
文
人
の
煎
茶

10
年
ほ
ど
前
ま
で
当
た
り
前
に
飲
ま
れ
て
い
た
煎
茶
も
、

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
の
多
種
の
中
に
埋
も
れ
て
、
日
本
茶
の
代

表
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
く
な
っ
た
。
家
庭
か
ら
急
須

は
無
く
な
り
、
茶
葉
を
見
た
こ
と
も
な
い
人
が
多
数
派
に

な
り
つ
つ
あ
る
。
だ
が
そ
も
そ
も
、
煎
茶
は
日
常
の
飲
み

物
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

実
は
煎
茶
は
、
文
人
と
呼
ば
れ
る
知
識
人
達
が
、
美
の

表
現
に
用
い
た
特
殊
な
嗜
好
品
で
あ
っ
た
。
日
常
の
も
の

で
は
な
く
、
む
し
ろ
非
日
常
に
浸
る
た
め
の
手
段
で
さ
え

あ
っ
た
の
だ
。
現
在
の
煎
茶
の
イ
メ
ー
ジ
と
一
致
し
難
い

な
ら
、
文
人
の
行
う
煎
茶
、
文
人
茶
と
言
い
換
え
て
も
よ

い
。
こ
の
稿
は
、
そ
ん
な
文
人
茶
に
つ
い
て
で
あ
る
。

「
煎
茶
道
」
と
い
う
い
い
方
が
あ
る
。
茶
道
に
倣
っ
て
礼

式
を
整
え
、
煎
茶
を
用
い
た
茶
道
と
し
て
幕
末
以
来
行
わ

れ
て
い
る
。
生
活
の
場
の
煎
茶
に
式
法
を
加
え
、
社
交
性

と
芸
能
性
へ
の
指
向
を
も
つ
も
の
が
煎
茶
道
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
は
ま
た
、
文
人
茶
の
変
形
と
言
え
な
く
も
な
い
。
文

人
茶
の
い
れ
方
（
手
前
）
や
飾
り
方
（
し
つ
ら
え
）
に
は
、

芸
能
化
や
定
型
化
へ
の
要
素
を
孕
ん
で
い
た
。
日
常
を
美

化
し
よ
う
と
す
る
立
場
と
は
、
式
法
と
礼
法
を
接
点
に
し

て
合
体
す
る
。
非
日
常
的
な
作
法
が
、
日
常
の
美
の
指
標

に
な
る
こ
と
で
煎
茶
道
は
形
成
さ
れ
た
。
し
か
し
「
お
も

て
な
し
」
の
語
に
集
約
さ
れ
る
煎
茶
道
の
礼
式
は
、
社
交

の
わ
ざ
と
し
て
大
衆
化
を
め
ざ
し
、
非
日
常
と
非
社
交
性

の
文
人
茶
と
は
、
や
は
り
相
当
に
異
な
る
の
で
あ
る
。

文
人
は
非
日
常
を
「
去
俗
」
と
い
い
、
非
社
交
性
を

「
自
娯
」
と
い
っ
た
。
そ
の
去
俗
自
娯
の
煎
茶
文
化
を
語

る
に
は
、
今
一
度
そ
も
そ
も
と
始
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

「
文
会
」の
茶
─
─
団
茶

茶
は
そ
も
そ
も
中
国
か
ら
の
渡
来
文
化
で
あ
る
。
し
か

も
飲
料
と
し
て
輸
入
さ
れ
、
茶
の
木
が
移
植
さ
れ
た
と
い

う
の
で
は
な
い
。
ま
ず
茶
の
文
化
が
舶は

く

載さ
い

さ
れ
、
茶
文
化

の
表
現
に
必
要
な
茶
樹
が
植
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
茶
は

文
化
が
第
一
義
で
あ
り
、
そ
の
文
化
が
た
ま
た
ま
飲
料
で

も
あ
っ
た
に
す
ぎ
な
い
。

最
初
の
伝
来
は
平
安
初
期
、
遣
唐
使
に
よ
る
も
の
で
あ

ろ
う
。
こ
と
に
唐
の
宮
廷
文
化
を
積
極
的
に
受
容
し
た
嵯

峨
天
皇（
7
8
6
〜
8
4
2
）
周
辺
が
そ
の
担
い
手
で
あ
っ
た
。

此
院
由
来
人
事
少　

況
乎
水
竹
毎
成
閑

送
春
薔
棘
珊
瑚
色　

迎
夏
巌
苔
玳
瑁
斑

避
景
追
風
長
松
下　

提
琴
搗
茗
老
梧
間

知
貪
鸞
駕
忘
囂
處　

日
落
西
山
不
解
還

嵯
峨
帝
を
継
い
だ
淳じ

ゆ
ん

和な

天
皇
（
7
8
6
〜
8
4
0
）
が

描
く
茶
の
風
景
で
あ
る
（『
文
華
秀
麗
集
』）。

静
か
な
庭
。
初
夏
。
バ
ラ
は
サ
ン
ゴ
の
色
に
咲
き
、

石
の
間
の
緑
の
苔
は
ま
る
で
鼈
甲
の
よ
う
。
松
風
。
ア

オ
ギ
リ
の
老
木
。
七
絃
琴
の
音
に
茶
を
い
れ
る
。
日
は

西
に
傾
い
た
が
帰
り
た
く
な
く
て
…
…
。

バ
ラ
、
サ
ン
ゴ
、
鼈
甲
、
ア
オ
ギ
リ
、
七
絃
琴
、
仕
掛

け
は
全
て
中
国
的
な
時
空
に
あ
る
。
詩
の
「
搗
茗
」
は
唐

代
製
茶
法
の
一
過
程
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
茶
を
い
れ
る

動
作
の
レ
ト
リ
ッ
ク
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
茶
は
「
団
茶
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、
茶
葉
を
蒸

