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「特集」
お茶を暮らしに

号外保存版

千
行
年
余
の
歴
史
を
持
ち
、
自
然

と
景
観
に
恵
ま
れ
た
宇
治
市
は
、
日
本

茶
の
ふ
る
さ
と
と
し
て
歩
ん
で
き
ま
し

た
。今

、
宇
治
の
町
は
お
茶
づ
く
り
の
最

盛
期
に
入
り
、
茶
工
場
か
ら
は
新
茶
の

香
り
が
漂
っ
て
い
ま
す
。
お
茶
は
私
だ

ち
の
暮
ら
し
に
欠
か
せ
な
い
も
の
で
す

が
、
知
ら
れ
て
い
な
い
事
が
多
く
あ
り

ま
す
。

こ
の
ほ
ど
、
私
た
ち
の
ふ
る
さ
と
宇

治
で
生
ま
れ
る
よ
于
治
茶
″
の
特
染
を

発
行
い
た
し
ま
し
た
。
こ
の
特
集
を
通

じ
て
、
多
く
の
市
民
の
皆
さ
ん
が
お
茶

ふ
る
さ
と
と
宇
治
茶

〝初夏の香り〟摘む

地元の特産
に
親
し
ん
で
い
た
だ
け
れ
ば
参
い
で
す

こ
れ
か
ら
も
、
自
然
と
人
が
調
和
し

た
町
づ
く
り
を
積
極
的
に
進
め
、
心
か

よ
う
ふ
る
さ
と
づ
く
り
に
努
め
て
ま
い

る
所
存
で
す
。

宇
治
市
長
池
本
正
夫

八十八夜に

「新茶第1号

」

全
国
的
に
有
名
な
地
元
の
特
産
、
宇
治
茶
。
ｗ
’
目
り

高
い
新
茶
づ
く
り
は
た
だ
い
ま
最
盛
期
で
す
。

八
十
八
夜
を
迎
え
た
去
る
五
月
二
日
の
ひ
ん
や
り

と
し
た
朝
、
宇
治
茶
の
初
摘
み
が
市
内
の
茶
同
で
行

わ
れ
ま
し
た
。

こ
の
日
ノ
平
等
院
近
く
の
玉
露
茶
園
で
は
、
か
す

り
に
あ
か
ね
だ
す
き
の
主
婦
ら
十
余
人
が
勢
そ
う
い

大
勢
の
茶
業
関
係
者
が
見
守
る
中
で
次
々
と
新
牙
摘

み
。
ヨ
シ
ズ
張
り
の
下
で
、
摘
み
子
さ
ん
ら
は
、
罰

れ
た
于
つ
き
で
昼
前
ま
で
に
生
葉
約
三
十
こ
そ
収
穫

し
ま
し
た
。
こ
と
し
は
、
厳
冬
が
た
た
り
、
新
茶
の

初
摘
み
が
五
日
遅
れ
で
全
般
に
減
収
が
予
想
さ
れ
ま

し
た
が
、
そ
の
後
は
温
暖
な
日
が
続
き
良
質
茶
の
生

産
が
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。

（
写
鳶
は
、
宇
治
茶
の
初
摘
み
＝
5
月
2
日
午
前

9
時
す
ぎ
、
宇
治
東
山
の
茶
園
で
）

325

茶
処
宇
治



5）Ｊ3Ｏ日発行（21984年：Ｕ，’怖】59年りだよ
；（

みなおそう宇治茶

日本茶の種類

恥

お
お
い
を

す
る
茶
園

お
お
い
を

し
な
い
恥
園

茶
の
楚
を
辰
し
た
あ
と
、
も
ま
ず

に
乾
蝶
し
、
石
臼
ま
た
は
衡
臼
で

ひ
い
て
抹
駐
に
し
ま
す

茶
の
ｔ
を
ｔ
．
～
．
一
し
た
■
ｖ
Ｃ
－
ｉ
ｒ
Ｏ
＾
＾
な

か
ら
乾
燥
し
ま
す

ド
．
臨
と
同
じ
よ
う
に
昨
り
ま
す

日
本
苓
の
Ｌ
ぺ
部
分
を
占
め
ま
す

江
丿
亡
摘
み
し
こ
た
あ
と
刀
残
り

の
睦
く
Ｖ
－
＊
■
”
た
Ｉ
を
然
し
て
悒
燥

健
康
・
美
容
に
効
果

ビ
タ
ミ
ン
Ｃ
が
豊
富
な
緑
茶

一
杯
の
お
茶
に
は
、
数
多
く
の

体
調
か
整
え
る
保
健
或
分
が
含
ま

れ
て
い
ま
す
。
毎
目
飲
む
お
茶
の

中
の
さ
ま
ざ
ま
な
吸
分
か
、
体
調

か
給
え
健
康
を
保
つ
た
め
に
、
大

い
に
役
立
っ
て
い
る
の
で
す
。

保
健
成
分
は
1
0
種

類
以
上

お
茶
か
薮
打
と
、
眠
気
を
さ
ま

し
て
作
業
能
率
を
高
め
た
り
、
利

日
常
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
分
野
の
中
で
簡
単
さ
が
も
て
は
や
さ
れ
て
い
る
今
日
、
食
生
活
の
中
で
も
、
加
工
食
品
や
イ
ン
ス
タ
ン
ト
食
品
が
数
多
く
出
回
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
一
方
で
、
健
康
に
対
す
る
関
心
が
高
ま
り
、
自
然
食
品
が
見
直
さ
れ
静
か
な
ブ
ー
ム
を
呼
ん
で
い
ま
す
。
そ
ん
な
中
で
〝
お
茶
″
ー
こ
の
日
本
の
伝
統
的
な
健
康
飲
料
を
取
り
上
げ
て
み
ま
し
た
。
わ
が
宇
治
市
の
伝
統
産
業
で
あ
る
〝
お
茶
″
最
も
身
近
な
自
然
の
恵
み
を
見
直
し
て
み
ま
し
よ
う
。

