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序

日
本
に
茶
道
が
あ
る
よ
う
に
、
喫
茶
の
起
源
で
あ
る
中
国
で
も
、
喫
茶
は
精

神
文
化
と
し
て
の
一
面
を
持
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
私
は
中
国
の
文
学
を
通

し
て
茶
の
精
神
的
意
義
を
探
る
こ
と
に
し
た
。
喫
茶
が
中
国
で
広
く
普
及
し
た

の
は
唐
代
で
あ
る
。
そ
こ
で
、『
全
唐
詩
』
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
「
茶
」
と
い

う
文
字
を
含
む
詩
を
調
べ
て
み
た
と
こ
ろ
、
多
数
の
例
が
挙
が
っ
た
。
中
で
も

一
番
多
数
の
詩
を
作
っ
て
い
た
の
が
、
白
居
易
で
あ
る
。
白
居
易
の
漢
詩
を
研

究
す
る
こ
と
で
、
唐
代
中
国
に
お
け
る
茶
の
精
神
的
意
義
が
見
え
て
く
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

白
居
易
の
詩
は
、
源
氏
物
語
な
ど
の
日
本
文
学
に
影
響
を
与
え
た
と
さ
れ
て

い
る
た
め
か
、
日
本
で
も
た
く
さ
ん
の
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
に
、

白
居
易
の
思
想
を
象
徴
す
る
モ
チ
ー
フ
と
な
っ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
の
研
究

が
あ
る
。
そ
の
も
の
と
は
、
酒
で
あ
り
、
松
で
あ
り
、
水
で
あ
る
。
そ
の
他
た

く
さ
ん
の
例
が
挙
が
っ
て
い
る
が
、
今
の
と
こ
ろ
茶
は
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
。

そ
こ
で
私
は
、
白
居
易
の
詩
の
中
で
の
茶
の
役
割
を
論
じ
よ
う
と
思
う
。

　
　
　

一　

茶
を
含
む
詩
の
分
布

白
居
易
の
「
茶
」
字
を
含
む
詩
は
、
全
部
で
五
十
六
首
あ
る
。
そ
の
中
で
、

「
茶
山
」
と
い
う
地
名
と
し
て
登
場
し
て
い
る
二
首
を
除
い
た
五
十
四
首
が
、

白
居
易
が
茶
を
詠
っ
た
詩
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
詩
に
は
、
一
つ
の
大
き
な
特
徴

が
あ
る
。
そ
れ
は
、
製
作
年
代
に
偏
り
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
、

こ
の
節
で
は
「
茶
」
字
を
含
む
白
居
易
の
詩
を
大
ま
か
に
四
つ
に
分
け
て
見
て

い
こ
う
と
思
う
。
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

江
州
左
遷
以
前
（
～
八
一
五
）
〈
二
首
〉

　
「
麴
生
訪
宿
」（
八
一
二
）「
送
張
山
人
帰
嵩
陽
」（
八
一
四
）

江
州
司
馬
期
（
八
一
五
～
八
一
八
）
〈
十
五
首
〉

「
北
亭
招
客
」（
八
一
五
）「
詠
意
」（
八
一
七
）「
食
後
」（
八
一
七
）「
重

題　

其
二
」
な
ど

杭
州
以
後
（
八
一
八
～
八
四
六
）
〈
三
十
一
首
〉

「
病
假
中
龐
少
尹
携
魚
酒
相
過
」（
八
二
八
）「
不
出
」（
八
三
二
）「
春
盡
日
」

（
八
四
二
）「
東
院
」
な
ど

作
成
年
代
不
明
〈
七
首
〉

白
居
易
の
閑
適
詩
に
お
け
る
茶
の
意
義

粕
　
　
淵
　
　
彩
　
　
花
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「「
蕭
員
外
寄
新
蜀
茶
」」

作
成
年
代
を
見
る
と
、
江
州
に
左
遷
さ
れ
た
八
一
五
年
を
境
に
し
て
、
茶
を

含
む
詩
の
作
成
数
が
大
き
く
増
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
江
州
左
遷
期

は
、
諷
喩
詩
か
ら
閑
適
詩
へ
と
白
居
易
の
関
心
が
移
っ
て
い
く
時
期
で
も
あ
る
。

江
州
期
に
閑
適
詩
を
多
く
作
っ
て
い
く
中
で
、
構
成
す
る
一
つ
の
要
素
に
茶
が

含
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
年
代

の
中
か
ら
い
く
つ
か
漢
詩
を
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
、
詳
細
に
見
て
い
こ
う
。

江
州
左
遷
以
前

送
張
山
人
歸
嵩
陽

黃
昏
慘
慘
天
微
雪　

修
行
坊
西
鼓
聲
絕

張
生
馬
瘦
衣
且
單　

夜
扣
柴
門
與
我
別

愧
君
冒
寒
來
別
我　

為
君
沽
酒
張
燈
火

酒
酣
火
煖
與
君
言　

君
何
入
關
又
出
關

答
云
前
年
偶
下
山　

四
十
餘
月
客
長
安

長
安
古
來
名
利
地　

空
手
無
金
行
路
難

朝
遊
九
城
陌　

肥
馬
香
車
欺
殺
客

暮
宿
五
侯
門　

殘
茶
冷
酒
愁
殺
人

春
明
門　

門
前
便
是
嵩
山
路

幸
有
雲
泉
容
此
身　

明
旦
辭
君
且
歸
去

黃
昏　
慘
慘
と
し
て
天　
微
か
に
雪
ふ
り　

修
行
坊
西　
鼓こ
せ
い聲
絕
ゆ

張
生　
馬
は
瘦
せ
衣
は
且
つ
單ひ
と
へな
り　

夜　
柴
門
を
扣た
た

き
て
我
と
別
る

君
が
寒
を
冒
し
て
來
り
て
我
に
別
る
る
を
愧は

ぢ　

君
が
為
に
酒
を
沽か

ひ
て

燈
火
を
張
る

酒
は
酣
に
し
て
火
は
煖
か
く
君
に
言
ふ　

君
は
何
ぞ
關せ
き

に
入
り
て
又
關
を

出
づ
る
と

答
へ
て
云
ふ
前
年　
偶
々
山
を
下
り　

四
十
餘
月　
長
安
に
客
た
り

長
安
は
古
來
名
利
の
地
に
し
て　

空
手
に
し
て
金
無
け
れ
ば
行
路
は
難
し

朝
に
九
城
の
陌
に
遊
べ
ば　

肥
馬
香
車
は
客
を
欺
殺
す

暮
に
五
侯
の
門
に
宿
す
れ
ば　

殘
茶
冷
酒
は
人
を
愁
殺
す

春
明
門　

門
前
は
便
ち
是
れ
嵩
山
の
路

幸
ひ
に
雲
泉
の
此
の
身
を
容
る
る
有
り　

明
旦　
君
を
辭
し
て
且
に
歸か
へ

り

去
ら
ん
と
す
と

「
送
張
山
人
歸
嵩
陽
」
は
、
張
山
人
が
嵩
陽
に
帰
っ
て
い
く
の
を
見
送
る
感

傷
詩
で
あ
る
。
別
れ
を
惜
し
む
と
共
に
、
煩
雑
な
都
で
あ
る
長
安
を
捨
て
、
山

で
の
隠
遁
生
活
を
選
ぶ
張
山
人
へ
の
憧
憬
が
感
じ
ら
れ
る
。
こ
の
詩
の
中
で
、

茶
は
「
殘
茶
冷
酒
は
人
を
愁
殺
す
」
と
い
う
使
わ
れ
方
を
し
て
い
る
。
残
り
物

の
茶
も
冷
め
た
酒
も
、
長
安
で
歓
迎
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
表
し
て
お
り
、
煩

