
 
 

茶
山
と
梅 

 
 

 
茶
山
は
「
梅
好
き
」
と
言
わ
れ
、
多
く
の
詩
を
残
し
て
い
る
。
茶
山
と
梅
の
関
係
を
考
え
て
み
た
い
。 

 
 
 
 

一
、
菅
波
家
の
家
紋
が
梅
鉢
で
あ
る
。 

  
 
 
 
 
 

尾
道
屋
初
代
は
、
畠
山
五
郎
右
衛
門
道
元
で
、
そ
の
子
庄
左
衛
門
道
俊
は
福
島
氏
に
仕
え
る
が
、
福
島
氏
が
改 

 
 
 
 
 
 

易
さ
れ
浪
人
と
な
る
。
そ
の
子
源
左
衛
門
道
治
は
浪
士
を
や
め
て
民
夫
と
な
り
、
武
器
を
売
っ
て
酒
造
を
営
む
。 

時
に
島
原
の
乱
が
お
き
る
。
酒
を
積
ん
で
陣
中
に
赴
く
。
海
上
風
差
し
障
り
な
く
酒
の
高
利
を
得
る
。
こ
れ
は 

菅
公
の
恩
徳
で
あ
る
と
、
姓
を
菅
の
一
字
を
上
に
置
き
、
海
上
の
夢
の
知
ら
せ
に
て
、
波
の
一
字
を
下
に
つ
け 

こ
の
家
の
末
世
の
せ
い
と
な
し
・
・（
攻
略
） 

 
 

 
 
 
 
 
 

と
し
て
、
家
紋
も
「
梅
は
ち
紋
」
と
し
た
。 

道
治
の
弟
久
次
郎
包
好
も
、
分
家
し
（
初
代
本
荘
屋
）
畠
山
か
ら
菅
波
に
改
姓
す
る
。 

本
荘
屋
菅
波
家
は
酒
造
業
を
営
み
な
が
ら
庄
屋
と
し
て
活
躍
す
る
。 

さ
ら
に
帰
谷
に
天
満
宮
を
造
営
し
て
い
る
。（
棟
札
に
久
次
郎
の
名
が
あ
る
） 

本
荘
屋
か
ら
分
家
し
た
茶
山
の
家
紋
も
「
梅
は
ち
紋
」
で
あ
る
。 

  
 
 
 

二 

初
め
て
会
っ
た
拙
斎
と
出
か
け
た
の
が
梅
園
で
あ
る
。 

 
 
 
 
 

明
和
八
年
（
一
七
七
一
） 

茶
山
二
四
歳
の
時
、
茶
山
を
訪
ね
き
た
西
山
拙
斎
と 

三
原
に
観
梅
に
行
っ
て
い
る
。 

 
 
 
 
 

こ
の
時
初
め
て
二
人
は
出
会
う
の
で
あ
る
が
、
な
ぜ
か
三
原
の
西
野
梅
林
を
訪
ね
て
い
る
。 

 
 
 
 
 
 

当
時
、
梅
は
文
人
た
ち
に
と
っ
て
は
重
要
な
も
の
で
あ
り
、
多
く
の
文
人
た
ち
が
梅
の
句
を
詠
ん
で
い
る
。
寒
い
冬 

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
力
ず
よ
く
独
特
な
香
り
を
放
つ
梅
に
心
を
奪
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。 

 
 
 
 
 

茶
山
は
梅
を
求
め
て
近
隣
に
足
を
運
ん
で
い
る
。
近
隣
で
有
名
で
あ
っ
た
の
が
、
西
野
梅
林
（
三
原
）
大
林
寺
（
加
茂 

町
粟
根
）
栄
谷
（
福
山
郷
分
）
丁
谷
で
あ
っ
た
と
い
う
。
今
は
そ
の
面
影
は
な
か
っ
た
り
、
衰
退
し
て
い
る
と
い
う
。 

