
ら
何
⼈
に
も
楽
む
と
い
う
こ
と

が
出
来
な
い
処
が
あ
る
︑
茶
の
湯
は
奥
に
⾼
遠
の
理
想
を
持
っ
て
居
れ

ど
︑
初
期
に
常
識
的
の
部
分
が
多
く
︑
⼀
の
統
率
者
あ
れ
ば
何
⼈
も
其

娯
楽
を
共
に
す
る
こ
と
が
出
来
る
か
ら
で
あ
る
︒

⼆

欧
洲
⼈
の
⾵
俗
習
慣
に
就
て
︑
段
々
話
を
聞
い
て
⾒
る
と
︑
必
ず
し

も
敬
服
に
価
す
べ
き
良
⾵
許
り
で
も
な
い
様
な
る
が
︑
さ
す
が
に
優
等

⺠
族
じ
ゃ
と
羨
し
く
思
わ
る
る
点
も
多
い
︑
中
に
も
吾
々
の
殊
に
感
嘆

に
堪
え
な
い
の
は
︑
彼
等
が
多
⼤
の
興
味
を
以
て
⽇
常
の
⾷
事
を
楽
む
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点
で
あ
る
︑
そ
れ
が
単
に
個
⼈
の
嗜
好
と
云
う
で
な
く
︑
殆
ど
社
会
⼀

般
の
⾵
習
で
あ
っ
て
︑
其
習
慣
が
⼜
実
に
偉
⼤
な
る
勢
⼒
を
以
て
︑
殆

ど
神
の
命
令
か
の
如
く
に
⾏
わ
れ
つ
つ
あ
る
点
で
あ
る
︒
予
は
未
だ
欧

洲
⼈
に
知
⼈
も
な
く
︑
従
て
彼
等
の
⾷
卓
に
列
し
た
経
験
も
な
い
の
で

其
真
相
を
知
り
居
ら
ぬ
が
︑
種
々
な
⽅
⾯
よ
り
知
り
得
た
る
処
で
は
︑

吾
国
の
茶
の
湯
と
其
精
神
酷
だ
相
似
た
る
を
発
⾒
す
る
の
で
あ
る
︑
そ

れ
は
さ
も
あ
る
べ
き
事
で
あ
ろ
う
︑
何
ぜ
な
れ
ば
同
じ
⾷
事
の
こ
と
で

あ
る
か
ら
其
興
味
的
研
究
の
進
歩
が
︑
遂
に
或
⽅
向
に
類
似
の
成
績
を

⾒
る
に
⾄
る
は
当
然
の
理
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
︑
⽇
本
の
茶
の
湯
は
ど

