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在
来
種
に
こ
だ
わ
り
、

小
さ
な
抵
抗
が
お
茶
を
育

て
た

鹿
児
島
で
お
茶
と
い
つ
と
、
東
日
本
の

人
に
と
っ
て
は
馴
染
み
が
薄
い
か
も
し
れ

な
い
。
や
は
り
お
茶
と
言
え
ば
京
都
宇

治
、
静
岡
と
思
う
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
鹿
児
島
も
お
茶
の
一
大
産
地

で
あ
る
。
鹿
児
島
の
お
茶
と
し
て
売
る
の

と
同
時
に
、
卸
を
通
し
静
岡
、
一示
都
に
出

荷
さ
れ
て
い
る
。

従
っ
て
、
鹿
児
島
の
お
茶
と
い
つ
と
そ

れ
程
は
珍
し
く
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
。

今
回
、
数
あ
る
茶
園
の
中
で
老
舗
と
し
て

の
御
茶
蔵
華
瀬
に
注
目
し
た
の
は
、

８０
年

前
に
植
え
ら
れ
た
在
来
種
を
３
代
に
渡

り
守
り
続
け
て
き
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。

そ
れ
と
同
時
に
、
川
前
家
の
人
の
歴

史
は
、
大
き
な
組
織
（既
存
の
ル
ー
ト
、
取

り
決
め
等
）に
対
す
る
小
さ
な
抵
抗
の
歴

史
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
と
こ

ろ
が
あ
る
。

話
を
明
治
時
代
に
戻
そ

２ヽ

川
前
家

の
あ
る
大
隅
半
島
の
田
代
は
、
照
葉
樹

を
中
心
と
す
る
山
岳
地
域
で
あ
る
。
こ

の
地
で
、
明
治
時
代
、
川
前
家
は
、
木
炭

の
製
造
、
水
路
を
開
き
、
大
規
模
な
水

稲
栽
培
を
手
が
け
て
い
た
。
当
時
、
燃
料

は
炭
が
持
て
は
や
さ
れ
た
時
代
で
あ
っ

た
。
そ
の
時
流
に
乗
り
、
鹿
児
島
市
街

地
に
大
量
の
炭
を
出
荷
し
た
た
め
に
、

川
前
家
の
財
力
は
相
当
な
も
の
で
あ
っ

た
よ
う
だ
。

事
実
、
現
蔵
主
の
祖
父
徳
二
は
明
治

３０
年
の
生
ま
れ
で
あ
る
。
東
京
の
私
立

の
順
天
中
学
を
卒
業
し
て
い
る
の
だ
が
、

学
生
の
立
場
の
徳
二
に

一
人
の
お
付
き

の
人
が
い
た
と
い
う
か
ら
、
そ
の
財
力
は

ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
が
想
像
が

つ
く
で
あ
る

２ヽ

当
時
の
順
天
中
学
は
、
自
由
な
校
風

で
あ
っ
た
そ
う
で
、
午
前
中
は
授
業
で
、

午
後
は
そ
れ
ぞ
れ
自
由
学
習
と
い
つ
こ

と
だ
っ
た
ら
し
い
。

そ
の
頃
東
京
で
は
、
カ
フ
ェ
が
流
行
し

は
じ
め
て
い
た
。
お
茶
も
庶
民
の
あ
い
だ

で
豊
か
さ
の
象
徴
と
し
て
飲
ま
れ
て
い

た
。
こ
れ
に
徳
二
が
目
を
つ
け
た
の
で
あ

る
。
こ
れ
を
鹿
児
島
の
田
代
で
栽
培
し

た
い
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。

歴
史
的
に
は
、
お
茶
は
西
暦
８
０
０
年

頃
に
中
国
か
ら
伝