文
化
十
年
（（
一
八
一
三
）
に
は
『
三
原
梅
見
之
記
』
が
あ
る
。 

 
 
 
 
 
 

ま
た
、
文
化
十
二
年
（
一
八
一
五
）
藩
主
阿
部
正
精
の
命
で
江
戸
出
府
し
た
際
、
元
老
中
で
白
河
藩
前
藩
主
松
平
定 

信
に
招
か
れ
た
「
浴
恩
園
」
で
、
定
信
か
ら
枝
の
手
折
り
一
梅
を
も
ら
っ
た
と
い
う
話
は
有
名
で
あ
る
。 

 

  
 
 
 

三 

茶
山
は
多
く
の
梅
を
題
し
た
詩
を
詠
ん
で
い
る 

 
 
 
 
 
 

茶
山
は
生
涯
を
通
し
て
梅
に
ま
つ
わ
る
詩
を
多
く
詠
ん
で
い
る
。
黄
葉
夕
陽
村
舎
詩
に
は
数
首
ま
と
め
て
記
載
し
て

あ
る
場
合
も
あ
る
し
、
出
か
け
た
際
に
詠
ん
だ
詩
も
あ
る
。
い
く
つ
か
紹
介
す
る
。 

 
 
 
 

（
一
） 

『
黄
葉
夕
陽
村
舎
詩 

前
篇
前
巻
一―

一
六
』
に
梅
花
七
首
が
あ
る
。
巻
一
は
「
天
明
壬
寅
」（
天
明
二
年
以
前 

 
 
 
 
 
 
 

の
作
な
の
で
、
茶
山
の
若
い
時
代
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
次
の
七
首
で
あ
る
。 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

梅
花
七
首 

 

黄
葉
夕
陽
村
舎
詩 

前
巻
一―

一
六 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

〇 

見
説
龍
泉
寺
畔
梅 

 

今
朝
始
覩
一
枝
開 

 

屐
痕
斜
印
幽
蹊
雪 

 

知
有
吟
朋
先
我
來 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 

〇 

隣
翁
知
我
愛
梅
心 

 

携
贈
温
香
一
朶
深 

 

人
報
今
朝
風
雪
裡 

 

見
君
欹
笠
走
南
林 

〇 

何
處
狂
香
僕
鼻
來 

 

春
風
一
縷
憪
橋
隈 

 

行
人
指
點
叢
松
樹 

 

中
有
孤
村
半
種
梅 

〇 

自
愛
孤
根
抱
暗
香 

 

寧
随
百
卉
競
時
粧 

 

多
年
悪
雨
狂
風
裏 

 

獨
立
寒
雲
冷
石
傍 

〇 

人
道
山
村
梅
已
飄 

 

直
衝
泥
路
不
辭
遥 

 

奈
何
昨
夜
三
更
雨 

 

漂
去
前
渓
獨
木
橋 

 

〇 

昨
夜
高
樓
一
笛
風 

 

梅
花
雺
落
水
西
東 

 

歊
推
未
定
詩
家
恨 

 

九
十
春
光
半
已
空 

〇 

玉
笛
空
吹
塞
上
悲 

 

音
書
漫
寄
隴
頭
思 

 

幸
吾
歳
歳
在
郷
圀 

 

賞
遍
開
時
將
落
時 

帰り谷天満宮 



 
 
 
 
 
 

北
川
勇
先
生
は
『
茶
山
詩
話
』
の
中
で
こ
の
七
首
の
う
ち
次
の
二
首
を
紹
介
し
て
い
る 

 
 

 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 

梅
花
七
首
の
一 

見
説
龍
泉
寺
畔
梅 

 
 

見
る
な
ら
く 

龍
泉
寺
畔
の
梅 

 
 
 
 
 
 

  
今
朝
始
覩
一
枝
開 

 
 

