
　
私
達
の
食
卓
に
届
く
緑
茶
は
、長
い

歳
月
と
た
く
さ
ん
の
人
た
ち
の
愛
情
に

育
ま
れ
て
美
味
し
い
お
茶
に
な
り
ま
す
。

な
だ
ら
か
に
広
が
る
美
し
い
茶
畑
は
、

日
本
人
の
お
茶
に
対
す
る
愛
情
の
深
さ

を
象
徴
し
て
い
る
よ
う
で
す
。そ
ん
な

お
茶
の
魅
力
に
と
り
つ
か
れ
て「
Ｃ
Ｈ
Ａ   

Ｃ
Ｈ
Ａ
　
Ｃ
Ｈ
Ａ
　
Ｃ
Ｏ
Ｏ
Ｋ
Ｉ
Ｎ
Ｇ
」

を
自
費
出
版
し
、私
が「
お
茶
と
健
康

と
料
理
」を
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
と
し
て
や
が

て
４０
年
近
く
な
り
ま
す
。　

　
し
か
し
２１
世
紀
を
迎
え
、地
球
環
境
の

変
化
や
我
が
国
に
お
け
る
少
子
高
齢
化

な
ど
社
会
構
造
は
大
き
く
変
化
し
ま
し

た
。そ
し
て
高
度
成
長
と
共
に
経
済
的
に

は
豊
か
に
な
っ
た
反
面
、長
年
培
っ
て
き
た

日
本
人
が
誇
れ
る
伝
統
と
文
化
を
失
い

つ
つ
あ
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
て
い
ま
す
。

一
方
、世
界
的
に
は
お
茶
に
対
す
る
注
目

度
が
高
ま
る
な
か
で
、残
念
か
な
、当
の

日
本
で
は
若
者
に
は
、古
い
飲
み
物
、あ
る

い
は
知
ら
な
い
が
た
め
に
、新
し
い
飲
み

物
に
思
わ
れ
て
い
る
の
も
現
実
で
す
。

　
私
達
は
こ
の
た
び
、伝
え
ら
れ
た
食
文

化
や
緑
茶
文
化
を
伝
え
る
た
め
に
積
極

的
な
交
流
を
国
内
外
で
進
め
て
い
き
、

情
報
発
信
を
目
的
に
「
一
般
社
団
法
人

お
茶
結
び
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」を
組
織
化
し
、

活
動
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
お
茶
に
は
日
本
人
が
誇
れ
る
伝
統
と

