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も
っ
と
知
り
た
い

お
茶
の
こ
と　

宇
治
と
い
え
ば
「
お
茶
」
。

宇
治
を
中
心
と
す
る
山
城
地
方

は
、
茶
の
生
育
に
恵
ま
れ
た
気

候
風
土
に
よ
っ
て
昔
か
ら
茶
作

り
が
盛
ん
で
す
。
こ
こ
で
作
ら

れ
る
お
茶
は
「
宇
治
茶
」
と
呼

ば
れ
、
全
国
的
に
そ
の
名
を
知

ら
れ
て
い
ま
す
。
市
で
は
、
宇

治
市
の
代
名
詞
に
な
っ
て
い
る

「
お
茶
」
が
、
伝
統
産
業
と
し

て
ま
す
ま
す
発
展
し
、
ま
た
、

お
茶
の
木
が
市
民
の
皆
さ
ん
に

よ
っ
て
守
り
育
て
ら
れ
る
こ
と

を
願
い
、
昭
和
五
十
六
年
三
月

に
「
ち
ゃ
の
木
」
を
市
の
宝
木

に
制
定
し
ま
し
た
。

　
今
回
、
私
た
ち
の
暮
ら
し
に

身
近
な
「
宇
治
茶
」
の
話
題
を

様
々
な
角
度
か
ら
取
り
上
げ
特

集
し
ま
し
た
。
知
っ
て
い
る
よ

う
で
意
外
と
知
ら
な
い
こ
と
も

あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

さ
あ
、
お
茶
で
も
飲
み
な
が
ら

気
軽
に
お
読
み
く
だ
さ
い
。

宇
治
公
民
館
・
版
画
サ
ー
ク
ル

　
　
大
西
利
春
さ
ん
の
作
一
　
　

口口

　
　
　
お
茶
の
木
は
も
と
も
と
、
中
国
の
南

一
　
部
、
雲
南
省
の
あ
た
り
が
ふ
る
さ
と
だ

・
　
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

づ
　
　
わ
が
国
の
お
茶
に
関
し
て
現
在
残
っ

～
　
て
い
る
も
っ
と
も
古
い
記
録
は
奈
良
時

ご
　
代
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
と
い
か
れ
ま
す
が
、

ぺ
　
本
格
的
に
お
茶
を
飲
む
風
習
が
伝
わ
る

匹
一
　
の
は
鎌
倉
時
代
に
宋
か
ら
帰
国
し
た
僧
・

・
　
栄
西
が
日
本
に
茶
の
種
を
持
ち
込
ん
で

ぃ
・
　
か
ら
で
し
た
。

一
l
i
　
　
そ
の
お
茶
を
宇
治
に
伝
え
た
の
は
、
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．
．
　
．
　
　
－
と
か
の
お