こ
ま
で
も
賓
主
的
で
あ
る
が
︑
欧
州
⼈
の
は
賓
主
的
に
も
家
庭
的
に
も

⾏
は
れ
て
甚
だ
⾃
然
で
あ
る
︑
⽇
本
の
茶
の
湯
は
特
別
的
で
あ
る
が
欧

洲
⼈
の
は
⽇
常
の
⾵
習
で
あ
る
︑
吾
々
の
特
に
敬
服
感
嘆
に
堪
え
な
い

の
は
其
⽇
常
の
点
と
家
庭
的
な
点
に
あ
る
の
で
あ
る
︑

⼈
間
の
嗜
好
多
端
限
り
な
き
中
に
も
︑
⾷
事
の
趣
味
程
普
遍
的
な
も
の

は
な
い
︑
⼤
⼈
も
⼩
児
も
賢
者
も
智
者
も
苟
も
病
気
な
ら
ざ
る
限
り
如

何
な
る
⼈
と
雖
も
︑
其
興
味
を
頒
つ
こ
と
が
出
来
る
︑
此
最
も
普
遍
的

、
、
、
、
、

な
⾷
事
を
経
と
し
︑
そ
れ
に
附
加
せ
る
各
趣
味
を
緯
と
し
︑
依
て
以
て

、
、
、
、
、
、
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
、
、
、

家
庭
を
統
⼀
し
社
会
に
和
合
の
道
を
計
る
は
︑
真
に
神
の
命
令
と
云
っ

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、

て
も
よ
い
の
で
あ
ろ
う
︒
殊
に
欧
⾵
の
晩
⾷
を
重
ず
る
こ
と
は
深
き
意

、
、
、
、
、
、
、
、
、

味
を
有
す
る
ら
し
い
︑
⽇
中
は
男
⼥
⽼
幼
各
其
為
す
べ
き
事
を
為
し
︑

⼀
⽇
の
終
結
と
し
て
⽤
意
あ
る
晩
⾷
が
⾏
わ
れ
る
︑
そ
れ
ぞ
れ
⾝
分
相

当
な
る
⽤
意
が
あ
る
で
あ
ろ
う
︑
⽇
常
の
こ
と
だ
け
に
仰
⼭
に
失
す
る

よ
う
な
事
も
な
か
ろ
う
︑
⼀
家
必
ず
服
を
整
え
⼼
を
改
め
︑
神
に
感
謝

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
、
、
、

の
礼
を
捧
げ
て
⾷
事
に
就
く
は
︑
如
何
に
趣
味
深
き
事
で
あ
ろ
う
︑
礼

、
、
、
、
、
、

、

儀
と
興
味
と
相
和
し
て
乱
れ
な
い
と
せ
ば
︑
聖
⼈
の
教
と
雖
も
是
に
は

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

過
ぎ
な
い
︑
そ
れ
が
⼀
般
の
⾵
習
と
聞
い
て
は
予
は
其
美
⾵
に
感
嘆
せ

ざ
る
を
得
な
い
︑
始
め
て
此
の
如
き
美
⾵
を
起
せ
る
⼈
は
如
何
な
る
⼤

聖
な
り
し
か
︑
勿
論
⺠
族
の
良
質
に
基
く
も
の
多
か
ら
ん
も
︑
⼜
必
ず

や
先
覚
の
⼈
あ
っ
て
此
美
⾵
の
養
成
普
及
に
勉
め
た
に
相
違
あ
る
ま
い
︑

栽
培
宜
し
き
を
得
れ
ば
必
ず
菓
園
に
美
菓
を
得
る
如
く
︑
以
上
の
如
き

美
⾵
に
依
て
養
わ
れ
た
る
⺠
族
が
︑
遂
に
世
界
に
優
越
せ
る
も
決
し
て

偶
然
で
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
︑
欧
洲
の
今
⽇
あ
る
は
と
云
わ
ば
︑
⼈

は
必
ず
政
体
を
云
々
し
宗
教
を
云
々
し
学
問
を
云
々
す
︑
然
れ
ど
も
思

う
に
是
根
本
問
題
に
は
あ
ら
ず
︑
家
庭
的
美
⾵
は
︑
⼈
と
い
う
も
の
の

、
、
、
、
、
、

、
、
、
、
、
、
、

⾁
体
上
精
神
上
︑
実
に
根
本
問
題
を
解
決
す
る
の
⼒
が
あ
る
︑
其
美
⾵

、
、
、
、
、
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

を
有
せ
る
歌
⼈
に
あ
っ
て
は
︑
此
研
究
や
⾃
覚
は
遠
き
昔
に
於
て
結
了

せ
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
︑
多
く
の
⼈
は
晩
⾷
に
臨
で
必
ず
容
儀
を
整
え
⼥

⼦
の
如
き
は
服
装
を
替
え
て
化
粧
を
な
す
等
形
式
六
つ
か
し
き
を
⾒
て
︑

単
に
⾯
倒
な
る
⾵
習
事
々
し
き
形
式
と
考
え
︑
是
を
軽
視
す
る
の
趣
あ

れ
ど
︑
そ
は
思
わ
ざ
る
も
甚
し
と
云
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
︑
斯
く
式
広
を
確

