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明
治
時
代
か
ら
大
正
に
か
け
て
、岳
間
茶

の
発
展
、振
興
に
一
生
を
捧
げ
た
実
業
家
。

明
治
維
新
後
、茶
業
に
よ
る
地
域
の
発
展

を
目
指
す
た
め
紅
茶
製
法
を
学
び
、後
に
教

師
と
し
て
、人
材
の
育
成
も
行
っ
た
。

明
治
三
十
一
年
に
は
、熊
本
市
に
製
茶
会

社
を
設
立
し
、自
ら
社
長
兼
工
場
長
と
な
っ

て
、紅
茶
や
緑
茶
増
産
と
質
の
向
上
に
力
を

注
い
だ
。

製
茶
の
品
評
会
に
も
度
々
出
品
し
、明
治

二
十
一
年
の
農
産
品
評
会
で
二
等
、明
治
二

十
八
年
の
第
四
回
内
国
勧
業
博
覧
会
で
三

等
な
ど
、受
賞
数
は
十
数
回
に
も
上
り
、「
熊

本
県
茶
業
の
大
恩
人
」と
称
え
ら
れ
た
。
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い

熊
本
県
茶
業
の
大
恩
人
（
一
八
四
五
〜
一
九
二
一
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二
年
の
大
火
で
焼
失

し
て
し
ま
っ
た
そ
う

で
す
。

ま
た
古
文
書
の
資

料
と
し
て
は
、「
宝ほ

う
れ
き暦

十
三
年
（
一
七
六
三
）

に
岳
間
椎
持
に
二
町

五
畝
十
五
歩
（
約
二

ヘ
ク
タ
ー
ル
）
が
存
在
し
て
い
た
」
と
い
う
記
録
が
残
っ
て
い
ま
す
。
こ
の

資
料
が
「
県
内
最
古
の
茶
畑
の
記
録
」
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
岳
間
茶
は
県
内
で
も
古
い
伝
統
を
も
つ
お
茶
で
し
た
。

正
平
、『
経
史
』
を
学
ん
で
身
を
起
こ
す

江
戸
時
代
の
御
前
茶
か
ら
、
現
在
の
よ
う
な
熊
本
県
を
代
表
す
る
一
大

産
地
ま
で
発
展
さ
せ
た
人
物
が
、
中な

か
が
わ川

正し
ょ
う

平へ
い

で
す
。

正
平
は
江
戸
時
代
後
期
の
弘こ

う

化か

二
年
（
一
八
四
五
）、山
鹿
郡
津つ

る留
村
（
現

在
の
山
鹿
市
津
留
）
で
生
ま
れ
ま
し
た
。
家
は
決
し
て
裕
福
と
は
言
え
ず
厳

し
い
生
活
を
続
け
て
い
ま
し
た
が
、
勉
強
を
お
ろ
そ
か
に
す
る
こ
と
は
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
。
正
平
は
中
国
の
書
物
『
経け

い

史し

（
※
）』
を
よ
く
読
ん
で
い

た
そ
う
で
す
。
そ
の
中
で
「
業ぎ

ょ
う

を
起
こ
す
男
子
一
生
の
志

こ
こ
ろ
ざ
しが

な
け
れ
ば
、
生

ま
れ
な
か
っ
た
の
と
同
じ
で
あ
る
」
と
い
う
文
に
深
く
感
動
し
、
そ
の
後
大

き
な
志
を
持
ち
、
人
生
を
歩
ん
で
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

輝
か
し
い
実
績
と
伝
統
を
誇
る
岳
間
茶

岳た
け
ま
ち
ゃ

間
茶
は
、古
く
は
江
戸
時
代
の
寛か

ん
え
い永

年
間
（
今
か
ら
三
七
〇
年
以
上
前
）

に
肥
後
藩
の
お
殿
様
で
あ
る
細
川
藩は

ん
し
ゅ主

に
飲
ま
れ
る
お
茶
と
し
て
選
ば
れ
て

い
た
、
歴
史
の
あ
る
お
茶
で
す
。
現
在
も
山
鹿
市
鹿
北
町
岳
間
に
広
が
る
清

ら
か
な
水
と
豊
か
な
大
地
に
育は

ぐ
く

ま
れ
、
上
品
で
風
味
豊
か
な
お
茶
と
し
て
多

く
の
人
に
喜
ば
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
全
国
茶
品
評
会
や
熊
本
県
茶
品
評
会

で
は
数
十
回
の
農
林
水
産
大
臣
賞
を
受
賞
し
、
輝
か
し
い
実
績
と
伝
統
を
誇

る
山
鹿
市
の
名
産
品
で
す
。

岳
間
茶
の
歴
史

お
茶
は
、
今
と
違
っ
て
昔
は
大
変
貴
重
な
飲
み
物
で
、
江
戸
時
代
以
前
は

お
殿
様
や
大
商
人
な
ど
し
か
飲
む
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
よ
う