し
て
搗つ

き
、
焙
じ
て
保
存
性
を
高
く
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

製
茶
し
た
団
茶
を
飲
も
う
と
す
る
情
景
が
先
の
詩
な
の
で

あ
る
。

麗
し
き
庭
で
楽
を
奏
で
詩
を
詠
じ
る
。
集
っ
た
人
々
が

そ
れ
ぞ
れ
に
詩
を
つ
く
る
う
ち
、
円
盤
の
餅
の
よ
う
な
団

茶
を
火
に
炙
り
、
薬や

研げ
ん

［
＊
1
］
で
擂す

り
、
篩ふ

る
い

に
か
け
て
細

か
な
粉
に
し
、
鍑ふ

と
い
う
鍋
で
沸
か
し
た
湯
の
中
に
い
れ

る
。
待
つ
こ
と
暫
し
。
白
い
花
の
よ
う
な
も
の
が
浮
か
べ

ば
、
茶
碗
に
酌
み
分
け
る
の
で
あ
る
。

茶
を
飲
む
に
至
る
ま
で
の
長
い
時
間
。
詩
と
語
ら
い
の

時
。
こ
の
際
に
重
要
な
の
は
茶
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
長

い
時
と
感
興
で
あ
る
。
こ
の
詩
に
描
か
れ
た
茶
の
情
景
は
、

文
芸
と
と
も
に
あ
る
。
い
や
文
芸
の
ひ
と
つ
な
の
だ
。
遣

唐
使
に
よ
っ
て
伝
わ
っ
た
茶
の
主
役
は
漢
詩
文
で
あ
り
、

こ
れ
に
も
と
づ
く
会
話
で
あ
っ
た
ろ
う
。
隋
唐
に
先
立
つ

六
朝
時
代
に
は
「
清
談
」［
＊
2
］
の
文
化
が
あ
る
。
清
談

の
思
索
と
口
調
が
わ
が
王
朝
人
に
移
っ
て
、
詩
文
の
茶
を

生
成
す
る
。
わ
が
宮
廷
教
養
人
に
と
っ
て
、
茶
は
漢
詩
文

を
嗜た

し
な

み
、
漢
詩
文
的
世
界
に
耽
溺
す
る
こ
と
を
意
味
し
た
。

茶
は
伝
来
の
当
初
か
ら
、
漢
詩
文
に
よ
る
知
的
か
つ
美
的

な
文
芸
表
現
で
あ
っ
た
。

茶
の
集
ま
り
は
茶
会
で
あ
る
。
茗め

い

莚え
ん

（
筵
、
醼
な
ど
の

字
も
用
い
る
）
と
も
い
う
。
し
か
し
唐
か
ら
宋
に
か
け
て

は
「
文
会
」
と
称
す
る
。
茶
の
集
ま
り
は
文
事
の
集
い
で

あ
っ
た
か
ら
だ
。
台
北
の
國
立
故
宮
博
物
院
に
蔵
さ
れ
る

徽き

宗そ
う

皇
帝
の
『
文ぶ

ん

會か
い

圖ず

』
は
、
宋
時
代
の
「
文
会
」
の
様

子
を
伝
え
る
。
唐
代
と
茶
の
い
れ
方
に
変
化
は
あ
る
が
、

茶
会
が
文
芸
の
集
い
で
あ
り
、
正
し
く
「
文
会
」
で
あ
る

こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。
わ
が
嵯
峨
・
淳
和
朝
も
「
文

会
」
と
し
て
、
茶
を
受
容
し
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
団
茶
を
い
れ
る
に
は
、
粉
に
し
た
茶
を
湯
に

い
れ
て
煮
る
必
要
が
あ
っ
た
。
こ
の
方
法
を
「
煮
茶
」
と

か
「
煎
茶
」
と
か
呼
ぶ
。「
煎
茶
」
の
語
は
団
茶
の
い
れ

方
に
由
来
す
る
。
以
後
、
団
茶
が
廃
れ
製
茶
法
も
い
れ
方

も
、
各
時
代
で
変
遷
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
煎
茶
」
の

語
が
使
わ
れ
る
。「
煎
茶
」
は
、
今
日
の
日
本
の
煎
茶
茶

葉
や
、
そ
の
い
れ
方
を
だ
け
指
す
も
の
で
は
な
い
。

「
文
会
」の
復
興
─
─
煎
茶

遣
唐
使
の
停
止
（
8
9
4
）
に
よ
っ
て
、
渡
来
文
化
で

あ
る
茶
は
、
宮
中
の
薬
用
の
み
と
な
っ
て
廃
れ
る
。
そ
の

後
鎌
倉
時
代
に
禅
僧
た
ち
の
手
で
再
渡
来
し
、
茶
の
湯
と

し
て
興
隆
す
る
様
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
よ
う
。
が
一
方
で