来
さ
れ
た
と
さ
れ
て

い
る
が
、
照
葉
樹
林
地
帯
で
あ
る
田
代
に

は
お
茶
の
樹
は
自
生
し
て
い
た
そ
う
だ
。

徳
二
は
ア」の
こ
と
を
知
っ
て
い
た
。

こ
れ
に
よ
り
、
徳
二
は
十
分
に
田
代

で
も
お
茶
を
栽
培
で
き
る
と
判
断
し
た

よ
う
だ
。

ま
た
、
ア」の
土
地
が
お
茶
の
栽
培
に
適

し
て
い
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
は
島
津

藩
が
照
葉
樹
林
と
亜
熱
帯
の
気
候
に
着

目
し
、
大
隅
半
島
に
薬
園
を
持
っ
て
い
た

こ
と
か
ら
も
明
ら
か
だ
。

命
が
け
で
お
茶

の
実
を
持
ち
帰
る

お
茶
の
歴
史
と
栽
培
技
術
は
、
京
都

と
静
岡
を
中
心
に
発
展
し
て
き
た
。
明
治

時
代
末
期
の
頃
か
ら
、
多
く
の
鹿
児
島
の

茶
農
家
は
宇
治
（京
都
）
の
技
術
を
導
入

し
た
。
そ
れ
は
、
明
治
時
代
か
ら
都
市
化

の
進
ん
だ
京
都
で
は
、
宇
治
だ
け
の
供
給

量
で
は
間
に
合
わ
な
く
な
り
、
生
産
拠

点
を
鹿
児
島
に
求
め
た
か
ら
で
あ
る
。

大
正
１４
年
、
徳
二
は
静
岡
の
茶
農
家

の
移
り
住
む
種
子
島
に
渡
り
、
田
代
に

お
茶
の
種
子
を
持
ち
帰
る
こ
と
と
な
る
。

そ
の
時
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
だ
が
、
種
子
島
か

ら
鹿
児
島
に
帰
る
船
が
故
障
し
、
重
量

を
軽
く
す
る
の
に
ほ
と
ん
ど
の
荷
物
を

海
中
に
捨
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ト
ラ
ブ

ル
に
あ
っ
た
。
散
々
迷
っ
た
徳
二
で
あ
っ
た

が
、
お
茶
の
実
だ
け
は
肌
身
離
さ
ず
持

ち
つ
、つ
け
て
、
や
っ
と
の
思
い
で
持
ち
帰
る

こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
が
な
け
れ
ば
、
今

の
田
代
に
お
茶
は
な
か
っ
た
の
だ
。
茶
葉

が
収
穫
で
き
始
め
た
昭
和
３
年
、
田
代

で
初
の
茶
工
場
を
建
設
し
た
。

さ
て
、
私
が
何
故
茶
の
実
に
こ
だ
わ
る

か
と
い
つ
と
、
今
皆
さ
ん
が
飲
ん
で
い
る

お
茶
の
殆
ど
は
さ
し
本
を
し
た
お
茶
の
木

か
ら
採
ら
れ
た
茶
葉
で
あ
る
と
い
つ
こ
と

に
疑
間
を
感
じ
て
い
る
か
ら
だ
。

そ
れ
は
、
一
つ
の
品
種
を
効
率
よ
く
生

産
し
よ
う
と
思
う
と
、
ど
う
し
て
も
さ
し

本
の
方
が
効
率
が
よ
く
な
る
。
そ
ア」で
い
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花瀬。その石畳から立ち昇る霧はお茶つくりに最適の地です。

この地に創業者川前徳二が大正14年にお茶を植えてから80

年。2代 目徳夫、そして3代目の康博へとお茶つくりの心意気は

受け継がれてきました。

つ
の
間
に
か
、
さ
し
木
が
日
本
の
お
茶
生

産
の
主
流
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
お
茶
の
実
か
ら
栽
培
し
た
茶

