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五
月
初
旬
、
福
建
省
安
渓
へ
行
っ
た
。
安
渓
は

厦
門
か
ら
車
で
一
時
間
半
ほ
ど
内
陸
に
入
っ
た
山

間
地
で
中
国
の
銘
茶
、
鉄
観
音
茶
の
主
産
地
と
し

て
知
ら
れ
て
い
る
。
筆
者
が
愛
飲
し
て
い
る
鉄
観

音
は
香
港
で
購
入
し
て
い
る
が
、
昨
年
初
め
て
香

港
の
茶
荘
オ
ー
ナ
ー
の
実
家
が
あ
る
村
を
訪
ね
、

美
味
し
い
お
茶
が
ど
の
よ
う
に
作
ら
れ
て
い
る
の

か
見
に
行
っ
た
。
そ
の
あ
ま
り
に
素
晴
ら
し
い
環

境
に
目
を
見
張
り
、
何
と
今
年
も
訪
ね
た
。

そ
こ
で
は
実
に
健
康
的
な
生
活
が
送
ら
れ
て
い

る
。
周
囲
は
全
て
茶
畑
に
囲
ま
れ
、
空
気
は
気
持

ち
よ
い
ほ
ど
に
澄
み
、
そ
こ
の
水
で
淹
れ
た
茶
は

何
と
も
言
え
な
い
極
上
の
味
が
す
る
。
茶
農
家
で

は
朝
、
鳥
の
さ
え
ず
り
で
目
覚
め
、
食
事
は
裏
の

畑
で
自
ら
植
え
た
完
全
有
機
の
野
菜
と
粥
な
ど
、

胃
に
や
さ
し
い
食
べ
物
ば
か
り
。
ネ
ッ
ト
も
繋
が

ら
ず
夜
は
早
く
寝
る
し
か
な
い
。
都
会
生
活
に
疲

れ
た
体
に
は
至
福
の
時
間
を
過
ご
す
こ
と
が
出
来

る
の
で
あ
る
。

美
味
し
い
鉄
観
音
茶
が
無
く
な
っ
た
わ
け

実
は
最
近
、
鉄
観
音
茶
が
美
味
し
く
な
く
な
っ

た
と
思
う
こ
と
が
多
い
。
そ
の
理
由
は
こ
の
村
に

来
て
直
ぐ
に
理
解
で
き
た
。
昔
な
が
ら
の
製
法
で

作
っ
て
い
る
人
が
殆
ど
い
な
い
の
だ
。
製
茶
さ
れ

た
茶
葉
を
見
れ
ば
緑
茶
に
近
い
鮮
や
か
な
緑
が
目

立
ち
、
一
煎
目
の
香
り
は
そ
れ
な
り
に
立
つ
が
、

そ
れ
で
終
わ
り
。
中
に
は
飲
ん
だ
後
、
胃
も
た
れ

を
起
こ
す
も
の
ま
で
あ
る
。
専
門
家
に
よ
れ
ば
そ

れ
は
発
酵
が
足
り
て
い
な
い
な
ど「
手
抜
き
製
造
」

に
よ
っ
て
で
き
た
粗
悪
茶
だ
と
い
う
。
そ
ん
な
お

茶
が
作
ら
れ
る
原
因
は
簡
単
で
「
て
っ
と
り
早
く

儲
け
る
」
た
め
だ
。
今
の
中
国
を
象
徴
し
て
い
る

一
つ
の
例
だ
と
言
え
る
。

伝
統
的
な
製
法
は
実
に
手
の
込
ん
だ
作
業
で
あ

り
、
茶
摘
み
後
二
日
間
ほ
ぼ
寝
ず
に
製
茶
に
励
む
。

勿
論
人
間
の
手
に
よ
る
作
業
に
は
限
界
が
あ
り
、
生

産
量
は
極
め
て
少
な
い
が
、
そ
れ
だ
け
に
名
人
が

作
る
お
茶
に
は
独
特
の
味
わ
い
が
あ
る（
写
真
１
）。

だ
が
現
代
的
な
儲
け
主
義
の
観
点
か
ら
言
え
ば
、
生

産
量
を
増
や
す
た
め