尿
効
果
を
促
進
し
酔
い
を
さ
ま
す

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

人
に
よ
っ
て
は
か
な
り
個
人
差

が
あ
り
毒
丁
が
、
こ
れ
ら
は
、
ア

ル
カ
ロ
イ
ド
の
一
種
カ
フ
ェ
イ
ン

の
作
用
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

お
茶
の
中
の
カ
フ
ェ
イ
ン
は
、

大
脳
な
ど
の
中
枢
神
経
に
興
奮
作

用
を
与
え
、
知
的
作
業
能
力
や
運

動
力
か
姻
す
働
き
を
し
ま
す
。

お
茶
に
含
ま
れ
て
い
る
タ
ン
ニ

ン
は
、
体
内
の
解
毒
作
用
と
腸
管

の
緊
張
を
ゆ
る
め
腸
の
運
動
を
活

発
に
し
ま
す
。

体
内
で
作
る
こ
と
が
出
来
な
い

ビ
タ
ミ
ン
Ｃ
は
、
抹
茶
や
玉
露
な

ど
の
緑
茶
に
多
く
含
ま
れ
て
お
り
、

美
容
に
も
効
果
が
あ
り
ま
す
。
ビ

タ
ミ
ン
ｃ
は
、
欠
乏
す
る
と
壊
血

病
や
貧
血
に
か
か
っ
た
り
し
、
毎

日
摂
取
す
る
必
要
が
あ
る
ビ
タ
ミ

ン
で
す
。
こ
の
外
、
ビ
タ
ミ
ン
類

で
は
、
プ
ロ
ビ
タ
ミ
ン
Ａ
を
は
じ

め
ヽ
Ｒ
・
ｍ
・
ニ
コ
チ
ン
酸
な
ど

の
ビ
タ
ミ
ン
Ｂ
群
や
、
ア
ミ
ノ
酸

類
、
灰
分
な
ど
ミ
ネ
ラ
ル
成
分
を

豊
富
に
含
人
で
い
ま
す
。

香
り
を
確
か
め
こ
ま
め
に
購
人

新
芽
の
と
ろ
け
る
ふ
Ｚ
逍

り
と
鮮
や
か
な
緑
、
上
品
な
味

覚
を
誇
る
抹
茶
は
、
そ
れ
だ
け

で
も
十
分
風
味
高
く
い
た
だ
け

ホ
チ
が
、
ち
ょ
っ
と
目
先
き
を

変
え
て
、
抹
茶
を
利
用
し
た
菓

子
類
な
ど
を
探
し
て
み
ま
し
た
。

ロ
に
含
む
と
透
き
通
っ
た
飴

（
冷
め
）
の
中
か
ら
抹
茶
が
こ

ぼ
れ
出
る
抹
茶
飴
、
香
ば
し
さ

と
茶
の
香
ぴ
が
調
和
し
た
茶
の

葉
せ
ん
べ
い
、
ほ
う
古
い
甘
さ

の
茶
だ
ん
ご
・
茶
よ
7
か
ん
、

塩
ま
ん
じ
ゅ
う
に
抹
茶
を
入
れ

た
茶
の
花
李
ん
七
ゆ
う
、
そ
ら

豆
を
抹
茶
入
り
砂
糖
で
か
ら
め

た
抹
茶
入
り
豆
な
と
が
あ
り
ま

し
た
。
ま
た
、
茶
そ
ば
や
抹
茶

あらかると

抹茶のお菓子

が
ゆ
、
さ
ら
に
茶
カ
ス
テ
ラ
や

抹
茶
ソ
フ
ト
ク
リ
ー
ム
な
ど
若

者
に
も
好
ま
れ
る
よ
ｙ
つ
工
夫
を

凝
ら
し
た
も
の
も
あ
り
ま
し
た
。

家
庭
で
も
ひ
と
工
夫
し
て
、

簡
単
に
作
れ
る
。
抹
茶
入
1
煎

に
彙
子
≪
を
ど
っ
ち
さ
っ
ぱ

り
と
し
た
甘
さ
と
否
り
豊
か
な

前
茶
（
せ
ん
ち
や
）
、
番
茶
な
Ｉ
示
す
。

あ
り
ま
す
。
そ
の
中
で
も
品
質
に
家
庭
用
の
冷
蔵
庫
を
利
用
す
る

格
差
が
あ
り
、
茶
葉
の
形
や
色
ッ
場
合
は
、
庫
内
の
臭
い
か
つ
か
な

ヤ
、
香
り
、
お
湯
衆
汪
い
だ
あ
と
の
い
ふ
つ
に
茶
缶
に
入
れ
て
密
封
を
。

水
色
と
香
味
で
分
け
ら
れ
ま
す
。

用
途
に
応
じ
て
試
飲
し
た
り
、
香

り
を
味
わ
っ
て
買
う
こ
と
が
大
切

お
茶
の
種
類
に

は
、
抹
茶
、
玉
露
、
で
す
。
包
装
茶
は
、
包
装
年
月
日
や

表
示
し
た
事
項
を
確
か
め
て
。

一
度
に
買
う
量
は
、
梅
雨
ど
き

で
二
週
間
分
ぐ
ら
い
、
ふ
だ
ん
で

一
ヵ
月
分
ぐ
ら
い
が
適
当
。
お
茶

の
新
鮮
な
味
と
香
り
を
楽
し
む
コ

ツ
で
す
。

温
気
を
避
け
て
冷
暗
所
に
保
存

せ
っ
か
く
の
お
い
し
い
お
茶
も

保
存
の
方
法
が
悪
い
と
変
質
し
て