雑
な
都
で
の
生
活
の
象
徴
で
あ
る
。
こ
の
茶
は
負
の
イ
メ
ー
ジ
を
伴
っ
て
お
り
、

閑
適
と
は
な
ん
の
関
連
も
窺
わ
れ
な
い
。
ま
た
、
も
う
一
首
の
「
麴
生
訪
宿
」

で
は
、
閑
適
詩
と
し
て
の
風
景
の
一
端
を
担
い
な
が
ら
も
、
強
い
満
足
で
は
な

く
、
消
極
的
な
肯
定
を
あ
ら
わ
す
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
江
州
左
遷
以
前
は
茶

と
閑
適
に
強
い
つ
な
が
り
は
見
出
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
で
は
、
江

州
司
馬
期
で
ど
の
よ
う
な
変
化
が
起
き
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

江
州
司
馬
期

　

北
亭
招
客
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疏
散
郡
丞
同
野
客　

幽
閑
官
舍
抵
山
家

春
風
北
戶
千
莖
竹　

晚
日
東
園
一
樹
花

小
醆
吹
醅
嘗
冷
酒　

深
爐
敲
火
炙
新
茶

能
來
盡
日
宮
棋
否　

太
守
知
慵
放
晚
衙

疏
散
な
る
郡
丞
は
野
客
に
同
じ
く　

幽
閑
な
る
官
舍
は
山
家
に
抵も
と

る

春
風　
北
戶　
千せ
ん
け
い莖
の
竹　

晚
日　
東
園　
一
樹
の
花

小
醆　

醅ば
い

を
吹
い
て　
冷
酒
を
嘗
め　

深
爐　
火
を
敲た

た

い
て　
新
茶
を
炙
る

能
く
來
つ
て　
盡
日　
宮き
ゅ
う
き棋
す
る
や
否
や　

太
守　
慵も
の
うき
を
知
っ
て　
晚
衙
を

放は
な

せ
り

江
州
司
馬
期
は
、
江
州
に
左
遷
さ
れ
て
か
ら
異
動
に
な
る
ま
で
の
三
年
間
で

あ
る
。
左
遷
さ
れ
る
こ
と
で
、「
兼
済
」
の
立
場
で
あ
る
官
で
あ
り
な
が
ら
自

由
な
時
間
を
手
に
入
れ
「
独
善
」
に
力
を
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
、

閑
適
を
詠
う
詩
が
こ
れ
以
後
加
速
的
に
増
え
る
こ
と
に
な
る
。
一
方
で
、
政
争

に
巻
き
込
ま
れ
中
央
を
離
れ
て
閑
職
に
就
い
た
こ
と
で
、
積
極
的
に
政
治
の
批

判
を
し
よ
う
と
す
る
諷
喩
詩
は
下
火
と
な
る
。

「
北
亭
招
客
」
は
、
江
州
左
遷
直
後
の
閑
適
詩
の
一
首
で
あ
る
。
の
ん
び
り

と
し
た
江
州
で
の
日
常
と
、
そ
れ
に
対
す
る
満
足
が
詠
わ
れ
て
い
る
。
茶
は

「
小
醆　

醅
を
吹
い
て　
冷
酒
を
嘗
め　

深
爐　
火
を
敲
い
て　
新
茶
を
炙
る
」
と

い
う
形
で
登
場
す
る
。
こ
の
茶
は
、
竹
や
酒
と
共
に
、
江
州
の
官
舎
で
の
閑
適

の
風
景
の
一
端
を
担
っ
て
い
て
、
左
遷
以
前
の
、
貧
し
さ
な
ど
の
負
の
イ
メ
ー

ジ
は
完
全
に
払
拭
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
も
う
一
首
紹
介
し
た
い
。

　
　

食
後　

食
罷
一
覺
睡　

起
來
兩
甌
茶

舉
頭
看
日
影　

已
復
西
南
斜

樂
人
惜
日
促　

憂
人
厭
年
賒

無
憂
無
樂
者　

長
短
任
生
涯

食
罷や

ん
で
一
覺
の
睡
り　

起
き
て
來
れ
ば
兩り

ょ
う
お
う甌の

茶

頭
を
舉
げ
て
日
影
を
看
れ
ば　

已
に
復
た
西
南
に
斜
め
な
り

樂
し
む
人
は
日
の
促は
や

き
を
惜
し
み　

憂
ふ
る
人
は
年
の
賒は
る

か
な
る
を
厭
ふ

憂
ひ
も
無
く
樂
し
み
も
無
き
者
は　

長
短
生
涯
に
任
す

「
食
後
」
は
、
昼
食
後
、
昼
寝
か
ら
起
き
て
感
慨
を
詠
じ
た
詩
で
あ
る
。
憂

い
も
楽
し
み
も
無
い
状
態
と
言
う
の
は
、
ま
さ
に
「
足
る
を
知
り
和
を
保
つ
」

状
態
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
詩
は
閑
適
の
詩
で
あ
る
。
茶
は
「
起
き
て
來
れ

ば
兩
甌
の
茶
」
と
登
場
す
る
。
の
ん
び
り
と
昼
寝
を
し
た
後
に
夕
日
の
中
で
二

杯
の
茶
を
飲
む
と
い
う
情
景
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
情
景
の
中
で
は
、
閑
適

を
象
徴
す
る
「
も
の
」
は
茶
の
み
で
あ
る
。
心
情
描
写
で
閑
適
を
詠
っ
て
い
る

詩
の
中
で
、
閑
適
を
表
す
も
の
と
し
て
茶
の
み
が
登
場
す
る
こ
と
か
ら
、
閑
適

の
思
想
の
中
に
茶
が
根
付
い
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

こ
れ
ら
二
首
の
詩
の
中
で
、
茶
は
閑
適
の
情
景
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。

ま
た
、
こ
の
二
首
以
外
の
江
州
期
の
「
茶
」
字
を
含
む
詩
、
全
て
で
同
じ
こ
と

が
言
え
る
。
江
州
期
を
通
し
て
、
茶
は
閑
適
を
象
徴
す
る
も
の
の
一
つ
と
し
て

根
付
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
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杭
州
以
後

　

山
路
偶
興　

白
居
易

筋
力
未
全
衰　

僕
馬
不
至
弱

又
多
山
水
趣　

心
賞
非
寂
寞

捫
蘿
上
煙
嶺　

蹋
石
穿
雲
壑

谷
鳥
晚
仍
啼　

洞
花
秋
不
落

提
籠
復
攜
榼　

遇
勝
時
停
泊

泉
憩
茶
數
甌　

嵐
行
酒
一
酌

獨
吟
還
獨
嘯　

此
興
殊
未
惡

假
使
在
城
時　

終
年
有
何
樂

筋
力
未
だ
全
く
は
衰
へ
ず　

僕
馬　
至
っ
て
は
弱
か
ら
ず

又
山
水
の
趣
多
く　

心
賞　
寂せ
き
ば
く寞
に
非
ず

蘿ら

を
捫も
ぢ

っ
て
煙
嶺
に
上
り　

石
を
蹋ふ

ん
で
雲う
ん
こ
く壑
を
穿
つ

谷
鳥　
晚
に
も
仍
ほ
啼
き　

洞
花　
秋
に
も
落
ち
ず

籠
を
提
げ
復
た
榼た
る

を
攜
へ　

勝
に
遇
へ
ば
時
に
停
泊
す

泉
に
憩
ふ
茶
數
甌　

嵐
に
行
く
酒
一
酌

獨
り
吟
じ
還
た
獨
り
嘯
す　

此
の
興
殊
ほ
未
だ
惡
し
か
ら
ず

假か

し使
城
に
在
る
時
も　

終
年　
何
の
樂
し
み
有
ら
ん

「
山
路
偶
興
」
は
八
二
二
年
、
杭
州
へ
の
赴
任
中
に
作
ら
れ
た
閑
適
詩
で
あ

る
。
山
水
、
谷
鳥
、
洞
花
な
ど
の
風
景
を
楽
し
み
な
が
ら
、
茶
や
酒
を
傾
け
、

長
安
に
は
無
い
、
閑
静
な
状
況
を
楽
し
ん
で
い
る
。
江
州
で
閑
適
の
モ
チ
ー
フ

の
一
つ
と
し
て
の
茶
と
出
会
っ
た
白
居
易
は
、
異
動
に
な
り
、
江
州
の
地
を
離

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
後
も
茶
を
閑
適
の
文
物
と
し
て
み
な
し
て
い
る
こ
と
が
分