樹
は
他
花
受
粉
な
の
で
、
様
々
な
個
性

豊
か
な
お
茶
が
で
き
る
。
こ
れ
が
本
来
の

お
茶
な
の
で
あ
る
。
お
茶
の
本
は
さ
し
木

を
し
た
場
合
、
根
が
深
く
ま
で
張
れ
な
い

た
め
に
、
ど
う
し
て
も
そ
の
樹
命
が
短
く

な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
は
っ
き
り
し
た

根
拠
は
私
に
は
な
い
が
、

４０
年
く
ら
い
の

も
の
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、

人
間
で
い
え
ば
、
一
代
で
終
わ
っ
て
し
ま

う
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
川
前
家
の
在
来
種
の
樹
命

は
す
で
に
８０
年
と
な
っ
て
お
り
、
更
に
お

茶
の
葉
を
延
々
と
生
産
し
続
け
て
い
る
の

で
あ
る
。
フ」の
お
茶
は
、
３
代
目
の
康
博

が
地
域
の
名
に
ち
な
ん
で
名
付
け
た
「花

瀬
茶
」
と
し
て
大
い
に
珍
重
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
種
の
お
茶
の
栽
培
は
、
日
本
で
も
ほ

ん
の
限
ら
れ
た
場
所
に
し
か
な
い
。
そ
れ

も
川
前
家
の
よ
う
に
広
く
栽
培
し
て
い
る

と
こ
ろ
は
、
私
の
知
る
範
囲
で
は
な
い
。

さ
し
木
を
す
れ
ば
、
３
年
く
ら
い
で
商

品
化
が
で
き
る
が
、
実
か
ら
の
栽
培
で
あ

る
と
そ
の
倍
の
１０
年
位
か
か
る
こ
と
も
あ

る
。
従
っ
て
、
収
益
を
第

一
と
す
る
現
代

農
業
に
は
あ
ま
り
向
か
な
い
の
で
あ
る
。

高
度
成
長
期
は

耐
え
る
こ
と
に
徹
す
る

２
代
目
徳
夫
は
、
昭
和
二
年
生
ま
れ

で
あ
る
が
、
昭
和
３０
年
に
高
校
卒
業
と

同
時
に
、
す
で
に
高
齢
で
あ
っ
た
徳
二
の

跡
を
継
ぐ
こ
と
に
な
る
。
フ」
の
昭
和
３０

年
・４０
年
と
い
つ
高
度
成
長
期
は
、
川
前

家
に
と
っ
て
ひ
た
す
ら
耐
え
る
と
い
つ
時

期
で
あ
っ
た
。

そ
れ
は
、
お
茶
は
静
岡
・京
都
と
い
つ

意
識
が
強
く
、
鹿
児
島
の
お
茶
は
知
名

度
が
低
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
時
期
、
い
や
今
で
も
残
っ
て
い
る

が
、
お
茶
の
流
通
ル
ー
ト
は
、
圧
倒
的
に

卸
・小
売
り
が
握
っ
て
い
た
。
山
ほ
ど
お

茶
の
葉
を
出
荷
し
て
も
、
そ
フ」か
ら
得
ら

れ
る
収
入
は
わ
ず
か
な
も
の
で
あ
っ
た
。

当
時
の
事
情
を
知
る
人
達
は
、
自
分
達

の
お
茶
が
安
い
値
段
で
買
わ
れ
、
末
端
の

消
費
者
へ
は
高
い
価
格
で
売
ら
れ
て
い
る

の
を
知
っ
て
い
た
が
、
公
に
は
言
え
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。

教
授

の

一
言
か
ら
学
ぶ

川
前
家
が
お
茶
で
大
き
く
飛
躍
す
る

の
は
、
３
代
目
康
博
が
鹿
児
島
大
学
農

学
部
を
卒
業
し
、
平
成
元
年
に
川
前
家

に
戻
っ
て
き
て
か
ら
で
あ
る
。
康
博
は
、
農

学
部
で
、
農
業
経
営
を
専
攻
し
て
い
る
。

そ
こ
で
、
様
々
な
人
達
と
出
会
い
川

前
家
の
お
茶
の
重
要
性
と
マ
ー
ケ
一石
ン

グ
に
つ
い
て
考
え
る
の
で
あ
る
。
あ
る
日
、

ゼ
ミ
の
教
授
か
ら
「自
分
の
生
い
立
ち
に

つ
い
て
調
べ
て
く
る
よ
う
に
」
と
い
つ
課
題

が
出
た
。

こ
の
時
、
川
前
家
の
歴
史
を
調
べ
た
こ

と
が
、
自
分
の
進
む
べ
き
道
を
確
信
さ
せ

る
出
来
事
に
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

ま
た
、
ゼ
ミ
で
用
い
た
資
料
を
統
計
資

料
そ
の
ま
ま
の
状
態
で
提
出
す
る
と
、

「自
分
で
考
え
、
自
分
で
加
工
し
て
書
か

な
け
れ
ば
ダ
メ
だ
」
と
し
か
ら
れ
た
そ
う

で
あ
る
。

今
振
り
返
っ
て
み
て
、
ア」の
教
授
の
百

葉
に
よ
り
川
前
家
の
歴
史
と
共
に
蘇
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