な
時
代
か
ら
、
岳
間
で
は
自
然
に
生
え
て
い
た
山や

ま
ち
ゃ茶

を
使
っ
て
、
良
質
な
お

茶
を
作
っ
て
い
ま
し
た
。『
熊
本
県
茶
業
史
』
に
よ
る
と
、
今
か
ら
三
七
〇

年
以
上
前
の
江
戸
時
代
（
寛
永
九
年
〔
一
六
三
二
〕）、
当
時
の
肥
後
藩
の
お

殿
様
、
細
川
忠た

だ
と
し利

公
が
初
め
て
藩
内
の
各
地
を
見
て
ま
わ
っ
た
と
き
、
多た

久く

の
星ほ

し
わ
ら
ば
ん
し
ょ

原
番
所
で
出
さ
れ
た
お
茶
を
大
変
気
に
入
ら
れ
た
の
で
、
そ
れ
以

後
「
御ご

前ぜ
ん
ち
ゃ茶

」
と
し
て
献
上
す
る

よ
う
に
な
っ
た
と
あ
り
ま
す
。
毎

年
新
茶
が
で
き
上
が
る
と
、
細
川

家
の
家か

紋も
ん

で
あ
る
「
九く

曜よ
う

紋も
ん

」
の

入
っ
た
茶
壷
に
納
め
、
椎し

い
も
ち
お
う
か
ん

持
往
還

（
※
）
を
通
っ
て
運
ば
れ
て
い
ま

し
た
。
ち
な
み
に
そ
の
茶
壷
は

代
々
大
切
に
守
り
伝
え
ら
れ
て
い

ま
し
た
が
、
残
念
な
こ
と
に
明
治

※ 

椎
持
往
還
…
江
戸
時
代
に
整
備
さ
れ
た
鹿
北
町
椎
持
と
熊
本
市
を
つ
な
ぐ
道
。
現
在
は
そ　

の
大
部
分
が
県
道
三
七
号
線
で
、
道
路
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。

※ 

「
経
史
」
…
中
国
の
儒じ
ゅ

教き
ょ
うの
経き
ょ
う
て
ん典
（
教
え
を
書
い
た
書
物
）
と
歴
史
書
の
こ
と
。
経
典
は
と

く
に
易え
き

経き
ょ
う・
書し
ょ

経き
ょ
う・
詩し

経き
ょ
う・
礼ら
い

記き

・
春し
ゅ
ん

秋じ
ゅ
う

の
五
つ
を
指
し
、
歴
史
書
は
史し
き記
・
漢か
ん
じ
ょ書
・
後ご

漢か
ん
じ
ょ書
の
三
つ
を
指
す
。

九曜紋

鹿北茶発祥の記念碑
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正
平
の
青
年
期
は
時
代
の
変
換
点

