
茶
と
向
き
合
う
と
い
う
こ
と

駿
台
甲
府
高
等
学
校
一
年
（
山
梨
県
）

齋
藤 

貴
延

　
「
茶
の
湯
と
は
た
だ
湯
を
沸
か
し
茶
を
点
て
て
飲
む
ば
か
り
な
る
事

と
知
る
べ
し
」
利
休
居
士
の
言
葉
で
あ
る
。

　

コ
ロ
ナ
の
脅
威
が
世
界
を
覆
い
、
人
と
人
と
が
集
ま
る
場
が
奪
わ

れ
て
い
く
。「
た
だ
湯
を
沸
か
し
」
ど
こ
ろ
で
は
な
い
。
茶
道
に
お
い

て
も
そ
の
性
質
上
、
政
府
の
指
針
に
抵
触
し
て
し
ま
う
部
分
が
多
く
、

稽
古
や
茶
会
の
多
く
が
中
止
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
初
め
の
う
ち
こ

そ
、
緊
急
事
態
宣
言
が
明
け
る
ま
で
の
辛
抱
だ
と
自
主
稽
古
に
励
ん

だ
り
、
禅
語
の
勉
強
な
ど
後
回
し
に
し
て
い
た
も
の
を
勉
強
し
て
い

た
が
、
長
引
く
に
つ
れ
、
だ
ん
だ
ん
と
不
安
に
な
っ
て
く
る
。
師
の

稽
古
を
受
け
る
こ
と
が
出
来
な
い
時
間
が
長
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、

点
前
の
間
違
い
や
、
綻
び
は
大
き
く
な
り
ず
れ
て
い
く
。
し
か
し
、

そ
ん
な
心
配
も
思
っ
た
以
上
に
早
く
解
消
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

十
六
代
坐
忘
斎
お
家
元
が
い
ち
早
く
新
た
な
ル
ー
ル
や
感
染
防
止
の

対
策
を
鑑
み
た
稽
古
の
あ
り
方
の
指
針
を
出
し
て
く
だ
さ
り
、
教
場

再
開
の
運
び
と
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

お
家
元
が
提
唱
さ
れ
た
の
は
、
十
三
代
圓
能
斎
宗
匠
が
ス
ペ
イ
ン

風
邪
の
流
行
の
際
に
考
案
さ
れ
た
「
各
服
点
」
で
あ
っ
た
。
そ
の
当

時
、
よ
う
や
く
日
本
に
根
付
き
は
じ
め
た
公
衆
衛
生
を
い
ち
早
く
取

り
入
れ
、
そ
れ
ま
で
に
な
い
方
法
を
考
案
さ
れ
た
の
だ
。
お
家
元
は

そ
れ
に
加
え
、
稽
古
や
講
座
動
画
の
配
信
や
密
に
な
ら
な
い
茶
会
な

ど
、
多
く
の
新
し
い
方
法
を
発
信
さ
れ
続
け
た
。
思
え
ば
、
我
々
が

学
園
祭
で
披
露
す
る
立
礼
も
、
十
一
代
玄
々
斎
宗
匠
が
明
治
五
年
の

第
一
回
京
都
博
覧
会
に
際
し
、
諸
外
国
の
方
々
に
向
け
て
考
案
さ
れ

た
も
の
だ
。
茶
道
の
概
念
を
変
え
ず
に
、
そ
の
あ
り
方
を
変
革
す
る
。

変
革
は
常
に
痛
み
を
伴
う
と
い
う
。
ど
の
お
家
元
も
相
当
の
苦
労
を

経
て
考
案
さ
れ
た
に
違
い
な
い
。
今
私
た
ち
が
裏
千
家
茶
道
で
学
ん

で
い
る
の
は
、
そ
う
し
た
時
代
の
大
き
な
変
化
や
障
害
を
乗
り
越
え
、

脈
々
と
受
け
継
が
れ
て
守
ら
れ
て
き
た
裏
千
家
の
歴
史
そ
の
も
の
で

あ
る
と
言
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

元
来
、
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
た
活
動
に
私
達
世
代
は
強
い
。
コ
ロ
ナ