文
化
が
あ
り
ま
す
。そ
の
ル
ー
ツ
は
九
州

と
の
か
か
わ
り
が
深
い
。中
国
の
宋
よ
り

帰
朝
し
た
栄
西
の
上
陸
地
平
戸
、日
本

茶
栽
培
の
発
祥
の
地「
東
背
振
山
」、

博
多
に
は
茶
祖
栄
西
が
開
山
し
た
日
本

最
初
の
禅
寺「
聖
福
寺
」、八
女
茶
発
祥

「
霊
巌
寺
」、豊
臣
秀
吉
と
か
か
わ
り
の

深
か
っ
た
博
多
の
豪
商「
神
屋
宗
湛
」、

煎
茶
を「
道
」に
ま
で
高
め
た
高
邁
な

志
の
人
、佐
賀
の「
高
遊
外
売
茶
翁
」、

又
幕
末
に
は
日
本
茶
を
初
め
て
輸
出
し

た
長
崎
の
女
性
貿
易
商「
大
浦
慶
」な
ど

感
動
深
い
歴
史
、文
化
が
あ
り
ま
す
。

　
茶
産
地
と
し
て
も
九
州
各
地
に
今
も
日

本
有
数
の
茶
ど
こ
ろ
を
抱
え
て
い
ま
す
。生

産
量
で
は
日
本
第
２
位
の
鹿
児
島
、八
女
、

嬉
野
、東
彼
杵
、霧
島
、熊
本
な
ど
九
州
で

ま
と
ま
る
と
日
本
一
の
大
産
地
で
す
。

　
こ
の
４０
年
の「
緑
茶
の
用
途
別
原
料

使
用
状
況
」を
見
る
と
、お
茶
は
リ
ー
フ

と
し
て
飲
む
だ
け
で
な
く
、む
し
ろ
ド
リ

ン
ク
用
の
使
用
量
や
加
工
原
料
へ
の
使

用
量
が
圧
倒
的
に
増
え
て
い
ま
す
。

　
し
か
し
肝
心
な
リ
ー
フ
で
の
使
用

状
況
を
見
る
と
、約
半
量
に
減
少
し
、

若
年
層
で
は
茶
葉
と
し
て
買
う
人
が
激

減
し
て
い
ま
す
。（
表
1
）

　
日
本
人
の
味
覚
を
育
ん
で
き
た
は
ず
の

お
茶
の
消
費
量
が
減
り
、急
須
の
な
い
家

庭
が
増
え
て
き
て
い
ま
す
。（
表
2
）

　
飲
む
人
を
育
て
る
こ
と
が
急
務
で
、

茶
業
界
の
課
題
で
も
あ
り
ま
す
。

　
そ
れ
に
は
昨
年
４
月
に
施
行
さ
れ
た

お
茶
の
振
興
に
関
す
る
法
律
に
も
あ
る

よ
う
に
、茶
文
化
に
根
ざ
し
た
日
本
の
食

と
日
本
人
の
精
神
や
文
化
を
復
興
さ

せ
、実
り
あ
る
国
作
り
と
豊
か
な
国
民

生
活
の
実
現
に
本
気
で
取
り
組
む
こ
と

が
大
切
か
と
強
く
思
わ
れ
ま
す
。

　
ご
く
自
然
に
口
に
し
て
い
る
お
茶
は
、

日
本
人
の
暮
ら
し
に
と
っ
て
か
け
が
え
の

な
い
、ゆ
と
り
の
時
間
を
生
み
出
し
て
く

れ
ま
す
。

　
ア
ジ
ア
で
育
ま
れ
た
お
茶
は
、人
々
の

暮
ら
し
に
深
く
馴
染
み
、精
神
文
化
や

芸
術
に
も
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
き

ま
し
た
。そ
し
て
今
日
、お
茶
の
効
能
や

文
化
的
価
値
が
海
外
に
も
知
ら
れ
る
に

は
じ
め
に

一般社団法人
お茶結びプロジェクト

理事長 徳永 睦子 氏

日
本
の
お
茶
文
化
発
祥
の
地

九
州
と
そ
の
歴
史
　

日
本
茶
の
効
能

お
茶
の
消
費
状
況
と
課
題

お
茶
で

農
商
工
連
携

九
州
発 

お
茶
に
よ
る
九
州
経
済
の

活
性
化
と
お
茶
文
化
の
創
造
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つ
れ
、お
茶
に
対
す
る
関
心
は
全
世
界
的