栄
西
か
ら
茶
を
譲
り
受
け
た
京
都
栂
尾

　
　
　
　
　
み
-
t
i
r
＼
.
ｗ

高
山
寺
の
明
恵
と
い
う
僧
だ
と
伝
え
ら

れ
て
い
ま
す
。
萬
福
寺
の
山
門
前
に
は

i
j
≪
ｆ
Ｃ
Ｊ
か
げ
．
．
‐
．
．
．
－
－
－
．
－
．

駒
の
蹄
影
の
歌
碑
が
建
つ
て
い
ま
す
が
、

こ
の
歌
碑
は
、
宇
治
の
人
々
が
お
茶
の

種
の
ま
き
方
を
知
ら
ず
に
困
っ
て
い
た

と
こ
ろ
、
明
恵
が
畑
に
馬
で
乗
り
入
れ
、

　
　
　
　
―
　
　
－
■
　
ｊ
Ｉ
ｄ
ｊ
Ｓ
　
ｌ
Ｉ
　
Ｊ
　
　
Ｉ
ｊ

「
馬
（
諭
が
あ
と
に
種
を
ま
け
ば
よ
い
）

と
教
え
た
と
い
う
言
い
伝
え
に
よ
る
も

の
で
す
。

　
こ
う
し
て
栂
尾
か
ら
、
宇
治
に
伝
え

ら
れ
た
お
茶
は
や
が
て
宇
治
茶
と
し
て
、

全
国
に
広
く
知
ら
れ
て
い
き
ま
す
。

　
室
町
時
代
、
将
軍
足
利
義
満
は
後
に

「
宇
治
七
名
園
」
と
呼
ば
れ
る
す
ぐ
れ
た

茶
園
を
宇
治
の
地
に
作
り
ま
し
た
。
こ

れ
ら
は
「
森
、
祝
井
、
宇
文
字
、
川
下
、

奥
ノ
山
、
朝
日
に
続
く
琵
琶
と
こ
そ
知

れ
」
と
和
歌
に
も
詠
ま
れ
る
ほ
ど
で
し

た
が
、
今
で
は
宇
治
善
法
の
「
奥
ノ
山

茶
園
」
（
宇
治
市
の
名
木
百
選
の
一
つ
）

を
除
き
、
ほ
と
ん
ど
が
な
く
な
っ
て
し

ま
い
ま
し
た
。

　
南
北
朝
か
ら
室
町
時
代
に
か
け
、
お

茶
を
飲
み
あ
て
て
、
そ
の
成
績
を
競
う

「
闘
茶
」
と
い
う
ゲ
ー
ム
が
流
行
し
ま
し

宇治茶の歩み
△明治時代の茶摘み風景

　　　　(大日本物産図会から。右下も同じ)

△製茶場の様子

た
。
こ
れ
は
今
も
続
い
て
い
る
「
茶
香

服
」
の
も
と
に
な
り
ま
し
た
。
と
い
っ

て
も
「
茶
香
服
」
は
玉
露
や
煎
茶
を
飲

み
比
べ
る
も
の
で
す
か
ら
、
碩
茶
（
抹

茶
）
の
産
地
を
比
べ
た
「
闘
茶
」
と
は

違
っ
た
も
の
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
江
戸
時
代
に
な
る
と
、
将
軍
が
飲
む

お
茶
を
宇
治
か
ら
江
戸
に
運
ぶ
「
お
茶

つ
ぼ
道
中
」
が
あ
り
ま
し
た
。

　
ズ
イ
ズ
イ
ズ
ッ
コ
ロ
バ
シ
ゴ
マ
ミ
ソ

ズ
イ

　
茶
つ
ぼ
に
追
わ
れ
て
ド
。
ピ
ン
シ
ャ

ン　
抜
け
た
ら
ド
ン
ド
コ
シ
ヨ

と
、
茶
つ
ぼ
道
中
の
様
子
は
童
謡
に
も

歌
わ
れ
て
い
ま
す
。
沿
道
に
住
む
人
た

ち
が
、
通
り
過
ぎ
る
行
列
に
あ
わ
て
ふ

た
め
く
様
子
と
、
過
ぎ
た
あ
と
の
は
や

し
た
て
る
様
子
が
良
く
分
か
り
ま
す
。

当
時
は
大
名
行
列
で
さ
え
道
を
譲
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
す
。

　
江
戸
時
代
の
中
ご
ろ
に
、
宇
治
田
原

の
湯
屋
谷
の
永
谷
宗
円
と
い
う
人
が
宇

治
茶
に
変
革
を
も
た
ら
し
ま
し
た
。
こ

れ
ま
で
は
、
茶
の
芽
を
釜
で
炒
っ
て
、

ム
シ
ロ
の
上
で
手
足
で
も
み
、
日
光
で

乾
燥
さ
せ
て
い
ま
し
た
が
、
宗
円
は
二

の
製
法
を
改
良
を
し
、
火
力
で
乾
燥
さ

せ
な
が
ら
手
で
も
む
製
茶
法
を
考
え
た

の
で
す
。

　
新
し
い
製
法
の
煎
茶
は
色
や
香
り
、

味
が
良
く
江
戸
や
各
地
で
非
常
に
評
判

が
高
く
、
大
い
に
も
て
は
や
さ
れ
ま
し

た
。
こ
の
新
し
い
茶
の
製
造
方
法
は

「
手
も
み
製
法
」
と
よ
ば
れ
、
日
本
の
緑

茶
技
術
の
基
礎
と
な
っ
て
い
ま
す
。

515



８月１日発行（２）1995年（平成７年）
！ － ’ . ・ j l i

:|・；ツ:1:: ！宍：!;！！
i!¶卜；，;!!ぺｉリlllli，り11！1:ij･!11:ｎ；Ｄ:!11；1;uiり;i;:I！，！1!il!|ﾖ1!:lリI!:!･E;i