浪
ず
く
な
り
ま
す
。
お
茶
は
非
常

に
繊
細
な
も
の
で
、
温
度
、
光
線
、

湿
度
な
ど
に
よ
っ
て
変
質
し
や
す

く
、
ま
た
他
の
食
品
の
臭
い
も
吸

収
し
や
す
い
性
質
が
あ
り
ま
す
。

た
く
さ
人
の
お
茶
を
手
に
入
れ
た

時
は
、
十
日
分
ぐ
ら
い
を
小
出
し

お
茶
の
冷
蔵
の
適
温
は
、
零
度
か

ら
五
度
ぐ
ら
い
で
、
冷
蔵
市
内
で

は
あ
ま
り
長
く
保
存
で
き
ま
せ
ん
。

ま
た
、
出
し
入
れ
の
際
に
温
度
の

変
化
に
よ
り
容
器
の
表
面
に
水
滴

が
つ
い
た
時
は
、
容
器
の
表
面
が

自
然
に
乾
燥
し
て
か
ら
開
封
を
。

お
い
し
い
大
れ
方

水
道
水
は
沸
騰
を

お
茶
を
お
い
し
く
入
れ
る
た
め

に
は
、
湯
の
温
度
、
葉
の
量
、
種

類
に
応
じ
た
入
れ
方
を
す
る
こ
と

が
大
切
。
ぜ
ひ
、
こ
の
機
会
に
覚

え
で
く
だ
さ
い
。

お
い
し
い
お
茶
を
入
れ
る
決
め

手
は
、
湯
の
温
度
。
必
ず
沸
騰
さ

せ
た
湯
を
使
う
こ
と
が
肝
心
で
す
。

そ
れ
も
、
沸
騰
し
た
ら
五
分
ほ
ど

で
火
を
止
め
、
冷
ま
し
て
か
ら
便

い
ま
す
。
沸
騰
し
て
い
な
い
湯
を

使
う
と
、
茶
の
成
分
と
湯
が
と
け

風
味
は
、
子
ど
も
た
ち
や
お
年

寄
り
に
も
善
ば
れ
ま
す
。

抹
茶
入
り
蒸
し
菓
子

材
料
（
力
″
プ
型
1
5
個
分
）
マ

ー
ガ
リ
ン
大
さ
じ
8
（
8
0
慧

砂
糖
5
0
河
卵
3
個
抹
茶
大

さ
じ
2
～
2
・
5
牛
乳
2
0
0
に

小
麦
粉
3
0
0
呵
ベ
ー
キ
ン
グ
パ

ウ
ダ
ー
大
さ
じ
Ｉ
強
。

①
マ
ー
ガ
リ
ン
を
ク
リ
ー
ム
状

に
ね
り
砂
糖
を
加
え
、
よ
く

す
欠
Ｂ
せ
る
。

②
卵
と
抹
茶
を
①
に
加
え
よ
く

混
ぜ
合
わ
せ
る
。

③
②
に
牛
乳
を
加
え
て
な
め
ら

か
に
な
っ
た
ら
、
ふ
る
い
合

わ
せ
た
小
麦
粉
と
ベ
ー
キ
ン

グ
パ
ウ
ダ
ー
を
入
れ
、
さ
っ

く
り
と
混
斐
お
せ
る
。

④
カ
″
ブ
型
に
了
・
・
ガ
リ
ン
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
場
合
は
、
強

火
で
1
5
分
。
オ
ー
ブ
ン
で
焼

く
場
合
は
1
6
0
度
で
2
5
分
。

応
用
…
甘
納
豆
を
最
後
に
混

ぜ
合
わ
せ
て
も
良
い
（
こ
の
場

合
は
砂
糖
を
減
量
）
。

使
う
水
は
井
戸
水
が
一
番
で
す

が
、
水
道
水
で
も
カ
ル
キ
の
成
分

夕
援
く
と
よ
り
お
い
し
く
な
り
ま

す
。
そ
の
た
め
に
も
沸
騰
さ
せ
て
。

そ
の
次
に
茶
葉
の
量
－
こ
れ
に

は
好
み
が
あ
り
ま
す
が
、
お
い
し

い
と
感
じ
た
量
を
覚
え
て
お
き
ま

し
ょ
う
。茶

種
に
応
じ
て

大
切
な
湯
温
度

●
玉
露
ま
っ
た
り
と
し
た
甘
さ
が
特
徴
の
玉
露
は
、
お
湯
の
温
度
に
十
分
注
意
し
ま
す
。
よ
く
沸
騰
さ
せ
た
お
湯
を
湯
ざ
ま
し
茶
碗
（
ち
ゃ
わ
ん
）
で
、
摂
氏
五
十
王
（
十
度
ぐ
ら
い
ま
で
冷
ま
し
ま
す
。
茶
葉
の
ほ
は
、
三
人
分
で
約
十
Ｉ
。
湯
を
入
れ
て
二
上
二
分
ぐ
ら
い
し
て
注
ぎ
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
急
須
や
茶
碗
は
1
分
温
め
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
●
煎
茶
西
り
高
く
、
の
ど
ご
し
が
良
く
し
か
ち
あ
と
味
に
清
涼
感
が
残
る
前
茶
は
、
玉
露
と
ち
か
っ
て
、
比