今
朝
始
め
て
一
枝
の
開
く
を
覩
（
み
）
る 

屐
痕
斜
印
幽
蹊
雪 

 
 

屐
痕
（
げ
き
こ
ん
）
斜
め
に
印
す 

幽
蹊
（
ゆ
う
け
い
）
の
雪 

知
有
吟
朋
先
我
來 

 
 

知
ん
ぬ 

吟
朋
（
ぎ
ん
ぽ
う
）
我
に
先
ん
じ
て
来
た
る
有
る
を 

 

見
説 

「
見
る
な
ら
く
」
と
読
む
。 

畔 

ほ
と
り
。 

屐
痕 

屐
は
下
駄
の
事
で
、
二
の
字
に
下
駄
の
跡
が
つ 

い
て 

い
た
よ
う
す
。 

 

知
「
知
ん
ぬ
」
と
読
む
。 

 

吟
朋 

詩
を
吟
じ
詩
を
口
ず
さ
む
友
。 

 
 
 
 

 

（
大
意
） 

龍
泉
寺
の
境
内
に
梅
が
や
っ
と
咲
い
た
ら
し
い
。
誰
よ
り
も
早
く
見
て
や
ろ
う
と
狙
っ
て
い
た
。
雪
の
降 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

っ
て
い
た
早
朝
、
龍
泉
寺
に
行
っ
て
み
る
と
、
下
駄
の
二
の
字
、
二
の
字
の
足
跡
が
続
い
て
い
る
。
文
人
仲 

間
の
誰
か
に
先
に
見
初
め
を
や
ら
れ
た
。 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

梅
花
七
首
の
五 

人
道
山
村
梅
已
飄 

 
 

 

人 
 

道
（い
）う 

 

山
村 
梅 

已
に
飄
（ひ
る
が
え
）る
と 

直
衝
泥
路
不
辭
遥 

 
 

 

直
ち
に 

泥
路
（で
い
ろ
）を
衝
（つ
）い
て 

遥
（は
る
）か
な
る
を
辞
せ
ず 

奈
何
昨
夜
三
更
雨 

 
 

 

奈
何
（い
か
ん
）せ
ん 

昨
夜 

三
更
の
雨 

 

漂
去
前
渓
獨
木
橋 

 
 

 

漂
（た
だ
よ
）い
去
る 

前
渓
（ぜ
ん
け
い
）独
木
橋 

  

道 

言
う
。 

飄 

風
に
ひ
ら
ひ
ら
舞
う
。  

奈
何 

（困
っ
て
）ど
う
し
よ
う 

 

獨
木
橋 

 

丸
木
橋 

 
 
 
 
 
 
 
 

三
更 

日
暮
れ
か
ら
朝
ま
で
を
五
等
分
し
た
更
点
時
刻
法
で
、
午
後
十
一
時
か
ら
午
前
二
時
ま
で 

 
 
 
 
 

（
大
意
） 

誰
か
が
言
う
に
は
山
の
中
の
村
で
は
、
も
う
梅
の
花
が
ひ
ら
ひ
ら
と
舞
っ
て
い
る
そ
う
だ
。
急
い
で
泥
ん 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

こ
道
を
つ
い
て
、
遠
く
て
も
物
と
も
せ
ず
出
か
け
て
き
た
。
さ
て
、
ど
う
し
よ
う
。
昨
夜
の
夜
半
の
雨
で
大 

水
が
出
て
、
前
の
谷
は
丸
木
橋
が
流
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。（
残
念
だ
な
あ
・
・
・
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

㈡ 

『
黄
葉
夕
陽
村
舎
詩 

後
編
巻
二―

十
九
』
で
も
「
梅
」
と
題
し
て
十
二
首
を
詠
ん
で
い
る
。
北
川
先
生
は
『
茶 

山
詩
話
』
の
中
で
次
の
四
首
を
紹
介
し
て
い
る 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

