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富
谷
・
吉
岡
の
茶

　

新
緑
が
輝
く
五
月
初
旬
、
そ
ろ
そ
ろ
新
茶
の
便

り
が
届
き
ま
す
。
現
在
で
は
ほ
と
ん
ど
見
か
け
な

く
な
り
ま
し
た
が
、
江
戸
時
代
に
は
、
仙
台
藩
で

も
茶
が
生
産
さ
れ
て
お
り
、
一
部
は
江
戸
に
も
出

荷
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。

　

仙
台
藩
内
で
茶
の
産
地
の
一
つ
と
し
て
知
ら
れ

て
い
た
の
が
、
黒
川
郡
の
富
谷
、
吉
岡
地
方
で
す
。

「
安あ
ん
え
い永

風ふ

ど

き
土
記
御ご
よ
う
か
き
だ
し

用
書
出
」
と
い
う
江
戸
時
代
中
期

に
作
成
さ
れ
た
藩
内
の
村
々
の
村
政
要
覧
を
み
る

と
、
富
谷
村
・
穀
田
村
・
明
石
村
・
西
成
田
村
な

ど
現
在
の
富
谷
町
一
帯
に
茶
畑
が
あ
っ
た
こ
と
が

う
か
が
え
ま
す
。

　

し
か
し
現
在
こ
の
一
帯
は
仙
台
近
郊
の
ベ
ッ
ド

タ
ウ
ン
と
し
て
、
国
道
四
号
線
を
挟
ん
だ
丘
陵
地

帯
に
住
宅
団
地
が
広
が
っ
て
お
り
、
往
時
の
様
子

を
う
か
が
う
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

　

江
戸
時
代
に
は
奥
州
街
道
が
こ
の
丘
陵
地
帯
の

下
を
通
っ
て
い
ま
し
た
。「
増ぞ
う
ほ補
行こ
う
て
い程
記き

」
と
い
う

奥
州
街
道
沿
い
の
名
所
・
旧
跡
・
名
物
等
を
詳
細

に
記
し
た
江
戸
時
代
後
期
の
街
道
絵
図
に
は
、
街

道
沿
い
に
茶
畑
が
広
が
っ
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ

て
い
ま
す
。

　

当
時
の
茶
作
り
で
は
、
春
と
秋
に
茶
畑
に
馬
糞

な
ど
の
肥
料
を
入
れ
、
栽
培
し
て
い
ま
し
た
。
茶

摘
み
は
田
植
え
が
終
わ
っ
た
後
の
新
茶
と
盆
前
の

二
番
茶
の
二
回
行
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。
仙
台
藩
当

主
の
記
録
で
あ
る
「
治
家
記
録
」
に
は
、
黒
川
郡

宮
床
の
領
主
が
盆
前
の
恒
例
の
献
上
品
と
し
て
「
宮

床
新
茶
」
を
五
代
藩
主
伊
達
吉
村
に
献
上
し
た
こ

と
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
宮
床
と
富
谷
・
吉
岡
地

方
と
は
少
し
離
れ
ま
す
が
、
黒
川
郡
の
二
番
茶
が

藩
に
も
献
上
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。

藩
主
も
公
家
も
飲
ん
だ
茶

　

富
谷
や
吉
岡
の
茶
は
、
主
に
仙
台
城
下
や
藩
内

で
販
売
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
が
、
藩
主
・
公
家

も
口
に
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。「
風
土

記
」
に
よ
る
と
、
五
代
藩
主
伊
達
吉
村
は
富
谷
村

の
源
内
と
い
う
人
物
に
「
真
切
茶
」
と
い
う
茶
や

五う
こ
ぎ
ち
ゃ

加
茶
・
枸く

こ杞
茶
を
藩
に
献
上
す
る
よ
う
命
じ
て

い
ま
す
。

　

一
方
吉
岡
町
で
は
、
上
町
の
菅
原
篤と
く
へ
い
じ

平
治
が
六

種
類
の
試
作
茶
を
藩
に
献
上
し
、
そ
の
う
ち
の
「
千

鳥
」・「
角
文
字
」・「
政
所
」
と
い
う
銘
柄
が
藩
の

買
い
上
げ
と
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
明
和
三
年

（
一
七
六
六
）
菅
原
篤
平
治
が
、
仙
台
藩
の
蔵
元
を

勤
め
た
京
都
の
商
人
で
あ
る
大
文
字
屋
の
手
代
へ
、

五
種
の
茶
を
販
売
し
た
と
こ
ろ
、
大
文
字
屋
を
通

じ
て
公
家
の
九
条
家
に
そ
の
茶
が
献
上
さ
れ
ま
し

た
。
そ
れ
を
気
に
入
っ
た
九
条
家
で
は
、「
春
風
の

香
ほ
り
も
こ
こ
に
、
千
世
か
け
て
、
花
の
波
こ
す
、

末
の
松
山
」
と
い
う
五
種
類
の
茶
を
詠
み
込
ん
だ

直
筆
の
和
歌
を
篤
平
治
に
与
え
た
と
い
い
ま
す
。

旅
人
憩
い
の
茶

　

奥
州
街
道
の
宿
場
町
で
も
あ
っ
た
富
谷
宿
や
吉

岡
宿
に
は
旅
人
の
休
憩
所
で
あ
る
茶
屋
が
あ
り
ま

し
た
。
奥
州
街
道
の
宿
場
町
を
順
番
に
読
み
込
ん

だ
「
奥
道
中
歌
」
に
は
、「
国
分
の
町
よ
り
こ
こ
え
、

七
北
田
よ
、富
谷
茶
飲
ん
で
、あ
ち（
明
日
）は
吉
岡
」

と
詠
ま
れ
て
い
ま
す
。
名
物
の
茶
が
仙
台
城
下
を

出
入
り
す
る
旅
人
た
ち
の
疲
れ
を
癒
し
た
こ
と
で

し
ょ
う
。

　

し
か
し
、
幕
末
期
か
ら
明
治
に
か
け
て
仙
台
地

域
を
中
心
に
製
茶
方
法
の
改
良
が
進
め
ら
れ
た
一

方
で
、
富
谷
・
吉
岡
地
区
で
は
次
第
に
茶
の
生
産
が

減
少
し
て
い
き
ま
し
た
。
明
治
二
一
年（
一
八
八
八
）

に
明
治
政
府
の
方
針
を
受
け
て
、
宮
城
県
で
も
茶

業
組
合
を
設
立
す
る
た
め
、
県
内
の
茶
業
者
の
調

査
が
郡
毎
に
行
わ
れ
ま
し
た
。
黒
川
郡
で
は
自
身

で
茶
畑
を
所
持
し
て
販
売
を
行
っ
て
い
る
家
は
わ

ず
か
六
軒
し
か
な
く
、
仙
台
地
域
や
他
郡
と
比
べ

て
も
少
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。
大
正
七
年
に
は
販

売
は
二
軒
に
減
っ
た
と
い
い
ま
す
。

　

現
在
で
は
仙
台
へ
至
近
の
町
と
し
て
、
車
で
通

り
過
ぎ
て
し
ま
う
地
域
で
す
が
、
奥
州
街
道
を
歩

い
た
か
つ
て
の
旅
人
に
思
い
を
は
せ
て
み
れ
ば
、

茶
畑
が
広
が
る
風
景
が
心
に
広
が
っ
て
く
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
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