お
り
た
な

っ
と
ト
品

来
商

Ｉこのような工程を経て出

袋につめられたりして

以

茶は

ます

ここからが、商品となるための仕上

茶製造工程です。荒茶は、形が大小さ

まざまな状態で混じり合っていますの

で、総合仕上機で切断、木草分離、風

選して形を整えます。そして仕上茶乾

燥機で茶をさらに乾燥させ、同時に独

得のお茶の香りをつくり出します。最

後に選別機で茶をさらに細分類し、木

茎、古葉を取り除きます。

玉露と煎茶…こ

うしてできます

総合仕上機

宇治の里で育ったお茶の葉は、八十八

夜のころから摘まれ、仕上茶までの長い

道のりかたどって、私たちの家庭で飲ま

れるようになります．

お茶をひと目含む時、茶の葉の長旅を

思い出して味わいたいものですね、

蒸された茶の葉は、散茶機で葉を散り

ばめ水分を取り除きながら冷まします。

次に粗揉機（そじゅうき）で葉をもみな

がら熱風で乾かします。この間40～60分。

さらに中揉機（ちゅうじゅうき）へ進

み、茶の葉を再びもみながら熱風で乾か

します。この間15～20分。そして精揉機

（せいじゅうき・写真上）で葉に熱と力

を加え、細長くもみながら形を整え乾か

しますっこの間4Ｏ～5Ｏ分その後乾燥機

で十分に乾燥、ここまでが荒茶製造工程

末たものは荒茶と呼ばれています，
けう’．～

工場に運ぴ・込まれた茶の葉は、

コンベアに乗って自動的に蒸し機

へ送られ、素早く強い蒸気で塵し

ます、
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宇ｉ台ｒｆｉ正外号（3）

▼
畝
が
続
く
新
芽
の
茶
園
（
5
月
7
日
、
白
川
に
あ
る
京
都
府
立
茶
業
研
究
所
の
茶
園
で
）

に
し
、
残
り
は
茶
缶
に
入
れ
、
寮
一
合
わ
な
い
で
水
っ
ぽ
い
味
に
な
っ

封
し
て
冷
暗
な
と
こ
ろ
へ
置
き
ま
て
し
ま
い
を
す
。

標準的なお茶の入れ方

藁掃
客

Å、数
荼の≪ 鵬の盤度 潟の≫ 浸出時間．

玉露上 3人
ｌＯｇ

1大きし2杯・

5ｏ℃

（湯気かすかに．，
6（ａ（150秒

玉露ｔ 3人
ｔｏｅ

1，大きじ2杯）

6ｏ℃

ＨＳ乱小さく上る；
6・ 120秒

蕪藁上 3Ａ．
6ｇ

ｉ大－ｌニ■ｉ軸
70℃（潟乱臓ゅれｉＳい

Ｉ80㎡12晰

無苓並 5人 ｌＯｇ（＊さじ2杯）90ｔ喘乱恥・ｉ：ｌる：45● 6（秒

番荼 5人
Ｉ5ｅ

（大きじ3杯）
鼻4，63● Ｍｉ

ほうじ茶3Ａ
15ｅ

し大さし3杯ｊ
熱湯
丿鯉！ 65（Ｍ：≪秒

※この表はあくまでも標準です。人の好みや

時間、場所などに合わせて応用しましょう、

※2煎目は、湯が茶葉にしみ込んでいますか

ら、％位の時間で十分です。

較
的
熱
い
湯
（
摂
氏
八
十
度
ぐ
ら
じ
で
も
お
い
ト
入
れ
ら
れ
ま
す
。
茶
葉
の
量
は
、
三
～
五
人
分
で
約
六
～
十
Ｉ
。
お
湯
を
入
れ
て
一
分
ぐ
ら
い
お
い
て
、
各
茶
碗
に
少
に
ず
つ
注
ぎ
ま
于
。
入
れ
た
お
湯
は
、
必
ず
出
し
切
る
二
と
が
大
切
で
す
。
●
抹
茶
抹
茶
に
は
う
す
茶
と
こ
い
茶
が
あ
り
ま
す
。
う
す
茶
は
茶
杓
（
ち
や
し
や
く
）
二
杯
（
約
二
河
）
ほ
ど
を
入
れ
て
熱
湯
を
二
分
の
一
杓
（
約
六
十
に
）
く
ら
い
注
い
で
茶
せ
ん
で
細
か
く
泡
立
て
ま
す
。
こ
い
茶
は
、
茶
杓
に
五
杯
（
約
五
河
）
ぐ
ら
い
入
れ
熱
湯
を
少
し
加
え
、
よ
ぐ
練
っ
て
飲
み
ま
む
し
康
司

玉露と煎茶…こうしてできます

り

茶の葉は、手摘みレ茶摘み機などで摘

みとられ、製茶工場へ運ばれます。日本

の茶は摘んだ後、熱を加えて酸化酵素の

働きを止めます。「蒸す」と「炒（い）る」

の2通りありますが、普通は「蒸す」方

法で作られます。

集められた茶の葉は、まず荒茶製造工

程を進みます。

。＾・ＬＩｉ

・、つ必

総路
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朝
起
き
て
、
一
番
先
に
ロ
に
す
る
の
が
お
茶
。
ほ
っ
と
ひ
と
恩
の
時
間
に
飲
む
昼
の
お
茶
、
そ
し
て
夜
に
は
、
一
日
の
庫
れ
を
い
や
す
た
め
に
私
た
ち
は
お
茶
を
飲
み
未
了
。
こ
の
ぷ
つ
に
毎
日
の
生
活
の
中
で
欠
か
す
こ
と
が
で
き
な
い
お
茶
。
そ
こ
で
商
品
と
し
て
お
茶
に
接
す
る
消
費
者
と
、
お
茶
の
木
を
育
て
葉
を
摘
み
、
商
品
を
生
み
出
す
生
産
者
に
、
お
茶
に
つ
い
て
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。
◇