文
芸
性
は
希
薄
と
な
る
。「
文
会
」
で
は
な
く
、
茶
の
湯

史
は
礼
式
化
、
形
式
化
、
芸
能
化
の
歴
史
で
あ
る
。

漸
く
江
戸
中
期
に
至
っ
て
、
新
し
い
文
芸
活
動
と
と
も

に
「
文
会
」
の
茶
が
再
生
す
る
。
文
芸
活
動
と
は
儒
学
と

漢
詩
文
で
あ
り
、
茶
は
急
須
と
茶
葉
の
煎
茶
で
あ
り
、
担

い
手
は
学
問
に
目
覚
め
た
町
人
で
あ
っ
た
。

五
代
将
軍
徳
川
綱
吉
の
学
問
好
き
は
、
周
辺
に
多
く
の

優
れ
た
学
者
を
集
め
、
荻お

ぎ

生ゆ
う

徂そ

徠ら
い

（
1
6
6
6
〜
1
7
2
8
）

の
漢
詩
創
作
奨
励
は
、
唐
詩
ブ
ー
ム
を
巻
き
起
こ
す
。
漢

詩
人
と
い
う
職
業
も
成
立
す
る
。
儒
学
は
ま
た
儒
者
、
学

者
と
い
う
職
業
を
生
み
、
徂
徠
学
、
古
義
学
、
古
学
、
陽

明
学
、
折
衷
学
な
ど
、
朱
子
学
以
外
に
多
彩
な
学
派
を
生

ん
で
八
代
将
軍
吉
宗
の
時
代
へ
と
進
ん
で
い
っ
た
。　

江
戸
の
昌
平
坂
学
問
所
、
大
坂
の
懐
徳
堂
、
各
地
の
藩

校
、
と
も
に
町
人
た
ち
に
も
開
放
さ
れ
た
。
今
や
儒
学
、

漢
詩
文
な
ど
の
文
芸
の
主
役
は
町
人
た
ち
で
あ
っ
た
。
町

人
文
化
に
漢
文
脈
が
加
わ
っ
た
。

文會圖
徽宗皇帝画
宋時代の「文会」の様子を伝える貴重な一枚。文人たちが集い、茶を愉し
みながら詩詞をつくり、哲理を論じあう。
所蔵／台北・國立故宮博物院蔵

江
戸
時
代
の
上
方
に
花
開
い
た
文
人
文
化
。

木
村
蒹け

ん

葭か

堂ど
う

や
上
田
秋
成
な
ど
、
文
事
を
重
ん
じ
、
風
雅
を
好
み
詩
文
に
秀
で
、

世
事
に
と
ら
わ
れ
ず
自
由
に
生
き
た
文
人
た
ち
は
、

当
時
中
国
か
ら
流
入
し
た
煎
茶
を
批
判
的
に
継
承
し
、

独
自
の
文
化
に
ま
で
高
め
上
げ
る
こ
と
で
、
さ
ら
な
る
商
都
大
坂
の
発
展
を
支
え
た
と
い
う
。

煎
茶
と
文
人
の
つ
な
が
り
の
歴
史
か
ら
、
今
学
ぶ
べ
き
豊
か
な
文
化
創
造
の
あ
り
方
を
知
る
。

煎
茶
と
文
人

佃
一
輝

Tsukuda Ikki

つ
く
だ
・
い
っ
き

1
9
5
2
年
生
ま
れ
。
一
茶
庵
宗
家
。
一
般
社
団
法
人
「
文
人

会
一
茶
庵
」
代
表
理
事
を
兼
務
。 

江
戸
時
代
か
ら
文
人
文
化

や
文
人
趣
味
を
受
け
継
い
で
き
た
佃
家
を
継
ぐ
一
方
、
国
内
外

の
大
学
や
美
術
館
と
の
協
力
や
、
古
典
メ
ソ
ッ
ド
を
ふ
ま
え
た

現
代
人
の
煎
茶
サ
ロ
ン
、
煎
茶
道
で
は
な
い
文
人
茶
の
再
生
な

ど
に
積
極
的
に
取
り
組
む
。
著
書
に
『
煎
茶
の
旅
―
―
文
人
の

足
跡
を
訪
ね
て
』（
大
阪
書
籍
）、『
お
い
し
い
お
茶
9
つ
の
秘

伝
―
―
煎
茶
を
愉
し
む
』（
日
本
放
送
出
版
協
会
）
な
ど
が
あ
る
。
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士
農
工
商
の
儒
教
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
は
、
本
来
、
士し

大た
い

夫ふ

文
人
［
＊
3
］
を
社
会
の
指
導
者
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、

江
戸
幕
府
に
よ
っ
て
士
は
武
士
に
読
み
替
え
ら
れ
て
い
た
。

儒
学
を
学
ぶ
町
人
た
ち
は
、
当
然
に
こ
の
操
作
を
知
っ
た

で
あ
ろ
う
。

陽
明
学
で
は
、
各
個
人
の
心
の
中
に
あ
る
「
聖
」
を
認

め
る
こ
と
で
、
絶
対
的
な
「
聖
」
が
凡
人
の
遥
か
彼
方
に

あ
り
、
凡
人
は
そ
れ
を
目
標
に
学
ぶ
の
だ
と
い
う
朱
子
学

の
構
成
原
理
を
否
定
す
る
。「
聖
」
が
各
自
の
心
に
あ
る

な
ら
、
自じ

彊き
よ
う

と
自
己
啓
発
を
勧
め
る
こ
と
で
、
誰
で
も
が

「
聖
」
に
近
づ
き
得
る
。
陽
明
学
は
個
人
の
能
力
に
よ
る

社
会
進
出
の
可
能
性
を
示
唆
し
、
権
威
の
絶
対
性
に
疑
い

を
抱
か
せ
る
。
町
人
た
ち
は
、
階
級
に
よ
ら
ぬ
社
会
進
出

の
裏
付
け
を
、
儒
学
に
よ
っ
て
得
た
の
で
あ
っ
た
。

だ
か
ら
こ
そ
文
芸
の
主
役
は
町
人
た
ち
と
な
っ
た
の
で

あ
り
、
漢
文
脈
は
町
人
の
も
の
で
あ
っ
た
。
も
と
よ
り
町

人
の
経
済
活
動
の
中
心
、
大
坂
が
学
芸
の
中
心
地
と
も
な

る
。詩

作
は
唐
詩
を
真
似
る
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た
が
、
や
が

て
宋
詩
風
の
創
作
へ
と
進
む
。
唐
詩
の
劇
的
表
現
よ
り
も
、

宋
詩
の
生
活
者
目
線
を
学
ぶ
こ
と
で
、
今
に
生
き
る
自
分

を
、
素
直
に
表
現
す
る
こ
と
が
出
来
た
。
町
人
に
と
っ
て

宋
詩
的
表
現
は
、
自
分
を
表
出
す
る
、
現
代
詩
表
現
と
言

え
た
。

こ
う
し
て
儒
学
思
想
（
こ
と
に
非
朱
子
的
思
潮
）
と
漢
詩

文
（
こ
と
に
宋
詩
的
感
性
）
が
、
自
己
表
現
の
文
芸
を
作
り

上
げ
始
め
た
頃
、
流
入
し
た
の
が
、
明み

ん

清し
ん

士
大
夫
の
煎
茶

で
あ
る
。
か
の
地
の
文
人
の
茶
文
化
が
知
ら
れ
「
文
会
」

の
茶
が
復
活
し
た
の
で
あ
る
。
時
は
お
よ
そ
享
保
の
改
革

の
頃
、
西
暦
1
7
3
0
年
代
後
半
で
あ
っ
た
。

こ
の
頃
、
明
清
書
籍
の
輸
入
と
読
者
層
の
広
が
り
に

よ
っ
て
、
書
物
に
載
る
「
煎
茶
」
へ
の
関
心
が
胎
動
す
る
。

だ
か
ら
、
実
際
に
煎
茶
を
扱
っ
て
み
せ
た
売ば

い

茶さ

翁お
う

高こ
う

遊ゆ
う

外が
い

（
1
6
7
5
〜
1
7
6
3
）
の
登
場
は
、
そ
の
脱
俗
の
風
韻

と
と
も
に
、
知
識
人
に
大
き
な
衝
撃
を
与
え
た
。

　

