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茶茶茶茶
『『『『
温温温温
まままま
りりりり
まままま
すすすす
。。。。
すすすす
すすすす
きききき
のののの
割割割割
りりりり
』』』』

焼
酎
を
割
る
際
、
一
般
的
に
は
お
湯
割
り

が
定
番
。
し
か
し
北
海
道
で
は
「
ほ
う
じ
茶
」

で
割
る
の
が
定
番
。
昭
和
5
0
年
ご
ろ
か
ら

北
海
道
で
も
焼
酎
が
飲
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
そ
う
で
す
が
、
当
時
は
芋
や
麦
等
の
本
格

焼
酎
は
作
っ
て
お
ら
ず
、
焼
酎
甲
類
が
飲
ま

れ
て
い
た
の
だ
と
か
。
元
々
北
海
道
で
は
、
香

り
の
強
い
ほ
う
じ
茶
が
よ
く
飲
ま
れ
て
お
り
、

風
味
を
つ
け
て
ま
ろ
や
か
に
す
る
た
め
に
ほ

う
じ
茶
割
り
で
飲
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
よ

う
で
す
。

こ
の
「
ほ
う
じ
茶
割
」
別
名
「「「「
すすすす
すすすす
きききき
のののの
割割割割

りりりり
」」」」
と
い
う
の
だ
と
か
。
こ
れ
か
ら
の
寒
く
な

る
季
節
。
「
す
す
き
の
割
り
」
を
試
し
て
み
ま

せ
ん
か
？

蕎蕎蕎蕎麦麦麦麦

和和和和
装装装装

和和和和
服服服服

『『『『
着着着着
衣衣衣衣
始始始始
』』』』

月
日
の
流
れ
は
早
い
も
の
。
今
月
は
霜
月
。

「
霜
月
」
は
文
字
通
り
霜
が
降
る
月
の
意
味
。
他

に
、
「
食
物
月
（
お
し
も
の
づ
き
）
」
の
略
で
あ
る

と
す
る
説
や
、
「
凋
む
月
（
し
ぼ
む
つ
き
）
」
「
末

つ
月
（
す
え
つ
つ
き
）
」
が
訛
っ
た
も
の
と
す
る

説
も
あ
る
。
ま
た
、
「
神
楽
月
（
か
ぐ
ら
づ
き
）
」
、

「
子
月
（
ね
づ
き
）
」
の
別
名
も
あ
る
よ
う
で
す
。

そ
ろ
そ
ろ
年
末
年
始
の
イ
ベ
ン
ト
や
準
備

の
こ
と
が
頭
を
よ
ぎ
る
季
節
で
す
。

日
本
に
は
、
『
着
衣
始
』
と
い
う
言
葉
が
あ
る

こ
と
か
ら
、
「
新
年
に
な
っ
て
か
ら
新
し
い
着

物
を
着
る
」
と
い
う
文
化
が
あ
る
こ
と
が
分
か

り
ま
す
。
『
着
衣
始
』
は
三
が
日
の
吉
日
を
選
ん

で
行
わ
れ
る
江
戸
時
代
か
ら
の
慣
わ
し
で
す
。

日
本
に
根
付
い
て
い
た
文
化
を
掘
り
起
こ

し
、
そ
の
文
化
の
意
味
・
時
代
背
景
に
想
い

を
め
ぐ
ら
す
の
も
面
白
い
で
す
ね
。

御
殿
堰

大
黒
天
便
り

山
形
市
中
心
市
街
地
を
流
れ

る
御
殿
堰
。
そ
の
豊
か
な
水
の

流
れ
を
見
守
っ
て
い
る
の
が
私

「
御
殿
堰
大
黒
天
」
で
す
。

「
大
黒
天
便
り
」
で
は
、
わ
た
し
大
黒
天
が
御

殿
堰
の
歴
史
・
季
節
の
話
題
・
生
活
の
知
恵
な

ど
『
な
る
ほ
ど
！
』
と
思
っ
て
い
た
だ
け
る
内

容
を
お
伝
え
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

今
回
は
第
四
号
で
す
。

◆◆◆◆
『『『『
やややや
まままま
がががが
たたたた
景景景景
観観観観
賞賞賞賞
』』』』

最最最最
高高高高
賞賞賞賞
をををを
受受受受
賞賞賞賞
◆◆◆◆

『
地
域
づ
く
り
の
や
ま
が
た
景
観
賞
』
最
高
賞

の
山
形
県
知
事
賞
に
「
水
の
町
屋
七
日
町
御
殿

堰
」
「
山
形
ま
る
ご
と
館
紅
の
蔵
」
が
選
ば
れ
ま

し
た
。

水
の
町
屋
七
日
町
御
殿
堰
は
、
約
四
百
年
前

に
造
ら
れ
た
石
積
み
の
堰
を
復
元
。
堰
に
沿
っ

て
町
屋
と
お
蔵
が
配
置
さ
れ
て
い
ま
す
。
町
屋

風
建
物
は
耐
火
構
造
の
木
造
建
築
と
し
て
は
東

北
地
方
最
大
。
町
屋
は
『
山
形
で
建
て
ら
れ
て
き

た
建
物
の
中
で
一
番
美
し
い
建
物
』
を
コ
ン
セ

プ
ト
に
設
計
さ
れ
建
築
さ
れ
、
町