か
る
。

　

東
院　

松
下
軒
廊
竹
下
房　

暖
簷
晴
日
滿
繩
床

淨
名
居
士
經
三
卷　

榮
啟
先
生
琴
一
張

老
去
齒
衰
嫌
橘
醋　

病
來
肺
渴
覺
茶
香

有
時
閑
酌
無
人
伴　

獨
自
騰
騰
入
醉
鄉

松
下
の
軒
廊　
竹
下
の
房　

暖だ
ん
え
ん簷
の
晴
日　
繩
じ
ょ
う
し
ょ
う
牀
に
滿
つ

淨
名
居
士
の
經
三
卷　

榮
啟
先
生
の
琴
一
張

老
い
去
り
齒
衰
へ
て
橘
の
醋す

き
を
嫌
ひ　

病
ひ
來
た
り　
肺
渴
し
て
茶
の

香
ば
し
き
を
覺
ゆ

時
有
り
て
閑
酌
す
れ
ど
も
人
の
伴
ふ
無
く　

獨
り
自
ら
騰
騰
と
し
て
醉
鄉

に
入
る

「
東
院
」
は
、
東
の
書
院
の
情
景
を
述
べ
た
詩
で
あ
る
が
、
詳
細
な
作
成
年

は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
松
と
竹
が
植
わ
っ
て
い
る
屋
敷
で
あ
り
、
渡
り
廊

下
を
持
つ
程
度
の
広
さ
が
あ
っ
て
、
肺
の
病
に
か
か
っ
て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ

か
ら
、
洛
陽
履
道
里
邸
に
居
住
す
る
よ
う
に
な
っ
た
八
二
四
年
（
五
十
三
歳
）

以
降
の
こ
と
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
洛
陽
履
道
里
邸
に
つ
い
て
は
、
埋
田
重
夫
氏

の
『
白
居
易
研
究
―
閑
適
の
詩
想
―
』
の
「
白
居
易
と
家
屋
表
現
」
に
詳
し
く

ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

終
の
住
居
で
あ
る
洛
陽
履
道
里
邸
は
、
白
居
易
の
こ
だ
わ
り
に
満
ち
て
い
る
。

数
多
の
水
景
（
敷
地
の
五
分
の
一
程
度
が
水
辺
の
風
景
に
な
っ
て
い
る
）
と
松

や
竹
な
ど
の
樹
木
が
溢
れ
て
お
り
、
私
的
で
、
心
身
と
も
に
満
足
す
る
こ
と
が
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で
き
る
閑
適
空
間
を
形
作
っ
て
い
る
。
閑
適
の
た
め
の
空
間
の
最
終
形
態
だ
と

い
え
る
だ
ろ
う
。
残
念
な
が
ら
洛
陽
履
道
里
邸
に
は
茶
木
は
植
わ
っ
て
い
な
い

（
少
な
く
と
も
著
作
の
中
で
言
及
さ
れ
て
い
な
い
）
が
、
こ
の
閑
適
の
空
間
の

中
で
茶
を
味
わ
う
詩
は
数
多
く
著
さ
れ
て
い
る
。「
東
院
」
は
そ
の
内
の
一
首

で
あ
る
。
松
や
竹
、
茶
、
酌
（
酒
）
が
閑
適
の
情
景
を
形
作
っ
て
い
る
。

　

春
盡
日

芳
景
銷
殘
暑
氣
生　

感
時
思
事
坐
含
情

無
人
開
口
共
誰
語　

有
酒
回
頭
還
自
傾

醉
對
數
叢
紅
芍
藥　

渴
嘗
一
碗
綠
昌
明

春
歸
似
遣
鶯
留
語　

好
住
林
園
三
兩
聲

芳
景
銷し
ょ
う
ざ
ん
殘
し
て
暑
氣
生
ず　

時
に
感
じ
事
を
思
い
坐
し
て
情
を
含
む

人
無
し
口
を
開
い
て
誰
と
共
に
か
語
ら
ん　

酒
有
り
頭
を
回
ら
し
て
還
た

自
ら
傾
く

醉
ひ
て
は
數す
う

叢そ
う

の
紅
芍
藥
に
對
し　

渴
し
て
は
一
碗
の
綠
昌
明
を
嘗
む

春
歸
り
て
鶯
を
し
て
語
を
留
め
し
む
る
に
似　

好
住　
林
園　
三
兩
聲

「
春
盡
日
」
は
八
四
二
年
の
三
月
末
日
に
、
変
わ
り
ゆ
く
季
節
を
惜
し
ん
で

詠
っ
た
詩
で
あ
る
。「
綠
昌
明
」
と
い
う
の
は
茶
の
銘
柄
の
一
種
で
あ
り
、
酒

や
芍
薬
、
鶯
の
声
と
共
に
情
景
を
作
り
出
し
て
い
る
。
時
節
の
移
り
変
わ
り
を

「
一
人
で
し
み
じ
み
と
」
味
わ
っ
て
い
る
詩
な
の
で
、
こ
の
詩
は
「
完
全
に
私

的
な
空
間
で
、
心
身
と
も
に
満
足
し
て
い
る
境
地
」
を
詠
う
、
つ
ま
り
閑
適
詩

だ
と
い
っ
て
い
い
。
七
十
一
歳
に
な
っ
た
最
晩
年
の
白
居
易
の
閑
適
の
風
景
に

も
、
茶
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。

作
成
年
代
不
明

作
成
年
代
が
不
明
な
七
首
の
漢
詩
は
、「
蕭
員
外
寄
新
蜀
茶
」
を
初
め
と
し

て
、
茶
の
プ
レ
ゼ
ン
ト
に
対
す
る
返
礼
の
詩
が
多
い
。
返
礼
な
の
で
、
贈
ら
れ

た
茶
そ
の
も
の
を
賛
美
し
て
詠
っ
て
い
る
。
味
や
香
り
に
言
及
し
て
い
る
が
、

そ
れ
ら
の
詩
に
観
念
的
要
素
は
含
ま
れ
て
い
な
い
よ
う
な
の
で
、
こ
こ
で
は
省

略
す
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
茶
字
を
含
む
漢
詩
を
年
代
で
分
け
て
分
類
す
る
と
、
江
州