りだ　よ
ｒ
６

1111111111jljl!111111jil!Silllliiljijllllillllijtiiii;lilil，ill111j!illjililil iilll;11111111111111111;|1111111ji11111;11111111!，L111

お
茶
が
で
き
る
ま
で

　
日
本
で
作
ら
れ
て
い
る
お
茶
に
は
い
ろ
い

ろ
な
種
類
が
あ
り
ま
す
。
宇
治
で
作
ら
れ
て

い
る
の
は
て
ん
茶
、
玉
露
、
煎
茶
が
大
部
分

で
、
生
産
量
で
は
合
わ
せ
て
七
十
ト
ン
（
六

年
度
）
と
全
国
か
ら
見
る
と
極
々
少
な
い
も

の
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
品
質
の

高
さ
が
売
り
物
で
す
。
そ
れ
で
は
優
良
茶
の

代
名
詞
「
宇
治
茶
」
は
ど
う
や
っ
て
栽
培
さ

れ
、
製
品
と
な
る
の
で
し
ょ
う
か
、
ご
紹
介

し
ま
す
。

緑
茶
も
紅
茶
も
同
じ
茶
の
木

　
お
茶
に
は
い
ろ
い
ろ
な
種

類
（
下
図
参
照
）
が
あ
り
ま

す
。
こ
れ
ら
は
植
物
分
類
上

は
同
じ
茶
の
木
か
ら
作
ら
れ

た
も
の
で
す
が
、
実
際
に
栽

培
さ
れ
て
い
る
木
は
そ
れ
ぞ

れ
の
お
茶
向
き
に
品
種
改
良

が
重
ね
ら
れ
た
も
の
で
す
。

▲摘みたての茶葉

　
茶
の
木
は
大
き
く
分
け
る

と
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
が
あ
り
、

緑
茶
に
は
身
の
丈
と
葉
が
小

さ
く
、
寒
さ
に
強
い
種
類
が

用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。
緑
茶

用
の
品
種
の
中
に
も
、
煎
茶

向
き
、
玉
露
向
き
の
も
の
な

ど
が
あ
り
ま
す
。
遠
目
に
は

ど
れ
も
同
じ
よ
う
に
見
え
る

茶
園
で
す
が
、
近
付
い
て
見

る
と
葉
の
色
や
形
な
ど
に
そ

れ
ぞ
れ
個
性
が
あ
る
の
で
す
。

優
れ
た
品
質
の
玉
露
や
て
ん

の分類

-
茶

　。
→

もの覆いをする

　
　
　
　
　
「
」
レ
」
は
宇
治
で
主
に
作
ら
れ
て
い
る
茶

　
　
　
。
。
。
。
．
Ｍ
Ｉ
圈
　
玉
露
と
同
様
に
栽
培
し
、
蒸
し
た
葉
を
揉
ま
な
い

　
　
　
て
　
Ｉ
＝
「
で
乾
燥
さ
せ
た
も
の
。
礦
い
た
も
の
か
抹
茶

四
ト
八
入

よ
し
ず
な
で
茶
園
覆
い
直
射
光
避
け

ぐ
　
　
　
　
　
エ
レ
」
」
」
ｔ
｝
。
［
て
う
ま
み
を
増
や
し
、
苦
み
を
押
さ
え
た
高
級
茶

覆いをしないもの

　　　(露天園)
→

最
も
良
く
飲
ま
れ
て
い
る
茶
。
新
芽
を
蒸
し
、
揉

ん
で
乾
燥
さ
せ
た
も
の
。
上
級
品
ほ
ど
う
ま
み
と

香
り
が
あ
る
　
　
　
　
　
　
゛
゛
゛
゛

煎
茶
の
揉
む
工
程
を
省
略
し
て
曲
玉
状
に
し
た
茶

一
番
茶
摘
み
取
り
後
の
硬
く
な
っ
た
芽
や
茎
を
、

蒸
し
て
乾
燥
さ
せ
た
も
の

番
茶
を
強
火
で
炒
り
、
香
ば
し
い
香