屋
奥
に
建
て

ら
れ
て
い
る
大
正
時
代
・
明
治
時
代
建
築
の
座

敷
蔵
・
荷
蔵
は
改
装
を
し
て
テ
ナ
ン
ト
と
し
て

利
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

昔
か
ら
あ
る
「
山
形
な
ら
で
は
」
の
風
景
を
現

代
の
街
並
み
に
有
り
続
け
る
こ
と
に
意
味
が
あ

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

懐
か
し
さ
・
山
形
ら
し
さ
を
感
じ
て
い
た
だ

け
る
場
所
で
あ
り
続
け
る
こ
と
で
、
皆
様
に
繰

り
返
し
訪
れ
て
い
た
だ
け
る
場
所
で
あ
り
続
け

た
い
と
願
っ
て
お
り
ま
す
。
今
後
と
も
よ
ろ
し

く
お
願
い
致
し
ま
す
。

次
号
の
発
行
は
十
二
月
七
日
で
す
。

来
月
も
皆
様
と
紙
面
で
お
会
い
で
き
る
の
を

楽
し
み
に
し
て
い
ま
す
。

いいいい
んんんん
ねねねね
がががが
っっっっ
すすすす

季
節
毎
の
「
ほ
う
？
」
「
い
ん
ね
が
っ
す
」
な
お

話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

様
々
な
ウ
ン
チ
ク
・
四
方
山
話
を
ネ
タ
に
、
日

本
文
化
・
山
形
文
化
の
素
敵
な
所
を
皆
さ
ん

で
共
有
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

（
こ
ち
ら
の
コ
ー
ナ
ー
で
は
御
殿
堰
に
て
皆
様
を
お

待
ち
し
て
い
る
各
店
舗
御
主
人
に
ご
協
力
い
た
だ
き

作
成
し
て
い
き
ま
す
）

『『『『
年年年年
越越越越
蕎蕎蕎蕎
麦麦麦麦
とととと
はははは
？？？？
』』』』

大
晦
日
に
年
越
蕎
麦
を
食
べ
る
の
は
日
本

人
に
と
っ
て
は
御
馴
染
の
習
慣
。
様
々
あ
る

諸
説
の
中
で
い
く
つ
か
ご
紹
介
い
た
し
ま
す
。

【【【【
運運運運
そそそそ
ばばばば
説説説説
】】】】
鎌
倉
時
代
、
博
多
の
承
天
寺
で

年
末
を
越
せ
な
い
町
人
に
「
世
直
し
そ
ば
」
と

称
し
て
そ
ば
餅
を
振
る
舞
っ
た
。
す
る
と
、
そ

の
翌
年
か
ら
町
人
た
ち
に
運
が
向
い
て
き
た

の
で
、
以
来
、
大
晦
日
に
「
運
そ
ば
」
を
食
べ
る

習
慣
に
な
っ
た
と
い
う
。
「
運
気
そ
ば
」
あ
る

い
は
「
福
そ
ば
」
と
も
言
う
。

【【【【
そそそそ
ばばばば
効効効効
能能能能
説説説説
】】】】
「
本
朝
食
鑑
」
（
元
禄
十
年
・
１

６
９
７
）
に
蕎
麦
は
「
気
を
降
ろ
し
腸
を
寛
（
ゆ

る
く
）
し
、
能
（
よ
）
く
腸
胃
の
滓
穢
積
滞
を
錬

る
」
と
あ
る
よ
う
に
、
そ
ば
に
よ
っ
て
体
内
を

清
浄
に
し
て
新
年
を
迎
え
る
と
言
う
説
。
薬

味
の
ネ
ギ
は
、
清
め
は
ら
う
神
官
の
禰
宜
（
ね

ぎ
）
に
通
じ
る
、
と
の
俗
説
も
あ
る
。

【【【【
捲捲捲捲
土土土土
重重重重
来来来来
説説説説
】】】】
ソ
バ
は
一
晩
風
雨
に
さ
ら
さ

れ
て
も
、
翌
朝
陽
が
射
せ
ば
す
ぐ
に
立
ち
直

る
。
そ
れ
に
あ
や
か
っ
て
「
来
年
こ
そ
は
」
と

食
べ
る
。

【【【【
金金金金
運運運運
説説説説
】】】】
金
箔
を
打
つ
と
き
、
打
ち
粉
に
そ

ば
粉
を
使
う
と
金
箔
の
裂
け
目
を
防
げ
、
裂

け
目
が
出
来
て
も
一
箇
所
に
寄
っ
て
く
っ
つ

く
。
ま
た
、
金
銀
細
工
師
は
飛
び
散
っ
た
金
銀

の
粉
を
掻
き
集
め
る
時
に
も
そ
ば
粉
を
使
う
。

そ
こ
か
ら
、
そ
ば
は
金
を
集
め
る
と
い
う
縁

起
で
食
べ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
す
る
。

今
年
の
年
越
蕎
麦
。
ど
の
よ
う
な
願
い
を
込

め
て
召
し
上
が
り
ま
す
か
？
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馬馬馬馬
見見見見
ヶヶヶヶ
崎崎崎崎
川川川川