正
平
の
青
年
期
は
、
日
本
が
大
き
く
変
わ
っ
た
時
期
で
し
た
。
約
三
〇
〇

年
間
続
い
た
江
戸
幕
府
を
中
心
と
し
た
政
治
体
制
か
ら
、
天
皇
を
中
心
と
し

た
近
代
国
家
を
目
指
す
明
治
政
府
へ
と
移
り
、
国
の
政
治
の
姿
が
大
き
く
変

わ
り
ま
し
た
。
明
治
政
府
は
、
国
内
で
多
く
の
産
業
を
新
し
く
始
め
、
外
国

と
の
貿
易
を
進
め
て
国
を
豊
か
に
す
る
こ
と
を
考
え
て
い
ま
し
た
。
そ
の
た

め
、
全
国
各
地
に
新
た
な
農
産
物
や
特
産
品
を
、
よ
り
多
く
作
る
こ
と
が
望

ま
し
い
と
し
て
、
勧す

す

め
て
い
き
ま
し
た
。

そ
の
中
で
も
特
に
力
を
入
れ
て
い
た
の
が
、
養よ

う
さ
ん蚕

業ぎ
ょ
うと

茶ち
ゃ

業ぎ
ょ
うで

し
た
。
養

蚕
業
は
蚕か

い
こ

を
育
て
て
採
っ
た
絹
糸
を
シ
ル
ク
の
原
料
と
し
て
輸
出
し
、
茶
業

は
茶
葉
を
加
工
し
て
、
緑
茶
だ
け
で
は
な
く
紅
茶
も
外
国
に
輸
出
し
よ
う
と

考
え
て
い
た
の
で
す
。

正
平
、
茶
業
を
お
こ
す　

正
平
は
こ
の
茶
業
に
目
を
つ
け
ま
す
。
明
治
六
年
、
震ゆ

る
ぎ

岳だ
け

の
ふ
も
と
に

約
二
ヘ
ク
タ
ー
ル
も
の
広
さ
の
茶
畑
（
熊
本
県
内
二
番
目
に
造
ら
れ
た
、
大

規
模
な
茶
畑
）
を
造
り
、
製
茶
業
を
新
た
に
始
め
ま
し
た
。
ま
さ
に
少
年
時

代
に
感
動
し
た
文
の
と
お
り
「
業
を
起
こ
す
男
子
」
と
な
っ
た
の
で
す
。

さ
ら
に
明
治
八
年
、
正
平
が
三
〇
歳
の
と
き
山
鹿
郡
多た

久く

村む
ら

（
現
在
の

山
鹿
市
鹿
北
町
多
久
）
に
移
り
住
み
、
古
城
エ
ソ
さ
ん
と
結
婚
し
ま
し
た
。

こ
れ
以
後
、
こ
の
多
久
を
中
心
と
し
て
製
茶
業
を
盛
ん
に
す
る
こ
と
に
力
を

注
い
で
い
き
ま
す
。

　

ち
ょ
う
ど
そ
の
時
、
明
治
政
府
に
よ
っ
て
紅
茶
の
製
造
を
伝
え
教
え
る
た

め
の
施
設
（
紅
茶
伝で

ん

習し
ゅ
う

所じ
ょ

）
が
山
鹿
町
（
現
在
の
山
鹿
市
山
鹿
）
に
設
置

さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
日
本
で
初
め
て
の
施
設
で
し
た
。
お
そ
ら
く
、
製
茶

が
盛
ん
な
山
鹿
の
地
が
注
目
さ
れ
た
結
果
、
選
ば
れ
た
の
で
し
ょ
う
。
伝
習

所
で
は
、
政
府
が
雇や

と

っ
た
中
国
人
教
師
二
名
の
指
導
の
も
と
、
生
徒
二
〇
名

で
試
作
品
が
作
ら
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
結
果
は
好
ま
し
い
も
の
と
は
言
え

ず
、
事
実
上
失
敗
に
終
わ
り
ま
し
た
。
そ
し
て
す
ぐ
に
伝
習
所
は
閉へ

い

鎖さ

さ
れ

て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
そ
の
三
年
後
の
明
治
十
一
年
、
今
度
は
山
鹿
郡
椎
持

（
現
在
の
山
鹿
市
鹿
北
町
椎
持
）
に
紅
茶
伝
習
所
が
作
ら
れ
ま
し
た
。

正
平
は
こ
の
生
徒
と
な
り
、
紅
茶
製
法
を
学
び
ま
し
た
。
こ
こ
で
学
ん

だ
こ
と
を
活い

か
し
て
、
正
平
は
紅
茶
の
製
造
に
も
取
り
組
む
よ
う
に
な
り
、

さ
ら
に
後
に
は
自
ら
も
教
師
と
な
っ
て
後
に
続
く
人
た
ち
の
育
成
に
も
努
め

る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
熱
心
な
活
動
は
多
く
の
人
の
関
心
を
呼
び
、
茶
業
関
係
者

の
ほ
か
政
府
関
係
者
な
ど
と
の
交
友
が
生
ま
れ
ま
し
た
。
当
時
の
農の

う

商し
ょ
う

務む

大
臣
で
あ
っ
た
大
浦
兼
武
（
※
１
）
や
、農
商
務
次じ

官か
ん

の
前
田
正
名
（
※
２
）

か
ら
は
、
日
本
の
茶
業
が
目
指
す
べ
き
方
向
に
つ
い
て
、
よ
く
意
見
を
聞
か

れ
た
そ
う
で
す
。

新
た
な
製
茶
法
の
導
入
と

技
術
者
の
育
成
に
取
り
組
む

紅
茶
製
造
の
一
方
で
、
緑
茶
製
造
も
力
を
抜
く
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で

し
た
。
明
治
十
四
年
、
正
平
は
静
岡
式
緑
茶
製
造
法
に
注
目
し
、
熊
本
の
製

茶
増
産
を
図
る
た
め
、
自
ら
伝
習
所
を
建
て
て
所
長
と
な
り
技
術
者
の
育
成

※  

１　

大
浦 

兼
武
（
お
お
う
ら 

か
ね
た
け　

一
八
五
〇
年(

嘉か

永え
い

三
年)ｰ 

一
九
一
八
年
（
大

正
七
年
））
… 

明
治
・
大
正
期
に
か
け
て
の
官か
ん

僚り
ょ
う、
政
治
家
。
鹿
児
島
県
出
身
で
、
明
治
維

新
後
は
、
内
務
大
臣
、
農
商
務
大
臣
、
逓て
い
し
ん信
大
臣
、
警け
い

視し

総そ
う
か
ん監
、
島
根
・
山
口
・
熊
本
・
宮

城
県
知
事
を
務
め
た
。

※ 

２　

前
田
正
名
（
ま
え
だ 

ま
さ
な　

一
八
五
〇
年(

嘉か

永え
い

三
年)ｰ 

一
九
二
一
年
（
大
正
十

年
））
…
明
治
の
官
僚
。
宮
崎
県
の
開
田
事
業
や
山
梨
県
の
甲
州
ぶ
ど
う
普
及
な
ど
に
力
を

尽
く
し
た
。
明
治
時
代
の
産
業
を
盛
ん
に
し
た
実
行
者
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
阿あ

