
　
安
政
五
年
、
徳
川
幕
府
は
外
貨
獲
得
の

た
め
に
ア
メ
リ
カ
等
諸
国
へ
の
茶
の
輸
出
な

ど
日
本
国
の
各
藩
に
茶
の
木
、
漆
、
楮
な

ど
の
商
業
作
物
生
産
を
奨
励
す
る
文
書
を
廻

し
た
。
江
戸
老
中
首
座
堀
田
正
睦
を
藩
主

に
い
た
だ
く
佐
倉
藩
柏
倉
陣
屋
は
こ
の
幕
府

通
達
を
受
け
て
茶
栽
培
を
奨
励
し
た
。

　
柏
倉
は
白
鷹
山
系
の
仏
教
隆
盛
と
と
も
に

寺
院
が
立
ち
並
び
平
安
時
代
の
こ
ろ
か
ら
茶

栽
培
が
盛
ん
だ
っ
た
。
江
戸
末
期
の
こ
の

年
、
新
た
に
輸
出
用
の
茶
栽
培
に
取
り
組

ん
だ
が
明
治
初
期
の
数
年
で
途
絶
え
た
。

　
大
正
期
、
柏
倉
門
伝
小
学
校
の
校
長

だ
っ
た
渋
谷
利
雄
氏
は｢

新
政
府
が
進
め
た

桑
栽
培
に
追
わ
れ
て
茶
木
は
消
え
た｣

と
書

き
残
し
た
が
、
茶
の
香
木
は
今
も
里
山
の

村
に
生
き
て
い
る
。

　
柏
倉
八
幡
神
社
名
誉
宮
司
の
結
城
敏
雄
氏

は｢

明
源
寺
で
は
お
茶
を
作
っ
て
檀
家
の
集

ま
り
に
出
し
て
い
た
。
若
い
こ
ろ
に
手
伝

い
を
し
た
の
で
よ
く
覚
え
て
い
る｣
と
語

る
。
ま
た
、
貞
任
橋
か
ら
東
へ
行
く
通
り

は
垣
根
の
よ
う
に
茶
が
植
え
ら
れ
て
い
た
と
昔
を

語
る
人
も
い
る
。

　
柏
倉
に
は
茶
が
あ
っ
た
。
な
ら
ば
、
お
茶
を

現
代
に
再
興
し
よ
う
、
い
ま
、
明
源
寺
境
内
の

鳥
が
さ
え
ず
る
山
に
茶
木
は
生
き
て
い
る
。
茶
葉

を
摘
ん
で
、
製
し
て
、
茶
を
楽
し
も
う
。

　
鎌
倉
時
代
、
仏
僧
栄
西
は
茶
の
効
能
を
説
い

た
。
源
実
朝
は
茶
を
飲
ん
で
二
日
酔
い
を
覚
ま
し

た
。
こ
れ
も
評
判
の
N
H
K
大
河
鎌
倉
殿
に
ま
つ

わ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
。
今
な
ら
酔
い
覚
ま
し
ど
こ
ろ

か
、
茶
カ
テ
キ
ン
は
が
ん
に
効
く
、
コ
レ
ス
テ

ロ
ー
ル
を
下
げ
る
、
抗
ウ
ィ
ル
ス
だ
と
、
も
う

体
に
い
い
こ
と
し
か
な
い
と
い
わ
れ
る
。

　
明
源
寺
の
柏
倉
明
裕
住
職
は
境
内
の
茶
畑
に

立
っ
て
、
に
こ
や
か
に
、
こ
う
つ
ぶ
や
い
た
。

｢

新
芽
が
育
っ
て
き
ま
し
た
。
お
茶
の
葉
を
摘
み

に
来
ま
せ
ん
か
。
一
芯
二
葉
。
指
先
で
つ
ま
ん
で

山
里
の
英
気
を
茶
に
し
て
い
た
だ
く
。
富
神
山
の

麓
で
こ
の
茶
を
飲
め
ば
自
然
の
木
々
、
山
々
と
一

体
に
な
れ
ま
す
」

　
明
源
寺
で
茶
を
作
っ
て
飲
ん
で
い
い
の
か
い
？

　　
い
い
ん
で
す
よ
。
楽
し
ん
で
く
だ
さ
い
ね
。

　
ご
住
職
と
坊
守
さ
ん
は
笑
顔
で
そ
う
言
う
。

　
明
源
寺
は
み
ん
な
を
迎
え
て
い
ま
す
。

中国茶作法で明源寺茶を淹れる。明源寺の境内奥に江戸期から守られ
た茶畑があり、 ここで茶を摘む。 茶を淹れているのは明源寺の坊守
さん。 極上の茶をあなたに。 どうぞ明源寺にお越しください。
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