に
は
、
出
来
る
だ
け
機
械
化
、

効
率
化
し
た
い
。
そ
の
結
果
、
三
回
や
る
べ
き
作
業

を
一
回
に
し
、
本
来
じ
っ
く
り
や
る
べ
き
乾
燥
作
業

を
ク
ー
ラ
ー
で
行
っ
て
し
ま
う
。
結
果
と
し
て
見
た

目
は
良
い
が
、
濃
厚
な
味
わ
い
を
失
う
。
品
質
が
落

ち
る
と
価
格
が
下
落
、
収
入
を
補
う
た
め
に
は
生
産

量
を
増
や
し
、
益
々
品
質
が
落
ち
る
と
い
う
悪
循
環

が
発
生
す
る
。
勿
論
茶
葉
の
生
育
を
早
め
た
け
れ
ば

化
学
肥
料
を
大
量
に
使
い
、
害
虫
駆
除
に
農
薬
を
多

用
す
る
こ
と
に
も
な
る
。

筆
者
が
訪
ね
た
六
十
五
歳
の
張
さ
ん
は
「
村
で

最
後
の
伝
統
製
法
守
護
者
」
で
あ
り
、
そ
の
生
涯

は
厳
し
い
製
茶
の
連
続
だ
っ
た
が
、
質
の
高
い
満

足
の
行
く
茶
を
作
り
続
け
て
き
た
（
写
真
２
）。
茶

摘
み
は
全
て
手
摘
み
で
、
肥
料
の
使
用
は
最
小
限

に
留
め
る
。
実
際
の
製
茶
作
業
を
朝
か
ら
晩
ま
で

つ
ぶ
さ
に
見
て
い
た
が
、
そ
れ
は
緊
張
の
連
続
で

あ
り
、
油
断
す
る
と
茶
の
味
が
落
ち
て
し
ま
う
。

今
回
筆
者
が
見
学
を
許
さ
れ
た
そ
の
条
件
は
『
決

し
て
話
し
掛
け
な
い
こ
と
』
だ
っ
た
。
作
業
自
体

も
か
な
り
の
体
力
を
必
要
と
し
て
お
り
、
張
さ
ん

自
身
も
『
も
う
し
ん
ど
い
。
今
年
で
引
退
し
た
い
』

と
何
度
も
叫
ぶ
ほ
ど
。

天
候
に
よ
っ
て
も
茶
の
出
来
が
大
き
く
左
右
さ

れ
る
。
雨
な
ら
茶
摘
み
は
行
わ
ず
、
ま
た
伝
統
的

に
は
立
夏
を
過
ぎ
た
茶
葉
は
使
わ
な
い
と
い
う
。

こ
れ
で
は
生
産
量
を
あ
げ
ろ
と
言
っ
て
も
難
し
い
。

張
さ
ん
の
茶
を
買
い
た
い
茶
商
は
大
勢
い
る
が
、

商
売
の
単
位
に
な
る
ほ
ど
の
生
産
量
が
な
い
た
め
、

皆
手
が
出
な
い
。
そ
れ
で
も
出
来
立
て
の
茶
を
味

わ
う
張
さ
ん
の
横
顔
に
満
足
感
が
に
じ
み
出
る
。

完
全
に
伝
統
工
芸
品
の
世
界
を
見
て
い
る
よ
う
だ
。

だ
が
そ
の
し
ん
ど
い
姿
を
見
て
き
た
息
子
は
残

念
な
が
ら
伝
統
的
な
手
作
り
を
辞
め
、
機
械
製
法

に
切
り
替
え
て
し
ま
っ
た
。
簡
単
に
生
産
量
を
増

や
し
て
初
め
は
順
調
だ
っ
た
よ
う
だ
が
、
品
質
の

　
ア
ジ
ア
の
茶
畑
か
ら
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茶
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こ
ろ
が
近
年
厦
門
や
泉
州
な
ど
近
隣
都
市
や
安
渓

