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１
月
か
ら
こ
ち
ら
に
連
載
し
て
い
る
ご
縁

か
、
静
岡
の
お
茶
農
家
、
お
茶
屋
さ
ん
を
訪

ね
る
機
会
が
め
っ
き
り
増
え
て
い
る
。
日
本

茶
に
つ
い
て
知
り
た
い
者
に
と
っ
て
は
、
豊

富
な
茶
畑
、
お
茶
に
詳
し
い
方
が
多
い
静
岡

へ
行
く
の
が
や
は
り
色
々
と
勉
強
に
な
る
。

　

先
日
静
岡
駅
か
ら
バ
ス
に
乗
り
、
梅
ヶ
島

と
い
う
と
こ
ろ
へ
行
く
機
会
が
あ
っ
た
。
こ

こ
に
は
『
天
空
の
茶
畑
』
と
呼
ば
れ
る
標
高

１
０
０
０
m
の
茶
畑
が
あ
り
、
そ
の
景
色
は

実
に
素
晴
ら
し
い
も
の
だ
っ
た
が
、『
日
本
で

一
番
高
い
茶
畑
』
と
聞
い
て
驚
い
た
。
ア
ジ

ア
の
茶
畑
を
歩
い
て
い
る
者
に
と
っ
て
標
高

１
０
０
０
m
の
茶
畑
な
ど
、
決
し
て
珍
し
く

は
な
い
。
イ
ン
ド
の
ダ
ー
ジ
リ
ン
だ
っ
て

１
０
０
０
m
以
上
の
茶
畑
は
い
く
ら
で
も
あ

る
し
、
台
湾
の
梨
山
で
は
２
５
０
０
m
の
茶

龍
井
茶
を
売
っ
て
い
る
杭
州
出
身
の
茶
荘

オ
ー
ナ
ー
が
普
段
は
値
段
の
高
い
龍
井
茶
な

ど
飲
ま
ず
に
、
径
山
茶
と
い
う
価
格
は
安
い

が
味
は
い
い
お
茶
を
こ
っ
そ
り
飲
ん
で
い
る

の
を
知
っ
て
、
現
地
を
見
て
み
た
く
な
っ
た

た
め
で
あ
る
。
今
で
は
有
名
に
な
っ
て
き
た

径
山
茶
だ
が
、
昔
は
客
に
出
す
と
龍
井
茶

が
売
れ
な
く
な
る
と
言
わ
れ
た
、
隠
れ
た

銘
茶
だ
っ
た
。

　

そ
の
径
山
寺
は
杭
州
か
ら
バ
ス
を
乗
り
継

い
で
１
時
間
半
ほ
ど
か
か
る
、
か
な
り
山
深

い
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
バ
ス
を
降
り
る
と「
日

本
茶
道
の
源
」
と
い
う
文
字
が
目
に
飛
び
込

ん
で
き
た
。
そ
し
て
お
寺
の
裏
山
に
は
、
竹

藪
が
あ
り
、
静
寂
が
周
囲
を
覆
い
、
こ
こ
は

日
本
か
と
見
ま
が
う
よ
う
な
風
景
が
広
が
っ

て
い
た
。
聖
一
国
師
が
こ
こ
で
修
行
し
た
と

い
う
記
念
碑
も
建
て
ら
れ
て
い
た
。

　
『
径
山
禅
寺
は
天
目
山
東
部
凌
雲
峰
一
帯
、

東
北
峰
の
径
山
に
あ
る
、
南
宋
の
五
山
の
一
。

唐
代
の
７
４
２
年
に
法
欽
禅
師
が
創
建
、
宋

代
に
は
僧
侶
３
︐０
０
０
人
と
い
う
隆
盛
を

極
め
た
。
茶
を
仏
に
捧
げ
る
修
行
が
あ
り
、

畑
す
ら
見
学
し
て
い
る
。
な
ぜ
日
本
に
は
高

い
と
こ
ろ
に
茶
畑
が
な
い
の
か
、
今
後
考
察

し
て
み
た
い
。

　

バ
ス
は
途
中
で
蕨
野
と
い
う
場
所
を
通
過

し
た
が
、
そ
こ
に
は
「
本
山
茶
の
茶
祖
聖
一

国
師
墓
所
」
と
の
表
示
が
あ
っ
た
。
静
岡
県

茶
業
会
議
所
の
H
P
に
よ
れ
ば
『
本
県
の

茶
は
、
駿
河
国
栃
沢
（
静
岡
県
郊
外
）
に
生

ま
れ
た
聖
一
国
師
（
１
２
０
１
～
１
２
８
０

年
）
が
、
中
国
か
ら
種
子
を
も
た
ら
し
、
出

生
地
に
近
い
足
久
保
に
ま
い
た
の
が
始
ま

り
と
さ
れ
ま
す
』
と
あ
る
。
日
本
一
の
茶
産

地
、
静
岡
茶
の
源
流
は
こ
の
辺
に
あ
っ
た
の

か
、
と
し
ば
し
感
慨
に
耽
る
。

　

そ
し
て
３
年
ほ
ど
前
に
、
中
国
浙
江
省

杭
州
郊
外
の
径
山
寺
を
訪
れ
た
時
の
こ
と

を
思
い
出
し
た
。
こ
こ
を
訪
れ
た
理
由
は
、

か
ら
お
坊
さ
ん
が
お
茶
を
持
ち
帰
っ
て
も
、

製
茶
技
術
が
な
け
れ
ば
、
茶
は
で
き
な
い

と
思
っ
て
い
た
。
だ
が
日
本
の
僧
侶
は
中
国

の
寺
、
特
に
浙
江
省
な
ど
茶
畑
の
あ
る
地
域

で
数
年
の
修
行
を
し
て
い
る
ケ
ー
ス
が
多

く
、
そ
の
修
行
の
中
に
茶
業
が
含
ま
れ
て
い

た
と
す
れ
ば
、
茶
の
種
を
日
本
に
植
え
た
だ

け
で
な
く
、
製
茶
の
手
法
も
伝
授
し
た
の

で
は
な
い
か
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
日
本
に
お

け
る
僧
侶
と
茶
の
関
係
が
何
と
な
く
説
明

で
き
る
よ
う
な
気
が
し
た
。

　