左
遷
を
通
し
て
白
居
易
の
茶
に
対
す
る
印
象
が
が
ら
り
と
変
わ
っ
て
い
る
こ
と

が
分
か
る
。
左
遷
以
前
の
白
居
易
に
と
っ
て
、
茶
と
は
「
閑
」
を
と
り
ま
く
も

の
の
一
つ
で
は
あ
る
が
、
同
時
に
貧
し
さ
や
、
冷
遇
状
態
な
ど
を
連
想
さ
せ
る
、

負
の
イ
メ
ー
ジ
を
含
ん
だ
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
江
州
へ
の
左
遷
を
通
し

て
、
茶
は
閑
適
の
空
間
を
形
作
る
も
の
の
ひ
と
つ
と
し
て
の
地
位
を
確
立
し
た
。

そ
こ
に
そ
れ
ま
で
含
ま
れ
て
い
た
負
の
印
象
は
完
全
に
拭
い
去
ら
れ
、
酒
と
共

に
の
ん
び
り
と
し
た
私
生
活
を
楽
し
む
た
め
の
要
素
の
ひ
と
つ
と
な
っ
た
。

で
は
な
ぜ
、
こ
の
よ
う
な
変
化
が
生
ま
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
私
は
、
そ
の
理

由
の
一
端
に
、
江
州
が
茶
の
産
地
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
と
思
う
。

江
州
は
、
少
な
く
と
も
晋
代
に
は
茶
の
産
地
と
し
て
名
が
知
ら
れ
て
い
た
。
関

剣
平
氏
の
「
茶
の
文
化
地
理
―
魏
晋
南
北
朝
時
代
を
中
心
に
―
」
に
は
「
晋
代

に
な
る
と
、
巴
郡
の
管
轄
地
域
は
江
州
・
墊
江
・
臨
江
・
枳
の
四
つ
の
県
と

な
っ
た
。
そ
の
巴
が
朝
廷
に
献
上
し
た
貢
物
の
な
か
に
は
茶
が
あ
っ
た
。（
※

三
）」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
江
州
で
暮
ら
す
上
で
、
茶
は
、
そ
れ
ま
で

よ
り
も
よ
り
身
近
な
飲
料
と
な
っ
た
だ
ろ
う
。
ま
た
、
初
め
て
中
央
の
政
治
か

ら
離
れ
、
閑
職
に
就
い
た
こ
と
で
時
間
的
・
精
神
的
ゆ
と
り
が
で
き
、
閑
適
の

思
想
は
江
州
で
発
展
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
そ
の
際
に
、
身
近
な
飲
料
・
風
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景
（
茶
木
と
し
て
）
で
あ
っ
た
こ
と
で
、
茶
は
閑
適
空
間
を
形
作
る
も
の
の
一

つ
に
加
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
風
景
と
し
て
の
茶
木
に
つ

い
て
は
、
次
節
「
廬
山
草
堂
と
茶
」
で
詳
し
く
述
べ
た
い
。

江
州
期
を
通
し
て
、
茶
は
閑
適
を
彩
る
も
の
の
ひ
と
つ
と
な
っ
た
。
そ
し
て

そ
れ
は
、
江
州
か
ら
異
動
に
な
っ
て
も
変
わ
ら
な
か
っ
た
。
杭
州
期
以
後
の
詩

で
見
た
よ
う
に
、
江
州
を
離
れ
て
か
ら
も
、
閑
適
の
詩
に
は
相
変
わ
ら
ず
茶
が

登
場
し
続
け
た
。
そ
れ
は
生
涯
を
通
し
て
変
わ
る
こ
と
な
く
、
洛
陽
履
道
里
邸

と
い
う
閑
適
を
体
現
す
る
空
間
を
手
に
入
れ
て
か
ら
も
、
茶
は
閑
適
を
あ
ら
わ

す
要
素
の
一
つ
と
し
て
残
り
続
け
た
。
よ
っ
て
白
居
易
は
、
江
州
で
閑
適
と
し

て
の
茶
に
出
会
い
、
そ
の
後
生
涯
を
通
し
て
閑
適
を
味
わ
う
要
素
の
一
つ
と
し

て
茶
を
捉
え
て
い
た
。

　
　
　

二　

廬
山
草
堂
と
茶

白
居
易
は
、
江
州
滞
在
中
の
元
和
十
二
年
（
八
一
七
）
年
に
廬
山
草
堂
を
建

築
し
て
い
る
。
廬
山
と
は
、
江
州
に
あ
る
南
中
国
有
数
の
景
勝
地
で
あ
り
、
遺

愛
寺
な
ど
数
多
の
仏
寺
が
林
立
し
て
い
る
。
こ
の
地
に
建
て
た
草
堂
は
、
白
居

易
に
と
っ
て
初
め
て
の
「
完
全
な
私
的
空
間
」
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
こ
の