木
生
於
水　

反
水
之
苞　

豈
伐
其
滿　

持
而
弗
有　

彼
罄
匪
恥　

汚
我
無
受

捨
舊
取
新　

淸
潔
是
守

徂
徠
学
か
ら
古
注
学
に
転
じ
た
宇
野
明め

い

霞か

（
1
6
9
8

〜
1
7
4
5
）
が
、
売
茶
翁
の
使
用
し
て
い
る
杉
木
地
曲

物
の
水
容
れ
に
彫
り
つ
け
た
詩
で
あ
る
。

中
国
古
来
の
五
行
相
生
説
に
よ
っ
て
木
は
水
か
ら
生

じ
る
と
い
う
が
、
今
こ
の
木
製
の
水
容
れ
は
む
し
ろ
木

が
水
を
集
め
て
、
し
か
も
満
ち
て
も
自
慢
す
る
わ
け
で

も
な
い
。
水
を
持
っ
て
い
て
も
所
有
し
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
。
さ
て
水
容
れ
に
水
が
無
く
な
っ
た
か
ら
と

い
っ
て
恥
ず
か
し
が
る
こ
と
は
な
い
。
長
く
有
れ
ば
汚

れ
る
の
だ
か
ら
、
使
っ
て
水
が
無
く
な
る
こ
と
は
汚
れ

を
受
け
る
こ
と
が
無
い
と
い
う
こ
と
。
旧
は
捨
て
て
新

し
き
を
取
る
。
ひ
た
す
ら
清
潔
を
守
る
の
だ
。

水
容
れ
に
託
し
て
、
売
茶
翁
の
高
潔
な
生
き
方
を
賛
美

す
る
。
そ
れ
は
旧
を
汚
れ
と
し
、
新
を
清
潔
と
す
る
新
し

い
価
値
観
へ
の
賛
歌
で
も
あ
る
。
明
霞
は
売
茶
翁
の
子
供

世
代
だ
が
、
実
際
、
翁
の
影
響
は
子
や
孫
世
代
の
新
し
い

知
性
に
多
く
影
響
を
与
え
た
。
南
画
様
式
［
＊
4
］
の
最
初

の
ひ
と
り
で
、
翁
の
煎
茶
姿
を
ス
ケ
ッ
チ
し
た
彭さ

か

城き

百ひ
や
く

川せ
ん

（
1
6
9
7
〜
1
7
5
2
）
は
明
霞
の
ひ
と
つ
年
上
。
翁

の
肖
像
を
い
く
つ
か
残
し
た
伊
藤
若じ

や
く

冲ち
ゆ
う

（
1
7
1
6
〜

1
8
0
0
）、
翁
の
伝
記
を
伝
え
た
大だ

い

典て
ん

顕け
ん

常じ
よ
う

（
1
7
1
9

〜
1
8
0
1
）、
明
霞
の
門
下
で
翁
の
具
列
（
四
方
棚
）
に

銘
文
を
残
す
片
山
北ほ

つ

海か
い

（
1
7
2
3
〜
90
）
ら
は
、
孫
世

代
に
あ
た
る
。

こ
う
し
て
漢
文
脈
の
交
遊
に
、
煎
茶
は
欠
か
せ
な
い
も

の
と
な
っ
た
。
付
言
す
る
な
ら
町
人
士
族
の
出
自
は
と
も

か
く
も
、
漢
文
脈
知
識
人
た
ち
を
称
し
て
文
人
と
呼
ぶ
。

だ
か
ら
煎
茶
は
、
漢
文
脈
に
あ
り
、
文
人
に
あ
り
、
文
人

茶
で
あ
り
「
文
会
」
の
茶
な
の
で
あ
る
。

自
娯
と
去
俗
─
─
文
房
の
煎
茶

甄
花
開
得
両
三
奇　

寄
興
烹
茶
画
又
詩　

山
斎
風
情
君
若
許　

来
来
日
話
日
遅
遅　

売
茶
翁
に
親
し
く
接
し
た
池い

け
の

大た
い

雅が

（
1
7
2
3
〜
76
）

が
自
分
の
書
斎
の
生
活
を
詠
ん
だ
詩
で
あ
る
。
自
ら
は
卑

下
し
て
山
斎
と
表
現
す
る
が
、
書
斎
は
「
文
房
」
と
も
い

い
、
文
人
の
思
索
と
表
現
の
場
で
あ
っ
た
。
思
い
、
考
え
、

詩
作
し
、
書
を
か
き
、
絵
を
描
く
部
屋
で
あ
る
。
そ
し
て

煎
茶
を
い
れ
て
味
わ
う
部
屋
で
あ
っ
た
。
煎
茶
は
「
文
房

の
茶
」
と
も
い
う
。
わ
が
国
最
初
の
煎
茶
書
『
靑せ

い

湾わ
ん

茶さ

話わ

』（
1
7
5
6
）
を
著
し
た
大お

お

枝え
だ

流り
ゆ
う

芳ほ
う

（
生
没
年
不
詳
）

に
は
、
前
年
脱
稿
の
『
雅
遊
漫
録
』
が
あ
り
、
中
で
文
房

を
図
に
し
て
紹
介
し
て
い
る
。
か
つ
て
わ
が
国
に
無
か
っ

た
文
房
を
作
る
こ
と
が
、
文
人
の
条
件
で
も
あ
っ
た
。

妙
な
る
美
し
い
花
が
、
花
瓶
に
二
、三
輪
咲
き
ま
し

た
。
興
に
乗
っ
て
煎
茶
を
い
れ
、
絵
を
描
き
詩
を
詠
み

ま
す
。
私
の
文
房
の
、
こ
ん
な
雰
囲
気
が
お
好
き
な
ら

ば
、
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
せ
ん
か
。
一
日
お
話
を
し
ま

し
ょ
う
。
充
分
に
時
は
あ
る
の
で
す
か
ら
…
…
。

詩
中
の
「
奇
」
は
、
世
に
類
の
な
い
と
い
う
褒
め
言
葉
。

文
人
の
感
性
が
生
ん
だ
美
意
識
で
あ
る
。
常
と
は
異
な
る

美
へ
の
賛
辞
。
瓶
に
い
れ
る
花
は
文
房
を
飾
る
も
の
で
、

文
人
花
の
名
で
知
ら
れ
る
活
け
方
だ
。「
寄
興
」
は
興
に

乗
っ
て
の
意
だ
が
、
大
雅
は
売
茶
翁
か
ら
、
素
焼
き
の
急

須
「
寄
興
罐か

ん

」
を
贈
ら
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
「
寄
興
ニ
茶

ヲ
烹イ

レ

テ
」
と
も
読
め
よ
う
。

こ
の
寄
興
罐
急
須
は
直
接
火
に
か
け
て
、
急き

び
し
よ焼

と
か
急き

尾び