り
を
出
し
た

　
　
　
　
　
　
１
　
１
　
４
Ｊ
／
　
Γ
も
の

製四
―
釜
炒
製
王
緑
茶
…
　
釜
で
炒
っ
て
か
ら
揉
み
な
が
ら
乾
燥
さ
せ
た
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｀
　
　
中
国
で
作
ら
れ
、
わ
ず
か
に
醗
酵
さ
せ
た
釜
炒
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
包
　
種
　
茶
’
・
・
［
茶
・
普
通
花
の
香
り
を
付
け
る

上
　
　
　
　
　

｀
　
　
緑
茶
と
紅
茶
の
中
間
に
位
置
す
る
香
り
高
い
茶
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ウ
ー
ロ
ン
茶
…
［
中
国
‘
台
湾
か
主
な
産
地

噪
（
抹
茶
は
こ
れ
を
臼
で

原
い
た
も
の
）
が
得
ら
れ
る

「
あ
さ
ひ
」
「
さ
み
ど
り
」
は
、

宇
治
の
茶
農
家
が
改
良
を
重

ね
て
育
て
あ
げ
た
、
代
表
的

な
品
種
で
す
。

茶
園
を
覆
い
手
で
摘
む

　
現
在
で
は
大
量
の
お
茶
を

効
率
良
く
作
る
た
め
、
お
茶

摘
み
も
製
茶
も
機
械
化
が
進

ん
で
い
ま
す
。

　
お
茶
摘
み
は
全
国
的
に
は

年
に
二
、
三
回
機
械
で
葉
を

摘
む
の
が
多
い
よ
う
で
す
。

こ
れ
に
対
し
て
、
宇
治
で
作

ら
れ
る
お
茶
の
大
部
分
を
占

め
る
て
ん
茶
や
玉
露
用
の
木

は
、
新
芽
が
伸
び
る
時
期
に

よ
し
ず
や
わ
ら
な
ど
で
茶
園

に
覆
い
を
し
て
育
て
、
新
芽

を
年
に
一
回
、
て
い
ね
い
に

人
の
手
で
摘
む
の
が
特
徴
で

す
。
覆
い
を
し
て
直
射
日
光

を
避
け
る
こ
と
で
、
茶
葉
の

中
に
蓄
禧
百
れ
Å
晟
分
の
内
、

苦
み
の
も
と
に
な
る
タ
ン
ニ

ン
の
量
が
減
り
、
う
ま
み
の

も
と
で
あ
る
ア
ミ
ノ
酸
の
量

が
多
く
な
る
の
で
す
。

　
一
方
、
煎
茶
を
摘
む
木
に

は
覆
い
は
せ
ず
、
太
陽
の
光

を
十
分
に
受
け
て
育
ち
ま
す
。

タ
ン
ニ
ン
の
量
は
多
く
な
り

ま
す
が
、
適
度
な
苦
み
渋
み

が
も
た
ら
す
さ
わ
や
か
さ
が

特
徴
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

紅四哩'

　
　
　
葉
を
蒸
さ
ず
完
全
に
醗
酵
し
て
乾
燥
し
た
茶
。
濃

茶
…
［
い
檀
紅
色
で
香
り
か
高
い
。
イ
ン
ド
、
ス
リ
ラ
ン

　
　
　
カ
が
主
な
産
地

　
こ
う
し
て
摘
ま
れ
た
茶
葉

心
、
ま
ず
荒
茶
を
作
る
工
程

に
送
ら
れ
ま
す
。
荒
茶
と
は
、

｀
選
加
工
さ
れ
る
前
の
第
一

に
加
工
の
工
程
で
作
ら
れ
る

心
茶
の
こ
と
。
荒
茶
づ
く
り

心
高
級
品
を
作
る
た
め
の
基

礎
的
で
大
切
な
工
程
で
、
生

圧
者
の
腕
の
見
せ
ど
こ
ろ
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
。
作
ら
れ