な
広
が
り
を
見
せ
つ
つ
あ
り
ま
す
。

　
お
茶
は
そ
の
歴
史
を
た
ど
っ
て
み
る

と
、も
と
も
と
ク
ス
リ
で
し
た
。お
茶
の

発
祥
の
地
、中
国
に
、そ
の
昔
、「
神
農
」

と
呼
ば
れ
た
、漢
方
医
学
の
祖
で
あ
る
中

国
古
代
の
伝
説
的「
神
」が
い
ま
し
た
。

神
農
は
、あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
草
根
木
皮
の

中
か
ら
薬
効
を
探
し
出
そ
う
と
し
て

山
野
を
駆
け
め
ぐ
り
、採
っ
て
は
自
ら
食

べ
て
薬
効
を
確
か
め
、毒
に
あ
た
る
と
、

そ
の
つ
ど
お
茶
の
葉
で
解
毒
し
た
と
伝
え

ら
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
は
中
国
の
唐
の
時
代
の
文
人
、

陸
羽
に
よ
っ
て
著
さ
れ
た
初
め
て
の
お
茶

の
専
門
書『
茶
経
』に
で
て
く
る
伝
説
で
す

が
、こ
の
本
に
は
、他
に
い
ろ
い
ろ
な
お
茶

の
効
能
が
記
述
さ
れ
て
お
り
、当
時

（
7
7
0
年
頃
）す
で
に
、お
茶
が
保
健
飲

料
で
あ
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
ま
す
。

　
日
本
に
お
茶
が
伝
え
ら
れ
た
の
は
、

平
安
初
期（
8
0
0
年
頃
）、最
澄
、

空
海
、永
忠
な
ど
、唐
に
渡
っ
た
僧
侶
た

ち
が
、ク
ス
リ
と
し
て
持
ち
帰
っ
た
時
と

さ
れ
て
い
ま
す
。そ
し
て
、日
本
に
お
け

る
喫
茶
の
実
質
的
な
始
祖
と
さ
れ
る
鎌

倉
時
代
の
禅
僧
、栄
西
は「
茶
は
養
生
の

仙
薬
な
り
　
延
命
の
妙
術
な
り
」と
い
う
、

お
茶
の
効
用
と
し
て
有
名
な
言
葉
を

『
喫
茶
養
生
記
』の
中
に
記
し
て
お
り
ま
す
。

　
そ
の
後
、わ
び
、さ
び
な
ど
に
象
徴

さ
れ
る
茶
の
湯（
茶
道
）も
確
立
さ
れ
、

日
本
文
化
の
原
点
の
ひ
と
つ
に
も
な
っ
た

お
茶
は
、庶
民
に
欠
か
せ
な
い「
日
常
茶

飯
」の
飲
み
物
へ
と
、変
遷
を
重
ね
て
い

き
ま
す
。主
食
と
し
て
の
ご
飯
、そ
し
て

そ
れ
を
支
え
る
飲
み
物
と
し
て
の
お
茶
、

と
い
う
組
み
合
わ
せ
で
、長
寿
世
界
一
の

秘
密
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
る「
日
本
型

食
生
活
」が
形
成
さ
れ
、今
日
に
続
い
て

い
る
の
で
す
。

　
お
茶
は
ま
さ
に
心
を
癒
す
「
カ
ル

チ
ャ
ー
」、体
を
癒
す「
サ
イ
エ
ン
ス
」。

両
方
を
兼
ね
備
え
、日
本
人
の
人
間
形

成
に
大
き
く
関
わ
っ
て
き
た
と
言
っ
て
も

過
言
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。

　　
日
本
人
が
昔
か
ら
親
し
ん
で
き
た
お

茶
は
、今
や〝
飲
む
〞だ
け
で
な
く〝
食
べ

る
〞も
の
と
し
て
、少
し
ず
つ
そ
の
ス
タ
イ

ル
を
変
え
つ
つ
あ
り
ま
す
。ハ
ー
ブ
同
様
、

飲
ん
で
食
べ
ら
れ
る
ス
ー
パ
ー
緑
黄
野
菜

と
し
て
世
界
的
に
も
注
目
を
集
め
て
い

る
の
で
す
。清
々
し
い
色
と
香
り
の
中
に

た
く
さ
ん
の
機
能
性
を
秘
め
た
お
茶
を

上
手
に
、お
し
ゃ
れ
に
、毎
日
の
食
生
活
の

中
に
生
か
し
た
い
も
の
で
す
。

　
お
茶
に
は
代
表
的
に
３
つ
の
主
要
成
分

が
あ
り
ま
す
、カ
テ
キ
ン
、カ
フ
ェ
イ
ン
、テ

ア
ニ
ン
で
す
。そ
れ
ぞ
れ
学
会
で
は
保
健
的

効
能
が
発
表
さ
れ
て
い
ま
す
が
、食
材
と
し

て
の
お
茶
の
魅
力
は
効
能
を
上
手
に
引
き

出
し
た
お
茶
料
理
に
あ
り
ま
す
。（
表
3
）

　

一
煎
、二
煎
、三
煎
飲
ん
で
も
１
/
３
の

成
分
し
か
摂
取
で
き
な
い
、残
り
の
２
/

３
の
成
分
は
不
溶
性
成
分
と
し
て
茶
ガ
ラ

に
残
る
な
ら
ば
、丸
ご
と
飲
ん
で
食
べ
る
こ

と
も
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
私
は
お
茶
を
食
材
細
見
し
た
と
き
、

お
茶
に
関
す
る
数
多
く
の
論
文
発
表
や
、

学
者
の
先
生
方
の
研
究
成
果
を
家
庭
の

キ
ッ
チ
ン
に
ま
で
落
と
し
こ
ん
で
料
理
と
い

う
形
で
紹
介
で
き
な
い
か
と
考
え
ま
し
た
。

　
お
茶
料
理
は
、効
果
効
能
や
特
性
を
理

解
し
た
う
え
で
、目
的
を
も
っ
て
お
茶
を

使
う
こ
と
を
テ
ー
マ
に
し
て
い
ま
す
。例

え
ば
茶
カ
テ
キ
ン
の
抗
菌
作
用
を
い
か
し

て
、魚
や
肉
の
下
処
理
や
魚
加
工
品
へ
の

酸
化
防
止
利
用
。魚
肉
や
畜
肉
飼
料
に

緑
茶
抽
出
物
を
活
用
す
る
こ
と
で
、安
全

機
能
性
が
高
く
、本
来
の
味
を
損
な
わ
な

い
、食
品
作
り
を
提
唱
し
、実
現
し
た
の

が
、当
時
三
池
農
業
高
校
の
金
子
先
生
の

協
力
を
得
て〝
カ
テ
キ
ン
鶏
〞〝
カ
テ
キ
ン

卵
〞と
し
て
う
ま
れ
た
の
も
そ
の
ひ
と
つ

で
す
。通
常
の
ブ
ロ
イ
ラ
ー
と
カ
テ
キ
ン

鶏
の
飼
育
１３
週
間
後
の
体
脂
肪
の
比

較
、過
酸
化
物
価
、官
能
テ
ス
ト
な
ど
に

お
い
て
有
意
性
が
見
ら
れ
た
の
は
、キ
ッ

チ
ン
サ
イ
エ
ン
ス
と
し
て
お
茶
の
パ
ワ
ー

を
実
感
し
た
テ
ス
ト
で
し
た
。楽
し
い
お

茶
の
商
品
開
発
と
し
て
、私
が
提
案
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
八
女
市
星
野
村
の

「
し
ず
く
茶
」に
お
い
て
は
、ず
い
ぶ
ん
各

地
で
究
極
の
お
茶
の
楽
し
み
方
と
し
て
、

普
及
活
動
も
し
、今
で
は
全
国
に「
玉
露

振
興
会
」も
活
発
に
な
り
、各
地
で「
露

茶
」「
す
す
り
茶
」と
し
て
知
ら
れ
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。玉
露
ほ
ど
の
高
級
茶

は
飲
ん
だ
後
、食
し
て
も
良
く
、ま
さ
に

飲
ん
で
、食
べ
て
、癒
さ
れ
る
お
茶
で
す
。

　
私
が
し
ず
く
茶
と
一
緒
に
２０
年
前
に

開
発
・
商
品
化
し
た「
ち
ゅ
う
茶
」は
焼

酎
用
の
お
茶
と
し
て
、愛
飲
し
て
い
た
だ

い
て
い
ま
す
。現
在
お
茶
に
は
様
々
な
バ

ラ
エ
テ
ィ
ー
が
有
り
ま
す
が
、将
来
さ
ら

に
品
種
改
良
さ
れ
て
、色
や
よ
り
機
能
性

の
高
い
お
茶
や
、も
っ
と
柔
ら
か
く
野
菜

感
覚
で
食
べ
ら
れ
る
お
茶
、料
理
素
材
と

し
て
適
す
る
品
種
が
誕
生
す
る
の
で
は

と
楽
し
み
に
し
て
い
ま
す
。

飲
む
お
茶
か
ら

食
べ
る
お
茶
へ
の
変
革
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つ
れ
、お
茶
に
対
す
る
関
心
は
全
世
界
的