草
堂
に
は
「
独
善
」「
知
足
」
の
観
念
を
追
い
求
め
、「
閑
適
」
を
実
現
す
る
空

間
と
す
べ
く
整
え
ら
れ
て
い
る
。
草
堂
の
詳
細
を
論
じ
る
た
め
、
ま
ず
は
草
堂

完
成
時
に
書
か
れ
た
「
草
堂
記
」
を
ま
と
め
て
み
た
い
。

①　

建
設
理
由

元
和
十
一
年
秋
、
太
原
人
白
樂
天
、
見
而
愛
之
、
若
遠
行
客
過
故
鄉
、
戀
戀
不

能
去
。
因
面
峯
腋
寺
作
為
草
堂
。

元
和
十
一
年
秋
、
太
原
の
人
の
白
樂
天
、
見
て
之
を
愛
す
る
こ
と
、
遠
行
の
客

の
故
鄉
を
過
り
、
戀れ
ん
れ
ん戀
と
し
て
去
る
能
は
ざ
る
が
若
し
。
因
つ
て
峯
に
面
し
寺

を
腋わ
き

に
し
て
草
堂
を
作
為
す
。

②　

草
堂
の
外
観
・
内
装

三
間
兩
柱
、
二
室
四
牖
、
廣
袤
豊
殺
、
一
稱
心
力
。
洞
北
戶
、
來
陰
風
防
徂
暑

也
。
敞
南
甍
、
納
陽
日
虞
祁
寒
也
。
木
斬
而
已
、
不
加
丹
。
墻
圬
而
已
、
不
加

白
。
墄
階
用
石
、
羃
窗
用
紙
、
竹
簾
・
紵
幃
、
率
稱
是
焉
。
堂
中
設
木
榻
四
、

素
屏
二
、
漆
琴
一
張
、
儒
・
道
・
佛
書
各
三
兩
卷
。

三
間
兩
柱
、
二
室
四し
ゆ
う牖
、
廣こ
う
ぼ
う
ほ
う
さ
つ

袤
豊
殺
、
一
に
心
力
に
稱
ふ
。
洞
北
戶
、
陰
風
を

來
た
ら
し
め
て
徂
暑
を
防
げ
ば
な
り
。
南
の
甍
を
敞た
か

く
す
る
は
、
陽
日
を
納
れ

て
祁
寒
を
虞
れ
ば
な
り
。
木
は
斬
る
の
み
に
し
て
、
丹
を
加
へ
ず
。
墻し
ょ
うは

圬ぬ

る

の
み
に
し
て
、
白
を
加
へ
ず
。
墄そ
く

階か
い

は
石
を
用
ひ
、
羃べ
き
そ
う窗
は
紙
を
用
ひ
、
竹
の

簾
・
紵
の
幃
は
、
率
ね
是
に
稱
ふ
。
堂
中
に
は
木
榻
四
、
素
屏
二
、
漆
琴
一
張
、

儒
・
道
・
佛
書
各
三
兩
卷
を
設
く
。

③　

草
堂
を
取
り
巻
く
環
境

是
居
也
、
前
有
平
地
、
輪
廣
十
丈
、
中
有
平
臺
、
半
平
地
。
臺
南
有
方
池
倍
平

臺
。
環
池
多
山
竹
野
卉
、
池
中
生
白
蓮
白
魚
。
又
南
抵
石
澗
、
夾
澗
有
古
松
老

杉
、
大
僅
十
人
圍
、
高
不
知
幾
百
尺
。
修
柯
戛
雲
、
低
枝
拂
潭
、
如
幢
豎
、
如

蓋
張
、
如
龍
蛇
走
。
松
下
多
灌
叢
、
蘿
蔦
葉
蔓
、
駢
織
承
翳
、
日
月
光
不
到
地
、

盛
夏
風
氣
如
八
九
月
時
。
下
鋪
白
石
、
為
出
入
道
。
堂
北
五
步
、
據
層
崖
積
石
、

嵌
空
垤
塊
、
雜
木
異
草
、
蓋
覆
其
上
。
綠
陰
蒙
蒙
、
朱
實
離
離
、
不
識
其
名
、

四
時
一
色
。
又
有
飛
泉
植
茗
、
就
以
烹
燀
、
好
事
者
見
、
可
以
銷
永
日
。
堂
東



― ―129

有
瀑
布
、
水
懸
三
尺
、
瀉
階
隅
、
落
石
渠
、
昏
曉
如
練
色
、
夜
中
如
環
珮
琴
筑

聲
。
堂
西
倚
北
崖
右
趾
，
以
剖
竹
架
空
、
引
崖
上
泉
、
脈
分
線
懸
、
自
檐
注
砌
、

累
累
如
貫
珠
、
霏
微
如
雨
露
、
滴
瀝
飄
灑
、
隨
風
遠
去
。
其
四
傍
耳
目
杖
屨
可

及
者
、
春
有
錦
繡
谷
花
、
夏
有
石
門
澗
雲
、
秋
有
虎
溪
月
、
冬
有
爐
峰
雪
、
陰

晴
顯
晦
、
昏
旦
含
吐
、
千
變
萬
狀
、
不
可
殫
紀
、
覼
縷
而
言
。
故
云
甲
廬
山
者
。

是
の
居
や
、
前
に
平
地
有
り
、
輪
廣
十
丈
、
中
に
平へ
い
だ
い臺
有
り
、
平
地
に
半
ば
す
。

臺
の
南
に
方
池
有
り
平
臺
に
倍
す
。
池
を
環
っ
て
山
竹
・
野
卉
多
く
、
池
中
に

白
蓮
・
白
魚
を
生
ず
。
又
南
の
か
た
石
澗
に
抵
り
て
は
、
澗
を
夾は
さ

み
て
古
松
・

老
杉
有
り
、
大
き
さ
は
十
人
の
圍
に
僅す
く
なく
、
高
さ
は
幾
百
尺
な
る
か
を
知
ら
ず
。

修
柯
は
雲
を
戛ほ
こ

り
、
低
枝
は
潭
を
拂
ひ
、
幢は
た

の
豎た

つ
が
如
く
、
蓋
の
張
る
が
如

く
、
龍
蛇
の
走
る
が
如
し
。
松
下
に
灌か
ん

叢そ
う

多
く
、
蘿ら

蔦て
う

の
葉
蔓
は
、
駢
織
承
翳

し
、
日
月
の
光
も
地
に
到
ら
ず
、
盛
夏
の
風
氣
も
八
九
月
の
時
の
如
し
。
下
に

は
白
石
を
鋪
き
て
、
出
入
の
道
と
為
す
。
堂
北
五
步
、
層
崖
・
積
石
・
嵌
空
・

垤
塊
に
據
り
て
、
雜
木
異
草
、
其
の
上
を
蓋
覆
す
。
綠
陰
蒙
蒙
、
朱
實
離
離
、

其
の
名
を
識
ら
ず
、
四
時
一
色
な
り
。
又
飛
泉
有
り
て
茗
を
植
え
、
就
き
て
以

て
烹
燀
す
。
好
事
者
見
て
、
以
て
永
日
を
銷
す
べ
し
。
堂
の
東
に
瀑
布
有
り
、

水
懸
か
る
こ
と
三
尺
、
階
の
隅
に
瀉そ
そ

ぎ
、
石
渠
に
落
ち
、
昏
曉
に
は
練
の
色
の

如
く
、
夜
中
は
環か
ん
は
い珮
・
琴
筑
の
聲
の
如
し
。
堂
西
は
北
崖
の
右
趾
に
倚よ

り
，
剖

竹
を
以
っ
て
空
に
架
し
、
崖
上
の
泉
を
引
き
、
脈
分
線
懸
、
檐た
ん

よ
り
砌せ
い

に
注
ぎ
、

累
累
と
し
て
貫
珠
の
如
く
、
霏
微
と
し
て
雨
露
の
ご
と
し
。
滴
瀝
飄へ
う
れ
い灑
と
し
て
、

風
に
隨
っ
て
遠
く
去
る
。
其
の
四
傍
、
耳
・
目
・
杖
の
屨
し
ば
及
ぶ
可
き
者
は
、

春
に
は
錦
繡
谷
の
花
有
り
、
夏
に
は
石
門
澗
の
雲
有
り
、
秋
に
は
虎
溪
の
月
有

り
、
冬
に
は
爐
峰
の
雪
有
り
。
陰
晴
に
顯
晦
し
、
昏
旦
に
含
吐
し
、
千
變
萬
狀
、

殫こ
と
ご
とく
紀し
る

し
、
覼ら

る縷
し
て
言
ふ
べ
か
ら
ず
。
故
に
廬
山
に
甲
た
る
者
と
云
ふ
。

④　

落
成
式

時
三
月
二
十
七
日
、
始
居
新
堂
、
四
月
九
日
、
與
河
南
元
集
虛
、
范
陽
張
允
中
、

南
陽
張
深
之
、
東
西
二
林
寺
長
老
湊
公
、
朗
、
滿
、
晦
、
堅
等
凡
二
十
有
二
人
、

具
齋
施
茶
果
以
落
之
。
因
為
草
堂
記
。

時
に
三
月
二
十
七
日
、
始
め
て
新
堂
に
居
り
。
四
月
九
日
、
河
南
の
元
集
虛
、

范
陽
の
張
允
中
、
南
陽
の
張
深
之
、
東
西
二
林
寺
の
長
老
湊
公
、
朗
、
滿
、
晦
、

堅け
ん

ら
凡
そ
二
十
有
二
人
と
、
齋
を
具
へ
茶
果
を
施
し
て
以
て
之
を
落
す
。
因
つ

て
草
堂
記
を
為
る
。

さ
て
、
草
堂
の
作
り
に
つ
い
て
分
か
る
「
草
堂
記
」
の
文
章
は
、
内
容
に
照

ら
し
て
四
段
落
に
分
け
ら
れ
る
。
草
堂
の
作
成
理
由
は
、
①
に
あ
る
よ
う
に
廬

山
の
風
景
に
心
を
奪
わ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
美
麗
な
廬
山
の
地