た
荒
茶
は
そ
の
後
精
製
加
工

さ
れ
、
商
品
と
し
て
全
国
に

出
回
り
ま
す
（
下
図
参
照
）
。

　
製
茶
の
工
程
は
、
明
治
の

中
ご
ろ
ま
で
は
す
べ
て
手
作

業
で
し
た
。
し
か
し
そ
の
後
、

製
茶
機
械
の
発
達
に
よ
っ
て

す
べ
て
の
工
程
が
機
械
化
さ

：▼

れ
、
今
で
は
手
づ
く
り
に
劣
ら

な
い
良
い
お
茶
が
生
産
さ
れ
て

い
ま
す
。
一
方
、
伝
統
的
な
手

も
み
で
の
茶
づ
く
り
の
技
術
も

「
宇
治
茶
製
法
技
術
保
存
協
会
」

に
よ
っ
て
受
け
継
が
れ
、
現
在

の
茶
づ
く
り
に
生
か
さ
れ
て
い

ま
す
。

　
こ
う
し
た
関
係
者
の
た
ゆ
ま

ぬ
努
力
に
よ
り
、
市
内
で
作
ら

れ
た
宇
治
茶
は
毎
年
、
全
国
や

関
西
の
茶
品
評
会
の
上
位
に
入

賞
し
て
い
る
の
で
す
。

製
造
工
程

て
ん
茶

4●
●・

　　切断機
照

m.４

４
　　茶の葉を細かく

　　切断する

風選機

需日乾燥機
ｆ

茶葉を蒸す蒸機

切断された荒茶からく　金網上に茶の葉を均－に散らせ、熱風で

きや葉脈を分離させる　乾かす。ここまでが荒茶製造工程

ふるい分け機

石臼に合った大きさ

にそろえる

r‘７こrl

C二二二コ

ヴ¬

図

尽

煎
茶
・
玉
露

示
姉

蒸機

茶の葉を蒸す

4●匹。。皆4●

冷却機茶の葉を散らせ水分を取り除きながら冷やす

　　－　　　　゛粗揉m

　　　　　　　　　　　茶葉をもみなが　　む　　

ら多量の熱風で

　　　　　二　　　乾かす

中揉機　もみながら熱風で乾かす

総合仕上機

精揉機

茶の葉に熱と

圧力を加え、

形を整える

皿

を取り除き、形を整えると共に

らに向上するよう調整
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①
煎
茶
の
時
の
要
領
で
お
湯
を
　
　
い
が
適
温
。
急
須
に
お
茶
の
葉

冷
ま
し
ま
す
。
5
0
～
6
0
℃
く
ら
　
を
一
人
当
た
り
小
さ
じ
山
盛
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１
杯
（
約
３
グ
ラ
ム
）
入
れ
ま