⽴
し
た
れ
ば
こ
そ
︑
⼒
あ
る
美
⾵
も
成
⽴
っ
て
︑
家
庭
を
統
⼀
し
進
ん

で
社
会
を
⽀
配
す
る
こ
と
も
出
来
た
の
で
あ
る
︑
娯
楽
本
能
主
義
で
礼

、
、
、
、
、
、
、

儀
の
精
神
が
な
け
れ
ば
必
ず
散
漫
に
流
れ
て
⽇
常
の
作
法
と
は
な
ら
ぬ
︑

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

是
に
反
し
礼
儀
を
本
能
と
し
た
娯
楽
の
趣
味
が
少
け
れ
ば
︑
必
ず
⼈
を

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
、
、
、

飽
か
し
め
て
永
続
せ
ぬ
︑
礼
儀
と
娯
楽
と
調
和
宜
し
き
を
得
る
処
に
美

、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

⾵
の
性
命
が
存
す
る
の
で
あ
る
︑
此
精
神
が
茶
の
湯
と
殆
ど
⼀
致
し
て

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

居
る
の
で
あ
る
が
︑
彼
欧
⼈
等
が
そ
れ
を
⽇
常
事
と
し
て
居
る
は
何
と

も
羨
し
い
次
第
で
あ
る
︑
彼
等
が
⾃
ら
優
等
⺠
族
と
称
す
る
も
決
し
て

誇
⾔
で
は
な
い
︑

兎
⾓
精
神
偏
重
の
⾵
あ
る
東
洋
⼈
は
︑
古
来
⾷
事
の
問
題
な
ど
は
甚
だ

軽
視
し
て
居
っ
た
︑
⾷
事
と
家
庭
問
題
⾷
事
と
社
会
問
題
等
に
就
て
何

等
の
研
究
も
な
い
︑
寧
ろ
⾷
事
を
談
ず
る
な
ど
は
︑
⼠
君
⼦
の
恥
ず
る
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処
で
あ
っ
た
︑︵
勿
論
茶
の
湯
の
事
は
別
で
あ
れ
ど
︶
恐
ら
く
は
今
⽇
で