な
広
が
り
を
見
せ
つ
つ
あ
り
ま
す
。

　
お
茶
は
そ
の
歴
史
を
た
ど
っ
て
み
る

と
、も
と
も
と
ク
ス
リ
で
し
た
。お
茶
の

発
祥
の
地
、中
国
に
、そ
の
昔
、「
神
農
」

と
呼
ば
れ
た
、漢
方
医
学
の
祖
で
あ
る
中

国
古
代
の
伝
説
的「
神
」が
い
ま
し
た
。

神
農
は
、あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
草
根
木
皮
の

中
か
ら
薬
効
を
探
し
出
そ
う
と
し
て

山
野
を
駆
け
め
ぐ
り
、採
っ
て
は
自
ら
食

べ
て
薬
効
を
確
か
め
、毒
に
あ
た
る
と
、

そ
の
つ
ど
お
茶
の
葉
で
解
毒
し
た
と
伝
え

ら
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
は
中
国
の
唐
の
時
代
の
文
人
、

陸
羽
に
よ
っ
て
著
さ
れ
た
初
め
て
の
お
茶

の
専
門
書『
茶
経
』に
で
て
く
る
伝
説
で
す

が
、こ
の
本
に
は
、他
に
い
ろ
い
ろ
な
お
茶

の
効
能
が
記
述
さ
れ
て
お
り
、当
時

（
7
7
0
年
頃
）す
で
に
、お
茶
が
保
健
飲

料
で
あ
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
ま
す
。

　
日
本
に
お
茶
が
伝
え
ら
れ
た
の
は
、

平
安
初
期（
8
0
0
年
頃
）、最
澄
、

空
海
、永
忠
な
ど
、唐
に
渡
っ
た
僧
侶
た

ち
が
、ク
ス
リ
と
し
て
持
ち
帰
っ
た
時
と

さ
れ
て
い
ま
す
。そ
し
て
、日
本
に
お
け

る
喫
茶
の
実
質
的
な
始
祖
と
さ
れ
る
鎌

倉
時
代
の
禅
僧
、栄
西
は「
茶
は
養
生
の

仙
薬
な
り
　
延
命
の
妙
術
な
り
」と
い
う
、

お
茶
の
効
用
と
し
て
有
名
な
言
葉
を

『
喫
茶
養
生
記
』の
中
に
記
し
て
お
り
ま
す
。

　
そ
の
後
、わ
び
、さ
び
な
ど
に
象
徴

さ
れ
る
茶
の
湯（
茶
道
）も
確
立
さ
れ
、

日
本
文
化
の
原
点
の
ひ
と
つ
に
も
な
っ
た

お
茶
は
、庶
民
に
欠
か
せ
な
い「
日
常
茶

飯
」の
飲
み
物
へ
と
、変
遷
を
重
ね
て
い

き
ま
す
。主
食
と
し
て
の
ご
飯
、そ
し
て

そ
れ
を
支
え
る
飲
み
物
と
し
て
の
お
茶
、

と
い
う
組
み
合
わ
せ
で
、長
寿
世
界
一
の

秘
密
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
る「
日
本
型

食
生
活
」が
形
成
さ
れ
、今
日
に
続
い
て

い
る
の
で
す
。

　
お
茶
は
ま
さ
に
心
を
癒
す
「
カ
ル

チ
ャ
ー
」、体
を
癒
す「
サ
イ
エ
ン
ス
」。

両
方
を
兼
ね
備
え
、日
本
人
の
人
間
形

成
に
大
き
く
関
わ
っ
て
き
た
と
言
っ
て
も

過
言
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。

　　
日
本
人
が
昔
か
ら
親
し
ん
で
き
た
お

茶
は
、今
や〝
飲
む
〞だ
け
で
な
く〝
食
べ

る
〞も
の
と
し
て
、少
し
ず
つ
そ
の
ス
タ
イ

ル
を
変
え
つ
つ
あ
り
ま
す
。ハ
ー
ブ
同
様
、

飲
ん
で
食
べ
ら
れ
る
ス
ー
パ
ー
緑
黄
野
菜

と
し
て
世
界
的
に
も
注
目
を
集
め
て
い

る
の
で
す
。清
々
し
い
色
と
香
り
の
中
に

た
く
さ
ん
の
機
能
性
を
秘
め
た
お
茶
を

上
手
に
、お
し
ゃ
れ
に
、毎
日
の
食
生
活
の

中
に
生
か
し
た
い
も
の
で
す
。

　
お
茶
に
は
代
表
的
に
３
つ
の
主
要
成
分

が
あ
り
ま
す
、カ
テ
キ
ン
、カ
フ
ェ
イ
ン
、テ

ア
ニ
ン
で
す
。そ
れ
ぞ
れ
学
会
で
は
保
健
的

効
能
が
発
表
さ
れ
て
い
ま
す
が
、食
材
と
し

て
の
お
茶
の
魅
力
は
効
能
を
上
手
に
引
き

出
し
た
お
茶
料
理
に
あ
り
ま
す
。（
表
3
）

　

一
煎
、二
煎
、三
煎
飲
ん
で
も
１
/
３
の

成
分
し
か
摂
取
で
き
な
い
、残
り
の
２
/

３
の
成
分
は
不
溶
性
成
分
と
し
て
茶
ガ
ラ

に
残
る
な
ら
ば
、丸
ご
と
飲
ん
で
食
べ
る
こ

と
も
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
私
は
お
茶
を
食
材
細
見
し
た
と
き
、

