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茶
わ
ん
家

阿
部
春
弥

長
野
県
上
田
市

届
け
た
い
の
は「
特
別
な
ひ
と
つ
」よ
り
「
日
常
の
た
く
さ
ん
」。

「
お
昼
ま
だ
だ
っ
た
ら
お
い
し
い
蕎
麦

が
あ
る
ん
で
す
け
ど
、
そ
こ
で
も
い
い
で

す
か
」

東
京
駅
か
ら
一
時
間
二
〇
分
、
新
幹
線

は
よ
う
や
く
上
田
駅
に
到
着
し
た
。
改
札

口
で
阿
部

あ

べ

春
弥

は

る

や

さ
ん
と
落
ち
合
い
、
あ
い

さ
つ
を
交
わ
す
。
そ
の
日
は
朝
か
ら
別
件

の
取
材
が
入
り
、
待
ち
合
わ
せ
の
時
刻
に

一
時
間
も
遅
れ
て
し
ま
っ
た
。
ど
ん
な
顔

を
し
て
謝
ろ
う
か
と
心
配
し
て
い
た
の
だ

が
、
蕎
麦
に
救
わ
れ
る
と
は
思
わ
な
か
っ

た
。

「
じ
ゃ
あ
、
い
き
ま
し
ょ
う
か
。
ぼ
く
の

家
は
山
の
ほ
う
な
ん
で
、
寒
い
で
す
よ
」

長
野
県
上
田
市
は
平
成
一
八
年
に
旧
上

田
市
、
丸
子
町
、
真
田
町
、
武
石
村
が
合

併
し
て
で
き
た
、
人
口
一
六
万
人
ほ
ど
の

町
で
あ
る
。
古
く
は
奈
良
時
代
か
ら
京
都

と
東
北
地
方
を
結
ぶ
東
山
道
の
要
衝
と
し

て
栄
え
、
戦
国
時
代
に
は
真
田
幸
村
な
ど

が
活
躍
し
た
地
と
し
て
も
知
ら
れ
て
い
る
。

「
こ
こ
で
す
。
お
い
し
い
と
思
う
ん
で

す
け
ど
」
と
言
い
な
が
ら
店
の
引
き
戸
を

カ
ラ
カ
ラ
と
開
け
て
中
へ
入
る
。
店
の
玄

関
に
は
真
田
氏
の
家
紋
で
あ
る
六
文
銭
が

備
え
つ
け
て
あ
る
。
土
曜
日
の
午
後
で
私

た
ち
の
ほ
か
に
客
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
。

蕎
麦
を
待
つ
間
、
阿
部
さ
ん
の
磁
器
づ
く

り
に
か
け
る
想
い
を
た
ず
ね
た
。

「
い
や
、
ぼ
く
は
自
分
の
ペ
ー
ス
で
、

自
分
が
作
り
た
い
も
の
を
作
っ
て
る
だ
け

で
す
よ
、
ほ
ん
と
に
。
父
が
窯
業
を
や
っ

て
い
る
の
で
、
小
さ
い
と
き
か
ら
磁
器
は

身
の
回
り
に
あ
り
ま
し
た
が
、
あ
ま
り
興

味
は
な
か
っ
た
で
す
ね
。
一
番
上
の
兄
が

父
の
後
を
継
ぐ
ん
だ
ろ
う
な
と
、
漠
然
と

思
っ
て
い
ま
し
た
。
父
か
ら
も
こ
の
仕
事

に
つ
い
て
あ
れ
こ
れ
言
わ
れ
た
こ
と
は
な

い
し
、
自
分
で
は
調
理
師
に
な
り
た
い
と

思
っ
て
い
た
く
ら
い
で
す
か
ら
。
と
こ
ろ

が
あ
る
日
突
然
、
兄
が
窯
業
を
や
め
て
し

ま
っ
た
。
こ
れ
は
も
し
か
す
る
と
、
自
分

し
か
い
な
い
の
か
な
と
。
そ
れ
で
、
ど
う

し
よ
う
か
と
考
え
た
結
果
、
愛
知
の
瀬
戸

に
職
業
訓
練
専
門
校
が
あ
っ
て
、
そ
れ
に

目
を
つ
け
た
ん
で
す
。
伝
統
工
芸
の
継
承

者
を
育
て
る
と
い
う
目
的
が
あ
る
の
で
、

授
業
料
が
無
料
っ
て
い
う
の
も
魅
力
で
し

た
。
こ
こ
で
月
曜
日
か
ら
金
曜
日
の
朝
九

時
か
ら
夕
方
五
時
ま
で
み
っ
ち
り
勉
強
し

ま
し
た
。
一
年
間
で
実
技
は
も
ち
ろ
ん
、

化
学
な
ん
か
も
勉
強
す
る
ん
で
す
よ
。
専

門
校
で
学
ぶ
の
は
基
本
の
基
本
で
、
こ
こ

毎
日
の
生
活
に
溶
け
こ
む
う
つ
わ
を
作
り
続
け
た
い
。

こ
こ
ろ
を
こ
め
て
ひ
ね
り
だ
す
白
磁
の
世
界
。

磁
器
と
の
出
会
い
か
ら
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の
部
屋
。
ス
ト
ー
ブ
に
火
が
入
っ
て
い
る
。