焼し
よ

と
か
呼
ぶ
。
文
字
通
り
煎
茶
は
「
茶
ヲ
煎ニ

ル
」
も
の

で
、
烹ほ

う

茶ち
や

、
煮
茶
と
も
い
う
。
そ
の
た
め
涼
炉
（
文
房
用

小
炉
）
の
火
に
直
接
置
く
急
焼
が
必
要
で
、
こ
れ
は
今
日

で
も
使
用
さ
れ
る
。

「
煎
ル
」
た
め
に
開
発
さ
れ
た
緑
茶
の
茶
葉
を
煎
茶
と
い

う
。
い
さ
さ
か
や
や
こ
し
い
が
煎
茶
と
い
う
茶
葉
を
用
い

て
、
文
人
が
文
房
で
「
茶
ヲ
煎
ル
」
こ
と
を
煎
茶
と
い
う

わ
け
だ
。

さ
て
こ
の
詩
前
半
で
語
ら
れ
る
の
は
、
文
房
で
の
個
人

の
楽
し
み
で
あ
る
。
花
を
活
け
煎
茶
を
い
れ
、
詩
を
詠
み

絵
を
描
く
。
大
雅
と
い
う
個
人
の
楽
し
み
を
い
う
の
で
あ

る
。
そ
れ
は
行
為
の
楽
し
み
で
あ
る
と
と
も
に
、
精
神
の

楽
し
み
で
も
あ
り
、
他
者
の
存
在
に
気
兼
ね
し
な
い
独
り

の
世
界
の
楽
し
み
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
個
の
精
神
の
楽

し
み
を
「
自
娯
」
と
呼
ん
だ
。
文
房
と
は
自
娯
の
場
で
あ

り
、
だ
か
ら
文
房
の
煎
茶
は
「
自
娯
の
茶
」
で
も
あ
っ
た
。

煎
茶
の
非
社
交
性
で
あ
る
。
文
人
茶
は
「
お
も
て
な
し
」

の
正
反
対
に
あ
る
。

詩
の
後
半
は
一
種
の
案
内
状
で
あ
ろ
う
。
売
茶
翁
と
同

世
代
の
文
人
祇
園
南
海
（
1
6
7
7
〜
1
7
5
1
）
は
、
そ

の
著
『
詩
学
逢
言
』
に
漢
詩
に
よ
る
案
内
を
記
し
て
い
る
。

自
娯
の
文
房
に
誘
う
相
手
は
、
風
雅
を
共
有
す
る
限
ら
れ

た
人
だ
け
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
「
御
出
待
入
候
」（
お
い

で
を
お
待
ち
い
た
し
て
お
り
ま
す
）
な
ど
と
日
常
語
で
誘
う

な
ら
社
交
と
な
る
。
こ
れ
は
「
常
語
ノ
俗
」
で
あ
り
、
非

日
常
の
漢
詩
文
で
案
内
す
る
な
ら
「
俗
用
ノ
物
ニ
非
」
ざ

る
世
界
が
生
ま
れ
る
。
こ
の
詩
の
結
句
「
来
た
れ
来
た
れ

日
が
な
語
ら
ん
」
は
、
文
房
自
娯
の
喜
び
に
、
共
鳴
出
来

る
人
だ
け
が
理
解
す
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
だ
。

自
娯
の
文
人
の
交
遊
は
、
社
交
で
は
な
い
。
社
交
な
ら

ば
自
娯
の
精
神
そ
の
も
の
が
傷
つ
く
で
あ
ろ
う
。
交
遊
に

は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
自
娯
す
る
人
で
あ
る
、
と
い
う
風
雅
の

共
有
が
条
件
で
あ
っ
た
。
通
俗
と
は
違
う
価
値
観
の
共
有

で
あ
る
。
こ
れ
を
「
去
俗
」
あ
る
い
は
「
離
俗
」
と
呼
ぶ
。

去
俗
の
美
意
識
を
形
作
る
も
の
は
、
明み

ん

の
文
人
、
董と

う

其き

昌し
よ
う

（
1
5
5
5
〜
1
6
3
6
）
の
い
う
「
萬
巻
ノ
書
ヲ
讀

ム
」 （『
画
禅
室
随
筆
』）
で
あ
り
、
李り

漁ぎ
よ

（
1
6
1
1
〜
80
）

の
い
う
「
書
巻
之
気
」［
＊
5
］（『
芥
子
園
画
伝
』）
で
あ
っ
た
。

学
問
と
文
芸
教
養
に
よ
っ
て
、
日
常
生
活
の
感
覚
を
超
え

た
感
性
や
理
性
を
育
も
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
俗
語
で
な

く
、
漢
詩
句
を
理
解
し
得
る
教
養
が
、
通
俗
を
超
越
し
た

精
神
世
界
を
垣
間
見
さ
せ
、
世
俗
に
な
い
新
し
い
表
現
の

可
能
性
を
開
く
。
宇
野
明
霞
が
売
茶
翁
の
水
容
れ
に
記
し

た
「
捨
舊
取
新
」
は
、
こ
の
ペ
ダ
ン
チ
ッ
ク
な
ま
で
の
教

養
に
よ
っ
て
獲
得
す
る
「
新
を
取
る
」
こ
と
で
あ
っ
た
。

与
謝
蕪
村
（
1
7
1
6
〜
83
）
の
「
離
俗
論
」［
＊
6
］（『
春

泥
句
集
序
』）
を
待
つ
ま
で
も
な
く
、
去
俗
は
文
人
の
最
も

主
要
な
美
意
識
で
あ
っ
た
。
煎
茶
は
「
去
俗
の
茶
」
で
あ

り
、
書
巻
の
気
に
満
ち
た
茶
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ

「
文
会
」
の
復
興
足
り
え
た
の
で
あ
る
。

売茶翁像
伊藤若冲画・大典顕常賛
当時互いに交流のあった若冲が描いた売茶翁の
肖像。その脱俗の風貌と高潔な生き方は、多くの
文人たちに影響を与えた。
個人蔵

『雅遊漫録』
大枝流芳著　
宝暦13 （1763）年刊
文人たちの書斎であり、
思索と表現の場であっ
た「文房」の図が描か
れている。
所蔵／新潟大学附属図書館
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煎
茶
の
立
ち
位
置
─
─
ク
リ
テ
ィ
ッ
ク
の
精
神