梅 

十
二
首
の
二 

暗
裡
尋
香
折
一
枝 

 

暗
裡
（
あ
ん
り
） 

香
を
尋
ね
て 

一
枝
を
折
る 

 
 
 
 
 
 
 

林
頭
路
滑
雪
消
時 

 

林
頭 

路
（
み
ち
） 

滑
ら
か
に
し
て 

雪
消
ゆ
る
時 

 
 
 
 
 
 
 

人
間
何
處
無
娯
樂 

 

人
間
（
じ
ん
か
ん
） 

何
（
い
ず
れ
）
の
処
（
と
こ
ろ
）
に
か
娯
楽
な
か
ら
ん 

 
 
 
 
 
 
 

恐
使
花
神
笑
許
痴 
 

恐
ら
く
は 

花
神
を
し
て 

許
（
こ
）
の
痴
を 

笑
わ
使
め
ん 

  
 
 
 
 
 
 
 

暗
裡 

暗
闇
。 

頭 

ほ
と
り
、
林
頭
で
林
の
あ
た
り
。 

人
間 

じ
ん
か
ん
と
読
む 

世
間
。 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

娯
樂 

楽
し
み
。 

許 

こ
の
こ
と
と
い
う
意
味
、
こ
れ
ほ
ど
の
。
痴 

西
も
東
も
判
断
が
つ
か
な
い
こ
と
。 

 
 
 
 
 

（
大
意
） 

暗
闇
の
中
、
梅
の
香
り
を
頼
り
に
探
し
当
て
一
枝
を
折
る
。
林
の
入
り
口
当
た
り
で
は
雪
が
消
え
ぬ
か
る 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ん
で
い
る
。
世
間
で
は
ど
こ
に
で
も
楽
し
い
こ
と
が
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。
恐
ら
く
は
梅
の
神
様 

を
し
て
私
の
馬
鹿
さ
か
げ
ん
を
笑
っ
て
お
ら
れ
る
だ
ろ
う
。 

 

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

梅 

十
二
首
の
五 

 
 
 
 
 
 
 

逼
觀
偏
好
臨
流
影 

 

逼
（
せ
ま
）
り
観
て 

偏
（
ひ
と
え
）
に
好
し 

流
に
臨
む
影 

 
 
 
 
 
 
 

遥
望
逾
佳
倚
竹
姿 

 

遥
か
に
望
ん
で 

逾
（
い
よ
）
い
よ
佳
（
か
）
な
り 

竹
に
倚
（
よ
）
る
姿 

 
 
 
 
 
 
 

一
歳
會
心
何
日
是 

 

一
歳
の
会
心 

何
れ
の
日
に
か 

是
な
る 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

野
航
微
雪
訪
君
時 

 

野
航
（
や
こ
う
）
の
微
雪 

。
君
を
訪
う
時 

  
 
 
 
 
 
 
 

逼 

そ
ば
に
よ
っ
て
い
く 

迫
る
。 

偏 

ひ
た
す
ら
。 

倚 

よ
り
か
か
る 

 

一
歳 

一
年
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

会
心 

最
も
心
に
か
な
う 

 
 

 
 

 

（
大
意
） 

梅
を
観
る
の
に
梅
の
木
の
そ
ば
ま
で
寄
っ
て
行
く
と
、
そ
の
姿
が
下
を
流
れ
る
水
鏡
に
映
っ
て
い
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

遥
か
か
な
た
の
竹
や
ぶ
の
ほ
と
り
に
も
梅
が
咲
い
て
い
い
な
あ
。
一
年
の
う
ち
最
も
心
に
か
な
う
日
は
、
い
ず 

れ
の
時
で
あ
ろ
う
か
。
雪
が
ぽ
つ
り
ぽ
つ
り
と
降
る
中
を
小
川
に
沿
っ
て
野
を
巡
っ
て
、
君
（
梅
）
に
会
い
に 