に
建
て
た
草
堂
の
詳
細
が
②
と
③
で
描
か
れ
て
い
る
。
草
堂
自
体
は
、
か
な
り

簡
素
で
実
用
的
に
作
ら
れ
て
い
る
。
柱
を
朱
塗
り
に
せ
ず
、
壁
も
漆
喰
で
塗
ら

な
い
土
壁
で
、
戸
口
や
屋
根
の
高
さ
も
過
ご
し
や
す
さ
を
優
先
し
て
い
る
こ
と

が
②
か
ら
分
か
る
。
家
の
中
に
あ
る
儒
教
・
仏
教
・
道
教
の
経
典
は
、
閑
適
の

観
念
を
形
作
る
根
源
の
思
想
で
あ
る
。
ま
た
、
③
か
ら
読
み
取
れ
る
草
堂
を
取

り
巻
く
環
境
の
中
に
は
、
閑
適
の
空
間
を
象
徴
す
る
事
物
が
た
く
さ
ん
あ
ら
わ

れ
る
。
ま
ず
、
水
景
で
あ
る
。
平
地
と
同
じ
広
さ
の
「
池
」
が
あ
り
、
そ
の
中

に
は
「
白
蓮
」
が
咲
き
「
白
い
」
魚
が
泳
い
で
い
る
。
こ
ん
こ
ん
と
水
が
湧
く

「
泉
」
が
あ
り
、
近
く
に
茶
の
木
が
植
わ
っ
て
い
る
。
草
堂
の
東
に
は
「
滝
」

が
あ
り
、
ま
た
崖
の
上
の
泉
か
ら
水
を
引
い
て
き
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
水
景
は

目
と
耳
と
を
楽
し
ま
せ
る
、
大
切
な
閑
適
の
要
素
で
あ
る
。
次
に
、
植
物
で
あ

る
。
池
の
周
り
に
は
「
竹
」
が
植
え
ら
れ
、
枯
れ
た
谷
川
の
向
こ
う
に
は
巨
大
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な
「
松
」
と
杉
の
木
が
聳
え
て
い
る
。
泉
の
そ
ば
の
「
茶
の
木
」
か
ら
は
葉
を

摘
ん
で
す
ぐ
に
茶
を
飲
む
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
植
物
も
、
閑
適
の
要
素
と

し
て
挙
げ
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
草
堂
は
全
体
を
通
し
て
「
閑
適
」
な
生
活
の
た
め
の
空
間
を

形
作
る
要
素
で
溢
れ
て
い
る
。
そ
の
中
に
「
茶
」
が
含
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、

草
堂
建
設
時
に
は
「
茶
」
が
し
っ
か
り
と
閑
適
の
観
念
に
根
付
い
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
一
方
で
、
白
居
易
の
著
作
全
体
を
通
し
て
よ
く
登
場
す
る
も
の
の
、

こ
の
「
草
堂
記
」
に
は
あ
ら
わ
れ
て
い
な
い
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
「
酒
」
で

あ
る
。
白
居
易
は
酒
好
き
で
、
酒
を
詠
っ
た
詩
を
千
首
以
上
残
し
て
い
る
。
閑

適
の
文
学
の
中
に
も
登
場
す
る
こ
と
が
多
く
、
特
に
茶
が
含
ま
れ
る
も
の
に
は

酒
も
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
こ
の
草
堂
記
で
も
、
④
の
落
成
式
の
祝
い

の
席
で
、
酒
も
登
場
し
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
何
故
、「
草
堂
記
」
に
は

酒
が
一
度
も
出
て
こ
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
疑
問
を
解
決
す
る
た
め
、
草
堂

で
作
ら
れ
た
詩
を
二
首
見
て
い
き
た
い
。

　

重
題　

其
二　

長
松
樹
下
小
溪
頭　

班
鹿
胎
巾
白
布
裘

藥
圃
茶
園
為
產
業　

野
麋
林
鶴
是
交
遊

雲
生
澗
戶
衣
裳
潤　

嵐
隱
山
廚
火
燭
幽

最
愛
一
泉
新
引
得　

清
冷
屈
曲
繞
階
流

長
松
樹
下　
小
溪
の
頭　

班
鹿
胎
の
巾　
白
布
の
裘

藥
圃　
茶
園　
產
業
と
為
し　

野
麋　
林
鶴　
是
れ
交
遊

雲
は
澗か
ん
こ戶
に
生
じ
て　
衣
裳
潤
ひ　

嵐
は
山さ
ん
ち
ゅ
う廚
を
隱
し
て　
火
燭　
幽
か
な

り

最
も
愛
す　
一
泉
新
た
に
引
き
得
て　

清
冷　
屈
曲　
階
を
繞め
ぐ

り
て
流
る
る

を
　

香
鑪
峰
下
新
置
草
堂
即
事
詠
懷
題
於
石
上　

香
鑪
峯
北
面　

遺
愛
寺
西
偏

白
石
何
鑿
鑿　

清
流
亦
潺
潺

有
松
數
十
株　

有
竹
千
餘
竿

松
張
翠
繖
蓋　

竹
倚
青
琅
玕

其
下
無
人
居　

惜
哉
多
歲
年

有
時
聚
猿
鳥　

終
日
空
風
煙

時
有
沈
冥
子　

姓
白
字
樂
天

平
生
無
所
好　

見
此
心
依
然

如
獲
終
老
地　

忽
乎
不
知
還

架
巖
結
茅
宇　

斲
壑
開
茶
園

何
以
洗
我
耳　

屋
頭
落
飛
泉

何
以
淨
我
眼　

砌
下
生
白
蓮

左
手
攜
一
壺　

右
手
挈
五
弦

傲
然
意
自
足　

箕
踞
於
其
閑

興
酣
仰
天
歌　

歌
中
聊
寄
言

言
我
本
野
夫　

誤
為
世
網
牽

時
來
昔
捧
日　

老
去
今
歸
山

倦
鳥
得
茂
樹　

涸
魚
返
清
源

捨
此
欲
焉
往　

人
間
多
險
艱

香
鑪
峯
の
北
面　

遺
愛
寺
の
西
偏
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白
石　
何
ぞ
鑿さ
く

鑿さ
く

た
る　

清
流　
亦
た
潺ぜ
ん
ぜ
ん潺
た
り

松
有
り
數
十
株　

竹
有
り
千
餘
竿

松
は
翠
の
繖き
ぬ

蓋が
さ

を
張
り　

竹
は
青
き
琅ろ
う
か
ん玕
を
倚
す

其
の
下　
人
の
居
る
無
し　

惜
し
い
か
な
多
歲
の
年

時
有
り
て
猿
鳥
を
聚あ
つ

め　

終
日
風
煙
を
空
し
う
す

時
に
沈
冥
の
子
有
り　

姓
は
白　
字
は
樂
天

平
生
好
む
所
無
く　

此
を
見
て
心
依
然
た
り

終
老
の
地
を
獲
た
る
が
如
く　

忽
乎
と
し
て
還
る
を
知
ら
ず

巖
に
架
し
て
茅ば
う
う宇
を
結
び　

壑
を
斲け

ず

り
て
茶
園
を
開
く

何
を
以
て
我
が
耳
を
洗
ふ　

屋
頭
に
飛
泉
落
つ

何
を
以
て
我
が
眼
を
淨
む　

砌せ
い
か下
に
白
蓮
生
ず

左
手
に
一
壺
を
攜
へ　

右
手
に
五
弦
を
挈ひ
っ
さぐ

傲
然
と
し
て
意
自
ら
足
り　

其
閑
に
箕き
き
ょ踞
す

興
酣
に
し
て
天
を
仰
い
で
歌
ふ　

歌
中
に
聊
か
言
を
寄
す

言
ふ
我
は
本
野
夫
な
り　

誤
つ
て
世
網
の
牽
く
と
こ
ろ
と
為
る

時
來
り
て
昔　
日
を
捧
げ　

老
い
去
つ
て
今
山
に
歸
る

倦
鳥　
茂
樹
を
得　

涸
魚　
清
源
に
返
る

此
を
捨
て
て
焉
く
に
往
か
ん
と
欲
す
る　

人
間　
險
艱
多
し

「
重
題　

其
二
」
は
廬
山
草
堂
で
の
閑
適
生
活
を
詠
っ
た
詩
で
あ
る
。「
藥
圃 

茶
園　
產
業
と
為
し
」
と
あ
る
よ
う
に
、
白
居
易
が
草
堂
の
近
く
に
茶
畑
を
持
っ

て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、「
香
鑪
峰
下
新
置
草
堂
即
事
詠
懷
題
於
石
上
」