寒か
ん

湖こ

周

辺
の
森
林
を
購
入
し
保
護
を
図
る
な
ど
、
自
然
保
全
に
も
貢
献
し
た
。
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を
始
め
ま
し
た
。当
時
は
宇う

じ治
式
の
製
茶
製
造
法
が
主
流
だ
っ
た
の
で
す
が
、

正
平
は
い
ち
早
く
静
岡
式
を
導
入
し
て
、
製
造
の
近
代
化
を
目
指
し
た
の
で

し
た
。
県
内
に
広
ま
っ
た
の
は
、
こ
れ
か
ら
ず
い
ぶ
ん
後
な
の
で
、
正
平
が

い
か
に
先
を
見
越
し
た
工
法
を
導
入
し
た
か
が
う
か
が
い
知
れ
ま
す
。

紅
茶
生
産
と
輸
出
の
拡
大

明
治
十
年
代
か
ら
本
格
的
に
始
ま
っ
た
熊
本
県
の
紅
茶
生
産
は
、
順
調
に

生
産
高
を
増
や
し
、
明
治
十
四
年
か
ら
明
治
二
十
一
年
の
七
年
間
で
約
三
倍

も
増
加
し
ま
し
た
。
明
治
十
五
年
に
は
イ
ギ
リ
ス
に
も
輸
出
さ
れ
る
よ
う
に

な
り
、
さ
ら
に
ロ
シ
ア
へ
の
輸
出
も
計
画
さ
れ
ま
し
た
。
熊
本
県
で
は
一
層

紅
茶
製
造
を
盛
ん
に
し
、
買
う
人
を
増
や
す
た
め
に
、
様
々
な
工
夫
を
し
て

い
き
ま
す
。
そ
こ
で
追
い
風
と
見
た
正
平
は
、
紅
茶
の
販
売
拡
大
に
力
を
入

れ
、
可か

徳と
く

乾け
ん
ぞ
う三

や
大
野
徳
行
な
ど
と
と
も
に
熊
本
紅
茶
の
Ｐ
Ｒ
活
動
の
た
め

全
国
各
地
を
回
り
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
宣
伝
が
不
足
し
た
こ
と
と
、
製
品

の
質
が
安
定
で
き
な
か
っ
た
た
め
か
、
思
っ
た
ほ
ど
の
成
果
が
得
ら
れ
ず
、

販
売
額
を
増
や
す
ま
で
に
は
至
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
活
動
の

お
か
げ
で
肥
後
紅
茶
の
知
名
度
が
上
が
り
、
後
に
紅
茶
の
品
質
が
向
上
す
る

と
、
県
外
か
ら
も
多
く
の
問
い
合
わ
せ
が
来
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
努
力

は
決
し
て
無
駄
に
は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
す
。

明
治
三
十
一
年
、
正
平
は
可
徳
や
大
野
ら
と
一
緒
に
な
っ
て
、
飽ほ

う
た
く
ぐ
ん

託
郡

青年期の中川正平

ちょっとコラム
●緑茶と紅茶
緑茶と紅茶は色も香りも味も違いますが、実は同じ茶葉から作られます。で

はなぜこのような違いが生まれるのでしょう？
それは作り方の違いからです。茶の葉の中には酸

さん

化
か

酵
こう

素
そ

というものが含まれ
ます。その酵素が空気に触れると茶色に変色して、味や香りも変わっていくの
です。その性質を利用して作るのが紅茶で、変化させずに作るのが緑茶です。
紅茶を作るときは酵素が空気と触れやすくするために、生の茶葉をわざと揉

も

みつぶして、ある一定温度で数時間寝かせます。そうしてよい香りと味が生ま
れます。一方緑茶は、生の茶葉をすぐ釜

かま

炒
い

りします。熱を受けると、酵
こう

素
そ

の働
きがなくなるからです。その結果、みなさんが
知っているようなさわやかな香りと味が出され
ます。ちなみに、日本では「お茶」といえば緑
茶を思い浮かべる人が多いでしょうが、世界で
「お茶」といえば紅茶です。紅茶は世界のお茶
生産量のおよそ8割を占めているのです。
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川
尻
町
（
現
在
の
熊
本
市
川
尻
町
）
に
肥
後
製
茶
合
資
会
社
と
い
う
製
茶
会