お
茶
の
利
用
自
分
な
り
に
工
夫

山
本
朱
美
さ
ん

菟
道
森
本
（
主
婦
）

宇
治
に
来
て
や
は
り
お
茶
が

お
い
し
い
土
地
だ
と
思
い
ま
し

た
。
と
こ
ろ
が
、
番
茶
、
ほ
う

じ
茶
は
ほ
と
ん
ど
の
家
庭
で
］
｝
一
一

日
飲
ん
で
い
る
の
に
、
ビ
タ
ミ

ン
類
な
ど
が
多
い
緑
茶
に
な
る

と
そ
れ
ほ
ど
で
も
な
い
Ｉ
こ
れ

は
七
の
良
き
や
お
い
し
い
入
れ

方
、
利
用
の
に
芳
な
ど
が
あ
ま

り
知
ら
れ
て
ぃ
な
い
か
ら
で
は

な
い
で
し
ま
茄
。
私
は
、
お

茶
を
買
う
時
に
は
必
ず
そ
の
店

で
お
い
し
い
入
れ
方
と
保
存
の

し
方
か
簡
い
て
右
享
子
。
時

に
は
買
ラ
お
茶
奎
選
ん
で
も
ら

っ
た
り
し
未
了
。

ま
た
、
子
μ
石
た
ち
に
も
、
ビ

タ
ミ
ン
Ｃ
の
多
い
抹
茶
を
と
考

え
、
抹
茶
を
使
っ
た
ヶ
Ｉ
キ
や

ゼ
リ
ー
な
ど
目
分
な
り
に
工
夫

し
て
作
っ
て
い
ま
ず
。
ち
ょ
っ

と
し
た
手
土
産
に
も
喜
ば
れ
ま

す
。
茶
処
宇
治
に
せ
っ
か
く
住

ん
で
い
る
の
で
す
か
ら
、
こ
の

お
い
し
い
お
茶
衆
目
分
な
り
に

エ
夫
し
て
暮
？
に
取
り
入
れ

た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

か
ら
芽
夕
摘
み
、
作
り
上
げ
て

ゆ
く
宇
治
茶
。
こ
の
伝
統
産
業

で
あ
る
宇
治
茶
を
、
作
る
側
と

売
る
側
、
そ
し
て
消
費
者
が
一

体
と
な
っ
て
守
っ
て
ゆ
く
必
要

が
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

幸
い
に
も
茶
業
は
後
継
者
に

も
の
ぐ
ま
れ
、
五
十
八
年
に
は

茶
生
産
組
合
で
、
後
継
者
と
し

て
期
待
さ
れ
て
い
る
二
十
上
二

十
歳
代
の
組
合
員
が
青
年
部
を

結
成
し
ま
し
た
。
人
間
、
若
い

間
に
苦
労
が
必
要
と
言
わ
れ
る

ぷ
つ
に
、
茶
業
の
後
継
者
に
も

苦
労
と
努
力
は
買
っ
て
出
て
ほ

し
い
で
す
ね
。
そ
し
て
茶
づ
く

伝
統
と
科
学

調
和
の
と
れ
た
茶
をユ

9
小
島
佳
剛
さ
ん

白
川
川
上
り
谷
（
茶
菓
）

茶
生
産
農
家
の
長
男
と
し
て

茶
園
を
継
い
で
十
五
年
に
な
り

水
子
。
茶
づ
く
り
は
、
長
年
の

経
験
と
カ
ン
と
惜
し
み
な
い
労

私
の
暮
ら
し
と
お
茶

消
費
者
・
生
産
者
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

後
継
者
に
望
む
積
極
的
な
茶
づ
く
り

寺
川
俊
男
さ
ん

宇
治
壱
番
（
茶
業
）

お
茶
の
木
お
簒
義
が
子
と

同
じ
ぐ
ら
い
可
愛
い
も
の
で
す
。

壬
一
に
掛
け
て
育
て
た
茶
の
木

り
は
、
年
寄
り
か
ら
ト
ぶ
ら
れ

る
く
ら
い
積
極
的
に
や
っ
て
ほ

し
い
と
望
ん
で
い
ま
す
。

今
後
は
、
観
光
宇
治
の
代
表

産
業
と
し
て
、
特
魯
旨
る
宇
治

茶
づ
く
ひ
が
必
要
で
し
ょ
う
。

ま
た
、
都
市
化
が
進
む
中
で
、

町
の
緑
と
し
て
茶
園
が
共
存
し

て
い
け
る
よ
う
努
力
し
て
い
き

た
い
と
思
い
ま
す
。
さ
ら
に
、

茶
業
の
将
来
に
大
声
な
展
望
を

も
た
ら
于
折
居
国
有
林
の
集
団

茶
園
構
相
有
、
み
ん
な
の
力
で

実
現
さ
せ
て
い
き
た
い
と
考
え

て
い
ま
す
。

働
で
作
り
上
げ
て
い
く
仕
事
で

す
。
そ
れ
で
も
、
満
足
が
い
く

ぉ
茶
の
収
穫
、
製
造
が
で
き
る

の
は
ご
く
書
れ
で
す
。

私
は
、
こ
れ
か
ら
の
茶
業
け

伝
統
を
受
け
継
ぎ
な
が
シ
ベ

近
代
的
な
経
営
が
必
要
だ
と
考

え
て
い
季
子
。
生
産
コ
ス
ト
を

下
げ
て
、
お
い
し
い
お
茶
を
少

し
で
も
安
く
飲
ん
で
い
た
だ
き

た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

宇
治
茶
の
品
質
は
、
全
国
的

に
み
て
も
断
然
ト
″
プ
で
す
。

こ
の
高
品
質
ダ
羅
持
し
な
が
ら

も
、
ど
の
茶
は
宇
治
の
土
で

育
て
な
い
と
お
い
し
ぐ
な
ｙ
と
言
わ
れ
る
茶
づ
く
り
を
、
す
す
め
た
い
と
思
い
ま
す
。
私
は
、
伝
統
の
よ
さ
を
取
り
入
れ
た
科
学
的
な
茶
生
産
か
求
め
て
い
康
司