玉
露

煎茶
①お茶の葉を急須に入れます。一人当たり小さじ１杯（約

２グラム）で人数分を。大人数で飲むときは少なめに、小

人数のときは多めに入れればちょうどよい加減に。

②お湯は５分間ほど沸騰させたものを使います。急須や湯

のみなど使用する茶器にお湯を入れて冷ますと茶器も温ま

ります。一度お湯を移すと温度が約10°C下がります。ちな

みにポットのお湯は約90=Cです。煎茶を入れる時は70°Cく

らいのお湯を一人当たり50cc程度注ぎ、約２分待ちましょ

う。

③湯のみに少しずつ順番に入れていきましょう。お茶は急

須に残った最後の一滴まで注ぎ切るのが大切です。

①
茶
わ
ん
に
抹
茶
を
、
茶
し
ゃ

く
に
山
盛
り
２
杯
（
約
２
グ
ラ

ム
）
入
れ
ま
す
。

②
十
分
に
沸
騰
さ
せ
た
お
湯
約

7
0
a
を
静
か
に
注
ぎ
ま
す
。

③
初
め
は
茶
せ
ん
で
底
の
抹
茶

を
溶
か
し
て
、
次
に
茶
せ
ん
を

や
や
浮
か
し
て
よ
く
か
き
ま
ぜ

ま
し
ょ
う
。
細
か
い
泡
が
立
っ

た
ら
静
か
に
茶
せ
ん
を
あ
げ
て
、

出
来
上
が
り
で
す
。

抹
茶

▲てん茶

石臼

ホ ホ 中

論ぶあ
【!男 .〃5 KB

　↓
｢贋Tm

　↑

●●

玉　富

●●●●●●●●

　
　
　
粉
さ

バ
｀
』
万

　
　
　
き
味

｛
　
　
　
心
香

おいしいお茶の入れ方
家族みんなで過ごす時間。おいしいお茶を入れましょう

す
。

②
急
須
に
冷
ま
し
た
湯
を
一
人

当
た
り
約
2
0
a
入
れ
、
約
２
分

半
待
ち
ま
し
ょ
う
。
こ
の
間
に

玉
露
な
ら
で
は
の
け
み
が
引
き

出
さ
れ
ま
す
。

③
少
し
ず
つ
湯
の
み
に
お
茶
を

注
ぎ
ま
す
。
最
後
の
一
滴
ま
で

注
ぎ
切
り
ま
し
ょ
う
。

※
こ
れ
は
あ
く
ま
で
目
安
で
す
。

ＣＯＯＫＩＮＧ

〈材料・４個分〉

抹茶をつかって

蒸しパン

　小麦粉80 g、卵Ｍ寸２個、

植物油大さじ2/2、牛乳大さ

じ1％、抹茶小さじ２、ベー

キングパウダー小さじ１、砂

糖30 g

　〈作り方〉

①…小麦粉とベーキングパウダーを混ぜて２回ふるい

にかける。

②…卵、砂糖、牛乳、植物油をミキサーに入れてよく

泡立てる。さらに抹茶を入れて混ぜ合わす。

③･‥②に①を入れ、泡立て器で生地をなめらかになる

まで混ぜ合わす。

④…カップ型に植物油

をぬり、底にアルミケー

スを入れて③を流し入

れる。

⑤…蒸し器で蒸す。中

心付近を竹ぐしでさし

て、生地がついてこな

ければ出来上がりです。

―

』

お
茶
の
効
能

　お茶には、いろいろな成分が含まれているのを知って

いるかい。特に緑茶はビタミンＣがとても豊富。ほかに

もお茶の渋みや苦みのもとになるタンニンやカフェイン、

ビタミンＥ、緑茶の甘みのもとになるアミノ酸などがあ

るんだよ。これらは下に書いてあるような、体にいい

　　働きをたくさんしてくれるんだ。　　　　ノ

◆
タ
ン
ニ
ン
に
は
虫
歯
予
防
、
口
臭
予
防
や
血
圧
の
上
昇

を
下
げ
る
作
用
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
お
な
か
の
調
子
も

整
え
ま
す
。
最
近
は
、
が
ん
を
抑
え
る
作
用
も
あ
る
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
。