社
を
設
立
し
、
自
ら
社
長
兼け

ん

工
場
長
と
な
っ
て
、
紅
茶
や
磚た

ん
ち
ゃ茶

（
※
）
を
作

り
販
売
し
ま
し
た
。
そ
の
業
績
は
、
彼
ら
の
努
力
の
甲か

い斐
も
あ
っ
て
、
岳た

け

間ま

工
場
を
中
心
に
し
て
生
産

量
を
増
や
し
、
そ
の
年
に

は
約
二
千
貫
（
約
七
・
五

ト
ン
）
の
紅
茶
や
緑
茶
を

生
産
し
ま
し
た
。
こ
れ
ら

を
海
外
に
も
輸
出
し
よ
う

と
考
え
た
正
平
は
、
そ
の

年
に
ロ
シ
ア
の
ウ
ラ
ジ
オ

ス
ト
ク
ま
で
出
向
き
、
約

一
ヶ
月
間
製
造
方
法
の
視

察
研
究
も
兼か

ね
て
売
り
込

み
を
行
い
ま
し
た
。
正
平

の
お
茶
に
か
け
る
情
熱
と

行
動
力
に
は
驚
か
さ
れ
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
熱
意
の
結
果
、
よ
う
や
く
熊
本

紅
茶
の
海
外
輸
出
が
本
格
化
し
て
い
き
ま
し
た
。

岳
間
茶
の
ブ
ラ
ン
ド
名
、県
内
外
に
と
ど
ろ
く

海
外
ま
で
活
動
の
場
を
広
げ
た
正
平
で
し
た
が
、
地
元
岳た

け

間ま

で
の
活
躍

も
衰お

と
ろ

え
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
明
治
十
七
年
に
は
山
鹿
郡
茶
業
組

合
が
結
成
さ
れ
、
初
代
組
合
長
に
就し

ゅ
う

任に
ん

し
、
岳
間
茶
を
中
心
と
し
て
山
鹿
全

体
の
茶
業
が
発
展
す
る
よ
う
力
を
尽つ

く
し
ま
し
た
。

明
治
十
年
代
か
ら
三
十
年
代
ま
で
は
、
茶
摘
み
の
頃
は
岳た

け

間ま

に
県
内
外

か
ら
多
く
の
労
働
者
が
や
っ
て
来
て
、
か
な
り
の
に
ぎ
わ
い
を
見
せ
て
い
ま

し
た
。
県
内
は
天
草
や
益
城
、
玉
名
な
ど
か
ら
、
県
外
は
八や

女め

や
立た

ち
ば
な花

な
ど

の
福
岡
県
南
部
か
ら
、
そ
の
数
は
総
勢
二
千
人
余
り
に
も
の
ぼ
っ
た
そ
う
で

す
。
『
鹿
北
町
誌
』
に
よ
れ
ば
、
明
治
の
頃
は
天
草
の
人
を
雇や

と

わ
ぬ
人
は
な

く
、
一
軒
に
多
い
と
き
に
は
数
十
人
が
働
い
て
い
た
と
あ
り
ま
す
。
そ
の
天

草
の
人
た
ち
が
茶ち

ゃ

摘つ

み
に
来
た
と
き
に
歌
っ
た
歌
が
『
茶ち

ゃ

山や
ま
う
た唄

』
で
す
。

こ
う
し
て
摘
ま
れ
た
お
茶
は
神
戸
、
横
浜
、
長
崎
な
ど
の
問
屋
で
主
に

輸
出
用
と
し
て
取
引
さ
れ
、
こ
の
頃
か
ら
「
岳た

け

間ま

茶ち
ゃ

」
と
い
う
ブ
ラ
ン
ド
が

県
内
外
に
広
が
っ
た
よ
う
で
す
。

※ 

磚
茶
…
紅
茶
あ
る
い
は
緑
茶
を
作
る
間
に
出
る
粉
や
、
形
の
悪
い
葉
（
浮
葉
、
下
級
紅
茶
、

整
枝
葉
）
な
ど
を
蒸
し
て
型
に
入
れ
て
固
め
た
も
の
。

資
料　

鹿
北
茶
山
唄

の
ぼ
り
（
も
ど
り
）
歌

一　

茶
山
の
ぼ
り
は　

皆み
な
す
げ菅
の
笠か
さ　

ど
れ
が
姉
や

ら
妹
や
ら

二　

縁
が
な
い
な
ら　

茶
山
に
ご
ざ
れ　

縁
は
茶

の
木
の
葉
で
結
ぶ

三　

去
年
み
そ
め
た　

茶
山
の
娘　

今
年
し
ゃ
お

る
や
ら
お
ら
ぬ
や
ら

四　

茶
山
茶
山
と　

茶
の
楽
し
ゅ
で
来
た
り
ゃ　

何
の
良
か
ろ
か
坂
ば
か
り

五　

茶
山
も
ど
り
は　

五ご

十じ
ゅ
う

匁も
ん
め

の
雪せ
っ

駄た　

さ
ま
に

履は

か
せ
て
わ
し
ゃ
裸は
だ

足し

六　

今
年
別
れ
て　

ま
た
来
年
の　

八は
ち

十じ
ゅ
う

八は
ち

夜や

の

お
茶
で
会
お
う

つ
み
歌
も
み
歌

一　

肥
後
の
殿
様　

お
召め

し
の
銘め
い
ち
ゃ茶　

茜あ
か
ね

襷だ
す
き

の
手

も
は
ず
む

二　

声
は
す
れ
ど
も　

姿
は
見
え
ぬ　

主
は
深み

山や
ま

の
ホ
ト
ト
ギ
ス

三　

茶
つ
み
ゃ
し
ま
ゆ
る　

茶
つ
み
衆
は
帰
る　

後
に
残
る
は
テ
ボ
円え
ん

座ざ

鹿北茶山唄（山鹿市指定無形文化財）
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数
々
の
受
賞
歴