ソ
フ
ァ
に
寝
そ
べ
っ
て
い
る
恰
幅

か
っ
ぷ
く

の
い
い

ネ
コ
が
ち
ら
り
と
こ
ち
ら
を
見
て
、
ま
た

目
を
閉
じ
た
。

「
ぼ
く
は
陶
芸
家
っ
て
呼
ば
れ
る
よ
り

も
、
茶
わ
ん
家
っ
て
呼
ば
れ
た
い
ん
で
す
。

朝
、
昼
、
夕
の
食
事
に
い
つ
も
出
て
く
る

食
器
と
か
、
湯
呑
み
と
か
、
毎
日
の
生
活

に
溶
け
こ
む
よ
う
な
う
つ
わ
を
作
り
た
い
。

い
つ
も
、
な
に
げ
な
く
、
そ
こ
に
あ
る
も

の
を
作
る
人
に
な
り
た
い
。
陶
芸
家
と
い

う
と
、
世
界
に
ひ
と
つ
し
か
な
い
芸
術
品

を
作
り
出
す
イ
メ
ー
ジ
で
す
よ
ね
。
そ
れ

も
楽
し
い
と
思
い
ま
す
。
で
も
、
毎
日
使

う
よ
う
な
茶
わ
ん
で
も
、
そ
れ
を
買
っ
た

人
に
と
っ
て
、
そ
の
う
つ
わ
は
や
っ
ぱ
り

世
界
に
ひ
と
つ
し
か
な
い
も
の
で
す
。
だ

か
ら
、
み
ん
な
の
手
元
に
届
く
ひ
と
つ
ひ

と
つ
を
大
切
に
し
た
い
な
と
思
っ
て
い
ま

す
」阿

部
さ
ん
は
「
い
い
う
つ
わ
が
作
り
た

い
」
と
い
う
。
そ
れ
は
使
い
や
す
く
て
、

手
に
取
っ
た
と
き
の
手
触
り
が
い
い
も
の

と
い
う
意
味
だ
。
そ
の
た
め
に
い
ま
は
基

本
的
な
技
術
を
き
ち
ん
と
身
に
つ
け
る
こ

と
に
し
て
い
る
。
練
る
、
ひ
く
、
描
く
、

焼
く
と
い
う
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
作
業
を
、

し
っ
か
り
と
し
た
土
台
が
で
き
る
ま
で
、

ぴ
ち
っ
と
し
た
も
の
を
、
ぴ
ち
っ
と
作
れ

る
ま
で
、
あ
せ
ら
ず
に
自
分
の
ペ
ー
ス
で

歩
ん
で
い
く
。

阿
部
さ
ん
の
一
日
は
朝
八
時
か
ら
は
じ

ま
る
。
朝
食
を
と
っ
て
九
時
か
ら
作
業
を

開
始
。
十
時
こ
ろ
休
憩
。
少
し
作
業
を
続

け
、
昼
食
。
午
後
は
一
時
か
ら
作
業
を
再

開
し
た
ら
、
三
時
の
お
茶
。
夕
方
に
な
る

と
ラ
ジ
オ
体
操
の
時
間
。
仕
事
柄
、
腰
痛

に
悩
ま
さ
れ
て
い
る
が
、
体
操
を
は
じ
め

て
か
ら
ず
い
ぶ
ん
楽
に
な
っ
た
。
午
後
七

時
こ
ろ
ま
で
作
業
を
続
け
て
、
夕
食
。
夜

は
九
時
か
ら
十
一
時
ま
で
最
後
の
作
業
に

取
り
か
か
り
、
十
二
時
に
就
寝
。
ほ
ぼ
毎

日
こ
の
ペ
ー
ス
で
の
ん
び
り
と
時
間
が
流

れ
て
ゆ
く
。

「
作
品
づ
く
り
で
煮
詰
ま
る
こ
と
は
ほ

と
ん
ど
な
い
で
す
ね
。
土
を
触
っ
て
る
と