池
大
雅
に
絵
を
学
び
、
片
山
北
海
の
漢
詩
結
社
「
混
沌

社
」
の
主
要
メ
ン
バ
ー
で
あ
っ
た
木
村
蒹
葭
堂
（
1
7
3
6

〜
1
8
0
2
）
は
、
直
接
に
売
茶
翁
の
煎
茶
に
接
し
た
ひ

と
り
で
あ
っ
た
。

逃
世
逃
僧
獨
行
踽
踽　

爰
挹
風
流
維
同
維
羽

設
薦
花
間
挈
瓶
水
滸　

宛
示
淸
標
遺
芳
終
古

こ
の
詩
は
若
冲
が
描
く
売
茶
翁
像
に
、
大
典
が
蒹
葭
堂

の
た
め
に
書
き
付
け
た
賛
で
あ
る
。

売
茶
翁
は
世
俗
か
ら
も
禅
僧
の
世
界
か
ら
も
逃
れ
、

孤
高
に
独
り
行
く
。
ま
る
で
唐
の
盧ろ

同ど
う

や
陸り

く

羽う

の
よ
う
。

花
の
間
で
川
の
ほ
と
り
で
、
煎
茶
器
を
携
え
、
清
ら
か

な
精
神
の
指
標
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
そ
の
遺
し
た
芳
し

さ
は
永
久
に
伝
わ
る
で
あ
ろ
う
。

詩
中
の
盧
同
は
、
中
唐
の
文
人
に
し
て
「
盧
同
七
碗
」

の
茶
詩
で
知
ら
れ
る
。
陸
羽
は
同
じ
中
唐
の
人
で
『
茶

経
』
の
著
者
。
貴
族
的
な
茶
に
対
し
て
士
大
夫
の
茶
の
美

意
識
を
主
張
し
、
後
世
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
。
売
茶

翁
は
こ
の
2
人
に
匹
敵
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
蒹
葭
堂

や
大
典
ら
、
翁
の
孫
世
代
の
文
人
た
ち
は
、
盧
同
陸
羽
か

ら
売
茶
翁
へ
と
、
自
娯
と
去
俗
の
煎
茶
を
ひ
と
流
れ
の
思

想
と
捉
え
受
け
継
ご
う
と
す
る
。

大
雅
と
も
蕪
村
と
も
蒹
葭
堂
と
も
親
し
い
上
田
秋
成

（
1
7
3
4
〜
1
8
0
9
）
は
、
煎
茶
書
『
淸せ

い

風ふ
う

瑣さ

言げ
ん

』

（
1
7
9
4
）
を
著
し
て
煎
茶
の
中
心
的
な
文
人
と
目
さ
れ

た
の
だ
が
、「
盧
同
の
茶
歌
に
…
…
七
椀
に
い
た
り
喫の

む

こ
と
得
ざ
る
な
り
…
…
蓬
莱
山
は
何
処
に
在
ら
ん
や
等
の

語
は
大
酔
の
妄
言
…
…
」（『
淸
風
瑣
言
』
煎
法
）
と
、
盧
同

そ
の
ま
ま
を
受
け
継
ぐ
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
い
う
。
当

然
に
古
典
を
継
承
す
る
が
、
そ
の
継
承
の
仕
方
は
、
ま
た

当
然
の
よ
う
に
古
典
を
斟
酌
し
て
、
自
ら
の
立
ち
位
置
を

定
め
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
姿
勢
は
、
同
書
の
序
文
を
書
い
た
折
衷
学

者
村
瀬
栲こ

う

亭て
い

（
1
7
4
4
〜
1
8
1
8
）
に
も
顕
著
で
あ
っ

て
、「
首
陽
而
采
薇
吟
楚
沢
…
…
洗
耳
…
…
皆
不
得
其
自

然
」（『
淸
風
瑣
言
』
序
）
と
述
べ
る
。

「
首
陽
山
で
ワ
ラ
ビ
だ
け
を
食
べ
て
餓
死
し
た
伯は

く

夷い

叔し
ゆ
く

斉せ
い

、
洞
庭
湖
畔
で
楚
辞
を
吟
じ
た
屈く

つ

原げ
ん

、
帝
位
を
譲
る
と

言
わ
れ
、
汚
れ
た
こ
と
を
聞
い
た
と
耳
を
洗
っ
た
許き

よ

由ゆ
う

、

こ
れ
ら
の
人
は
み
な
自
然
な
心
を
得
て
い
な
い
」
と
、
史

上
に
名
だ
た
る
賢
人
哲
人
を
批
判
し
、
自
ら
の
美
的
理
念

を
打
ち
立
て
よ
う
と
す
る
。
古
典
で
す
ら
批
判
的
に
取
捨

選
択
し
、
自
ら
の
表
現
に
昇
華
し
よ
う
と
す
る
態
度
は
、

秋
成
の
文
学
に
も
栲
亭
ら
の
折
衷
学
に
も
通
有
す
る
が
、

そ
れ
は
ま
た
江
戸
期
を
通
し
て
文
人
と
煎
茶
の
基
本
ス
タ

ン
ス
で
あ
っ
た
。
懐
徳
堂
は
鵺ぬ

え

学
問
と
呼
ば
れ
て
折
衷
的

と
評
さ
れ
た
が
、
一
学
派
に
固
執
す
る
教
条
主
義
や
原
理

主
義
は
、
文
人
に
も
煎
茶
に
も
無
縁
で
あ
っ
た
。

儒
教
の
基
本
経
典
『
中
庸
』
を
本
文
考
証
に
よ
っ
て
解

釈
し
直
し
た
懐
徳
堂
の
学
問
姿
勢
は
、
や
は
り
文
人
の
批

判
精
神
そ
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
去
俗
の
理
念
は
通
俗
性
の

否
定
と
同
じ
く
権
威
否
定
に
通
じ
、
自
己
の
精
神
活
動
を

信
じ
る
知
性
を
培
養
し
て
い
る
。

当
時
儒
学
は
討
論
を
重
ん
じ
た
。
朱
子
学
の
教
育
は

「
会
読
」
と
呼
ぶ
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
形
式
で
あ
り
、
陽

明
学
で
は
ゼ
ミ
形
式
の
「
講
読
」
が
行
わ
れ
た
。
儒
学
教

育
の
方
法
は
、
個
の
思
索
を
深
め
、
文
人
の
精
神
を
形
成

し
、
煎
茶
と
連
動
す
る
。
煎
茶
会
は
、
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ

