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秦野・菩提の地にお茶作|う ≧せた祖父0遺志を継ぎヽ

さらに手作りつ―質にこだわ

機械を使っていても、どこ
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東
京
の
副
都
心
新
宿
か
ら
電
車
で
約

７０
分
。
神
奈
川
県
秦
野
市
に
銘
茶
の
産

地
が
あ
る
。
小
田
急
線
秦
野
駅
か
ら
車

で
約
２０
分
ほ
ど
行

っ
た
高
梨
茶
園
だ
。

市
街
地
を
抜
け
住
宅
地
を
し
ば
ら
く
走

る
と
、
突
然
、　
一
面
の
緑
に
囲
ま
れ
た

里
山
に
な
る
。
菩
提
と
呼
ば
れ
る
こ
の

地
域
は
、
標
高
約
３
０
０
メ
ー
ト
ル
。

奥
に
丹
沢
山
地
を
控
え
山
間
地
の
斜
面

を
利
用
し
た
茶
畑
が
い
く
つ
も
あ
る
。

高
梨
茶
園
の
木
造
の
家
屋
と
店
舗
、

そ
れ
に

一
昨
年
誕
生
し
た
と
い
う
新
型

の
機
械
を
導
入
し
た
製
茶
工
場
が

一
か

所
に
岡
ま

っ
て
あ

っ
て
、
新
茶
の
蒸
す

香
り
が
そ
こ
ら
じ
ゅ
う
に
漂

っ
て
い
る
。

そ
の
す
ぐ
裏
手
が
茶
畑
な
の
だ
が
、
約

４０
名
で
の
手
摘
み
の
お
茶
摘
み
が
行
わ

れ
て
い
た
。
こ
れ
は

「最
上
煎
茶
」
と

し
て
販
売
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。

「今
年
は
異
常
な
温
暖
で
日
に
ち
を
早

め
ま
し
た
が
、
毎
年
、
八
十
八
夜
の
５

月
２
日
に
手
摘
み
は
決
め
て
あ
る
ん
で

す
。
実
は
、
手
摘
み
の
ほ
う
が
、
い
い

と
こ
ろ
だ
け
を
摘
む
の
で
、
機
械
よ
り

は
収
量
が
い
い
。
量
を
追
う
の
で
は
な

く
、
付
加
価
値
の
あ
る
も
の
を
作
ろ
う
。

そ
れ
で
手
摘
み
に
も
、
機
械
に
も
こ
だ
わ

っ
た
」
と
、
園
主
の
高
梨
孝
さ
ん
（４４
歳
）。

手
摘
み
は

一
部
だ
が
、
機
械
摘
み
も
、

葉
を
見
る
と
、
ま
る
で
手
摘
み
の
よ
う
。

こ
れ
は
わ
ざ
わ
ざ
、
機
械

の
歯
を
深
く

せ
ず
に
、
新
芽
の
い
い
部
分
だ
け
を
刈

る
よ
う
に
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
。

秦
野
は
、
か
つ
て
た
ば
こ
栽
培
で
栄

え
た
所
。
高
梨
さ
ん
の
祖
父

・
伊
助
さ

ん
も
た
ば
こ
を
栽
培
し
て
い
た
が
、
た

ば
こ
が
次
第
に
衰
退
し
て
い
く
な
か
で
、

昭
和
初
期
に
始
め
た
の
が
お
茶
だ
っ
た
。

静
岡
か
ら
種
を
持
ち
帰
り
、
栽
培
を
始

め
た
の
で
あ
る
。
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現
在
、
秦
野
に
は
５２
軒
の
お
茶
農
家