中
国
で
は
元
々
茶
は
薬
で
あ
り
、
そ
し

て
高
価
な
も
の
で
あ
っ
た
の
で
、
一
般
人
が

簡
単
に
飲
め
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
言
わ

れ
て
い
る
が
、
一
部
で
は
寺
の
僧
侶
が
瞑
想

修
行
な
ど
で
、
眠
気
を
防
ぐ
た
め
に
茶
を

飲
ん
だ
と
い
う
話
を
聞
く
。
こ
れ
ま
た
仏

事
と
茶
が
関
係
し
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
だ
が
、
聖

一
国
師
も
お
茶
を
自
ら
作
り
、
そ
の
修
行
に

生
か
し
た
と
す
れ
ば
、
何
故
僧
侶
が
中
国

か
ら
茶
を
持
ち
帰
っ
た
か
と
い
う
疑
問
へ
の

１
つ
の
答
え
に
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
す
が　

つ
と
む
）

【
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
】
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が
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１
９
６
１
年
東
京
生
ま
れ
。
東
京
外
国
語
大
学
中

国
語
学
科
卒
。

金
融
機
関
在
職
中
に
、
上
海
語
学
留
学
１
年
、
台

湾
２
年
。
香
港
駐
在
９
年
、
北
京
駐
在
５
年
合
計

17
年
の
駐
在
を
経
験
。
現
在
は
ア
ジ
ア
各
地
を
ほ
っ

つ
き
歩
い
て
お
茶
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
し
た
旅
、「
茶

旅
」
を
敢
行
。
そ
の
国
、
地
域
の
経
済
・
社
会
・
文

化
・
歴
史
な
ど
を
独
特
の
視
点
で
読
み
解
き
、
ビ
ジ

ネ
ス
へ
の
ヒ
ン
ト
と
し
て
い
る
。
時
事
通
信
社
「
金

融
財
政
ビ
ジ
ネ
ス
」、
N
H
K
「
テ
レ
ビ
で
中
国
語

テ
キ
ス
ト
コ
ラ
ム
」
な
ど
中
国
を
中
心
に
東
南
ア
ジ

ア
を
広
く
カ
バ
ー
し
た
独
自
の
執
筆
活
動
に
も
取

り
組
む
。

文
革
で
荒
れ
果
て
た
寺
は
そ
の
後
再
興
さ

れ
、
茶
も
復
刻
さ
れ
た
と
い
う
が
、
そ
の
名

声
は
龍
井
茶
に
は
遥
か
に
及
ば
な
い
。
地
元

の
人
に
寄
れ
ば
、「
龍
井
茶
が
有
名
に
な
っ
た

の
も
国
家
指
導
者
が
推
奨
し
た
、
所
謂
国
策

だ
っ
た
」
と
。
径
山
茶
は
国
の
政
策
か
ら
外

れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

そ
し
て
こ
の
寺
に
は
仏
教
修
行
の
一
環
と

し
て
、
茶
摘
み
、
製
茶
が
昔
か
ら
行
わ
れ

て
お
り
、
そ
の
伝
統
は
現
在
ま
で
伝
え
ら

れ
て
い
る
。
寺
が
茶
園
を
所
有
し
、
春
に
は

僧
侶
が
茶
を
摘
む
。
寺
院
内
に
は
製
茶
室

が
あ
り
、
製
茶
道
具
が
置
か
れ
て
い
た
。
今

で
も
こ
の
寺
だ
け
で
は
な
く
、
杭
州
あ
た

り
の
古
い
寺
で
は
修
行
の
一
環
と
し
て
茶
作

り
が
行
わ
れ
て
い
る
。

　

実
は
以
前
か
ら
疑
問
に
思
っ
て
い
た
こ
と

が
あ
る
。
日
本
で
は
空
海
や
栄
西
が
茶
の

種
子
を
持
ち
帰
っ
た
と
よ
く
言
わ
れ
て
い
る

が
、
お
茶
は
単
に
種
を
植
え
た
だ
け
で
出

来
る
も
の
で
は
な
い
。
茶
園
管
理
を
含
む
茶

葉
の
栽
培
と
製
茶
と
い
う
２
段
階
を
経
て
、

初
め
て
お
茶
が
出
来
る
訳
だ
か
ら
、
中
国

茶
樹
は
開
祖
が
植
え
た
と
の
説
が
あ
る
。
径

山
茶
宴
と
呼
ば
れ
る
、
僧
侶
に
よ
り
開
か
れ

る
大
茶
会
が
あ
り
、
日
本
の
茶
道
の
源
流
と

も
言
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
天
目
茶
碗
の
天
目

は
こ
の
山
か
ら
来
て
い
る
』
と
の
説
明
を
受

け
た
こ
と
を
は
っ
き
り
と
記
憶
し
て
い
る
。

　

径
山
茶
は
銘
茶
と
言
わ
れ
て
き
た
が
、
清

代
に
は
径
山
寺
が
廃
れ
て
顧
み
ら
れ
な
く

な
っ
た
こ
と
か
ら
、
茶
も
忘
れ
去
ら
れ
た
。
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径山寺の製茶室

中
国
径
山
寺
　
お
坊
さ
ん
が

茶
を
持
ち
帰
っ
た
訳

⑻
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努