岳
間
茶
の
発
展
に
力
を
尽
く
し
た
と
言
わ
れ
る
正
平
で
す
が
、
こ
れ
は
岳た

け

間ま

茶ち
ゃ

の
生
産
と
品
質
の
向
上
の
た
め
に
役
立
っ
た
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
成

果
の
確
認
の
た
め
に
、
製
茶
の
博
覧
会
や
共
進
会
に
進
ん
で
出
品
し
、
数
々

の
賞
を
受
け
た
こ
と
に
も
よ
り
ま
す
。

明
治
十
八
年
お
よ
び
十
九
年
の
九
州
沖
縄
八
県
連
合
共
進
会
（
※
１
）

に
は
い
ず
れ
も
六
等
に
入
賞
、明
治
二
十
一
年
の
農
産
品
評
会
で
は
二
等
を
、

明
治
二
十
八
年
の
第
四
回
内な

い
こ
く
か
ん

国
勧
業ぎ

ょ
う

博は
く
ら
ん
か
い

覧
会
（
※
２
）
に
は
三
等
を
受
賞

す
る
な
ど
、
そ
の
数
は
十
数
回
に
も
の
ぼ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
数
々
の
業ぎ

ょ
う

績せ
き

を
た
た
え
、
熊
本
県
茶
業
組
合
連
合
会
議
所
は
明
治
三
十
四
年
、
銀ぎ

ん
ぱ
い杯

を

贈
っ
て
表
彰
し
ま
し
た
。

紅
茶
産
業
の
衰
退

明
治
三
十
七
年
、
紅
茶
産
業
に
と
っ
て
大
き
な
打
撃
と
な
る
事
件
が
起
こ

り
ま
す
。
日に

ち

露ろ

戦
争
が
始
ま
っ
た
の
で
す
。
よ
う
や
く
う
ま
く
い
き
か
け
た

紅
茶
の
輸
出
も
、
こ
の
戦
争
を
き
っ
か
け
と
し
て
一
気
に
衰
え
る
こ
と
と
な

っ
て
し
ま
い
ま
す
。
取
引
先
の
国
と
戦
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
は
、
売

れ
る
は
ず
も
あ
り
ま
せ
ん
。
大
き
な
取
引
相
手
を
失
っ
て
し
ま
い
、
新
た
な

輸
出
先
を
探
そ
う
と
し
ま
し
た
が
、
当
時
世
界
に
急
に
広
ま
り
だ
し
た
中
国

や
イ
ン
ド
の
紅
茶
が
安
く
て
質
も
良
か
っ
た
の
で
、
太た

ち
う

刀
打
ち
で
き
ま
せ
ん

で
し
た
。
日
本
の
紅
茶
は
行
き
場
が
な
く
な
り
、
輸
出
も
生
産
も
次
第
に
減

っ
て
い
き
ま
し
た
。（
※
）

　

こ
れ
ま
で
紅
茶
の
製
造
に
一
生
懸
命
が
ん
ば
っ
て
き
た
正
平
は
相
当
シ
ョ

ッ
ク
を
受
け
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
そ
れ
に
負
け
る
こ
と
は
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
か
ら
は
緑
茶
に
対
象
を
し
ぼ
っ
て
、
そ
の
品
質
の
向

上
に
意
欲
を
燃
や
し
ま
し
た
。

※ 

大
正
時
代
に
は
そ
の
生
産
は
ほ
ぼ
０
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
後
い
っ
た
ん
復ふ
っ
こ
う興
の
兆き
ざ