お
茶
に
関
す
る
数
多
く
の
論
文
発
表
や
、

学
者
の
先
生
方
の
研
究
成
果
を
家
庭
の

キ
ッ
チ
ン
に
ま
で
落
と
し
こ
ん
で
料
理
と
い

う
形
で
紹
介
で
き
な
い
か
と
考
え
ま
し
た
。

　
お
茶
料
理
は
、効
果
効
能
や
特
性
を
理

解
し
た
う
え
で
、目
的
を
も
っ
て
お
茶
を

使
う
こ
と
を
テ
ー
マ
に
し
て
い
ま
す
。例

え
ば
茶
カ
テ
キ
ン
の
抗
菌
作
用
を
い
か
し

て
、魚
や
肉
の
下
処
理
や
魚
加
工
品
へ
の

酸
化
防
止
利
用
。魚
肉
や
畜
肉
飼
料
に

緑
茶
抽
出
物
を
活
用
す
る
こ
と
で
、安
全

機
能
性
が
高
く
、本
来
の
味
を
損
な
わ
な

い
、食
品
作
り
を
提
唱
し
、実
現
し
た
の

が
、当
時
三
池
農
業
高
校
の
金
子
先
生
の

協
力
を
得
て〝
カ
テ
キ
ン
鶏
〞〝
カ
テ
キ
ン

卵
〞と
し
て
う
ま
れ
た
の
も
そ
の
ひ
と
つ

で
す
。通
常
の
ブ
ロ
イ
ラ
ー
と
カ
テ
キ
ン

鶏
の
飼
育
１３
週
間
後
の
体
脂
肪
の
比

較
、過
酸
化
物
価
、官
能
テ
ス
ト
な
ど
に

お
い
て
有
意
性
が
見
ら
れ
た
の
は
、キ
ッ

チ
ン
サ
イ
エ
ン
ス
と
し
て
お
茶
の
パ
ワ
ー

を
実
感
し
た
テ
ス
ト
で
し
た
。楽
し
い
お

茶
の
商
品
開
発
と
し
て
、私
が
提
案
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
八
女
市
星
野
村
の

「
し
ず
く
茶
」に
お
い
て
は
、ず
い
ぶ
ん
各

地
で
究
極
の
お
茶
の
楽
し
み
方
と
し
て
、

普
及
活
動
も
し
、今
で
は
全
国
に「
玉
露

振
興
会
」も
活
発
に
な
り
、各
地
で「
露

茶
」「
す
す
り
茶
」と
し
て
知
ら
れ
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。玉
露
ほ
ど
の
高
級
茶

は
飲
ん
だ
後
、食
し
て
も
良
く
、ま
さ
に

飲
ん
で
、食
べ
て
、癒
さ
れ
る
お
茶
で
す
。

　
私
が
し
ず
く
茶
と
一
緒
に
２０
年
前
に

開
発
・
商
品
化
し
た「
ち
ゅ
う
茶
」は
焼

酎
用
の
お
茶
と
し
て
、愛
飲
し
て
い
た
だ

い
て
い
ま
す
。現
在
お
茶
に
は
様
々
な
バ

ラ
エ
テ
ィ
ー
が
有
り
ま
す
が
、将
来
さ
ら

に
品
種
改
良
さ
れ
て
、色
や
よ
り
機
能
性

の
高
い
お
茶
や
、も
っ
と
柔
ら
か
く
野
菜

感
覚
で
食
べ
ら
れ
る
お
茶
、料
理
素
材
と

し
て
適
す
る
品
種
が
誕
生
す
る
の
で
は

と
楽
し
み
に
し
て
い
ま
す
。

飲
む
お
茶
か
ら

食
べ
る
お
茶
へ
の
変
革

自
分
流
：
お
料
理
を
通
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て
伝
え

た
い
お
茶
の
文
化
と
サ
イ
エ
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ス
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昨
今
の
茶
業
を
取
り
巻
く
環
境
、日
本

文
化
、産
業
の
伝
承
も
厳
し
い
の
が
現
状

か
と
思
わ
れ
ま
す
。今
ま
さ
に
伝
え
る

努
力
、見
直
し
に
よ
る
原
点
回
帰
、次
世

代
を
背
負
う
子
ど
も
た
ち
へ
の「
食
育
、

茶
育
」の
重
要
性
が
唱
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人「
日
本
茶
普
及
協
会
」で