近
く
に
も
工
場
が
立
ち
、
お
ま
け
に
月
額
手
取
り

で
二
〇
〇
〇
―
三
〇
〇
〇
元
も
貰
え
る
と
な
る
と
、

茶
業
な
ど
季
節
労
働
的
な
不
安
定
な
仕
事
は
敬
遠

さ
れ
、
村
人
は
皆
、
工
場
へ
通
う
よ
う
に
な
る
。

「
こ
れ
も
中
央
政
府
が
示
し
た
所
得
倍
増
計
画
の

お
蔭
さ
」
と
あ
る
村
人
は
自
嘲
気
味
に
話
す
。
そ

の
意
味
は
「
自
分
達
の
村
な
ど
に
対
し
て
地
方
政

府
は
何
も
や
っ
て
く
れ
な
い
。「
鉄
観
音
」
と
い

う
全
国
ブ
ラ
ン
ド
を
持
ち
な
が
ら
、
彼
ら
は
こ
れ

も
生
か
そ
う
と
も
せ
ず
に
私
腹
を
肥
や
し
て
い
る

だ
け
」
と
手
厳
し
い
。

最
近
ど
こ
の
地
方
政
府
も
自
省
の
特
産
品
を
発

掘
し
て
売
り
込
む
こ
と
に
躍
起
に
な
っ
て
い
る
が
、

そ
れ
に
は
そ
れ
相
当
の
利
権
が
か
ら
ん
で
い
る
場

合
が
多
い
。
こ
こ
福
建
省
で
は
岩
茶
、
紅
茶
、
白

茶
な
ど
有
名
な
茶
が
多
過
ぎ
て
、
ど
れ
か
一
つ
を

集
中
的
に
売
り
込
む
こ
と
は
し
て
い
な
い
。
そ
し

て
ブ
ラ
ン
ド
品
よ
り
も
新
規
開
発
し
た
茶
を
優
先

的
に
補
助
す
る
こ
と
で
、
新
た
な
利
権
が
生
ま
れ

て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

雨
上
が
り
の
午
後
、
本
来
朝
し
か
摘
ま
な
い
茶

摘
み
を
す
る
機
械
音
が
村
に
響
き
渡
っ
た
。
そ
の

音
は
実
に
空
し
く
聞
こ
え
、
ま
る
で
鉄
観
音
の
茶

畑
を
破
壊
し
て
い
る
よ
う
だ
っ
た
。
こ
の
村
だ
け

で
は
な
く
、
今
後
の
中
国
茶
業
の
行
方
が
心
配
で

あ
る
。
い
や
茶
業
だ
け
の
問
題
で
は
な
く
、
中
国

の
農
業
、
そ
し
て
中
国
そ
の
も
の
が
心
配
に
な
る

現
在
の
農
村
風
景
な
の
で
あ
る
。

（
す
が 

つ
と
む
・

コ
ラ
ム
ニ
ス
ト/

ア
ジ
ア
ン
ウ
オ
チ
ャ
ー
）

写真2　素晴らしい環境の中でお茶を作る張さん 写真1　今や手摘みの茶葉は極めて少ない

問
題
か
ら
売
れ
行
き
が
落
ち
、
徐
々
に
収
入
を
減

ら
し
て
い
く
。
嫁
は
茶
業
に
見
切
り
を
つ
け
、
家

を
出
て
泉
州
へ
出
稼
ぎ
に
行
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
。

そ
の
息
子
は
茶
業
へ
の
い
ら
立
ち
と
母
を
失
っ
た

寂
し
さ
か
ら
か
、
喧
嘩
ば
か
り
の
日
々
を
送
っ
て

い
た
が
、や
は
り
今
年
は
村
を
出
て
出
稼
ぎ
に
行
っ

て
し
ま
っ
た
と
い
う
。
鉄
観
音
茶
の
凋
落
と
同
時

に
農
村
家
庭
が
崩
壊
し
て
い
く
様
が
見
え
、
実
に

寂
し
い
思
い
を
し
た
。

張
さ
ん
が
作
る
価
値
の
あ
る
お
茶
の
単
価
は

も
っ
と
上
が
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
辺
り
に

マ
ー
ケ
ッ
テ
ィ
ン
グ
力
、
広
告
宣
伝
な
ど
の
不
足

が
見
ら
れ
る
が
、
豊
富
な
資
本
を
武
器
に
販
売
を

伸
ば
す
現
代
中
国
の
企
業
に
は
、『
伝
統
的
な
真
の

価
値
』
を
伝
え
る
意
思
は
残
念
な
が
ら
あ
ま
り
感

じ
ら
れ
な
い
。こ
れ
は
茶
の
世
界
の
の
み
な
ら
ず
、

現
代
中
国
で
貴
重
な
資
産
が
失
わ
れ
て
い
る
実
態

を
見
る
上
で
重
要
だ
と
思
わ
れ
る
。

出
稼
ぎ
に
行
く
村
人
た
ち

あ
る
村
人
曰
く
「
こ
の
村
で
労
働
年
齢
に
達
し

て
い
る
者
の
内
、
普
通
話
（
標
準
語
）
が
出
来
る

者
の
殆
ど
が
出
稼
ぎ
に
行
っ
て
し
ま
っ
た
」
と
。

今
の
若
者
は
学
校
教
育
や
テ
レ
ビ
の
影
響
で
殆
ど

が
普
通
話
を
話
せ
る
の
で
、
こ
の
話
は
若
者
の
殆

ど
が
村
に
居
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

そ
し
て
今
の
四
〇
―
五
〇
代
で
一
部
普
通
話
が
苦

手
な
者
が
農
作
業
の
担
い
手
と
な
っ
て
い
る
。

勿
論
以
前
よ
り
出
稼
ぎ
に
行
く
若
者
は
そ
れ
な

り
に
い
た
の
だ
が
、
上
海
や
広
東
省
な
ど
遠
く
へ

出
て
い
く
の
で
、
そ
の
数
は
限
ら
れ
て
い
た
。
と