き
は
、
何
に
も
考
え
ま
せ
ん
か
ら
。
そ
も

そ
も
悩
ま
な
い
と
い
う
か
…
…
。
あ
る
と

す
れ
ば
絵
付
け
の
と
き
か
な
。
い
っ
た
ん

止
ま
る
と
動
か
な
く
な
る
。
そ
う
い
う
と

き
は
本
を
読
ん
で
リ
ラ
ッ
ク
ス
す
る
こ
と

が
多
い
で
す
。
時
代
小
説
が
好
き
で
、
藤

沢
周
平
と
か
池
波
正
太
郎
と
か
、
浅
田
次

郎
も
い
い
で
す
よ
。
あ
と
は
ご
飯
を
食
べ

て
、
人
と
話
し
て
気
分
転
換
し
た
り
。
悩

ん
で
い
て
も
い
い
も
の
は
で
き
な
い
し
、

楽
し
ん
で
作
る
こ
と
が
い
ち
ば
ん
大
切
だ

と
思
い
ま
す
」

「
せ
っ
か
く
だ
か
ら
、
や
っ
て
み
ま

す
？
」
と
、
三
角
形
の
土
を
ろ
く
ろ
の
上

に
の
せ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
陶
芸
教
室
開
店
。

ろ
く
ろ
は
手
で
回
す
も
の
だ
と
思
っ
て
い

た
が
、
今
は
電
動
式
だ
。
ち
な
み
に
、
ろ

く
ろ
は
「
回
す
」
も
の
で
は
な
く
、「
ひ

く
」
の
だ
と
か
。
お
手
本
を
お
願
い
す
る

ろくろひき。すべての動きが静かに流れてゆく。作業場。正面の窓からうすい木もれ日が入り込んでくる。

と
し
た
こ
と
を
こ
な
し
な
が
ら
、
山
本
の

作
陶
の
下
準
備
を
し
た
り
、
窯
焚
き
用
の

薪
を
割
っ
た
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

窯
焚
き
で
夜
通
し
起
き
て
い
た
次
の
朝
、

よ
う
や
く
休
憩
で
き
る
と
思
っ
た
ら
す
ぐ

に
呼
び
止
め
ら
れ
て
、
次
の
用
事
を
頼
ま

れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
山
本
の
下
で
過
ご

し
た
三
年
間
で
自
分
の
作
品
は
ゼ
ロ
。
た

だ
の
ひ
と
つ
も
作
れ
な
い
く
ら
い
忙
し

か
っ
た
。
そ
れ
で
も
、
山
本
の
陶
芸
に
対

す
る
独
特
な
視
点
や
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
を

追
求
す
る
姿
勢
、
作
陶
の
大
き
な
流
れ
を

見
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
は
阿
部
さ
ん
に

と
っ
て
貴
重
な
経
験
だ
っ
た
。

阿
部
さ
ん
の
住
居
兼
ア
ト
リ
エ
は
風
合

い
の
あ
る
古
民
家
。
玄
関
に
あ
が
る
と
木

の
い
い
香
り
が
広
が
っ
て
い
る
。
磨
り
ガ

ラ
ス
の
窓
か
ら
午
後
の
光
が
や
わ
ら
か
く

差
し
込
ん
で
い
る
。
先
に
連