は
１
年
目
は
、福
岡
市
博
物
館
に
て「
茶

育
で
つ
く
る
子
ど
も
た
ち
の
未
来
」と
し

て
フ
ォ
ー
ラ
ム
や
、食
育
イ
ベ
ン
ト
、お
茶

の
淹
れ
か
た
親
子
体
験
な
ど
を
行
い
、九

州
博
物
館
で
も
、秋
の
口
切
り
の
儀
や
ふ

る
ま
い
茶
の
催
事
を
行
い
ま
し
た
。

　
昨
年
１０
月
７
、８
日
は
第
１
回「
聖
福

寺
献
上
茶
壷
道
中
」を
開
催
。こ
れ
は
九

州
茶
主
要
産
地
市
町
村
協
議
会
の
協
力

を
得
て
、各
地
様
々
な
栽
培
、生
産
技

術
、製
茶
技
術
を
持
つ
九
州
の
茶
産
地

か
ら
其
々
の
特
徴
の
あ
る
茶
を
茶
壺
に

入
れ
、茶
祖
/
栄
西
禅
師
が
建
立
し
た

日
本
最
初
の
禅
寺「
聖
福
寺
」（
福
岡
市

博
多
区
御
供
町
）ま
で
を
茶
壺
道
中
で

練
り
歩
き
奉
納
す
る
。博
多
駅
ま
で
は

九
州
新
幹
線
を
使
い
、同
駅
前
か
ら
は

茶
壺
を
茶
駕
籠
に
の
せ
約
２
km
を
40
分

か
け
て
総
勢
1
0
0
人
程
度
の
行
列
を

つ
く
り
運
ぶ
。ま
た
、九
州
の
お
茶
文
化

P
R
の
た
め
に
博
多
駅
前
と
聖
福
寺
境

内
で
は
、お
も
て
な
し
の
茶
席
を
用
意
し

九
州
各
地
の
お
茶
や
お
茶
関
連
商
品
の

販
売
を
行
い
ま
し
た
。　

　
当
企
画
は
、九
州
の
お
茶
の
消
費

拡
大
と
普
及
、子
供
た
ち
の
教
育
等
を

九
州
全
体
が一
丸
と
な
っ
て
推
進
し
、そ

の
起
爆
剤
と
な
る
こ
と
を
願
う
も
の
で

あ
り
ま
す
。

　
本
事
業
の
恒
例
化
に
よ
っ
て
、九
州
の

茶
産
地
の
結
束
力
を
高
め
、日
本
の
お

茶
文
化
発
祥
の
地〝
九
州
〞を
広
く
知
ら

し
め
、九
州
の
人
々
が
そ
の
文
化
的
な
資

産
価
値
に
誇
り
を
持
ち
、お
茶
文
化
に

対
す
る
意
識
を
高
め
る
こ
と
で
九
州
の

お
茶
と
伝
統
産
業
の
復
興
を
図
る
糸
口

に
な
り
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
も
っ
て
、お
茶
の
消
費
拡
大
と
そ
の
関

連
す
る
伝
統
的
な
食
文
化・産
業
を
国
内

外
へ
の
浸
透
を
図
る
こ
と
を
目
的
に
活
動

を
し
て
、各
茶
生
産
地
及
び
九
州
経
済
全

体
の
活
性
化
の
一
助
と
し
、同
時
に
、お

茶
文
化
に
溢
れ
る
九
州
の〝
テ
ィ
ー
ロ
ー

ド
観
光「
学
ぶ・交
流
す
る・体
験
す
る
」〞

を
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
し
、併
せ
て
九
州
経

済
の
活
性
化
を
図
り
た
い
も
の
で
す
。

　
い
ず
れ
は
世
界
の
日
本
文
化
へ
の
関
心

度
の
高
い
人
、茶
業
関
係
者
や
お
茶
愛

飲
家
が
九
州
一
円
に
集
う〝
お
茶
の
世

界
見
本
市
〞の
誘
致
へ
と
繋
げ
、ま
さ
に

「
お
茶
で
九
州
を
ひ
と
つ
に
結
ぶ
」第
一
歩

に
し
た
い
も
の
で
す
。お
茶
が
、新
た
な

農
商
工
連
携
の
幕
開
け
の
た
め
の
起
爆

剤
と
な
る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。

　　
一
家
団
欒
の
場
所
が
茶
の
間
か
ら
リ

ビ
ン
グ
へ
と
姿
を
変
え
て
い
く
中
で
、お

茶
の
登
場
す
る
機
会
が
少
し
ず
つ
減
っ
て

い
る
こ
と
は
、と
て
も
残
念
な
こ
と
で
す
。

普
段
な
か
な
か
ゆ
っ
く
り
話
が
で
き
な
い

親
子
や
家
族
、時
に
は
お
友
達
と
向
か
い

合
っ
て
お
茶
を
飲
む
と一
緒
に
い
ら
れ
る

幸
せ
を
感
じ
る
だ
け
で
な
く
、人
生
で
大

切
な
人
と
人
と
の
つ
な
が
り
を
教
わ
る
こ

と
が
出
来
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
日
々
の
食
卓
を
大
事
に
し
、そ
の
中

で
一
杯
の
お
茶
を
飲
み
な
が
ら
家
族
と

語
ら
う
こ
と
が
ひ
い
て
は
世
の
中
の
平
安

を
育
む
も
の
と
思
い
ま
す
。

　
相
国
寺
派
管
長
有
馬
頼
底
先
生
の
お

筆
の
短
冊
で
「
一
盌
生
平
和
」（
い
ち
わ

ん
へい
わ
を
う
む
）む
）・・・　

　
一
服
の
茶
が
心
を
和
ま
せ
平
和
を
生

む
。茶
の
湯
の
精
神
は「
千
里
同
風
」で
あ

り
、茶
を
喫
す
る
と
こ
ろ
に
も
、人
類
の
平

和
へ
の
願
い
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
。と
ご
説

明
が
書
か
れ
て
あ
り
ま
す
。書
か
れ
た
そ

の
言
葉
に
私
は
深
く
感
じ
入
り
、あ
ら
た

め
て
お
茶
の
道
を
極
め
る
甲
斐
を
思
い

ま
し
た
。お
茶
を
学
ぶ
楽
し
さ
の
一
つ
に
、

こ
う
し
た
言
葉
と
の
出
会
い
が
あ
り
ま
す
。

禅
の
世
界
に
は「
且
座
喫
茶
」と
い
う

言
葉
も
あ
り
ま
す
。ま
た
私
の
ふ
る
さ
と

鹿
児
島
で
は
方
言
で「
お
茶
い
っぺ
」と
い

う
言
い
方
を
し
ま
す
。ど
ち
ら
も「
ま
あ
、

お
座
り
な
さ
い
。お
茶
で
も
い
か
が
」と
い

う
意
味
で
す
が
、そ
の
根
底
に
は
一
杯
の

お
茶
が
た
だ
喉
の
乾
き
を
潤
す
だ
け
で
な

く
、人
の
心
を
育
む
と
い
う
教
え
が
あ

り
、私
は
い
つ
も
そ
れ
を
大
切
に
し
た
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。生
産
者
で
も
業
者
で
も