「
バ
カ
が
…
」
の
中
に

温
か
さ
を
感
じ
る

話
は
前
後
す
る
が
、
康
博
が
小
学
３

年
の
時
に
初
代
が
亡
く
な
る
。
康
博
が

覚
え
て
い
る
徳
二
の
言
葉
で
印
象
的
な
の

は
「バ
カ
が
…
」
と
何
気
な
く
自
分
に
対

し
て
呟
く
優
し
い
祖
父
の
言
葉
で
あ
た
。

こ
ん
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
る
。
徳
二
の

弟
が
地
方
選
挙
に
出
馬
す
る
と
き
の
こ

と
で
あ
る
。
祖
父
は
祖
母
に
対
し
て
「自

分
の
実
の
弟
だ
か
ら
、
弟
に
投
票
す
る

が
、
あ
な
た
は
自
分
の
思
っ
た
人
に
入
れ

る
よ
う
に
…
」
と
言
っ
た
そ
う
だ
。

つ
ま
Ｑ

祖
父
徳
一
一は
、
男
気
が
強
く
、

自
分
は
自
分
の
道
を
と
い
つ
意
識
が
強

か
っ
た
よ
う
だ
。

と
こ
ろ
が
、
自
分
の
考
え
は
貫
く
が
、

他
人
に
強
制
し
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
が

「バ
カ
が
…
」
と
い
つ
優
し
い
言
葉
に
あ
っ

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

戦
前
、
徳
二
が
教
師
と
し
て
育
て
た
多

く
の
教
え
子
た
ち
を
戦
場
へ
お
く
っ
た
責

任
を
感
じ
、
公
の
職
に
就
か
な
か
っ
た
こ

と
か
ら
も
わ
か
る
。

歴
史
に
ほ
ん
ろ
う
さ
れ
た
自
分
自
身

へ
の
自
戒
の
言
葉
に
思
え
る
の
だ
が
。

本

来

の
味

を

活

か
す

設

備

投
資

を

す

る

平
成
２
年
に
は
、
摘
ま
れ
た
茶
葉
を

荒
茶
に
ま
で
加
工
す
る
工
場
を
地
域
の

人
と
協
同
で
つ
く
り
、
そ
れ
ま
で
手
で
温

度
を
計
り
、
鼻
で
判
断
し
た
も
の
を
近
代

的
な
工
場
で
加
工
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

し
か
し
、
「機
械
は
新
し
く
な
っ
て
も
自

分
の
五
感
を
を
し
ん
じ
ろ
」
と
い
う
こ
と

は
常
に
言
っ
て
い
た
。
ま
た
、
家
族
が
旅

行
な
ど
で
出
か
け
た
時
の
土
産
は
、
お
茶

緑色を強くするために

黒いおおいをする。



ｒ
‥
日
１
卜
Ｆ
Ｉ

を
希
望
し
た
。

一
杯
飲
む
と
「同
じ
お
茶
を
つ
く
る

な
」
と
必
ず
言
っ
て
い
た
。
康
博
も
こ
れ
に

な
ら
い
、
お
茶
屋
さ
ん
に
飛
び
こ
ん
で
は

試
飲
す
る
こ
と
に
心
が
け
て
い
る
。
今
で

い
う
オ
ン
リ
ー
ワ
ン
の
お
茶
づ
く
り
を
目

指
し
た
２
代
目
徳
二
は
、
平
成
１１
年
に
こ

の
世
を
去
る
。

川
前
家
、
御
茶
蔵
華
瀬
に
は
荒
茶
を

製
品
化
す
る
為
の
仕
上
工
場
が
あ
る
。
フ」

の
工
場
は
先
代
徳
夫
が
植
え
た
木
材
で

建
設
さ
れ
た
。
木
が
自
然
に
湿
度
の
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
を
す
る
た
め
、
焙
煎
時
に
お
茶
へ