絡
を
し
て

あ
っ
た
の
か
、
奥
様
の
美
香
さ
ん
が
迎
え

て
く
だ
さ
っ
た
。
通
さ
れ
た
の
は
居
間
兼

ダ
イ
ニ
ン
グ
兼
作
業
場
と
い
う
八
畳
ほ
ど

で
教
わ
っ
た
こ
と
を
ベ
ー
ス
に
し
て
、
い

か
に
自
分
の
色
を
出
し
て
い
け
る
か
が
大

切
な
ん
だ
と
思
い
ま
す
」

専
門
校
で
一
年
間
の
技
術
訓
練
を
受
け

た
あ
と
、
学
生
た
ち
は
そ
れ
ぞ
れ
の
進
路

を
見
つ
け
て
卒
業
し
て
い
く
。
阿
部
さ
ん

は
先
生
の
紹
介
で
備
前
焼
の
陶
芸
家
山
本

や
ま
も
と

出い
づ
る

に
弟
子
入
り
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

「
山
本
先
生
が
ど
ん
な
人
な
の
か
、
ぼ

く
は
全
然
知
ら
な
か
っ
た
。
学
校
の
先
生

は
『
き
み
は
素
直
で
マ
イ
ペ
ー
ス
だ
か
ら
、

ま
あ
大
丈
夫
だ
ろ
う
』
っ
て
い
う
だ
け
で

詳
し
い
こ
と
は
何
も
教
え
て
く
れ
な
い
ん

で
す
。
ぼ
く
も
、
ま
あ
な
ん
と
か
な
る
だ

ろ
う
く
ら
い
に
考
え
て
い
ま
し
た
か
ら
、

山
本
先
生
の
と
こ
ろ
に
お
世
話
に
な
る
こ

と
を
決
め
た
ん
で
す
。
山
本
先
生
の
ア
ト

リ
エ
は
岡
山
県
で
す
か
ら
、
住
民
票
を
移

す
た
め
に
地
元
の
役
場
に
行
っ
た
ら
、
役

場
の
係
の
人
が
『
あ
ら
、
大
変
だ
と
思
う

け
ど
、
一
生
懸
命
や
れ
ば
必
ず
力
に
な
る

か
ら
、
が
ん
ば
り
な
さ
い
』
っ
て
。
地
元

で
は
厳
し
い
こ
と
で
有
名
だ
っ
た
ん
で
す
。

実
際
、
住
み
込
み
で
弟
子
入
り
し
て
か
ら

は
、
毎
日
が
人
生
勉
強
で
し
た
ね
」

阿
部
さ
ん
が
師
事
す
る
こ
と
に
な
っ
た

山
本
出
の
父
は
「
ろ
く
ろ
の
陶
秀
」
と
い

わ
れ
た
備
前
焼
の
人
間
国
宝
、
山
本
陶
秀

で
あ
る
。
一
対
一
の
師
弟
関
係
は
、
ま
さ

に
修
行
だ
っ
た
。
毎
日
の
食
事
、
洗
濯
、

掃
除
か
ら
、
あ
ら
ゆ
る
日
常
生
活
の
細
々

しのぎ市松　一輪差

しのぎ市松　湯呑 白磁　面取片口

白磁　面取片口　絵付 白磁　急須

アイデアノートには次回作の構想や日々
気がついたことが書きとめてある。

愛用の電気釜。使いこなすのに苦労した。

弟
子
入
り
、そ
こ
で
得
た
も
の

ひ
と
つ
ひ
と
つ
を
大
切
に
す
る

茶
わ
ん
家
で
あ
り
た
い

大
切
な
の
は
楽
し
む
こ
と
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に
よ
く
な
い
か
も
し
れ
な
い
、
自
分
で
は