な
い
私
で
す
が
、お
茶
を
飲
む
人
を
育
て

な
け
れ
ば
次
世
代
へつ
な
ぐ
こ
と
は
で
き

な
い
の
で
は
な
い
か
と
案
じ
て
い
ま
す
。

こ
れ
か
ら
も
微
力
で
す
が
、お
茶
の
あ
る

豊
か
な
生
活
を
す
す
め
て
い
き
た
い
と

願
っ
て
い
ま
す
。茶
の
間
の
力
を
今
、も
う

一
度
見
直
し
、お
茶
の
時
間
で
家
族
、

日
本
の
元
気
を
作
り
た
い
も
の
で
す
。

　
そ
れ
に
は
、熱
い
思
い
と
考
え
を
同
じ

に
す
る
仲
間
、ま
さ
に「
茶
育
指
導
士
」

を
養
成
し
、草
の
根
運
動
こ
そ
が
人
作

り
、将
来
の「
日
本
人
ら
し
い
人
育
て
」に

つ
な
が
る
と
思
い
ま
す
。茶
育
指
導
士
の

活
躍
を
期
待
し
た
い
も
の
で
す
。

お
茶
で
九
州
を
ひ
と
つ
に
結
ぶ

茶
育
の
未
来
：

食
育・茶
育
の
大
切
さ

少し前まではスローフード、ヘルシー志向の高まり、そし
て今、海外からの旅行者が増えていることもあるのか
和文化が流行の兆しを見せています。
東京、京都、大阪では日本茶を提供するカフェも次々に
オープン。いずれもモダンな店づくりで馴染み深い日本
茶の新しさを提供する店舗が増えています。きっと福岡
でも増えることでしょう。
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昨
今
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茶
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を
取
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、日
本

文
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、産
業
の
伝
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も
厳
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の
が
現
状

か
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れ
ま
す
。今
ま
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に
伝
え
る

努
力
、見
直
し
に
よ
る
原
点
回
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、次
世
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へ
の「
食
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、
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が
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え
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い
ま
す
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博
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に
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茶
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で
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る
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ど
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ち
の
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来
」と
し

て
フ
ォ
ー
ラ
ム
や
、食
育
イ
ベ
ン
ト
、お
茶

の
淹
れ
か
た
親
子
体
験
な
ど
を
行
い
、九

州
博
物
館
で
も
、秋
の
口
切
り
の
儀
や
ふ

る
ま
い
茶
の
催
事
を
行
い
ま
し
た
。

　
昨
年
１０
月
７
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日
は
第
１
回「
聖
福

寺
献
上
茶
壷
道
中
」を
開
催
。こ
れ
は
九

州
茶
主
要
産
地
市
町
村
協
議
会
の
協
力

を
得
て
、各
地
様
々
な
栽
培
、生
産
技

術
、製
茶
技
術
を
持
つ
九
州
の
茶
産
地

か
ら
其
々
の
特
徴
の
あ
る
茶
を
茶
壺
に

入
れ
、茶
祖
/
栄
西
禅
師
が
建
立
し
た

日
本
最
初
の
禅
寺「
聖
福
寺
」（
福
岡
市

博
多
区
御
供
町
）ま
で
を
茶
壺
道
中
で

練
り
歩
き
奉
納
す
る
。博
多
駅
ま
で
は

九
州
新
幹
線
を
使
い
、同
駅
前
か
ら
は

茶
壺
を
茶
駕
籠
に
の
せ
約
２
km
を
40
分

か
け
て
総
勢
1
0
0
人
程
度
の
行
列
を

つ
く
り
運
ぶ
。ま
た
、九
州
の
お
茶
文
化

P
R
の
た
め
に
博
多
駅
前
と
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福
寺
境

内
で
は
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て
な
し
の
茶
席
を
用
意
し

九
州
各
地
の
お
茶
や
お
茶
関
連
商
品
の

販
売
を
行
い
ま
し
た
。　

　
当
企
画
は
、九
州
の
お
茶
の
消
費

拡
大
と
普
及
、子
供
た
ち
の
教
育
等
を

九
州
全
体
が一
丸
と
な
っ
て
推
進
し
、そ

の
起
爆
剤
と
な
る
こ
と
を
願
う
も
の
で

あ
り
ま
す
。

　
本
事
業
の
恒
例
化
に
よ
っ
て
、九
州
の

茶
産
地
の
結
束
力
を
高
め
、日
本
の
お

茶
文
化
発
祥
の
地〝
九
州
〞を
広
く
知
ら

し
め
、九
州
の
人
々
が
そ
の
文
化
的
な
資

産
価
値
に
誇
り
を
持
ち
、お
茶
文
化
に

対
す
る
意
識
を
高
め
る
こ
と
で
九
州
の

お
茶
と
伝
統
産
業
の
復
興
を
図
る
糸
口

に
な
り
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
も
っ
て
、お
茶
の
消
費
拡
大
と
そ
の
関