に
も
、「
壑
を
斲
り
て
茶
園
を
開
く
」
と
あ
る
。
谷
を
切
り
開
い
て
茶
畑
を
作
っ

て
い
る
よ
う
な
の
で
、「
草
堂
記
」
に
か
か
れ
て
い
た
谷
川
の
近
く
だ
ろ
う
か
。

つ
ま
り
、「
草
堂
記
」
に
記
述
が
あ
っ
た
泉
の
そ
ば
の
茶
の
樹
と
、
こ
れ
ら
二

首
に
あ
る
茶
園
の
二
箇
所
に
茶
の
木
が
植
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

一
方
で
、
酒
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。「
重
題　

其
二
」
に
は
「
酒
」
や
「
酔
」

な
ど
の
酒
を
表
す
語
は
ま
っ
た
く
で
て
こ
な
い
。「
香
鑪
峰
下
新
置
草
堂
即
事

詠
懷
題
於
石
上
」
に
は
か
ろ
う
じ
て
「
左
手
に
一
壺
を
攜
へ　

右
手
に
五
弦
を

挈
ぐ
」
と
い
う
記
述
が
あ
り
、
こ
の
壷
に
酒
が
入
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
が
、
登

場
す
る
聯
は
茶
の
ほ
う
が
早
い
。
ま
た
、「
香
鑪
峰
下
新
置
草
堂
即
事
詠
懷
題

於
石
上
」
に
登
場
す
る
閑
適
空
間
を
形
作
る
も
の
を
順
に
並
べ
る
と
、
①
「
白

い
」
石
と
流
水
②
松
と
竹
③
草
堂
と
茶
園
④
泉
⑤
白
蓮
⑥
酒
と
琴
と
な
っ
て
い

る
。
前
半
に
水
景
、
松
、
竹
が
来
て
い
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
閑
適
と
し
て

の
要
素
が
強
い
順
に
並
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
す
る
と
、
廬

山
草
堂
に
お
い
て
は
、
閑
適
空
間
を
形
作
る
も
の
と
し
て
か
な
り
強
い
地
位
に

茶
が
来
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
酒
も
閑
適
と
し
て
の
要
素
は
と
て
も
強
い
が
、

廬
山
草
堂
に
お
い
て
は
、
茶
の
ほ
う
が
先
に
連
想
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か

る
。「

草
堂
記
」「
重
題　

其
二
」「
香
鑪
峰
下
新
置
草
堂
即
事
詠
懷
題
於
石
上
」

を
並
べ
て
み
る
事
で
、
廬
山
草
堂
に
は
茶
園
が
あ
り
、
そ
れ
は
閑
適
空
間
の
一

要
素
と
し
て
詠
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
前
節
で
論
じ
た
、
江
州
期
以

後
に
茶
詩
が
増
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
、
茶
の
産
地
、
江
州
で
暮
ら
す
こ
と

に
な
り
、
茶
が
よ
り
身
近
な
も
の
に
な
っ
た
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
草
堂
と
い

う
閑
適
空
間
の
一
要
素
と
し
て
茶
の
木
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
理
由
に
挙
げ

ら
れ
る
だ
ろ
う
。
草
堂
以
降
、
白
居
易
は
異
動
に
伴
い
住
居
を
転
々
と
す
る
が
、

ど
の
住
居
に
も
茶
の
木
が
植
え
ら
れ
て
い
た
と
い
う
記
録
は
な
い
。
そ
れ
は
つ

ま
り
、「
茶
の
木
＝
廬
山
草
堂
」
と
い
う
連
想
が
江
州
期
以
後
白
居
易
の
中
に

生
ま
れ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
だ
の
飲
料
と
し
て
で
は
な
く
、

閑
適
の
原
風
景
の
中
に
茶
が
含
ま
れ
た
か
ら
こ
そ
、
白
居
易
の
閑
適
詩
に
茶
が
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含
ま
れ
る
こ
と
が
増
え
た
の
で
あ
る
。

　
　
　

三　

閑
適
と
茶

第
一
節
・
第
二
節
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
白
居
易
は
、
茶
を
閑
適
の
空
間

の
一
要
素
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
江
州
司
馬
期
に
、
特
産
で
あ
る
茶
を
飲
み
、

ま
た
草
堂
で
茶
木
を
育
て
る
こ
と
で
、
茶
が
よ
り
身
近
な
も
の
と
な
っ
た
。
そ

し
て
、
江
州
期
は
諷
喩
詩
か
ら
閑
適
詩
へ
と
重
き
を
置
く
観
念
が
移
り
変
わ
っ

て
い
く
時
期
で
も
あ
る
の
で
、
比
重
を
増
し
た
閑
適
詩
と
茶
が
強
く
結
び
つ
く

よ
う
に
な
っ
た
。

さ
て
、
次
の
詩
を
見
て
も
ら
い
た
い
。

　