馬
見
ヶ
崎
川
は
、
山
形
市
南
東
の
奥
羽
山
脈
に
源

を
発
し
北
西
に
向
か
う
河
川
。
山
形
市
街
地
東
側
を

流
れ
、
山
形
市
長
町
・
七
浦
付
近
で
野
呂
川
及
び
村

山
高
瀬
川
と
合
流
し
て
白
川
と
な
り
、
大
字
成
安
付

近
で
須
川
に
合
流
。
延
長
は
約
一
八
．
二
k
m
。

馬
見
ヶ
崎
川
は
、
周
囲
の
地
形
に
大
き
な
影
響
を
与

え
て
い
ま
す
。
山
形
市
の
市
街
地
は
馬
見
ヶ
崎
川
に

よ
る
扇
状
地
に
開
け
て
い
て
、
馬
見
ヶ
崎
川
は
「
暴

れ
川
」
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
川
の
水
量
は

下
流
に
行
く
ほ
ど
少
な
く
、
そ
の
多
く
は
山
形
市
街

地
の
地
下
に
浸
透
し
伏
流
水
と
な
り
、
扇
端
部
分
で

は
井
戸
水
と
し
て
豊
富
に
湧
き
出
し
て
い
ま
す
。

江
戸
時
代
初
期
、
西
側
に
あ
っ
た
流
れ
を
治
水
工

事
に
よ
り
流
れ
を
北
に
変
更
。
当
時
、
山
の
頂
上
で

治
水
工
事
の
陣
頭
指
揮
を
取
っ
た
鳥
居
忠
政
が
、
馬

上
か
ら
川
を
見
渡
し
た
こ
と
に
由
来
し
て
、
馬
見
ヶ

崎
の
名
が
つ
い
た
の
だ
そ
う
で
す
。

こ
の
江
戸
時
代
の
治
水
工
事
の
際
に
造
ら
れ
た

の
が
『
山
形
五
堰
』
の
原
型
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

治
水
以
前
の
馬
見
ヶ
崎
川
は
、
文
翔
館
の
す
ぐ
裏

手
を
流
れ
て
い
た
の
だ
そ
う
で
す
。
城
下
町
を
火
災

か
ら
守
る
た
め
、
川
の
流
れ
を
境
に
北
側
に
『
火
』
を

扱
う
産
業
の
町
と
し
た
の
だ
そ
う
で
す
。

従
っ
て
、
町
の
中
に
は
そ
の
当
時
の
産
業
名
が
現
在

も
町
名
と
し
て
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

時
代
の
流
れ
か
ら
な
の
か
、
か
つ
て
は
昔
を
偲
ぶ

こ
と
が
で
き
た
町
名
も
、
今
と
な
っ
て
は
そ
の
町
名

が
使
わ
れ
な
く
し
ま
っ
た
場
所
も
あ
り
ま
す
。
山
形

市
の
歴
史
・
産
業
は
、
町
名
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
紐
解

い
て
い
く
と
、
き
っ
と
面
白
い
発
見
が
あ
る
よ
う
な

気
が
し
ま
す
。

こ
ち
ら
の
コ
ー
ナ
ー
で
は
、
山
形
五
堰
・
馬
見
ヶ

崎
川
な
ど
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
『
あ
れ
こ
れ
』
を
書
き

綴
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

『『『『

新新新新
店店店店
舗舗舗舗
オオオオ
ーーーー
ププププ
ンンンン
』』』』

御
殿
堰
の
蔵
座
敷
に
、

「
穏
や
か
に
暮
ら
す
、
心
地
い
い
を
贈
る
」

を
テ
ー
マ
に
雑
貨
店
が
オ
ー
プ
ン
し
ま
す
。

日
本
の
生
活
用
品
、
工
芸
品
を
中
心
に

四
季
を
彩
る
生
活
雑
貨
が
揃
い
ま
す
。

普
段
の
暮
ら
し
が
豊
か
に
な
る
、

贈
っ
た
相
手
が
笑
顔
に
な
る
。

日
本
の
し
つ
ら
い
に
根
差
し
た
丁
寧
な
生
活

と
、

つ
く
り
手
の
心
が
伝
わ
る
と
っ
て
お
き
の
贈

り
物
を
、
提
案
し
ま
す
。

十
二
月
三
日(

金)

十
時
開
店

ご
来
店
、
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

12/312/312/312/3

（（（（金金金金））））