ン
を
す
る
「
清
談
」
の
場
で
も
あ
る
が
、
儒
学
教
育
に

育
っ
た
文
人
た
ち
に
は
当
然
の
行
為
で
あ
っ
た
ろ
う
。
理

念
的
討
論
と
文
芸
的
語
ら
い
の
交
錯
す
る
場
。
煎
茶
は
清

談
の
場
と
し
て
「
文
会
」
の
性
格
を
い
よ
い
よ
深
め
る
。

「
文
会
」
の
表
現
─
─
喜
怒
哀
楽
と
思
想
と

例
え
ば
茶
の
湯
で
は
、
床
の
間
に
掛
け
る
軸
は
禅
僧
墨ぼ

く

蹟せ
き

を
第
一
と
す
る
。
床
は
仏
壇
や
神
棚
と
同
じ
く
聖
域
で

あ
り
、
依
る
べ
き
世
界
で
あ
り
、
悟
り
の
世
界
で
あ
る
。

だ
が
煎
茶
の
掛
物
は
と
い
え
ば
、
文
人
の
自
己
表
現
た
る

絵
で
あ
り
詩
で
あ
る
。
希
望
、
喜
び
、
苦
悩
、
悔
恨
、
悲

哀
。
お
よ
そ
人
の
世
の
喜
怒
哀
楽
を
も
と
と
し
て
、
迷
い

の
た
だ
中
に
あ
る
。
煎
茶
の
主
題
は
、
人
の
生
き
方
そ
の

も
の
な
の
で
あ
る
。

　
　楊

龍
友
爲
明
季
將
帥
與
淸
軍
戰
不
克
死
。
死
得
其
所
。

…
…
蓋
其
忠
義
邁
往
之
氣
見
筆
墨
間

明
末
動
乱
の
中
で
、
清
朝
と
戦
っ
て
死
ん
だ
楊よ

う

文ぶ
ん

驄そ
う

（
1
5
9
7
〜
1
6
4
5
）。
彼
の
描
い
た
『
江
山
河
亭
図
』

（
1
6
4
3
）
の
箱
に
記
さ
れ
た
頼ら

い

山さ
ん

陽よ
う

（
1
7
8
0
〜

1
8
3
2
）
の
文
で
あ
る
。

楊
龍
友
（
文
驄
の
字あ

ざ
な

）
は
明
代
の
将
帥
で
、
清
と
戦

い
、
負
け
て
死
ん
だ
。
戦
死
し
て
こ
そ
彼
は
心
の
拠
り

所
を
得
た
の
だ
。
…
…
忠
義
に
邁
進
す
る
精
神
は
、
絵

の
タ
ッ
チ
に
表
れ
て
い
る
。

こ
の
軸
を
、
家
財
を
処
分
す
る
ま
で
し
て
手
に
い
れ
た

の
は
山
本
梅ば

い

逸い
つ

（
1
7
8
3
〜
1
8
5
6
）
で
あ
る
。
山
陽

に
披
見
を
望
ま
れ
た
梅
逸
が
山
陽
宅
に
赴
く
と
、
山
陽
は

裃か
み
し
もで

出
迎
え
た
と
い
う
。
後
に
藤
本
鉄て

つ

石せ
き

（
1
8
1
6
〜

63
）
は
天て

ん

誅ち
ゆ
う

組ぐ
み

挙
兵
［
＊
7
］
の
前
に
こ
の
絵
を
見
、
梁や

な

川が
わ

星せ
い

巌が
ん

（
1
7
8
9
〜
1
8
5
8
）
も
こ
れ
を
見
て
詩
を
賦
し

注＊
１	

く
す
り
お
ろ
し
。
お
も
に
漢
方
の
製
薬
に
用
い
、
固
形
を
粉
末
に
す
る
道
具
。

唐
代
宮
廷
の
団
茶
用
の
薬
研
は
金
銀
で
作
ら
れ
た
豪
華
な
も
の
。

＊
２	

中
国
の
後
漢
末
か
ら
魏
晋
時
代
に
流
行
し
た
談
論
。「
清
言
」「
玄
談
」
と
も
。

唐
代
以
後
、
文
会
（
茶
会
）
の
語
ら
い
を
表
す
言
葉
と
し
て
も
用
い
ら
れ
た
。

＊
3	

中
国
に
お
い
て
科
挙
と
い
う
試
験
に
よ
っ
て
選
抜
さ
れ
た
官
僚
、
官
僚
政
治

家
、
ま
た
同
様
の
学
問
教
養
を
も
っ
た
知
識
人
の
総
称
。
中
国
で
は
文
人
、

読
書
人
と
い
う
言
葉
も
同
じ
意
味
。

＊
4	

山
水
画
や
花
卉
図
に
用
い
ら
れ
る
絵
画
様
式
。
中
国
水
墨
山
水
画
の
南
宗
画

様
式
を
も
と
に
江
戸
時
代
中
期
か
ら
行
わ
れ
た
。
中
国
南
宗
画
様
式
は
中
国

士
大
夫
（
文
人
）
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
の
で
「
文
人
画
」
と
も
呼
ば
れ
、
わ

が
国
の
南
画
様
式
も
そ
れ
に
倣
い
「
文
人
画
」
と
も
呼
ぶ
。

＊
5	

書
巻
は
書
物
の
こ
と
。
古
典
書
物
の
雰
囲
気
、
古
典
の
素
養
を
表
す
。

＊
6	

作
品
に
、
一
般
的
思
考
や
世
俗
的
価
値
観
を
超
え
た
表
現
を
目
指
そ
う
と
す

る
論
。「
書
巻
之
気
」
と
呼
ば
れ
る
古
典
書
物
所
蔵
の
言
葉
や
故
事
を
織
り

込
み
、
意
味
の
重
層
化
を
求
め
た
。
明
末
の
李
漁
が
提
唱
し
、
わ
が
国
の
文

人
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
蕪
村
は
『
春
泥
句
集
序
』
で
「
俗
語
に
よ
っ

て
表
現
し
な
が
ら
も
、
俗
を
離
れ
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
」
と
説
い
た
。