連
す
る
伝
統
的
な
食
文
化・産
業
を
国
内

外
へ
の
浸
透
を
図
る
こ
と
を
目
的
に
活
動

を
し
て
、各
茶
生
産
地
及
び
九
州
経
済
全

体
の
活
性
化
の
一
助
と
し
、同
時
に
、お

茶
文
化
に
溢
れ
る
九
州
の〝
テ
ィ
ー
ロ
ー

ド
観
光「
学
ぶ・交
流
す
る・体
験
す
る
」〞

を
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
し
、併
せ
て
九
州
経

済
の
活
性
化
を
図
り
た
い
も
の
で
す
。

　
い
ず
れ
は
世
界
の
日
本
文
化
へ
の
関
心

度
の
高
い
人
、茶
業
関
係
者
や
お
茶
愛

飲
家
が
九
州
一
円
に
集
う〝
お
茶
の
世

界
見
本
市
〞の
誘
致
へ
と
繋
げ
、ま
さ
に

「
お
茶
で
九
州
を
ひ
と
つ
に
結
ぶ
」第
一
歩

に
し
た
い
も
の
で
す
。お
茶
が
、新
た
な

農
商
工
連
携
の
幕
開
け
の
た
め
の
起
爆

剤
と
な
る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。

　　
一
家
団
欒
の
場
所
が
茶
の
間
か
ら
リ

ビ
ン
グ
へ
と
姿
を
変
え
て
い
く
中
で
、お

茶
の
登
場
す
る
機
会
が
少
し
ず
つ
減
っ
て

い
る
こ
と
は
、と
て
も
残
念
な
こ
と
で
す
。

普
段
な
か
な
か
ゆ
っ
く
り
話
が
で
き
な
い

親
子
や
家
族
、時
に
は
お
友
達
と
向
か
い

合
っ
て
お
茶
を
飲
む
と一
緒
に
い
ら
れ
る

幸
せ
を
感
じ
る
だ
け
で
な
く
、人
生
で
大

切
な
人
と
人
と
の
つ
な
が
り
を
教
わ
る
こ

と
が
出
来
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
日
々
の
食
卓
を
大
事
に
し
、そ
の
中

で
一
杯
の
お
茶
を
飲
み
な
が
ら
家
族
と

語
ら
う
こ
と
が
ひ
い
て
は
世
の
中
の
平
安

を
育
む
も
の
と
思
い
ま
す
。

　
相
国
寺
派
管
長
有
馬
頼
底
先
生
の
お

筆
の
短
冊
で
「
一
盌
生
平
和
」（
い
ち
わ

ん
へい
わ
を
う
む
）む
）・・・　

　
一
服
の
茶
が
心
を
和
ま
せ
平
和
を
生

む
。茶
の
湯
の
精
神
は「
千
里
同
風
」で
あ

り
、茶
を
喫
す
る
と
こ
ろ
に
も
、人
類
の
平

和
へ
の
願
い
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
。と
ご
説

明
が
書
か
れ
て
あ
り
ま
す
。書
か
れ
た
そ

の
言
葉
に
私
は
深
く
感
じ
入
り
、あ
ら
た

め
て
お
茶
の
道
を
極
め
る
甲
斐
を
思
い

ま
し
た
。お
茶
を
学
ぶ
楽
し
さ
の
一
つ
に
、

こ
う
し
た
言
葉
と
の
出
会
い
が
あ
り
ま
す
。

禅
の
世
界
に
は「
且
座
喫
茶
」と
い
う

言
葉
も
あ
り
ま
す
。ま
た
私
の
ふ
る
さ
と

鹿
児
島
で
は
方
言
で「
お
茶
い
っぺ
」と
い

う
言
い
方
を
し
ま
す
。ど
ち
ら
も「
ま
あ
、

お
座
り
な
さ
い
。お
茶
で
も
い
か
が
」と
い

う
意
味
で
す
が
、そ
の
根
底
に
は
一
杯
の

お
茶
が
た
だ
喉
の
乾
き
を
潤
す
だ
け
で
な

く
、人
の
心
を
育
む
と
い
う
教
え
が
あ

り
、私
は
い
つ
も
そ
れ
を
大
切
に
し
た
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。生
産
者
で
も
業
者
で
も

な
い
私
で
す
が
、お
茶
を
飲
む
人
を
育
て

な
け
れ
ば
次
世
代
へつ
な
ぐ
こ
と
は
で
き

な
い
の
で
は
な
い
か
と
案
じ
て
い
ま
す
。

こ
れ
か
ら
も
微
力
で
す
が
、お
茶
の
あ
る

豊
か
な
生
活
を
す
す
め
て
い
き
た
い
と

願
っ
て
い
ま
す
。茶
の
間
の
力
を
今
、も
う

一
度
見
直
し
、お
茶
の
時
間
で
家
族
、

日
本
の
元
気
を
作
り
た
い
も
の
で
す
。

　
そ
れ
に
は
、熱
い
思
い
と
考
え
を
同
じ

に
す
る
仲
間
、ま
さ
に「
茶
育
指
導
士
」

を
養
成
し
、草
の
根
運
動
こ
そ
が
人
作

り
、将
来
の「
日
本
人
ら
し
い
人
育
て
」に

つ
な
が
る
と
思
い
ま
す
。茶
育
指
導
士
の

活
躍
を
期
待
し
た
い
も
の
で
す
。

お
茶
で
九
州
を
ひ
と
つ
に
結
ぶ

茶
育
の
未
来
：

食
育・茶
育
の
大
切
さ

少し前まではスローフード、ヘルシー志向の高まり、そし
て今、海外からの旅行者が増えていることもあるのか
和文化が流行の兆しを見せています。
東京、京都、大阪では日本茶を提供するカフェも次々に
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