の
影
響
が
少
な
い
た
め
で
あ
る
。

ま
た
、
大
型
冷
蔵
庫
は
５
・６
℃
に
制

御
さ
れ
て
お
り
、
お
茶
の
熟
成
を
す
る
た

め
に
使
用
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
。
在
来
種

の
ア」と
を
き
き
つ
け
た
新
聞
記
者
が
取
材

で
や
っ
て
き
た
。

８０
年
の
お
茶
の
本
に
も

っ
と
自
信
を
持
て
と
言
わ
れ
た
。

そ
フ」で
、
紹
介
さ
れ
た
東
京
の
老
舗
の

茶
商
に
お
茶
を
送
っ
て
み
る
と
、
な
つ
か

し
い
昔
の
味
と
香
り
が
す
る
と
い
つ
評
価

を
受
け
た
の
で
あ
る
。

実
は
、
フ」
の
こ
と
を
Ｐ
Ｒ
す
る
こ
と
に

よ
り
直
接
買
っ
て
頂
け
る
顧
客
が
増
え

て
き
た
の
で
あ
る
。

人
は
「
む
か
し
」
の
味
と
香
り
に
戻
る

今
の
日
本
茶
は
緑
の
色
が
強
い
と
い
つ

の
を
気
づ
い
て
い
る
人
が
い
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

実
は
、
ア」れ
に
は
裏
が
あ
る
。
お
茶
の

収
穫
量
を
増
や
す
た
め
に
お
茶
の
葉
が

大
き
く
な
る
ま
で
待
つ
と
い
つ
こ
と
が
あ

る
。
し
か
し
、
あ
ま
り
待
っ
て
い
る
と
お
茶

の
葉
が
厚
く
な
り
過
ぎ
る
た
め
、
製
造
時

に
お
茶
を
蒸
す
時
間
を
長
く
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
す
る
と
、
お
茶
の
繊
維
層