し
が

見
え
る 

が
、
昭
和
三
十
五
年
以
降
熊
本
県
で
紅
茶
は
生
産
さ
れ
な
く
な
っ
た
。

左上が正平氏

四　
お
茶
は
も
め
も
め　
も
み
さ
え
す
れ
ば　
ど
ん
な
し
ば
茶
も
香
茶
と
な
る

五　
お
茶
は
も
め
た
が　
釜
の
上
ま
だ
か　
早
く
こ
き
ゃ
げ
て　
も
む
が
よ
い

六　
お
茶
は
も
ま
ん
で
も　
時
さ
え
来
れ
ば　
栗
飯
だ
ん
ご
じ
ゅ
り
ゃ
腕
ま
く
り

仕
上
げ
唄

一　
揃そ
ろ
た
揃
い
ま
し
た　

箕み
の
さ
き先
が
揃
う
た　
秋
の
出
穂ほ

よ
り
ゃ
ま
だ
揃
た

二　
紺こ
ん
の
前
掛
け　
松
葉
の
ち
ら
し　
待
つ
に
来
ん
と
は
情
け
な
や

三　
お
召
し
下
さ
る　
細
川
様
に　
あ
げ
る
誇
り
の
こ
の
銘
茶

四　
立
て
て
く
ん
な
は
り　
伝
習
場
の
前
に　
女
禁
止
の
立
て
札
ば

五　
う
た
で
や
ん
な
は
り　
こ
れ
く
ら
い
の
仕
事　
仕
事
苦
に
し
て
泣
く
よ
り
も

六　
飲
ん
で
み
た
か
よ　
鹿
北
の
お
茶
が　
味
も
香
り
も
日
本
一『鹿

北
町
誌
』
よ
り
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熊
本
県
茶
業
の
大
恩
人

年
を
取
っ
て
か
ら
の
正
平
は
、
も
っ
ぱ
ら
岳た

け

間ま

を
中
心
と
し
て
最
後
ま

で
製
茶
の
品
質
向
上
と
生
産
拡
大
へ
の
研
究
に
明
け
暮
れ
、
最
期
ま
で
茶
業

が
発
展
す
る
よ
う
に
情
熱
を
傾
け
ま
し
た
。

こ
う
し
て
、勉
学
に
励は

げ

み
「
業
を
お
こ
す
」
と
い
う
志
を
も
っ
た
少
年
は
、

時
代
の
大
き
な
変
化
に
流
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
数
々
の
苦
難
を
乗
り
越
え
な

が
ら
、
茶
業
を
地
域
の
一
大
産
業
ま
で
育
て
上
げ
、
七
十
六
歳
で
こ
の
世
を

去
り
ま
し
た
。
大
正
十
年
三
月
二
十
七
日
の
こ
と
で
し
た
。

そ
の
後
、
正
平
の
死
を
惜お

し
み
、
彼
の
仕
事
を
た
た
え
る
た
め
、
熊
本

県
茶
業
組
合
連
合
会
議
所
が
発ほ

っ

起き

人に
ん

と
な
っ
て
県
下
関
係
者
に
寄
付
を
募つ

の

り
、
彼
の
墓
の
隣と

な
り

に
記き

念ね
ん

碑ひ

が
建
て
ら
れ
ま
し
た
。
そ
こ
に
は
茶
業
組
合
の

役
員
の
ほ
か
、
岳
間
の
地
で
共
に
が
ん
ば
っ
た
仲
間
た
ち
の
名
前
も
記
さ
れ

て
い
ま
す
。

現
在
も
、
よ
り
一
層
岳た

け

間ま

茶ち
ゃ

が
発
展
す
る
こ
と
を
願
う
よ
う
に
、
鹿
北

町
多
久
の
宮み

や

地じ

岳だ
け

で
正
平
の
お
墓
が
見
守
っ
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
、
大
正
九
年
当
時
の
皇
太
子
（
後
の
昭
和
天
皇
）
が
熊
本
を
訪
問

さ
れ
た
と
き
、
正
平
が
作
っ
た
紅
茶
が
出
さ
れ
た
の
で
す
が
、
そ
の
紅
茶
は

皇
室
に
買
い
上
げ
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
熊
本
の
茶
業
を
盛
ん
に
す

る
目
的
も
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
が
、
そ
の
風
味
に
引
か
れ
た
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
皇
室
お
買
い
上
げ
の
名め

い

誉よ

は
、
正
平
に
と
っ
て
、

こ
れ
ま
で
一
生
を
か
け
て
き
た
紅
茶
へ
の
努
力
が
一
気
に
報
わ
れ
た
瞬し

ゅ
ん

間か
ん

だ

っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

※
１　

九
州
沖
縄
八
県
連
合
共
進
会
…
九
州
と
沖
縄
の
八
県
が
さ
ま
ざ
ま
な
産
業
が
発
展
す
る

こ
と
を
目
的
に
開
か
れ
た
博
覧
会
。
各
地
の
特
産
物
や
製
品
を
集
め
、
そ
れ
ら
の
優ゆ
う
れ
つ劣
を

比
べ
た
。
明
治
十
五
年(

一
八
八
二)