が
蔓
延
す
る
前
か
ら
、
生
活
の
大
部
分
は
ネ
ッ
ト
環
境
で
成
り
立
っ

て
い
た
か
ら
だ
。
そ
れ
を
生
か
し
て
感
染
症
対
策
の
為
部
活
動
が
休

み
と
な
っ
た
夏
休
み
も
動
画
を
使
っ
た
稽
古
や
Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
活
用
な
ど

の
工
夫
を
し
な
が
ら
研
修
を
重
ね
た
。
例
え
自
宅
に
茶
道
具
が
な
く

と
も
、
茶
道
に
は
見
立
て
と
い
う
文
化
も
あ
る
。
無
い
か
ら
で
き
な

い
、
で
は
な
く
ど
う
し
た
ら
で
き
る
か
。
そ
れ
ぞ
れ
が
、
創
意
工
夫

を
す
る
。
そ
こ
に
は
、
確
か
に
茶
道
の
教
え
が
根
付
い
て
い
る
。
新
し

い
技
術
の
助
け
を
借
り
、
古
き
良
き
物
を
繋
ぐ
こ
と
も
ま
た
楽
し
い
。



　

し
か
し
、
茶
道
の
根
幹
に
関
わ
る
部
分
を
全
て
リ
モ
ー
ト
で
学
ぶ

こ
と
は
難
し
い
。
点
前
を
覚
え
る
事
と
、
道
を
学
ぶ
と
い
う
こ
と
は

全
く
違
う
。
単
に
手
順
を
覚
え
れ
ば
良
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

道
を
学
ぶ
事
は
、
目
に
は
見
え
な
い
精
神
を
学
ぶ
と
い
う
事
だ
。
茶

道
に
お
い
て
、
精
神
の
修
練
は
他
者
と
の
関
わ
り
の
中
に
生
ま
れ
る
。

茶
を
通
し
て
対
話
し
少
し
ず
つ
悟
っ
て
い
く
。
禅
問
答
の
繰
り
返
し

の
よ
う
な
も
の
だ
。
そ
れ
を
忘
れ
、
た
だ
技
の
善
し
悪
し
だ
け
を
つ

き
つ
め
れ
ば
、
未
熟
な
精
神
は
自
己
の
過
信
と
未
熟
さ
故
の
欺
瞞
を

生
む
。
中
身
を
伴
わ
な
い
型
な
ど
滑
稽
な
だ
け
だ
。

　
「
規
矩
作
法
ま
も
り
つ
く
し
て
や
ぶ
る
と
も
離
る
る
と
て
も
本
を
忘

る
な
」
と
利
休
居
士
道
歌
の
最
後
に
あ
る
。
茶
道
が
様
々
な
流
派
に

分
か
れ
な
が
ら
も
、
今
日
ま
で
続
い
て
き
た
の
は
、
先
人
達
そ
れ
ぞ

れ
が
自
分
の
目
指
す
茶
の
道
を
探
し
つ
つ
も
、「
本
を
忘
る
な
」
を
遵

守
し
て
き
た
か
ら
だ
。
こ
の
難
局
に
お
い
て
、
規
矩
作
法
を
ま
も
り
、

そ
し
て
守
っ
た
上
で
ど
の
よ
う
に
離
れ
る
か
。
破
り
つ
く
さ
れ
た
物

だ
け
が
残
っ
て
は
な
ら
ず
、
果
た
す
べ
き
役
割
は
大
き
い
。

　

裏
千
家
茶
道
の
末
席
に
身
を
お
く
者
と
し
て
、
今
の
自
分
に
何
が

で
き
る
の
か
。
毎
日
の
稽
古
の
積
み
重
ね
の
な
か
で
考
え
る
こ
と
が

あ
る
。
ま
だ
、
未
熟
な
自
分
が
そ
の
よ
う
な
事
を
考
え
る
こ
と
自
体

が
、
慢
心
で
あ
る
と
言
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
今
の
等

身
大
の
自
分
の
延
長
線
上
に
自
分
の
目
指
す
茶
が
あ
る
の
だ
と
す
れ

ば
、
ど
ん
な
困
難
な
状
況
で
あ
ろ
う
と
、
日
々
真
摯
に
茶
の
道
に
向

き
合
い
続
け
る
こ
と
こ
そ
大
切
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。