が
あ
る
が
、
す
べ
て
は
高
梨
伊
助
さ
ん

か
ら
始
ま

っ
た
と
い
う
。
伊
助
さ
ん
の

偉
業
と
、
原
点
を
忘
れ
な
い
よ
う
に
と
、

全
１０
ア
ー
ル
あ
る
原
種

の
茶
畑
は
当
時

そ
の
ま
ま
に
、
今
も
茶
摘
み
は
続
く
。

種
か
ら
の
原
種
の
茶
畑
で
作
る
お
茶

は
、
今
で
は
珍
し
い
。
い
い
お
茶
だ
け

を
採
れ
る
よ
う
に
し
た
、
挿
し
木
を
す

る
品
種
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
主
流
だ
か

ら
だ
。
そ
の
代
表
が
ヤ
ブ
キ
タ
で
あ
る
。

高
梨
茶
園
の
中
心
も
ヤ
ブ
キ
タ
だ
が
、

祖
父
の
原
種
も
大
事
に
育
て
て
い
る
。

「先
祖
の
思
い
を
自
分
な
り
に
継

い
で

い
こ
う
と
思
う
と
、
原
種
は
葉
の
つ
き

も
ば
ら
ば
ら
で
作
り
に
く
い
。
し
か
し
、

蒸
し
や
乾
燥
を
工
夫
す
れ
ば
味
わ
い
深

い
お
茶
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
、
こ
こ

数
年
間
の
新
芽
と
の
ふ
れ
合

い
か
ら
直

感
し
ま
し
た
。
そ
う
し
て
で
き
た
お
茶

は
、
と
て
も
評
判
が
い
い
。
お
客
さ
ん

に
摘
ん
で
も
ら
う
こ
と
も
し
て
い
ま
す
」

も

っ
と
も
高
梨
茶
園
の
ヤ
ブ
キ
タ
は
、

苗
木
を
購
入
す
る
の
で
は
な
く
、
自
ら

７
年
も
か
け
て
育
て
、
そ
し
て
茶
畑
を

作
る
と
い
う
の
だ
か
ら
半
端
で
は
な
い
。

全
部
で
茶
畑
は
１
０
０
ア
ー
ル
。
茶

畑
か
ら
お
茶
を
摘
み
、
製
造
か
ら
、
販

売
ま
で
を
行
う
。
し
か
も
市
内
の
上
得

意
先
に
は
高
梨
さ
ん
自
ら
が
届
け
る
と

い
う
の
だ
か
ら
、
徹
底
し
て
い
る
。

そ
れ
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
茶
畑
に

敷
か
れ
た
萱
を

「珍
し
い
で
す
ね
」
と

褒
め
る
と
、
我
が
意
を
得
た
り
と
ば
か

り
、
「
こ
れ
は
、
雑
草
を
抑
え
、
夏
場
の

乾
燥
を
防
ぎ
、
冬
は
寒
さ
を
防
ぐ
。
秋

に
は
、
小
さ
く
切

っ
て
、
山
の
落
ち
葉

か
ら
作

っ
た
堆
肥
と

一
緒
に
、
肥
料
に

す
る
ん
で
す
」
と
の
こ
と
。

な
ん
と
萱
を
山
か
ら
刈
り
出
し
、
敷

き
詰
め
て
い
る
と
い
う
。
ま
た
驚

い
た

こ
と
に
、
茶
畑
専
用
の
落
ち
葉
を
得
る

た
め
に
、
楢
と
礫
の
山
林
を
持
ち
、
そ

こ
か
ら
集
め
た
枯
葉
を
用
い
て
堆
肥
作

り
を
す
る
。
「厚
み
が
あ
る
葉
で
な
い
と

だ
め
な
ん
で
す
。
枯
葉
を
正
月
に
山
か

ら
掻

い
て
、
こ
れ
を
堆
肥
に
し
て
、
土

に
力
を
つ
け
る
ん
で
す
」。

さ
て
、
健
康
な
土
づ
く
り
か
ら
生
ま

れ
た
茶
畑
か
ら
摘
ん
だ
茶
だ
が
、
園
内

の
工
場
で
、
お
茶
に
す
る
。
こ
れ
は
す

べ
て
手
揉
み
の
工
程
と
、
量
産
よ
り
質

を
生
か
し
た
設
計
だ
と
い
う
。
生
葉
の
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「揉
み
の
工
程
は
手
揉
み
の
茶
を
知
ら
な
い
と
で
き
な
い
。
だ
か
ら
、
昔
な
が
ら
の

蒸
籠
で
蒸
し
て
手
揉
み
の
茶
を
作
る
こ
と
を
必
ず
す
る
ん
で
す
」

持
ち
味
を
出
す
た
め
に
蒸
し
を
軽
く
、

蒸
気
も
圧
力
を
掛
け
な
い
な
ど
、
大
手

工
場
と
あ
き
ら
か
に
違
う
製
造
方
法
で

お
茶
が
生
ま
れ
る
。

揉
み
の
工
程
に
、
高
梨
さ
ん
は
つ
き

っ
き
り
だ
。
「揉
み
の
工
程
は
手
揉
み
の

茶
を
知
ら
な
い
と
で
き
な
い
。
だ
か
ら
、

う
ち
で
は
二
番
茶
ま
で
し
か
摘
み
ま
せ

ん
が
、
三
番
茶
を
摘
む
時
期

の
８
月
、

子
ど
も
さ
ん
た
ち
を
招
く
研
修
で
、
昔

な
が
ら
の
蒸
籠
で
蒸
し
て
手
揉
み
の
茶

を
作
る
こ
と
を
必
ず
す
る
ん
で
す
」
。

生
ま
れ
た
お
茶
は
、
味
わ
い
深
く
、

香
り
高
く
、
渋
み
も
甘
み
も
存
分
に
あ

る
、
心
く
つ
ろ
ぐ
お
茶
で
あ

っ
た
。
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