行
く
の
も
ま
ん
ざ
ら
捨
て
た
も
の
で
は
な
い
な
。 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

梅 

十
二
首
の
八 

 
 

 
 

 
 

 

偶
逢
遊
女
後
先
還 

 

偶
（
た
ま
た
ま
）
遊
女
に
逢
う
て 

後
先
（
こ
う
せ
ん
）
し
て
還
る 

 
 

 
 

 
 

 

素
袂
青
裙
玉
作
顔 

 

素
袂
（
そ
へ
い
）
青
裙
（
せ
い
く
ん
） 

玉
を
顔
と
作
（
な
）
す 

 
 

 
 

 
 

 

行
入
梅
花
忽
相
失 

 

行
く
行
く
梅
花
に
入
り
て 

忽
（
た
ち
ま
）
ち
相
失
（
そ
う
し
つ
）
す 

 
 

 
 

 
 

 

賸
香
横
路
月
彎
彎 

 

賸
香
（
よ
う
か
） 

路
に
横
た
わ
っ
て 
月
弯
弯
（
わ
ん
わ
ん
）
た
り 

  
 

 
 

 
 

 
 

遊
女 

野
山
の
景
色
を
愛
で
て
遊
び
歩
く
女
性
。 

後
先 

後
に
な
っ
た
り
先
に
な
っ
た
り
す
る
さ
ま
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

素
袂 

模
様
の
な
い
白
い
袂
（
た
も
と
）。 

裙 

も
、
ス
カ
ー
ト
。 
玉
作
顔 

玉
の
お
湯
に
美
し
い
顔
。 

 

相
失 

見
失
う
。 

賸 

余
る
、
こ
ぼ
れ
る
。 

彎 

弓
を
引
き
絞
っ 

 
 

 
 

 
 

 

た
さ
ま
。 

 
 

 
 

 

（
大
意
） 

た
ま
た
ま
野
山
の
景
色
を
尋
ね
て
い
る
で
見
た
こ
と
も
合
い
女
達
に
逢
っ
た
。
白
い
た
も
と
の
着
物
で
青 

い
ス
カ
ー
ト
で
ま
こ
と
に
こ
の
世
で
見
た
こ
と
も
な
い
美
し
い
そ
の
女
た
ち
と
後
、
後
に
り
先
に
な
っ
て
き

た
よ
う
だ
が
、
ど
こ
の
お
方
じ
ゃ
ろ
う
と
思
っ
て
い
た
ら
、
ど
ん
ど
ん
行
っ
と
る
間
に
梅
の
花
の
中
に
消
え

て
し
ま
っ
た
。
後
に
は
梅
の
香
り
が
ひ
と
き
わ
路
い
っ
ぱ
い
に
広
が
り
立
ち
込
め
て
い
る
。
ふ
と
見
上
げ
る 

と
、
弓
を
弾
き
絞
っ
た
よ
う
な
月
が
出
て
い
た
。 

 
 

 
 

 
 

 

〇
こ
の
詩
は
メ
ル
ヘ
ン
の
世
界
に
誘
っ
て
く
れ
て
い
る
よ
う
。「
素
袂
青
裙
玉
作
顔
」
は
、
梅
の
花
の
精
で
あ
っ
た 

の
か
も
。
梅
の
花
の
中
に
ス
ー
ッ
と
消
え
て
、
香
り
だ
け
が
残
っ
て
い
る
。
茶
山
詩
の
見
事
さ
で
も
あ
ろ
う
。 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

梅 

十
二
首
の
九 

 
 

 
 

 
 

 

四
野
梅
開
二
月
天 

 

四
野
（
し
や
）
梅
開
く 

二
月
の
天 

 
 

 
 

 
 

 

吾
笻
日
被
暗
香
牽 

 

吾
が
笻
（
つ
え
）
は 

日
々 

暗
香
に
牽
（
ひ
）
か
る 

 
 

 
 