に
長
崎
県
で
開
催
し
た
の
を
始
ま
り
と
し
て
、
そ

の
後
各
県
で
順
々
に
開
催
さ
れ
た
。

※
２　

内
国
勧
業
博
覧
会
…
国
内
の
産
業
や
技
術
の
発
展
を
目
的
と
し
た
博
覧
会
。
今
後
の
日

本
に
と
っ
て
、
長
い
期
間
に
わ
た
り
中
心
的
な
産
業
と
な
る
も
の
（
そ
の
技
術
や
機
械
な

ど
）、
ま
た
は
優
れ
た
技
を
極
め
て
作
ら
れ
た
作
品
や
製
品
な
ど
が
出
品
さ
れ
た
。
国
家

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
、
一
大
イ
ベ
ン
ト
だ
っ
た
。

晩年の正平氏（孫たちと一緒に）

中川正平氏の墓

鹿北町多久に広がる茶畑
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弘
化
二
年 　

▼

（
一
八
四
五
）

明
治
六
年 　

▼

（
一
八
七
三
）

明
治
八
年 　

▼

（
一
八
七
五
）

明
治
十
年 　

▼

（
一
八
七
七
）

明
治
十
一
年 

▼

（
一
八
七
八
）

明
治
十
四
年 

▼

（
一
八
八
一
）

明
治
十
七
年 

▼

（
一
八
八
四
）

明
治
十
八
年 

▼

（
一
八
八
五
）

明
治
十
九
年 

▼

（
一
八
八
六
）

明
治
二
一
年 

▼

（
一
八
八
八
）

明
治
二
二
年 

▼

（
一
八
八
九
）

明
治
二
二
年 

▼

（
一
八
八
九
）

明
治
二
七
年 

▼

（
一
八
九
四
）

明
治
二
八
年 

▼

（
一
八
九
五
）

明
治
三
十
年 

▼

（
一
八
九
七
）

明
治
三
一
年 

▼

（
一
八
九
八
）

明
治
三
四
年 

▼

（
一
九
〇
一
）

明
治
三
四
年 

▼

（
一
九
〇
一
）

明
治
三
七
年 

▼

（
一
九
〇
四
）

明
治
四
三
年 

▼

（
一
九
一
〇
）

大
正
三
年 　

▼

（
一
九
一
四
）

大
正
九
年　

 

▼

（
一
九
二
〇
）

大
正
十
年 　

▼

（
一
九
二
一
）

山
鹿
郡
津
留
村（
現
：
山
鹿
市
津
留
）で
誕
生

震
岳
の
一
角
に
茶
樹
約
二
町
歩
（
約
二
ヘ
ク
タ
ー
ル
）

を
植
え
る（※

明
治
元
年
と
す
る
説
も
あ
る
）

山
鹿
郡
多
久
村
に
移
り
、古
城
エ
ソ
と
結
婚

西
南
戦
争
起
こ
る
。官
軍
へ
の
協
力
に
政
府
か
ら
賛
辞

を
受
け
る

山
鹿
郡
椎
持
村
に
紅
茶
伝
習
所
が
設
立
さ
れ
、内
務
技
師

の
村
山
鎮（
む
ら
や
ま
ち
ん
）か
ら
紅
茶
製
法
を
教
わ
る

宇
治
の
茶
種
一
石
五
斗
（
約
二
七
〇
リ
ッ
ト
ル
）
を
購

入
し
て
試
植
す
る

山
鹿
郡
茶
業
組
合
を
設
立　

初
代
組
合
長
に
就
任

連
合
共
進
会
で
六
等
受
賞

連
合
共
進
会
で
六
等
受
賞

農
産
品
評
会
で
二
等
受
賞

町
村
制
の
実
施
に
伴
い
、多
久
村
と
椎
持
村
が
合
併
し
、

岳
間
村
と
な
る

岳
間
村
の
勧
業
会
委
員
に
選
出
さ
れ
る

連
合
共
進
会
で
六
等
受
賞

第
四
回
内
国
勧
業
博
覧
会
で
三
等
受
賞

こ
の
頃
、肥
後
製
茶
会
社
を
設
立
し
、社
長
に
就
任

連
合
共
進
会
で
五
等
受
賞

紅
茶
な
ど
の
販
売
拡
張
の
た
め
、ロ
シ
ア
の
ウ
ラ
ジ
オ

ス
ト
ッ
ク
へ
渡
り
、一
ヶ
月
間
の
視
察
、交
渉
を
行
う

連
合
共
進
会
で
三
等
受
賞

熊
本
県
茶
業
組
合
連
合
会
議
所
が
茶
業
発
展
の
功
績

を
称
え
、銀
杯
を
授
与

日
露
戦
争
が
起
こ
る（
〜
一
九
〇
五
年
）

連
合
共
進
会
で
四
等
受
賞

大
正
博
覧
会
で
銅
牌
受
領

皇
太
子
殿
下（
後
の
昭
和
天
皇
）熊
本
行
啓
の
際
、中
川

正
平
が
製
し
た
紅
茶
を
供
す
る
。そ
の
後
、
皇
室
で
紅

茶
を
お
買
い
上
げ
に
な
る 

満
七
十
六
歳
で
永
眠

そ
の
後
、功
績
を
た
た
え
て
墓
碑
が
建
立
さ
れ
る
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上田穣「中川正平伝」『肥後商工先達伝』熊商 60周年記念
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