詠
意

常
聞
南
華
經　

巧
勞
智
憂
愁

不
如
無
能
者　

飽
食
但
遨
遊

平
生
慕
此
道　

今
日
近
此
流

自
來
潯
陽
郡　

四
序
忽
已
周

不
分
物
黑
白　

但
與
時
沈
浮

朝
飡
夕
安
寢　

用
是
為
身
謀

此
外
即
閑
放　

時
尋
山
水
幽

春
遊
慧
遠
寺　

秋
上
庾
公
樓

或
吟
詩
一
章　

或
飲
茶
一
甌

身
心
一
無
繫　

浩
浩
如
虛
舟

富
貴
亦
有
苦　

苦
在
心
危
憂

貧
賤
亦
有
樂　

樂
在
身
自
由

常
て
南
華
の
經
を
聞
く
に
、
巧
み
な
る
は
勞
し
智
あ
る
は
憂
愁
す

如
か
ず
無
能
の
者
の
、
飽
食
し
て
但
だ
遨
遊
す
る
に

平
生
此
の
道
を
慕
ひ
、
今
日
此
の
流
に
近
し

潯
陽
郡
に
來
り
て
よ
り
、
四
序
忽
ち
已
に
周
る

物
の
黑
白
を
分
か
た
ず
、
但
だ
時
と
沈
浮
す

朝
に
飡
ら
ひ
夕
べ
に
安
寢
し
、
是
を
用
て
身
の
為
に
謀
る

此
の
外
即
ち
閑
放
、
時
に
山
水
の
幽
を
尋
ぬ

春
は
慧
遠
の
寺
に
遊
び
、
秋
は
庾
公
が
樓
に
上
る

或
い
は
詩
一
章
を
吟
じ
、
或
い
は
茶
一
甌
を
飲
む

身
心
一
も
繫
が
る
る
無
く
、
浩
浩
と
し
て
虛
舟
の
如
し

富
貴
も
亦
た
苦
有
り
、
苦
は
心
の
危
憂
に
在
り

貧
賤
も
亦
た
樂
有
り
、
樂
は
身
の
自
由
に
在
り

「
詠
意
」
は
、
仏
教
の
説
法
を
冒
頭
に
お
き
、
身
分
の
高
低
で
は
な
く
自
由

な
こ
と
に
楽
し
み
が
あ
る
と
す
る
閑
適
詩
で
あ
る
。
こ
の
詩
に
は
、
茶
は
「
或

吟
詩
一
章　

或
飲
茶
一
甌
（
或
い
は
詩
一
章
を
吟
じ
、
或
い
は
茶
一
甌
を
飲

む
）」
と
い
う
形
で
登
場
す
る
。
白
居
易
の
詩
に
は
、
こ
の
句
と
類
似
す
る
句

を
含
ん
だ
詩
が
三
首
あ
る
。
一
首
目
は
「
首
夏
病
間
」
で
、「
或
飲
一
甌
茗
，

或
吟
兩
句
詩
。（
或
い
は
一
甌
の
茗
を
飲
み
，
或
い
は
兩
句
の
詩
を
吟
ず
。）」

と
い
う
句
で
あ
る
。「
茗
」
と
は
茶
の
こ
と
を
指
す
。
二
首
目
は
「
偶
作
二
首
」

の
其
二
で
、「
或
飲
茶
一
醆
，
或
吟
詩
一
章
（
或
い
は
茶
一
醆
を
飲
み
，
或
い

は
詩
一
章
を
吟
ず
）」
と
な
っ
て
い
る
。
三
首
目
は
「
池
上
篇
」
で
、「
時
飲
一

杯
，
或
吟
一
篇
（
時
に
一
杯
を
飲
み
，
或
い
は
一
篇
を
吟
ず
）」
で
あ
る
。
こ

の
場
合
の
「
飲
む
」
も
の
は
茶
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
四
首
に
共
通
す
る
こ
と
は
、
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全
て
閑
適
を
詠
っ
た
詩
で
あ
る
こ
と
と
、「
或
吟
」
と
い
う
言
葉
が
入
っ
て
い

る
こ
と
、
茶
を
飲
み
な
が
ら
詩
を
作
る
と
い
う
同
じ
意
味
で
あ
る
と
い
う
こ
と

の
三
つ
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
四
首
以
外
に
「
或
吟
」
と
い
う
言
葉
が
入
っ
て

い
る
白
居
易
の
詩
は
存
在
し
な
い
。
そ
こ
で
、
数
は
少
な
い
も
の
の
、
こ
の
「
或

飲
茶
…
…
或
吟
詩
…
…
」（
逆
も
可
）
は
白
居
易
の
中
で
定
型
句
に
な
っ
て
い

る
こ
と
が
分
か
る
。
茶
を
飲
み
な
が
ら
、
詩
を
作
る
こ
と
が
晩
年
の
白
居
易
の

日
常
に
な
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
の
定
型
句
が
使
わ
れ
て
い
る
詩
が

す
べ
て
閑
適
の
詩
だ
と
い
う
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
茶
」
は
、
白

居
易
の
中
で
一
種
の
定
型
と
な
る
程
度
に
閑
適
を
あ
ら
わ
す
も
の
と
し
て
意
識

さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
江
州
以
後
茶
の
詩
が
増
え
た
の
は
、
無
意
識
に
よ

る
も
の
で
は
な
い
。
白
居
易
自
身
が
茶
を
閑
適
空
間
の
一
要
素
と
し
て
認
識
し

て
い
た
の
だ
。

し
か
し
、
閑
適
空
間
の
象
徴
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
る
か
ら
と
い
っ
て
、「
茶
」

自
体
が
固
有
の
思
想
を
持
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
あ
く
ま
で
閑
適
な
生
活

を
送
る
た
め
の
要
素
の
一
つ
に
過
ぎ
ず
、
そ
こ
に
日
本
の
茶
道
の
よ
う
な
独
立

し
た
思
想
は
な
い
。
白
居
易
に
と
っ
て
の
茶
の
精
神
的
意
義
は
、
あ
く
ま
で

「
閑
適
の
た
め
の
空
間
を
形
作
り
、
閑
適
な
生
活
を
送
る
た
め
の
エ
ッ
セ
ン
ス

の
ひ
と
つ
」
に
終
始
し
て
い
る
。

結

白
居
易
の
閑
適
詩
は
「
独
善
」「
知
足
」
に
代
表
さ
れ
る
「
公
務
か
ら
解
放

さ
れ
た
私
的
な
空
間
で
、
身
心
と
も
に
満
ち
足
り
た
状
態
」
を
詠
う
詩
で
あ
る
。

閑
適
な
状
態
に
身
を
お
く
た
め
に
は
そ
の
た
め
の
空
間
が
必
要
と
な
り
、
閑
適

の
た
め
の
空
間
は
、
そ
れ
を
形
作
る
い
く
つ
か
の
重
要
な
要
素
が
あ
っ
た
。
そ

れ
は
「
清
ら
か
さ
」
を
象
徴
す
る
水
の
景
色
で
あ
り
、
松
竹
で
あ
り
、
酒
で
あ

り
、
そ
し
て
茶
で
あ
っ
た
。
白
居
易
は
、
廬
山
草
堂
で
始
め
て
「
公
務
か
ら
解

放
さ
れ
た
完
全
な
私
的
空
間
」
を
手
に
入
れ
、
以
後
異
動
に
よ
る
転
居
を
繰
り

返
し
な
が
ら
も
、
長
安
の
新
昌
里
邸
、
洛
陽
の
履
道
里
邸
と
い
っ
た
「
私
的
空

間
」
を
手
に
入
れ
る
。
そ
の
際
、
か
な
ら
ず
池
や
泉
な
ど
の
水
景
を
取
り
入
れ
、

松
と
竹
を
植
え
て
閑
適
の
た
め
の
空
間
を
作
っ
て
い
っ
た
。
茶
は
、
閑
適
の
た

め
の
空
間
を
手
に
入
れ
た
江
州
が
産
地
で
あ
る
た
め
江
州
期
に
親
し
み
や
す
く
、

閑
適
詩
に
取
り
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
、
茶
と
閑
適
が
結
び
つ
い

た
後
に
廬
山
草
堂
を
建
て
た
こ
と
で
、
草
堂
の
近
郊
に
茶
園
を
所
有
す
る
こ
と

に
な
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
閑
適
空
間
の
中
に
茶
が
し
っ
か
り
と
根
付
き
、

そ
の
地
位
を
確
立
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
以
後
の
屋
敷
に
は
茶
木
が
植

わ
っ
て
い
な
い
た
め
、
晩
年
の
白
居
易
が
廬
山
を
懐
古
す
る
よ
す
が
に
な
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
最
終
的
に
は
「
或
吟
」
を
使
っ

た
定
型
の
句
も
生
ま
れ
た
。
茶
を
飲
み
な
が
ら
閑
適
詩
を
作
る
こ
と
が
、
白
居

易
の
日
常
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
ま
た
、
諷
喩
的
・
感
傷
的
性

格
も
同
時
に
持
ち
合
わ
せ
る
松
竹
や
酒
と
違
い
、
茶
の
観
念
は
全
て
閑
適
に
寄

せ
ら
れ
て
い
る
。
閑
適
以
外
の
詩
で
登
場
す
る
場
合
は
、「
茶
」
そ
の
も
の
の

効
用
や
味
を
詠
っ
た
返
礼
の
詩
が
多
い
。
つ
ま
り
、
閑
適
空
間
を
象
徴
し
、
そ

の
他
の
思
想
に
ぶ
れ
な
い
貴
重
な
モ
チ
ー
フ
の
一
つ
と
い
え
る
。
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