い
い
と
思
っ
た
け
ど
、
お
店
の
人
に
と
っ

て
は
た
い
し
た
こ
と
な
い
の
か
も
し
れ
な

い
、
っ
て
。
目
当
て
の
お
店
の
前
に
立
っ

て
、
扉
を
開
け
る
と
き
が
い
ち
ば
ん
緊
張

し
ま
す
ね
。
そ
れ
か
ら
は
あ
っ
と
い
う
間

で
す
よ
。
持
っ
て
き
た
作
品
を
お
店
の
人

の
社
長
さ
ん
は
じ
っ
く
り
と
作
品
を
見
て

く
だ
さ
っ
て
、
た
め
に
な
る
コ
メ
ン
ト
を

つ
け
て
く
れ
る
ん
で
す
。『
絵
付
け
の
線

は
、
一
本
一
本
、
表
情
を
つ
け
て
』『
あ

な
た
の
心
を
作
品
に
込
め
る
よ
う
に
』

『
も
う
少
し
勉
強
し
て
か
ら
、
ま
た
持
っ

て
き
な
さ
い
。
い
つ
で
も
見
て
あ
げ
る
か

図
を
見
な
が
ら
大
き
な
ケ
ー
ス
を
も
っ
て

う
ろ
う
ろ
歩
い
て
、
あ
や
し
い
で
す
よ
ね
。

朝
、
家
を
出
る
と
き
に
、
よ
し
、
今
日
は

絶
対
い
け
る
、
と
思
っ
て
勢
い
よ
く
出
て

く
る
ん
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
新
幹
線
が
東

京
に
近
づ
く
に
つ
れ
て
さ
っ
き
ま
で
の
自

信
が
揺
ら
い
で
く
る
。
や
っ
ぱ
り
そ
ん
な

の
前
に
並
べ
る
と
、
た
い
て
い
の
場
合
、

お
店
の
人
が
作
品
を
じ
ろ
っ
と
な
が
め
て

『
は
い
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
』

で
終
わ
り
。
で
も
、
そ
ん
な
こ
と
を
繰
り

返
し
て
い
く
う
ち
に
、
い
ま
東
京
で
は
三

軒
の
お
店
に
作
品
を
置
か
せ
て
も
ら
っ
て

い
ま
す
。『
暮
ら
し
の
う
つ
わ

花
田
』

と
、
さ
っ
き
ま
で
の
や
わ
ら
か
い
表
情
か

ら
、
静
か
な
揺
る
ぎ
な
い
表
情
へ
と
顔
つ

き
が
変
わ
っ
た
。

ろ
く
ろ
が
静
か
に
回
る
。
阿
部
さ
ん
は

し
ゃ
べ
ら
な
い
。
美
香
さ
ん
も
し
ゃ
べ
ら

な
い
。
ぼ
て
っ
と
し
た
三
角
形
か
ら
上
へ

上
へ
と
な
め
ら
か
な
か
た
ち
が
現
れ
る
。

飯
茶
わ
ん
の
か
た
ち
を
与
え
ら
れ
た
土
の

高
台
を
、
糸
で
プ
ッ
と
切
り
離
し
、
脇
の

板
に
そ
っ
と
の
せ
る
。
も
う
ひ
と
つ
、

ま
っ
た
く
同
じ
か
た
ち
の
も
の
を
作
っ
て
、

プ
ッ
と
切
り
、
そ
っ
と
の
せ
る
。
磁
器
は

静
謐

せ
い
ひ
つ

か
ら
生
ま
れ
て
く
る
の
だ
。
磁
器
を

手
に
取
る
と
き
、
じ
っ
と
黙
る
の
は
、
磁

器
が
生
ま
れ
る
瞬
間
を
見
届
け
る
た
め
な

の
か
も
し
れ
な
い
。

「
こ
の
あ
と
三
日
く
ら
い
乾
か
し
て
か

ら
、
絵
付
け
を
し
ま
す
」
と
い
い
な
が
ら
、

阿
部
さ
ん
は
隣
の