 
 

 

客
來
若
問
吟
遊
處 

 

客
来
た
っ
て 

若
し
吟
遊
の
処
を
問
わ
ば 

 
 

 
 

 
 

 

多
在
村
橋
石
澗
邊 

 

多
く
は 

村
橋
石
澗
（
か
ん
）
の
辺
に
在
り 

 

四
野 

東
西
南
北
、
あ
ち
こ
ち
で 

 

笻 

つ
え 

 

日 

日
と
あ
る
が
原
文
で
は
日
を
重
ね
て
あ
る 

 
 

 
 

 
 

 
 

牽 

牛
の
鼻
に
鼻
ぐ
り
を
つ
け
て
引
っ
張
る
と
い
う
意
味
、
梅
の
香
り
に
引
っ
張
ら
れ
る
と
い
う
意
。 

 
 

 
 

 

（
大
意
） 

あ
ち
こ
と
で
梅
が
咲
き
誇
る
二
月
の
季
節
。
わ
が
杖
は
毎
日
漂
っ
て
く
る
香
り
に
引
っ
張
ら
れ
て
い
く
。 

も
し
客
が
来
て
行
き
先
を
聞
い
た
ら
、
次
の
よ
う
に
答
え
な
さ
い
。
多
分
村
の
谷
川
の
橋
の
あ
た
り
に
い
ら 

っ
し
ゃ
る
だ
ろ
う
と
。 

我が家お方じゃろ

う 

我が家梅 十二首

の五 



 
 

 
 

（
三
）
西
福
寺
に
は
度
々
詩
会
を
催
し
て
い
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福
寺
賞
梅 

 
 

 
 

 
 

 

西
福
寺
賞
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黄
葉
夕
陽
村
舎
詩 

後
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巻
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品
茶
琢
句
坐
斜
陽 

 

茶
を
品
（
ひ
ん
）
し 

句
を
琢
（
た
く
）
し
て
斜
陽
に
座
（
ざ
）
し 

 
 

 
 

 
 

 
閑
事
偏
知
春
日
長 

 

閑
事
（
か
ん
じ
）
偏
（
ひ
と
）
え
に
春
日
（
し
ゅ
ん
じ
つ
）
の
長
（
な
が
）
き
を
知
る 

 
 

 
 

 
 

 

暮
鳥
還
棲
驚
有
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暮
鳥
（
ぼ
ち
ょ
う
）
棲
（
す
み
か
）
に
還
（
か
え
）
り
客
（
き
ゃ 

く
）
有
る
に
驚
く 

 
 

 
 

 
  

 

梅
花
花
底
小
僧
房 

 

梅
花
（
ば
い
か
）
花
底
（
か
て
い
）
小
僧
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賞
梅 

梅
を
愛
し
て
楽
し
む
。 

 

品
茶 

お
茶
の
品
定
め
を
す
る
。 

 

琢 

玉
を
み
が
く
こ
と
。 

 

棲 

す
み
か
、
ね
ぐ
ら
。 

僧
房
～
僧
侶
の
住
む
建
物
。 

 
 

 
 

 
 

（
大
意
） 

茶
を
楽
し
み
詩
を
ひ
ね
り
、
夕
陽
が
さ
す
ま
で
座
っ
て
い
る
。
閑
暇
（
か
ん
か
）
を
呑
気
に
過
ご
す
も
の
に
は
、 

ま
っ
た
く
春
の
日
は
長
い
。
小
鳥
が
ね
ぐ
ら
に
帰
っ
て
き
て
、
客
（
茶
山
）
が
い
る
の
に
驚
い
た
ら
し
い
。
梅
の 

花
盛
り
に
つ
つ
ま
れ
た
僧
房
の
一
日
に
満
足
し
た
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（
四
）『
黄
葉
夕
陽
村
舎
詩
』
に
み
ら
れ
る
主
な
「
梅
」
の
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