◆
カ
フ
ェ
イ
ン
に
は
覚
醒
作
用
が
あ
っ
て
、
寝
不
足
や
疲

れ
て
い
る
時
に
飲
む
と
頭
も
す
っ
き
り
し
ま
す
。
利
尿
作

用
も
あ
り
ま
す
。

◆
ビ
タ
ミ
ン
Ｃ
に
は
シ
ミ
や
ソ
バ
カ
ス
を
防
ぐ
作
用
が
あ

り
ま
す
。
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茶
地
獄

宇
治
民
話
の
会
著

　
「
宇
治
・
山
城
の
民
話
」
か
ら

　
宇
治
の
山
里
に
、
お
っ
さ
ん
、
お
っ
さ
ん
い
う

て
村
人
か
ら
た
い
そ
う
し
た
わ
れ
て
ぃ
る
和
尚
さ

ん
か
お
り
ま
し
た
。
こ
の
宍
尚
さ
ん
、
ど
こ
の
家

へ
行
っ
五
二
蚕
三
暴
雖
彩
雲
」

と
い
う
て
、
何
杯
で
も
い
た
だ
か
れ
ま
す
。
さ
す

が
、
茶
ど
こ
ろ
の
和
尚
さ
ん
で
す
。

　
と
こ
ろ
が
、
こ
の
お
茶
好
き
の
和
尚
さ
ん
に
も

こ
ん
な
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
三
十
年
も
昔
に
な

り
ま
す
や
ろ
か
。

　
そ
の
匹
、
寺
は
荒
れ
寺
に
な
っ
て
お
り
ま
し
た

ん
や
。
何
か
あ
る
た
び
に
遠
く
か
ら
坊
さ
ん
に
来

て
も
ら
わ
に
ゃ
な
ら
ん
し
、
心
細
い
こ
と
で
し
た
。

　
ほ
う
ぽ
う
の
お
寺
に
た
の
ん
で
み
ま
し
た
が
、

な
か
な
か
い
い
返
事
が
も
ら
え
ま
せ
ん
。

　
「
こ
ん
な
荒
れ
寺
に
来
て
く
れ
言
う
の
が
、
無
理

な
話
や
わ
」

　
あ
き
ら
め
か
け
た
こ
ろ
、
行
っ
て
も
い
い
と
い

　
川
　
う
坊
さ
ん
が
あ
ら
わ
れ
ま
し
た
。

宇
皿
　
村
中
総
出
で
、
寺
の
屋
根
を
ふ
き
か
え
る
や
ら
、

　
ｍ
　
あ
っ
ち
こ
っ
ち
壁
を
ふ
さ
ぐ
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で息　さまんおに　でなれ　げぎや