手
軽
さ
考
え
つ
い
コ
ー
ヒ
ー
に

藤
本
利
栄
さ
ん

伊
勢
田
町
南
山
（
自
営
）

宇
治
と
い
う
土
地
柄
、
進
物

品
に
は
お
茶
を
よ
く
使
い
ま
す
。

特
に
遠
万
の
人
に
は
喜
ん
で
い

た
だ
け
ホ
寄
し
、
こ
と
し
も
さ

ぷ
ぐ
新
茶
を
贈
り
ま
し
た
。

し
の
家
で
は
、
商
売
柄
、
緑

は
よ
く
使
い
未
了
。
た
だ
、

勺
後
の
テ
″
Ｉ
タ
イ
ム
に
は
コ

ー
ヒ
ー
を
い
た
だ
ぐ
こ
と
が
多

い
で
す
ね
。
お
ラ
す
や
玉
露
な

ど
艮
い
お
茶
を
入
れ
る
と
お
茶

菓
子
の
用
蔓
妥
え
た
り
、
つ

い
つ
い
め
ん
こ
つ
で
コ
ー
ヒ
ー

に
し
て
し
ま
い
Ｉ
子
。

宇
治
に
は
ま
だ
ま
だ
宇
治
茶

の
良
さ
を
十
分
知
っ
て
い
る
人

が
私
も
含
め
て
少
な
い
と
思
い

ま
す
。
ど
し
ど
し
Ｐ
Ｒ
を
さ
れ

た
ら
い
か
が
で
し
よ
シ
か
。

‥ ヽ Ｎ ｙ ｀ 卜 ご ヽ 、 ． ・｀ ベ ・ ぶ や ミ 、 べ 、 、

、｀卜いぺ、、ヽ－ぐｙｌぐ、ふ、、ヽ ｀ 卜 卜 ・ ｀ 卜 、 ヽ ヽ ・ 、
｀ヘンより、ヽ・

－ で ｀ ぐ ヽ ・ 、
Ｉ・こトヽ．、ヽ

Ｎ χ ’ 、 ． ゝ 1 ．

昭
和
二
土
八
年
三
月
、
宇
治
郡

東
宇
治
町
と
久
世
郡
宇
治
町
・
横

島
村
・
小
倉
村
・
大
久
保
村
の
二

町
三
村
が
合
併
し
て
宇
治
市
制
が

施
行
さ
れ
ま
し
た
。
合
併
当
時
、

人
口
は
約
三
万
八
千
人
、
市
内
の

様
相
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
町
村
の
役

場
を
中
心
と
し
た
集
落
が
点
在
す

る
大
都
市
近
郊
の
小
都
市
で
し
た
。

昭
和
四
十
年
ご
ろ
か
ら
、
京
都
、

大
阪
の
衛
星
都
市
と
し
て
地
の
利

便
が
見
直
さ
れ
、
急
激
に
人
口
が

増
加
し
、
現
在
で
は
土
（
万
人
余

り
の
都
市
に
発
展
し
ま
し
た
。

こ
の
大
き
な
発
展
を
遂
げ
る
中

で
、
伝
統
産
業
で
あ
る
宇
治
茶
は

一
時
期
、
茶
園
面
積
、
生
産
量
な

禁？

④

茶園面積と茶の生産量の推移

面積

ａ＞・クター一几

目

と
に
著
し
い
減
少
を
見
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。

5
5
年
以
降
は

増
減
な
く
安
定

市
内
の
茶
園
総
面
積
は
、
五
十

八
年
の
調
査
で
は
九
五
ヘ
ク
タ
ー

ル
あ
り
ま
す
。
こ
の
広
さ
は
、
太

陽
が
丘
の
面
積
と
同
？
ら
い
に

な
り
ま
す
。
市
制
発
足
当
時
か
ら

の
推
移
を
見
ま
す
と
、
三
十
年
に

は
、
五
十
八
年
の
約
二
倍
に
相
当

す
る
一
七
三
ヘ
ク
タ
ー
ル
あ
り
ま

し
た
。
市
の
人
口
が
増
え
始
め
た

四
十
年
に
は
、
一
三
三
・
七
ヘ
ク

タ
ー
ル
。
そ
の
後
、
急
激
な
宅
地

良
臣
副
響

凱
靉
限
Ｗ

Ｌ
服
附
響

凱
照
影
響

溶
暗
麟
響

陪
臣
阻
副
響

陰
陰
阻
害

’ ふ
冒
Ｓ
ｉ
ｉ
ｌ
ｉ
ｌ
ｌ
ｉ
ｌ
ｉ
ｉ
ｉ
ｉ
ｌ
ｉ
ｉ
ｉ
ｌ
ｉ
ｌ
ｌ
ｉ
ｉ
ｌ
Ｓ

Ｊ

Ｅ
一
一
Ｅ

一

一
．一

一
一
一
一
Ｅ
一
Ｅ
一

Ｊ

一
麓

匹

化
か
進
み
茶
園
面
積
は
減
少
の
一

途
を
た
ど
り
、
五
十
五
年
に
は
現

在
と
ほ
ぼ
同
じ
几
四
ヘ
ク
タ
ー
ル

に
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
五
十
五

年
以
降
は
、
大
幅
な
変
化
が
無
く

現
在
に
至
っ
て
い
ま
す
。

茶業のうつりかわり茶の種類別生産量（昭和58年）

都市化で減った茶園
近年は高品質・安定生産ヘ

こ
れ
を
、
市
の
人
口
の
増
加
傾

向
と
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
、
四
十

年
か
ら
五
十
年
の
間
に
三
〇
％
～

五
〇
％
も
の
人
口
の
増
が
あ
っ
た

後
、
五
十
四
年
ま
で
は
一
丁
五
％
、

五
十
五
年
以
降
は
一
％
台
の
増
加

率
を
示
し
て
い
る
こ
と
と
一
致
し

て
い
ま
す
。

生
産
量
の
7
3
％

玉
露
と
て
ん
茶

茶
生
産
量
の
推
移
は
、
茶
園
面

積
の
減
少
と
比
例
し
て
お
り
、
三

十
年
に
一
七
万
（
ラ
ち
玉
露
と

て
ん
茶
が
七
九
丿
）
あ
っ
だ
の
が
、

五
十
八
年
に
は
六
七
ノ
（
う
ち
玉

露
と
て
ん
茶
が
四
九
丿
）
に
な
っ

て
い
季
ｙ
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ

の
生
産
量
も
近
年
は
、
安
定
し
て

い
ま
す
。

さ
て
、
全
国
の
緑
茶
生
産
全
体

の
中
で
宇
治
茶
の
占
め
る
割
合
を

み
ま
す
と
、
国
内
総
生
産
量
に
占

め
る
宇
治
市
内
の
生
産
量
は
、
Ｏ

こ
％
以
下
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
し

総

数

67．3ト

ン

曝茶（てんちや）

35．9トン

（＾3％）

Ｊ［露13．1トン

り9％）

煎茶（せんちや）ｎ．8ト＞（18％）

2番茶6．5トン（ｉＯ％）

か
し
茶
種
別
に
み
ま
芭
、
玉
露

で
は
二
上
二
％
、
て
ん
茶
で
は
Ｉ

〇
％
程
度
を
西
め
て
お
り
、
そ
の

品
質
の
高
さ
と
も
合
わ
せ
て
、
宇

治
茶
イ
コ
ー
ル
高
級
茶
と
言
わ
れ

る
と
こ
ろ
な
の
で
す
。

伝
統
の
宇
治
茶

積
極
的
に
育
成
を

市
で
は
、
茶
業
の
振
興
に
当
た

り
、
覆
棚
（
お
お
い
だ
な
）
や
潅

水
（
か
ん
す
い
）
設
備
の
改
良
な

ど
省
力
化
施
設
の
設
置
を
図
っ
て

き
て
い
ま
す
。
ま
た
、
既
存
の
茶

園
や
新
し
ぐ
出
来
た
茶
園
に
茶
の

苗
木
を
植
え
る
新
植
事
業
や
、
在

来
種
や
老
木
か
栢
