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江
戸
も
元
禄
の
頃
。
茶
道
は
一
層
盛
ん
に
な

る
。
京
都
を
中
心
に
公
家
・
僧
侶
・
裕
福
な
商

人
の
サ
ロ
ン
が
で
き
る
。
菓
子
職
人
も
腕
を
磨

き
、
色
鮮
や
か
で
端
正
な
形
の
饅
頭
を
作
っ
た
。

砂
糖
を
使
っ
た
羊
羹
も
、
小
豆
色
か
ら
白
、
深

緑
へ
と
広
が
る
。
当
時
の
菓
子
帖
に
は
、
美
し

い
切
り
口
や
斬
新
な
色
づ
か
い
が
記
さ
れ
、
デ

ザ
イ
ン
性
の
高
さ
に
驚
か
さ
れ
る
。

　
菓
子
に
は
野
山
に
自
生
す
る
木
の
実
や
果
物
、

米
・
稗ひ

え

粟あ
わ

を
加
工
し
た
餅
や
団
子
。
遣
唐
使
や

禅
僧
が
も
た
ら
し
た
大
陸
の
菓
子
や
点
心
。
カ

ス
テ
ラ
や
金
平
糖
等
の
南
蛮
菓
子
が
あ
る
。
こ

れ
が
影
響
し
あ
い
、
桜
餅
・
金
つ
ば
・
大
福
が

生
ま
れ
、
羊
羹
・
饅
頭
・
カ
ス
テ
ラ
は
日
本
人

の
嗜し

好こ
う

に
合
っ
た
菓
子
に
変
化
し
た
。

　
江
戸
中
期
、
羊
羹
に
大
き
な
改
革
が
起
き
た
。

そ
れ
ま
で
の「
蒸
し
」
か
ら
寒
天
を
使
っ
た「
練

り
」
が
主
流
に
な
る
。
蒸
し
の
も
っ
ち
り
と
し

た
食
感
、
や
わ
ら
か
な
甘
さ
も
魅
力
だ
が
、
歯

切
れ
よ
く
キ
レ
の
い
い
甘
さ
は
江
戸
っ
子
の
心

を
と
ら
え
た
。
フ
リ
ー
ズ
ド
ラ
イ
の
寒
天
が
で

き
、
国
産
砂
糖
の
増
加
が
背
景
に
あ
っ
た
。

　
値
段
も
下
が
り
、
日
持
ち
し
、
ず
っ
し
り
重

い
高
級
感
の
あ
る
練
り
は
、
贈
答
品
と
し
て
確

固
た
る
地
位
を
築
い
た
。
ま
た
水
分
を
残
し
た

水
羊
羹
も
底
固
い
人
気
が
あ
っ
た
。
こ
の
頃
手

軽
な
贈
答
品
と
し
て
使
わ
れ
た
の
が
〝
羊
羹
切

手
〟。
今
で
い
う
商
品
券
。
か
さ
ば
ら
ず
贈
ら

れ
た
側
に
も
重
宝
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
、
羊
羹

は
菓
子
類
の
シ
ン
ボ
ル
的
存
在
と
な
っ
た
。

　

子
供
の
頃
、
婚
礼
か
ら
戻
る
父
が
待
ち
遠

し
か
っ
た
。
楽
し
み
は
引
出
物
の
饅ま

ん

頭じ
ゅ
う

や
羊

羹
。
母
が
小
皿
に
切
り
分
け
る
の
を
見
つ
め
る
。

は
い
ど
う
ぞ
。
自
分
の
を
確
認
す
る
と
同
時
に
、

探
る
よ
う
な
目
で
私
の
を
見
る
妹
。
兄
ち
ゃ
ん

の
が
大
き
い
！
い
や
、
同
じ
だ
ろ
う
。
パ
ク
っ

と
口
に
押
し
こ
む
。
冷
戦
が
始
ま
る
。

　

婚
礼
や
米
寿
に
は
和
菓
子
、
誕
生
日
に
は

ケ
ー
キ
。
甘
い
も
の
で
家
族
や
友
人
と
幸
せ
を

分
か
ち
あ
う
。
中
で
も
羊
羹
は
特
別
な
感
じ
が

す
る
。
誰
か
を
も
て
な
す
た
め
の
ち
ょ
っ
と
高

級
な
も
の
。
一
人
静
か
に
味
わ
う
も
の
。
午
後

３
時
の
休
息
。
濃
い
目
の
お
茶
に
羊
羹
。
光
沢

が
あ
り
、
ほ
ど
よ
い
厚
さ
の
羊
羹
を
口
に
運
ぶ
。

し
ば
し
、
心
身
と
も
に
解
放
さ
れ
る
。

　