、
、
、
、
、
、
、

も
⼤
問
題
に
な
っ
て
居
る
ま
い
︑
世
⼈
は
⾷
事
の
問
題
と
云
え
ば
衛
⽣

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

上
の
事
に
あ
ら
ざ
れ
ば
︑
美
⾷
の
娯
楽
を
満
⾜
せ
し
む
る
⽬
的
に
過
ぎ

な
い
よ
う
に
思
う
て
居
る
︑近
頃
は
⾷
事
の
問
題
も
頗
る
旺
で
あ
っ
て
︑

家
庭
料
理
と
云
い
⾷
道
楽
と
云
い
︑
随
分
流
⾏
を
極
め
て
い
る
ら
し
い

が
︑
予
は
決
し
て
そ
れ
を
悪
い
と
は
云
わ
ね
ど
︑
此
の
如
き
事
に
熱
⼼

な
る
⼈
々
に
︑
今
⼀
歩
考
を
進
め
ら
れ
た
き
希
望
に
堪
え
な
い
の
で
あ

る
︑

単
に
美
⾷
の
娯
楽
を
満
⾜
せ
し
む
る
こ
と
に
傾
い
て
は
︑
家
庭
問
題
社

会
問
題
と
の
交
渉
が
な
い
訳
に
な
る
︑
勿
論
弦
斎
な
ど
の
⾷
道
楽
と
い

う
ふ
う
に
は
衛
⽣
問
題
も
あ
り
経
済
問
題
も
あ
る
ら
し
い
が
︑
予
の
希

望
は
︑今
少
し
く
⾼
き
精
神
を
以
て
研
究
せ
ら
れ
た
く
思
う
の
で
あ
る
︑

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

美
⾷
は
美
⾷
其
物
に
趣
味
も
利
益
も
あ
る
は
勿
議
で
あ
れ
ど
︑
⾷
事
の
、
、
、

問
題
が
只
美
⾷
の
娯
楽
を
本
能
と
す
る
な
ら
ば
︑
到
底
浅
薄
な
問
題
で

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
、
、
、
、
、
、
、

⼠
君
⼦
の
議
す
べ
き
問
題
で
は
な
い
︒

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

予
の
屡
繰
返
す
如
く
︑
欧
⼈
の
晩
⾷
の
⾵
習
や
⽇
本
の
茶
の
湯
は
美

⾷
が
唯
⼀
の
⽬
的
で
は
な
い
は
誰
れ
も
承
知
し
て
居
よ
う
︑
⼈
間
動
作

の
趣
味
や
案
内
の
装
飾
器
物
の
配
列
や
︑
応
対
話
談
の
興
味
や
︑
薫
⾹

の
趣
味
声
⾳
の
趣
味
相
俟
っ
て
︑
品
格
あ
る
娯
楽
の
間
⾃
然
的
に
偉
⼤

な
感
化
を
得
る
の
で
あ
ろ
う
加
う
る
に
信
仰
の
⼒
と
習
慣
の
⼒
と
之
を

助
け
て
居
る
か
ら
︑
益
々
⼈
を
養
成
す
る
の
機
関
と
な
る
の
で
あ
る
︑

欧
⾵
の
晩
⾷
と
⽇
本
の
茶
の
湯
と
︑
全
然
同
じ
で
な
い
は
云
う
ま
で
も

な
い
が
︑
頗
る
類
似
の
点
が
多
い
と
聞
い
て
︑
仮
り
に
対
照
し
て
云
う

た
ま
で
な
れ
ど
︑
彼
の
特
美
は
家
庭
的
⽇
常
時
な
点
に
あ
る
︑
茶
の
湯

の
特
⻑
は
純
詩
的
な
点
に
あ
る
︑
趣
味
の
点
よ
り
⾒
れ
ば
茶
の
湯
は
実

に
⾼
い
も
の
で
あ
る
︑
家
庭
問
題
社
会
問
題
よ
り
⾒
れ
ば
欧
⼈
の
晩
⾷

⼈
事
は
実
に
美
⾵
で
あ
る
︑
今