一
え
る
新
植
事
業

や
、
在
来
種
や
老
木
を
植
え
換
え

る
改
植
事
業
を
行
っ
て
い
康
司

一
方
、
市
内
の
茶
生
産
者
で
組

織
し
て
い
る
宇
治
市
茶
生
産
組
合

で
は
、
五
十
八
年
二
月
の
定
期
総

会
決
議
の
中
で
、
折
居
国
有
林
の

払
い
下
げ
を
要
請
し
集
団
茶
園
に

す
る
働
き
掛
け
に
取
り
組
む
こ
と

を
決
定
。
こ
れ
に
対
し
て
市
で
は
、

関
係
機
関
と
の
調
整
を
図
り
、
出

来
る
だ
け
国
や
府
の
補
助
制
度
を

導
入
し
、
集
団
茶
園
開
拓
地
と
し

て
確
保
で
き
る
よ
う
積
極
的
に
協

力
を
す
る
こ
と
に
し
て
い
未
了
。

新
し
い
ふ
る
さ
と
づ
く
り
を
目

指
し
て
い
る
市
で
は
、
ふ
屡
も
伝

統
あ
る
宇
治
茶
を
守
り
育
て
て
ゆ

く
た
め
に
一
層
努
力
を
し
て
行
き

た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。



こ
と
し
は
例
年
に
な
く
春
の
訪

れ
が
遅
ぐ
、
茶
の
生
育
が
心
配
さ

れ
ま
し
た
が
、
出
来
は
上
々
と
の

こ
と
で
す
。
そ
こ
に
は
、
年
中
を
通

し
て
世
話
を
さ
れ
る
人
の
心
が
こ

も
っ
て
い
る
0
で
し
ょ
う
。

お
茶
は
私
た
ち
の
暮
ら
し
に
欠

か
せ
な
い
も
の
で
す
が
、
近
ぐ
て

遠
い
存
在
に
な
り
が
ち
で
す
。
こ

の
特
集
で
、
宇
治
茶
を
ご
理
解
い

た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

最
後
に
、
白
川
共
同
製
茶
工

場
の
皆
さ
ん
を
は
じ
め
、
取
材
に

ご
協
力
い
た
だ
き
ま
し
た
皆
さ
ん

に
厚
く
お
礼
申
に
星
げ
ま
す
。
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1984年（昭和59年）5月30日発行（4）宇台ｍｊ攻だより号外

（昭和4年発表）
酒井良夫

中山晋平

作詩

作曲

新民謡

宇治音頭

泌
于
治
の
ナ
ア
ち
ゃ
お
ん
ど

お
茶
の
木
ば
た
け

ヨ
イ
ヤ
サ
ノ
サ

『
八
う
か
れ
ナ
ア
う
き
じ
ま

は
や
せ
を
わ
け
て

あ
い
に
き
た
や
ら
み
な
み
や
ら

ち
ら
り
見
た
日
が
な
つ
か
し
や
へ
う
ぶ
ね
ナ
ア
あ
ま
か
せ

サ
ア
サ
チ
ャ
に

チ
カ
チ
ャ
ラ
チ
ャ
ｙ
卜
な

（
は
や
し
言
葉
以
下
同
じ
）

へ
恋
の
ナ
ア
か
け
は
し

か
ら
か
ね
ぎ
ぽ
し

1 1
Ｚ Ｉ Ｉ Ｒ Ｉ

ｊ ｌ ／ Ｊ 1 』
心 ノ

〃 ｜ 「

の

や

るせ

な

さ

’ｉしのな一荼お－4！・お弔一一

舞萌盗品題串

ぬ木・・はた・けよ・・き！丿ぎ一一ｒｊら’｜担架非命

ｎＩｒ兪

みたーひか一二一一丿一一かし一一錐回磯壽串

やーきあきｉ．やー．ときなー－らやｒ，やらｔ，や・と乙－

が
が
り
火
や
も
え
る

も
え
る
こ
ゝ
ろ
は

か
く
さ
れ
ぬ

「
見
な
せ
ナ
ア
宇
治
山

今
朝
ま
だ
お
き
ぬ

き
り
に
ま
か
れ
て
ね
て
ご
ざ
る

この歌は、昭和4年に作られ、宇

治に生きる人々の、茶を愛する心、

郷土への誇りを広＜紹介するよう歌

われています。今も婦人会活動など

で、普及、継承されています。

宇治茶・年間行事予定

★5日…献茶祭（県神社）

〈昭和60年〉
2月

★未定…茶苑供養（興聖寺）

3月

★下旬・‥茶香服大会（商工会議所）

4月

★初旬…宇治川桜まつり（塔の島）★下旬

…新茶初摘み（新茶1号）

5月

★上旬…新茶まつり（白川茶園など）★中

旬…全国煎茶道大会（万福寺）、市民茶摘

みの集い（松北ａ）

6月

★中旬…宇治市茶品評会（宇治市農協）

7月

★初旬…手もみ競技会（茶研）

9月

★中旬…宇治川観月茶会（塔の島）、月見

茶会（万福寺）

10月

★1日…献茶祭（宇治神社）★7日…宇治

茶まつり（宇治橋、興聖寺、塔の島）★上

旬…茶香服大会（市民会館）★下旬…宇治

茶品評会（茶業センター）

11月
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宇
治
茶
の
歩
み

私
た
ち
の
暮
ら
し
の
中
に
溶

け
込
ん
で
い
る
お
茶
、
い
か
に

も
日
本
独
特
の
飲
み
物
の
ぶ
つ

で
す
が
、
そ
の
起
源
は
と
こ
に

あ
る
の
で
し
よ
フ
か
。

お
茶
の
木
は
、
中
国
南
部
の

雲
南
地
方
が
原
産
地
で
、
茶
の

葉
か
乾
燥
さ
せ
て
飲
む
習
慣
も

中
国
か
ら
伝
わ
り
ま
し
た
。

日
本
へ
、
最
初
に
茶
が
伝
わ

っ
て
き
た
年
代
は
、
明
ら
か
で

あ
り
ま
せ
ん
が
、
古
い
記
録
に

よ
る
と
、
天
平
六
年
（
七
三
四

年
）
に
行
茶
の
儀
が
あ
っ
た
と

記
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
伝

教
大
師
と
弘
法
大
師
が
、
茶
種

な
ど
を
中
国
か
ら
持
ち
帰
っ
た

ｊ
ｉ
1
Ｍ
り
Ｑ
ｉ
ｊ
ｉ
ｊ
ｓ
岬
Ｍ
Ｉ
Ｑ
ｎ
ｌ
Ｑ
ｉ
Ｑ
ｉ

そ
う
で
す
が
、
遣
唐
使
の
廃
止

（
八
九
四
年
）
と
と
も
に
喫
茶

た
。
日
本
に
茶
の
風
習
か
広
め

た
始
祖
は
、
事
実
上
こ
の
栄
西

禅
師
と
言
え
ま
し
ょ
う
。

宇
治
地
方
に
茶
種
が
入
っ
て

き
た
の
も
こ
の
こ
ろ
で
す
。
京

都
洛
西
、
栂
尾
（
と
が
の
お
）
高

山
寺
の
明
恵
上
人
が
、
栄
西
禅

師
か
ら
茶
種
を
受
け
、
適
栽
地

覚
王
院
僧
正
に
宇
治
茶
を
進
上

し
た
と
さ
れ
て
い
る
記
述
で
す
。

室
町
時
代
の
十
四
世
紀
半
ば

か
ら
、
将
軍
足
利
義
満
は
、
宇

治
茶
の
栽
培
を
奨
励
し
、
「
宇

治
七
名
園
」
と
言
わ
れ
る
新
し

い
茶
園
を
開
か
せ
ま
し
た
。
こ

の
こ
と
に
よ
り
宇
治
は
、
茶
ど

味
、
全
て
が
大
き
く
向
上
す
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

－3 ｒ 7 ご

そ
の
後
、
織
田
信
長
、
豊
臣
’