が
壊
れ
、
色
が
出
や
す
く
な
り
深
い
緑
と

な
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
フ」れ
は
本
来
の

味
で
は
な
い
。

特
に
、
中
高
年
齢
者
に
と
っ
て
は
、
自

分
が
幼
い
時
に
味
わ
っ
た
お
茶
と
は
何

と
な
く
違
う
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ

と
に
疑
間
を
感
じ
る
よ
う
に
な
る
の
で

あ
る
。

事
実
、
中
高
年
齢
者
の
間
で
魚
の
開

き
が
静
か
な
ブ
ー
ム
で
あ
る
と
言
２́

確

か
に
技
術
革
新
は
、
冬
で
も
冷
凍
サ
ン
マ

が
食
べ
ら
れ
る
と
い
う
便
利
さ
を
与
え

て
く
れ
た
。
し
か
し
、
私
の
よ
う
な
世
代

か
ら
見
る
と
、
幼
い
時
に
冬
サ
ン
マ
な
ど

を
食
べ
た
記
憶
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、

冷
蔵
庫
が
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
魚
は
開

き
が
中
心
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
、
今
魚
の

開
き
を
食
べ
る
と
何
と
も
言
え
な
い
安

心
感
に
浸
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

そ
フ」に
川
前
家
の
お
茶
は
昔
通
り
の
も

の
で
あ
る
か
ら
、
懐
か
し
さ
か
ら
購
入
を

す
る
人
が
増
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

不
思
議
な
も
の
で
、
一
度
買
っ
た
人
は

ま
た
買
う
よ
う
に
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

迎
合
す
る
で
も
な
く

反
発
す
る
で
も
な
く

現
在
の
川
前
家
に
と
っ
て
は
、
フ」の
貴

重
な
お
茶
を
い
か
に
世
間
に
知
っ
て
も
ら

う
か
と
い
う
こ
と
が
課
題
と
な
っ
て
い
る
。

そ
の
た
め
に
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
展
示
会
を

積
極
的
に
利
用
し
て
い
る
。

私
は
こ
れ
ま
で
多
く
の
老
舗
を
見
て

き
た
が
、
中
央
（東
京

。京
都
）
か
ら
離
れ

る
に
従
っ
て
、
よ
い
商
品
や
サ
ー
ビ
ス
を

持
ち
な
が
ら
そ
れ
を
伝
え
る
こ
と
が
で
き

な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。

そ
れ
が
た
め
に
古
く
か
ら
あ
る
流
通

ル
ー
ト
や
し
き
た
り
に
従
わ
ぎ
る
を
得
な

い
と
う
こ
と
が
あ
る
。

中
央
に
あ
る
老
舗
で
は
、
そ
の
ア」と
に

対
し
て
ご
く
自
然
に
受
け
入
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
地
方
で
は
そ
の
ル
ー
ト
し
き
た

り
の
し
わ
寄
せ
を
受
け
て
し
ま
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
に
逆
ら
お
う
と
す
る
な

ら
ば
、
生
活
を
根
幹
か
ら
奪
わ
れ
て
し
ま

う
こ
と
し
に
な
り
か
ね
な
い
の
で
あ
る
。

川
前
家
の
歴
史
は
、
地
域
の
た
め
に
何

を
す
べ
き
か
と
い
つ
教
訓
を
物
語
っ
て
い

る
。
田
代
地
区
を
訪
れ
る
と
、
お
茶
畑
が

広
が
っ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
こ
で
働
い
て
い

る
人
が
意
外
に
若
い
の
に
驚
か
さ
れ
る
。

本
来
な
ら
ば
、
過
疎
の
地
域
で
あ
る
は
ず

な
の
だ
が
と
思
う
と
、
そ
こ
に
地
域
と
共

に
生
き
、
小
さ
い
な
が
ら
も
中
央
に
対
し

て
も
の
申
す
川
前
家
三
代
の
歴
史
が
あ

る
こ
と
を
感
じ
る
。

さ
て
、
４
代
目
に
つ
い
て
で
あ
る
。
小
学

２
年
生
と
４
才
の
男
子
が
い
る
。
「お
茶
を

ど
う
や
っ
た
ら
売
れ
る
か
な
？
」
長
男
は
お

茶
の
仕
事
に
興
味
を
持
ち
始
め
た
と
い
つ

こ
と
で
あ
る
。
先
の
こ
と
は
ま
だ
わ
か
ら
な

い
が
、
現
蔵
主
が
４０
才
と
い
つ
こ
と
も
あ

り
、
も
う

一
仕
事
や
二
仕
事
で
き
る
ア」の

背
中
を
見
て
、
４
代
目
が
育
っ
て
い
く
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
〓
Ｖ
▼

ひ
ら
ま
つ

よ
う
い
ち
　
玉
川
大
学
工
学
部
経
営

工
学
科
卒
業
後
、
経
営
ヨ
ン
サ
ル
７
ジ
グ
活
動

（会
社
経
営
研
究
所
）
を
経
て
、
ｌ
Ｍ
コ
ン
サ
ル
タ

ン
ト
代
表
と
な
る
。
現
在
、
経
営
コ
ン
サ
ル
タ
ン

ト
と
し
て
、
指
導
業
務
、
教
育
、
講
演
を
行
っ
て

い
る
。
ヨ
ン
サ
を
ア
ィ
ン
グ
活
動
の
傍
ら
、
企
業

に
入
り
管
理
職
を
兼
務
。
主
な
書
書
「
し
の
老

舗
に
学
べ
宍
フ
ォ
レ
ス
ト
出
版
）、
『必
ず
売
れ
る

営
業
マ
ン
に
な
れ
る
Ｌ
営
業
幹
部
の
た
め
の
指

導
力
倍
増
講
座
宍
以
上
す
ば
る
舎
）
な
ど
多
数
。

快晴のときに大隅半島から望める桜島。
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