⽇
の
茶
の
湯
と
い
う
も
の
固
よ
り
其
弊

に
堪
え
な
い
は
勿
論
な
れ
ど
何
事
に
も
必
ず
弊
は
あ
る
も
の
︑
暫
く
其

弊
を
⾔
わ
ず
し
て
可
︒⼀
⾯
に
は
純
詩
的
な
茶
の
湯
も
勿
論
可
な
れ
ど
︑

⼜
⼀
⾯
に
は
欧
⾵
晩
⾷
の
如
く
︑
⽇
常
の
⼈
事
に
茶
の
湯
の
精
神
を
加

味
し
︑
如
何
な
る
階
級
の
⼈
に
も
如
何
な
る
程
度
の
⼈
に
も
其
興
味
と

感
化
と
を
頒
ち
た
い
も
の
で
あ
る
︑

古
へ
の
茶
の
湯
は
今
⽇
の
如
く
︑
⼈
事
の
特
別
な
も
の
で
は
な
い
︑
世

⼈
の
思
う
如
く
苦
度
々
々
し
き
も
の
で
は
な
い
︑
変
⼿
古
な
も
の
で
は

な
い
︑
⼜
軽
薄
極
ま
る
形
式
を
主
と
し
た
も
の
で
は
な
い
︑
形
の
通
り

の
道
具
が
な
け
れ
ば
出
来
な
い
と
い
う
も
の
で
も
な
い
︑
利
休
は
法
あ、、

る
も
茶
に
あ
ら
ず
法
な
き
も
茶
に
あ
ら
ず
と
云
っ
て
あ
る
位
で
あ
る
︑

、
、
、
、
、
、
、

さ
れ
ば
聊
か
の
⽤
意
だ
に
あ
れ
ば
︑
⽇
常
の
⾷
事
を
茶
の
湯
式
に
す
る

こ
と
は
雑
作
も
な
い
こ
と
で
あ
る
︑
只
今
⽇
の
⽇
本
家
庭
の
如
く
⾷
室

が
な
く
て
は
困
る
︑
台
所
以
外
⾷
堂
と
い
う
も
仰
⼭
な
れ
ど
︑
特
に
会

⾷
の
為
に
作
れ
る
⾷
堂
だ
け
は
︑
ど
う
し
て
も
各
⼾
に
設
け
る
⾵
習
を

起
し
た
い
︑
そ
れ
さ
え
出
来
れ
ば
跡
は
訳
も
な
い
こ
と
で
あ
る
︑
其
装

飾
や
設
備
や
は
各
分
に
応
じ
て
作
れ
ば
却
て
⾯
⽩
い
の
で
あ
ろ
う
︑
そ

れ
は
四
畳
半
の
真
似
な
ど
を
し
て
は
い
か
ぬ
︑
只
何
時
他
⼈
を
迎
え
て

、
、
、
、
、
、
、
、
、

も
礼
儀
と
趣
味
と
を
保
ち
得
る
だ
け
で
よ
い
︑
此
の
如
き
⾵
習
⼀
度
⽴

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

た
ば
︑
些
末
の
形
式
な
ど
は
⾃
然
に
出
来
て
く
る
⼀
貫
せ
る
理
想
に
依

て
家
庭
を
整
へ
家
庭
を
楽
む
は
所
有
⼈
事
の
根
柢
で
あ
る
と
い
う
に
何

⼈
も
異
存
は
あ
る
ま
い
︑
⾷
事
と
い
う
天
則
的
な
⼈
事
を
利
⽤
し
て
そ

れ
に
礼
儀
と
興
味
と
の
調
和
を
得
せ
し
む
る
と
い
う
事
が
家
庭
を
整
へ

家
庭
を
楽
む
に
最
も
適
切
な
る
良
法
で
あ
る
こ
と
は
是
⼜
何
⼈
も
異
存

は
あ
る
ま
い
︑
⼈
或
は
そ
ん
な
こ
と
を
せ
な
く
と
も
︑
家
庭
を
整
え
家

庭
を
楽
む
こ
と
が
出
来
る
と
云
は
ば
︑
予
は
そ
れ
に
反
対
せ
ぬ
別
に
良
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法
が
あ
れ
ば
そ
れ
も
よ
ろ
し
い
か
ら
で
あ
る
︑
併
し
予
は
決
し
て
他
に