秀
吉
、
徳
川
家
康
は
、
と
も
に
一

茶
の
湯
に
親
し
み
、
宇
治
の
地

’

玉
露
の
技
術

中
世
に
宇
治
茶
師
の
手
で

を
直
轄
支
配
し
、
茶
の
栽
培
を

奨
励
し
ま
し
た
。

一 一

さ
ら
に
元
文
三
年
（
一
七
一
言

八
年
）
宇
治
製
煎
茶
（
せ
ん
ち
’

や
）
あ
る
い
は
青
製
前
茶
と
言
’
一

の
習
慣
は
衰
え
ま
し
た
。

再
び
、
日
本
に
茶
が
入
っ
て

き
た
の
は
、
鎌
倉
時
代
の
建
久

二
年
二
Ｉ
九
一
年
）
で
、
京

都
建
仁
寺
の
栄
西
禅
師
が
宋
か

ら
茶
種
を
持
ち
帰
り
ま
し
た
。

そ
の
後
厦
茶
養
生
記
”
で
茶

の
効
能
を
説
き
、

Ｑ
Ｍ
Ｑ
り
ｉ
Ｍ
】
Ｍ
ｉ
Ｍ

奨
励
し
ま
し

を
求
め
て
、
宇
治
五
ヶ
庄
に
そ

の
地
を
見
つ
け
た
と
言
わ
れ
て

い
ま
す
。

し
か
し
、
現
在
、
文
献
で
明

ら
か
に
さ
れ
て
い
る
宇
治
茶
の

初
見
は
、
応
安
七
年
（
ご
二
七

四
年
）
、
公
家
の
豊
原
信
秋
が

記
し
た
嵯
秋
記
”
の
中
で
、

こ
ろ
と
し
て
の
不
動
の
地
位
を

得
、
天
下
に
そ
の
名
を
知
ら
す

こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。

ま
た
、
茶
を
守
り
育
て
て
き

た
室
町
時
代
の
宇
治
茶
師
は
、

茶
の
覆
下
（
お
お
い
し
た
）
栽

培
を
考
案
し
ま
し
た
。
こ
の
こ

と
に
よ
り
、
茶
は
色
、
香
り
、

わ
れ
る
煎
茶
が
作
り
出
さ
れ
、

Ｊ －

天
保
五
年
（
一
八
三
四
年
）
に
は
、
一

宇
治
茶
師
だ
も
の
手
で
、
覆
下
］

栽
培
で
育
て
ら
れ
た
茶
を
、
青
ｙ

製
前
茶
製
法
に
よ
り
加
工
し
、

’

玉
露
が
生
ま
れ
ま
し
た
。
一
一

こ
の
ぷ
っ
に
、
中
世
以
来
、
］

3 ・

宇
治
茶
師
だ
も
の
地
道
な
努
力
’

に
よ
っ
て
、
今
日
の
宇
治
茶
の
ｔ

基
礎
が
築
か
れ
ま
し
た
。
一

日
本
茶
の
ふ
る
さ
と
と
し
て
’

の
伝
統
か
痔
つ
宇
治
茶
は
、
今

も
発
展
を
続
け
て
い
ま
す
。
一

328

　
さ
す
が
宇
治
だ
ね
。

お
茶
の
こ
と
を
教
え
て

も
ら
う
時
は
、
こ
こ
へ

’
行
け
ば
い
い
ん
だ
よ
。

京都府立茶業研究所大正14

年に設置。昭和43年に宇治若森

から現在地へ移転。茶の品質向

上と、省力安定生産技術を確立

するための試験研究を行う。（所

在地：白川中ノ菌1・公⑩557

7）

宇
治
市
観
光
セ
ン
タ
ー
昭
和
5
7
年
5

月
に
完
成
。
観
光
案
内
や
対
鳳
庵
の
運
営

貸
館
業
務
の
ほ
か
、
桜
ま
つ
り
や
新
茶
ま

つ
り
、
鵜
（
ウ
）
飼
、
花
火
大
会
な
ど
の
各

種
催
し
物
を
企
画
・
運
営
。
（
所
在
地
一
宇

治
塔
川
2
・
ａ
⑩
3
3
3
4
）

茶
業
セ
ン
タ
ー
（
京
都
府
茶
業
協
同
組
合
）

　
昭
和
5
5
年
5
月
に
オ
ー
プ
ン
。
茶
販
売

業
者
の
組
合
。
宇
治
茶
の
宣
伝
、
あ
つ
せ

ん
、
ま
た
茶
の
冷
蔵
保
管
、
共
同
加
工
な

ど
を
行
う
。
（
所
在
地
一
宇
治
折
居
2
5
・
ｆ
ｉ

酋
7
7
1
1
）

市営茶室対鳳庵宇治茶の宣伝の

ため、昭和32年11月に建設。3月1

日から11月30日まで、毎日午前lO時

から午後4時まで開席。お菓子付き

でー席350円。（所在地：宇治塔川・1－

5・豊⑩3334）
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私
た
ち
の
暮

け
込
ん
で
い
る

も
日
本
独
特
の

で
す
が
、
そ
の

あ
る
の
で
し
ょ

　
お
茶
の
木
は

雲
南
地
方
が
原

葉
か
乾
燥
さ
せ

中
国
か
ら
伝
わ

　
日
本
へ
、
最

っ
て
き
た
年
代

あ
り
ま
せ
ん
が

よ
る
と
、
天
平

年
）
に
行
茶
の

記
さ
れ
て
い
圭

教
大
師
と
弘
法

な
ど
を
中
国
か

宇治茶
イラストマップ
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