もをーんしまり　｀としるるけるしら

静飲目でたにてひこたまかどよて｀

かみ見し　゜坊きょろ　゜でど　｀う　｀上

でまたたそさたこが　信うほに何へ

すし人　゜れんよっ｀　じかんなと下

んたは　ががうと師1;　ら　｀まりかへ

だ　○　ゝ　　今やな春走ｔ　れそにま雨お

湖どだ　のっ日がと　まの来し露ぶお

をこれ　和て　｀舞い　せ日てたしさ

思まも　尚来ほいう　んにく　゜のわ

mil川IIUIⅢ

わ
せ
る
よ
う
な
目
。
青
い
お

つ
む
が
り
り
し
い
顔
立
ち
を

い
っ
そ
う
き
わ
だ
た
せ
て
い

^、

　宇治民話の会…京都府南部の民

話を掘り起こし、次の時代に語り

継ぐ橋渡しをしようと昭和58年に

誕生した小倉公民館のサークル。

一昨年、10年間の活動の成果を

「宇治・山城の民話」として一冊

にまとめて出版し、第４回紫式部

市民文化賞を受賞しました。掲載

の「茶地獄」も「宇治･山城の民話」

（文理閣刊）に収録されています。

地域に伝わる民話をご存じの人、

そのお知り合いの人はご連絡を。

連絡先・代表の金井さん（昔44・

5044）

ま
す
。
後
ろ
姿
か
ら
も
、
仏
に
つ
か
え
る
者
の

神
々
し
さ
が
、
た
だ
よ
っ
て
く
る
ほ
ど
で
す
。

　
「
京
の
寺
で
修
行
を
つ
ん
で
い
た
と
い
う
が
、
さ

す
が
や
な
あ
、
ど
ん
な
わ
け
が
あ
っ
て
、
坊
さ
ん

に
な
ら
は
っ
た
ん
や
ろ
う
」

　
よ
る
と
さ
わ
る
と
う
わ
さ
話
で
す
。

　
「
そ
や
け
ど
、
ほ
ん
ま
に
居
つ
い
て
く
だ
さ
る
や

ろ
か
？
」

　
心
配
で
、
用
も
な
い
の
に
、
山
門
か
ら
中
の
よ

う
す
を
う
か
が
う
ほ
ど
で
し
た
。

　
け
れ
ど
、
い
つ
み
て
も
匂
う
ほ
ど
の
若
さ
を
匹

四
め
の
衣
に
つ
つ
ん
で
、
附
鴛
ｒ
の
一
剛
に
す
わ
っ

て
お
い
で
で
し
た
。

　
い
よ
い
よ
ｔ
心
回
り
を
す
る
日
に
な
町
歩
し
た
。

ど
の
家
も
心
掃
除
を
し
て
、
家
で
作
っ
た
極
上
の

お
茶
を
用
意
し
て
待
っ
て
お
り
ま
し
た
ん
や
。

　
と
こ
ろ
が
村
道
に
そ
う
て
あ
っ
ち
に
ぽ
つ
ぽ
つ
、

こ
っ
ち
に
ぽ
つ
ぽ
つ
あ
盃
家
を
、
四
、
五
軒
ま
わ
っ

た
こ
ろ
、
和
尚
さ
ん
の
よ
う
す
が
お
か
し
ゅ
う
な

ｙ
ryでjiiR

　苓九幹i〕
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．〃Ｓ．こ

絵
　
同
会
・
小
俣
明
子
さ
ん

Hr

つ
て
き
ま
し
た
。

　
も
と
も
と
無
口
だ
と
見
え
て
、
い
ら
ん
こ
と
は
、

ど
こ
の
家
で
も
し
ゃ
べ
ら
れ
ま
せ
ん
が
、
曲
が
り

か
ど
の
家
に
く
る
と
、
よ
け
い
無
口
に
な
ら
は
り

ま
し
た
。
た
だ
茶
わ
ん
に
な
み
な
み
と
そ
そ
が
れ

た
お
茶
を
、
に
ら
み
つ
け
る
よ
う
に
し
て
見
て
お

い
で
で
す
。
家
の
者
が
す
す
め
ま
す
と
、
意
を
決

し
た
よ
う
に
、
一
息
で
飲
み
ほ
さ
れ
ま
し
た
。

　
そ
の
あ
と
、
ボ
ー
ツ
と
し
た
よ
う
す
で
す
わ
っ

て
お
い
で
で
す
。

　
村
役
さ
ん
も
家
の
者
も
、
気
が
も
め
る
こ
と
で

す
。

　
「
ま
あ
、
も
う
一
杯
お
茶
で
も
」

　
と
、
極
上
の
お
茶
を
す
す
め
ま
す
と
、
ガ
バ
ッ

と
立
ち
上
が
り
あ
わ
て
ふ
た
め
い
て
お
い
と
ま
し

は
り
ま
し
た
。

　
次
の
家
へ
行
く
道
々
、
気
の
せ
い
か
足
元
が
ふ

ら
ふ
ら
し
て
お
い
で
で
す
。

「
き
ぶ
ん
で
も
お
わ
る
い
ん
じ
や
？
」

　
村
役
さ
ん
が
、
お
そ
る
お
そ
る
聞
き
ま
す
と
、

「
も
う
け
っ
こ
う
、
も
う
け
っ
こ
う
…
…
」

　
消
え
入
る
よ
う
な
声
で
四
心
の
よ
う
に
四
え
て

い
ま
し
た
。

　
竹
や
ぶ
の
横
の
家
で
は
、
門
を
入
る
と
も
う
茶

の
香
が
た
だ
よ
う
て
き
ま
し
た
。

　
お
茶
で
も
と
い
う
だ
ん
に
な
っ
た
と
た
ん
、
和

尚
さ
ん
は
青
く
な
っ
て
家
を
飛
び
出
し
て
い
か
は

り
ま
し
た
。

　
お
ど
ろ
い
た
村
役
さ
ん
が
追
い
か
け
て
い
き
ま

す
と
、
竹
や
ぶ
に
入
っ
た
ま
ま
で
て
こ
ら
れ
ま
せ

ん
。

　
し
ば
ら
く
し
て
や
っ
と
出
て
き
た
和
尚
さ
ん
、

苦
し
い
息
の
し
た
か
ら

　
「
オ
・
チ
ャ
　
オ
チ
ャ
に
ヨ
ッ
パ
ラ
ッ
タ
ー
　
茶

地
獄
ヤ
ー
」

　
と
さ
け
ぶ
な
り
、
そ
の
場
に
へ
な
へ
な
と
し
ゃ

が
み
こ
み
ま
し
た
ん
や
と
。

　
　
　
　
（
志
津
川
、
武
田
和
清
さ
ん
の
話
よ
り
）

ここにもある

　　　I’X．1－　　

I－＊＾＾－－－■’

宇
治
公
民
館
版
画
サ
ー
ク
ル
、

宇

治

民
話
の
会
の
皆
さ
ん
に
ご
協
力
い
た
だ
き
ま
し
た
。
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茶どころ宇治イラスト
マップ

市営茶室「対鳳庵」

気軽に本場の1峰竃；を味わえます。

　倫は鴎500円（・＾菓子付き）

お茶の記念碑・塚めぐり
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