＊
7	

文
久
３
（
１
８
６
３
）
年
、藤
本
鉄
石
ら
尊
王
攘
夷
派
に
よ
る
幕
府
へ
の
反
乱
。

た
と
い
う
。
山
陽
、
梅
逸
、
鉄
石
、
星
巌
、
い
ず
れ
も
煎

茶
史
に
主
要
な
文
人
た
ち
だ
。
ち
な
み
に
楊
文
驄
は
、
煎

茶
を
常
と
し
た
中
国
文
人
の
中
で
、
史
上
に
強
烈
な
印
象

を
残
す
ひ
と
り
で
あ
る
。
こ
と
は
煎
茶
に
係
っ
た
文
人
た

ち
の
列
伝
、
湯
川
玄
洋
『
近
世
雅
人
伝
』（
1
9
3
0
）
に

載
る
。

図
は
典
型
的
な
南
宗
画
山
水
。
楊
文
驄
は
、
明み

ん

の
沈し

ん

石せ
き

田で
ん

が
元げ

ん

の
倪げ

い

雲う
ん

林り
ん

の
絵
に
も
と
づ
い
て
描
い
た
山
水
を
友

人
に
見
せ
ら
れ
る
。
そ
の
刺
激
の
中
に
描
い
た
の
が
こ
の

絵
な
の
だ
が
、
制
作
の
動
機
も
過
程
も
、
文
人
ら
し
い
交

遊
の
所
産
だ
。

さ
て
こ
れ
を
掛
け
た
梅
逸
、
山
陽
ら
の
煎
茶
会
を
想
像

し
て
み
よ
う
。
話
題
は
、
描
か
れ
た
山
水
世
界
か
ら
、
倪

雲
林
、
沈
石
田
、
そ
し
て
楊
文
驄
そ
の
人
へ
と
移
る
で
あ

ろ
う
。
彼
の
壮
烈
な
生
き
方
が
主
題
と
な
ろ
う
。
後
に
鉄

石
や
星
巌
が
こ
の
絵
に
感
動
し
た
の
も
、
楊
文
驄
が
明
と

と
も
に
滅
ん
だ
歴
史
事
実
に
よ
る
。

煎
茶
会
の
清
談
は
、
歴
史
観
や
時
代
意
識
に
も
及
ぶ
の

で
あ
る
。「
文
会
」
は
文
芸
煎
茶
の
集
ま
り
で
は
あ
る
が
、

喜
怒
哀
楽
の
詩
的
絵
画
的
表
現
に
加
え
て
、
時
代
に
生
き

る
自
ら
の
処
世
ま
で
が
対
象
と
な
る
。

こ
う
し
て
煎
茶
は
、
今
を
生
き
る
こ
と
、
今
を
思
索
す

る
こ
と
の
表
現
と
な
る
。
筆
者
が
行
っ
て
い
る
煎
茶
会
も
、

今
を
生
き
る
あ
か
し
と
し
て
の
「
文
会
」
で
あ
る
。
古
典

と
す
べ
き
文
人
た
ち
の
作
品
を
用
い
て
思
い
を
語
る
の
で

あ
る
が
、
そ
れ
が
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
、
各
人

の
心
情
と
社
会
性
の
今
に
反
響
す
る
。

あ
る
時
、
大
雅
の
『
社
日
図
』
を
掛
け
た
。
古
き
中
国

の
村
祭
り
。
農
耕
の
豊
か
さ
に
幸
せ
が
共
有
さ
れ
る
儒
教

的
世
界
観
。
ま
た
あ
る
時
、
大
阪
に
も
似
た
経
済
都
市
蘇

州
の
文
人
た
ち
、
沈
石
田
、
祝し

ゆ
く

允い
ん

明め
い

や
文ぶ

ん

徴ち
よ
う

明め
い

の
書
を

掛
け
、
皆
で
1
字
1
字
を
読
み
解
い
て
い
く
。
高
い
気
品
。

流
麗
で
強
い
美
。
そ
こ
に
潜
む
屈
折
の
感
情
。

あ
る
時
、
明
の
永
楽
帝
の
最
高
官
僚
解か

い

縉し
ん

の
狂
草
の
書

を
読
む
。
や
が
て
帝
に
よ
っ
て
粛
清
さ
れ
た
こ
の
知
識
人

の
、
痛
切
な
造
形
美
。　
　

ま
た
あ
る
時
、
明
末
の
大
臣
な
が
ら
清
朝
に
寝
返
っ
た
、

王お
う

鐸た
く

の
強
烈
な
ま
で
の
書
を
掛
け
る
。
亡
国
の
場
に
い
る

知
識
人
の
生
き
方
。
そ
れ
ら
は
み
な
現
代
の
わ
れ
わ
れ
の

問
題
と
し
て
迫
っ
て
く
る
の
だ
。

現
代
の
豐ほ

う

子し

愷が
い

（
1
8
9
8
〜
1
9
7
5
）
の
絵
を
掛
け

る
。
1
9
4
0
年
代
。
黄
色
い
光
と
影
と
に
分
断
さ
れ

た
庭
。
窓
を
開
け
て
庭
を
覗う

か
が

う
少
女
。
建
物
も
煉
瓦
壁
も

石
も
す
べ
て
に
厚
み
の
な
い
世
界
。
ま
る
で
シ
ュ
ー
ル
レ

ア
リ
ス
ム
の
よ
う
な
表
現
。
文
人
画
の
伝
統
が
近
代
と
の

相
克
で
生
み
出
し
た
よ
う
な
世
界
。「
近
代
の
光
と
影
で

し
ょ
う
か
」「
国
民
党
と
共
産
党
の
闘
争
を
反
映
し
て
い

る
の
か
な
」「
植
木
鉢
の
菊
が
す
ご
い
存
在
感
で
す
ね
。

民
族
伝
統
の
象
徴
か
な
」「
日
本
で
こ
れ
ほ
ど
時
代
の
不

安
を
表
す
作
品
は
少
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
」。
話
題
は

当
然
に
現
代
の
状
況
と
重
な
っ
て
い
く
。
煎
茶
で
し
か
出

来
得
ぬ
今
。

煎
茶
は
単
に
飲
料
の
謂
い
で
は
な
い
。
い
れ
方
や
飲
み

方
の
作
法
礼
式
の
こ
と
だ
け
で
も
な
い
。
煎
茶
と
は
、
文

人
と
呼
ぶ
漢
文
脈
の
知
識
人
、
儒
学
と
漢
詩
文
の
教
育
を

受
け
た
町
人
た
ち
が
作
り
上
げ
た
文
芸
表
現
の
ひ
と
つ
で

あ
っ
た
。
煎
茶
会
は
だ
か
ら
今
も
非
日
常
と
非
社
交
の
文

化
と
し
て
、
現
代
人
の
知
性
と
感
性
を
刺
激
し
つ
づ
け
て

い
る
。

江山河亭図
楊文驄画　重要美術品
頼山陽から山本梅逸、藤本鉄石、梁川星巌まで、
煎茶史における重要な文人たちは皆この絵に魅了
された。
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