良
法
の
あ
る
べ
き
を
信
じ
な
い
︒

三

予
は
こ
う
思
っ
た
こ
と
が
あ
る
︑
茶
⼈
は
愚
⼈
だ
︑
其
証
拠
に
は
素
⼈

に
ロ
ク
な
著
述
が
な
い
︑
茶
⼈
の
作
っ
た
書
物
に
殆
ど
⾒
る
べ
き
も
の

が
な
い
︑
殊
に
名
の
あ
る
茶
⼈
に
は
著
書
と
い
う
も
の
⼀
冊
も
な
い
︑

で
あ
る
か
ら
茶
⼈
と
い
う
も
の
は
愚
⼈
で
あ
る
︑
茶
は
⾯
⽩
い
が
茶
⼈

は
駄
⽬
で
あ
る
︑
利
休
や
宗
旦
は
別
で
あ
る
が
︑
外
の
茶
⼈
に
物
の
解

っ
た
⼈
は
な
い
様
じ
ゃ
︑
こ
う
⼀
筋
に
考
え
た
も
の
で
あ
っ
た
が
︑
今

思
う
と
そ
れ
は
予
の
考
違
で
あ
っ
た
︑
茶
の
湯
は
趣
味
の
綜
合
か
ら
成

⽴
つ
︑
活
た
詩
的
技
芸
で
あ
る
か
ら
︑
其
⼈
を
待
っ
て
始
め
て
︑
現
わ

る
る
も
の
で
︑
記
述
も
議
論
も
出
来
な
い
の
が
当
前
で
あ
る
︑
茶
の
湯

に
⽤
ゆ
る
建
築
露
路
⽊
⽯
器
具
態
度
等
総
て
そ
れ
⾃
⾝
の
総
て
が
趣
味

で
あ
る
︑
配
合
調
和
変
化
等
悉
く
趣
味
の
活
動
で
あ
る
︑
趣
味
と
い
う

も
の
の
解
釈
説
明
が
出
来
な
い
様
に
茶
の
湯
は
決
し
て
説
明
の
出
来
ぬ

も
の
で
あ
る
︑
⾹
を
た
く
と
い
う
て
も
⾹
の
か
お
り
が
⽂
字
の
上
に
顕

わ
れ
な
い
様
な
訳
で
あ
る
︑
若
し
記
述
し
て
⾯
⽩
い
様
な
茶
で
あ
っ
た

ら
︑
そ
れ
は
つ
ま
ら
ぬ
こ
じ
つ
け
理
窟
か
︑
駄
洒
落
に
極
っ
て
居
る
︑

天
候
の
変
化
や
朝
⼣
の
⼈
の
⼼
に
ふ
さ
わ
し
き
器
物
の
取
な
し
や
配
合

調
和
の
間
に
新
意
を
ま
じ
え
︑
古
書
を
賞
し
古
墨
跡
を
味
い
︑
主
客
の

対
話
起
座
の
態
度
等
⼀
に
快
適
を
旨
と
す
る
の
で
あ
る
︑⽬
に
偏
せ
ず
︑

⼝
に
偏
せ
ず
︑
⽿
に
偏
せ
ず
︑
濃
淡
宜
し
き
を
計
り
︑
集
散
度
に
適
す
︑

極
め
て
複
雑
の
趣
味
を
綜
合
し
て
︑
極
め
て
淡
泊
な
雅
会
に
遊
ぶ
が
茶

の
湯
の
精
神
で
あ
る
︑
茶
の
湯
は
⼈
に
⾒
せ
る
の
⼈
に
聴
せ
る
の
と
い

う
技
芸
で
は
な
く
︑
主
⼈
そ
れ
⾃
⾝
客
そ
れ
⾃
⾝
が
趣
味
の
⼀
部
分
と

な
る
の
で
あ
る
︑

何
か
ら
何
ま
で
悉
く
趣
味
の
感
じ
で
満
た
さ
れ
て
居
る
か
ら
︑
塵
⼀
つ

に
も
眼
が
と
ま
る
︑
⼀
つ
落
着
が
悪
く
と
も
気
に
な
る
︑
庭
の
⽯
に
⼟

が
つ
い
た
ま
で
捨
て
て
置
け
な
い
と
い
う
︑
⼼
の
状
態
に
な
る
の
で
あ

る
︑
趣
味
を
感
ず
る
神
経
が
⾮
常
に
過
敏
に
な
る
︑
従
て
⼀
動
⼀
作
に

も
趣
味
を
感
じ
︑
庭
の
掃
除
は
勿
論
︑
⼿
鉢
の
⽔
を
汲
み
替
う
る
に
も

強
烈
に
清
新
を
感
ず
る
の
で
あ
る
︑
客
を
迎
え
て
は
談
話
の
興
を
思
い

客
去
っ
て
は
幽
寂
を
新
に
す
る
︑
秋
の
夜
な
ど
に
な
る
と
興
味
に
刺
激

せ
ら
れ
て
容
易
に
寐
る
こ
と
が
出
来
な
い
︑
故
に
茶
趣
味
あ
る
も
の
に

体
屈
と
い
う
こ
と
は
な
い
︑
極
め
て
細
微
の
事
柄
に
も
趣
味
の
刺
激
を

受
く
る
の
で
あ
る
か
ら
︑
内
⼼
当
に
活
動
し
て
居
る
︑
漫
然
昼
寝
す
る

な
ど
と
い
う
こ
と
は
︑
茶
趣
味
の
⼈
に
断
じ
て
な
い
の
で
あ
る
︑
茶
の

湯
を
単
に
静
閑
な
る
趣
味
と
思
う
な
ど
は
︑
殆
ど
茶
趣
味
に
盲
⽬
な
る

⼈
の
こ
と
で
あ
る
︑
さ
れ
ば
茶
⼈
に
は
閑
と
い
う
事
が
な
く
︑
理
窟
を

考
え
た
り
書
物
を
⾒
た
り
︑
空
想
に
耽
っ
た
り
す
る
様
な
事
は
殆
ど
な

い
︑
そ
れ
で
あ
る
か
ら
著
述
な
ど
の
出
来
る
訳
が
な
い
︑
物
知
り
な
ど

に
は
到
底
な
れ
な
い
の
が
︑
茶
⼈
の
本
来
で
あ
る
︑
さ
れ
ば
著
書
な
ど

あ
る
も
の
で
あ
っ
た
ら
そ
れ
は
必
ず
商
買
茶
⼈
俗
茶
⼈
の
素
⼈
お
ど
し

と
⾒
て
差
⽀
な
い
︑
原
来
趣
味
多
き
⼈
に
は
著
述
な
ど
な
い
が
当
前
で

あ
る
か
も
知
れ
ぬ
︑
芭
蕉
蕪
村
な
ど
あ
れ
だ
け
の
⼈
で
も
殆
ど
著
述
が

な
い
︑
書
物
な
ど
書
い
た
⼈
は
︑
如
何
に
も
物
の
解
っ
た
様
に
︑
う
ま

い
こ
と
を
い
う
て
居
る
が
︑
其
実
趣
味
に
疎
い
が
常
で
あ
る
︑
学
者
に

物
の
解
っ
た
⼈
の
な
い
の
も
同
じ
訳
で
あ
る
︑
太
宰
春
台
な
ど
の
⾺
⿅

加
減
は
殆
ど
お
話
に
な
ら
ん
で
な
い
か
︒
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