部
屋
か
ら
乾
い
た
飯
茶

わ
ん
を
持
っ
て
き
て
、
料
理
番
組
の
よ
う

に
次
の
工
程
を
紹
介
し
て
く
れ
る
。
か
ら

り
と
乾
い
た
茶
わ
ん
は
赤
み
が
か
っ
た
ピ

ン
ク
色
。
ほ
ほ
を
染
め
た
よ
う
な
や
わ
ら

か
い
色
だ
。
絵
の
具
の
パ
レ
ッ
ト
を
取
り

出
し
、
染
料
を
水
で
溶
き
、
絵
筆
を
持
つ
。

ろ
く
ろ
を
ひ
い
て
い
る
と
き
と
は
ま
た
違

う
表
情
を
す
る
。

「
自
分
ひ
と
り
で
営
業
に
行
く
ん
で
す

よ
、
東
京
ま
で
。
作
品
を
キ
ャ
リ
ー
ケ
ー

ス
に
詰
め
て
、
新
幹
線
に
乗
っ
て
。
九
段

下
と
か
田
園
調
布
と
か
、
銀
座
と
か
、
地

ら
』
と
。
ぼ
く
は
思
い
つ
い
た
こ
と
や
気

が
つ
い
た
こ
と
を
ノ
ー
ト
に
ま
と
め
て
い

る
の
で
す
が
、
花
田
さ
ん
に
寄
っ
た
と
き

の
メ
モ
は
い
つ
も
よ
り
び
っ
し
り
書
き
込

ん
で
あ
り
ま
す
よ
。
そ
れ
を
読
み
返
し
て
、

失
い
か
け
た
自
信
を
ど
う
に
か
取
り
戻
す

ん
で
す
。
よ
し
、
今
日
勉
強
さ
せ
て
も

ら
っ
た
こ
と
を
活
か
し
て
、
今
度
は
も
っ

と
い
い
も
の
を
持
っ
て
く
る
ぞ
、
と
」

ひ
と
り
で
作
陶
を
始
め
て
か
ら
、
い
く

つ
も
の
失
敗
を
重
ね
て
き
た
。
一
〇
〇
万

円
を
つ
ぎ
込
ん
で
新
調
し
た
電
気
の
窯
が

う
ま
く
焚
け
ず
、
納
品
日
ぎ
り
ぎ
り
ま
で

窯
と
格
闘
し
て
、
最
後
は
祈
る
し
か
な

か
っ
た
こ
と
も
あ
る
。
そ
れ
で
も
阿
部
さ

ん
は
歩
み
を
と
め
よ
う
と
思
っ
た
こ
と
は

一
度
も
な
い
。

「
陶
芸
は
五
十
歳
を
過
ぎ
て
よ
う
や
く

一
人
前
と
い
う
世
界
。
ぼ
く
な
ん
か
ま
だ

生
ま
れ
て
も
い
な
い
か
な
。
ま
だ
ま
だ
修

行
中
で
す
よ
。
こ
れ
か
ら
ど
う
い
う
職
人

に
な
っ
て
い
く
の
か
、
想
像
が
で
き
な
い

け
ど
、
自
分
ら
し
く
、
マ
イ
ペ
ー
ス
で

や
っ
て
い
け
た
ら
い
い
で
す
ね
」

話
に
集
中
し
て
い
た
ら
す
っ
か
り
日
が

か
た
む
き
、
冷
え
込
ん
で
き
た
。
美
香
さ

ん
の
言
葉
に
甘
え
て
、
夕
飯
を
ご
ち
そ
う

に
な
る
。
つ
い
さ
っ
き
ま
で
土
を
こ
ね
て

い
た
作
業
台
は
食
卓
へ
と
早
変
わ
り
す
る
。

仕
事
と
生
活
が
ひ
と
つ
に
な
っ
て
い
る
暮

ら
し
。
そ
こ
に
は
も
の
づ
く
り
の
た
し
か

な
手
応
え
が
あ
る
。

外
に
出
る
と
上
田
の
町
に
雪
が
降
り
始

め
て
い
た
。

ろくろから切り離されたばかりのうつわ。力の入れ方ひとつでさまざまなかたちが生まれる。
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