羊
羹
と
は
「
羊
の
羹

あ
つ
も
の」、
即
ち
羊
肉
の
ス
ー

プ
の
こ
と
。
鎌
倉
か
ら
室
町
時
代
、
中
国
に
留

学
し
た
禅
僧
が
点
心
（
食
間
に
と
る
軽
食
）
の

ひ
と
つ
と
し
て
日
本
に
伝
え
た
。
禅
宗
は
肉
食

を
禁
じ
て
お
り
、
小
豆
や
小
麦
粉
に
葛
を
混
ぜ
、

蒸
し
た
。
羊
肉
の
汁
物
は
、
植
物
性
の
材
料
で

精
進
料
理
に
変
わ
っ
た
。
16
世
紀
中
頃
、
茶
の

湯
の
隆
盛
と
共
に
、
羊
羹
は
茶
席
菓
子
と
し
て

重
要
な
役
割
を
担
っ
た
。
豊と

よ

臣と
み

秀ひ
で

吉よ
し

が
催
し
た

醍だ
い

醐ご

の
花
見
の
引
出
物
に
羊
羹
が
使
わ
れ
た
。

　
羊
羹
は
外
国
人
の
接
待
に
も
使
わ
れ
た
。
朝

鮮
か
ら
の
親
善
使
節
、
朝
鮮
通
信
使
は
江
戸
時

代
12
回
来
日
し
た
。
江
戸
ま
で
の
接
待
用
の
献

立
に
羊
羹
が
記
さ
れ
て
い
る
。
オ
ラ
ン
ダ
商
館

長
に
も
江
戸
参
府
の
帰
路
、
京
・
大
阪
で
羊
羹

が
振
る
舞
わ
れ
て
い
る
。
米
国
初
代
総
領
事
ハ

リ
ス
。
日
米
通
商
条
約
締
結
の
た
め
江
戸
に
着

く
と
、
宿
所
に
将
軍
か
ら
四
段
の
重
箱
が
届
く
。

美
し
い
色
か
た
ち
の
菓
子
類
に
感
動
し
、
本
国

に
送
ら
れ
な
い
の
を
残
念
が
っ
た
と
か
。

　
羊
羹
の
魅
力
を
綴つ

づ

っ
た
名
作
。
夏な

つ

目め

漱そ
う

石せ
き

の

『
草
枕
』。「
余
は
凡
て
の
菓
子
の
う
ち
で
尤も

っ
と

も
羊

羹
が
好
き
だ
。
…
あ
の
肌
合
い
が
滑
ら
か
に
、

緻
密
に
、
し
か
も
半
透
明
に
光
線
を
受
け
る
具

合
は
、
ど
う
見
て
も
一
個
の
美
術
品
だ
。
こ
と

に
青
味
を
帯
び
た
煉ね

り

上
げ
方
は
、
玉ぎ

ょ
く

と
蝋ろ

う

石せ
き

の

雑
種
の
よ
う
で
、
甚は

な
は

だ
見
て
心
持
ち
が
い
い
」。

胃
弱
で
癇か

ん

癪し
ゃ
く

持
ち
の
先
生
も
、
大
好
物
を
前
に

相
好
を
崩
し
て
い
た
に
違
い
な
い
。

　

谷た
に

崎ざ
き

潤じ
ゅ
ん

一い
ち

郎ろ
う

の
『
陰い

ん

翳え
い

礼ら
い

讃さ
ん

』。「
玉
の
よ
う

に
半
透
明
に
曇
っ
た
肌
が
、
奥
の
方
ま
で
日
の

光
を
吸
い
取
っ
て
夢
み
る
如
き
ほ
の
明
る
さ
を

啣ふ
く

ん
で
い
る
感
じ
…
。
…
あ
れ
を
塗
り
物
の
菓

子
器
に
入
れ
て
、
肌
の
色
が
辛
う
じ
て
見
分
け

ら
れ
る
暗
が
り
へ
沈
め
る
と
、
ひ
と
し
お
瞑め

い

想そ
う

的
に
な
る
」。
闇
と
光
が
綾あ

や

な
す
日
本
的
美
と

妖
艶
さ
を
見
事
に
表
現
し
て
い
る
。

　
大
陸
か
ら
伝
わ
っ
た
羊
羹
は
、
長
い
時
間
の

中
で
日
本
人
の
心
を
表
す
菓
子
に
な
っ
た
。
今

日
の
３
時
は
ど
ん
な
色
つ
や
の
羊
羹
だ
ろ
う
…
。

「
羊よ
う
羹か
ん
の
歴
史
と
美
」

市長の手控え帖
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