
うれしのほ本

お茶編

茶
の
歴
史
を
知
る
不
動
山

日
本
の
お
茶
栽
培
は
佐
賀
県
か
ら
始
ま
っ
た
。

1
1
9
1
年
、臨
済
宗
の
開
祖
・
栄
西
禅
師
が
宋

の
国
か
ら
持
ち
帰
っ
た
茶
の
種
を
佐
賀
県
東
脊
振

村
の
山
腹
に
植
え
、こ
こ
で
育
っ
た
茶
の
種
と

製
造
方
法
が
京
都
の
宇
治
や
静
岡
に
広
ま
っ
た
と

い
う
。

「
う
れ
し
の
茶
」は
佐
賀
で
あ
り
な
が
ら
、栄
西

禅
師
の
流
れ
と
は
違
う
。明
の
陶
工
が
焼
き
も
の

と
と
も
に
嬉
野
に
自
家
用
の
茶
栽
培
を
持
ち
込
ん

だ
こ
と
が
始
ま
り
。1
5
0
4
年
に
は
紅
令
民

が
明
か
ら
茶
を
炒
る
南
京
釡
に
嬉
野
に
持
ち

込
み
、う
れ
し
の
茶
の
代
名
詞
と
も
い
え
る
う
れ

し
の
方
式
の「
釡
炒
り
茶
」が
生
ま
れ
た
。

嬉
野
で
本
格
的
に
茶
葉
製
造
を
生
業
に
で
き

る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
1
6
5
1
年
ご
ろ
。そ
の

立
役
者
が
地
元
の
人
た
ち
か
ら「
う
れ
し
の
茶
の

父
」と
親
し
ま
れ
て
い
る
吉
村
新
兵
衛
だ
。彼
は

嬉
野
町
不
動
山
の
山
林
を
切
り
開
い
て
茶
の
栽
培

を
進
め
た
。不
動
山
に
あ
る
国
の
天
然
記
念
物

「
大
茶
樹
」は
吉
村
新
兵
衛
が
植
え
た
と
い
わ

れ
る
。

「
不
動
山
で
茶
栽
培
を
始
め
た
こ
と
に
大
き
な

意
味
が
あ
る
」と
嬉
茶
楽
館（
茶
業
研
修
施
設
）の

館
長
は
言
う
。お
い
し
い
茶
葉
が
で
き
る
大
切

な
条
件
は
3
つ
。朝
晩
の
寒
暖
の
差
が
大
き
く
、

新
芽
が
出
る
4
〜
５
月
ご
ろ
に
は
朝
霧
が
出
て

生
葉
に
適
度
な
水
分
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
。そ
れ

と
良
質
な
土
壌
。吉
村
新
兵
衛
が
選
ん
だ
不
動

山
の
土
に
は
ア
ン
モ
ニ
ア
窒
素
な
ど
茶
葉
づ
く

り
に
は
重
要
な
成
分
が
し
っ
か
り
と
含
ま
れ
て
、

茶
葉
づ
く
り
に
は
最
も
適
し
た
土
壌
だ
っ
た
。

今
の
科
学
技
術
で
は
土
壌
の
質
は
簡
単
に

知
る
こ
と
が
で
き
る
が
、当
時
、寒
暖
の
差
や

朝
霧
は
体
感
で
き
て
も
土
壌
は
難
し
い
。も
し
、

わ
か
っ
て
切
り
開
い
た
な
ら
す
ご
い
こ
と
だ
。不

動
山
と
茶
の
相
性
の
よ
さ
を
知
っ
て
い
た
の
は
、

吉
村
新
兵
衛
の
経
験
か
ら
な
の
か
、そ
れ
と
も

勘
の
よ
さ
な
か
は
わ
か
ら
な
い
。植
え
て
か
ら

茶
葉
が
摘
み
取
れ
る
よ
う
に
な
る
ま
で
に
は

3
年
か
か
る
と
い
う
。答
え
が
出
る
ま
で
は
大
き

な
賭
け
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。

う
れ
し
の
茶
が
始
ま
っ
て
４
０
０
年
。佐
賀
県

の
茶
葉
生
産
量
は
全
国
8
位（
唐
津
な
ど
も

含
む
）。茶
に
か
か
わ
り
、生
業
に
す
る
人
は
嬉
野

町
内
で
5
0
0
人
に
も
な
っ
た
。吉
村
新
兵
衛
の

賭
け
は
嬉
野
の
基
幹
産
業
と
し
て
花
開
い
た
。

日
本
の
茶
栽
培
の
発
祥
地
か
ら
始
ま
っ
た

佐
賀
は
以
後
も
茶
と
の
か
か
わ
り
深
い
。京
都
で

日
本
初
の
喫
茶
店「
通
仙
亭
」を
開
き
、庶
民
に

煎
茶
を
広
め
た
煎
茶
の
祖
・
売
茶
翁
を
生
み
出

し
た
。

１
８
５
３
年
に
は
幕
末
の
志
士
た
ち
を
支
援

し
た
長
崎
の
女
性
貿
易
商
・
大
浦
慶
が
イ
ギ
リ
ス

や
オ
ラ
ン
ダ
へ
大
量
に
送
り
出
し
て
い
る
。う
れ

し
の
茶
の
お
い
し
さ
は
海
外
の
人
々
の
心
も
動

か
し
た
よ
う
だ
。

う
れ
し
の
茶
の
生
産
者
は
今
も
試
行
錯
誤

し
自
慢
の
味
を
作
る
。物
語
も
注
ぎ
込
ん
で
茶
の

香
り
と
と
も
に
味
わ
っ
て
欲
し
い
。

08

う
れ
し
の
茶
に
も
熱
く
語
れ
る
物
語
が
あ
る

こ
う
れ
い
み
ん

き
ん
さ
ら
ん
か
ん
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う
れ
し
の
茶
ど
こ
ろ

釜
炒
り
茶
の
味
を
求
め
て

ふ
る
さ
と
巡
り

の・ほ・ほ・ん

紀行

うれしの茶は、平成21年～24年の蒸し茶製玉緑茶部門で、全国品評会において、
4年連続農林水産大臣賞及び産地賞（嬉野市）を受賞。岩屋川内地区は、品質の
良いお茶の産地として有名。

う
れ
し
の
茶
は

「
煎
」が
き
く
グ
リ
茶

釡
炒
り
茶
で
知
ら
れ
る
う
れ
し
の
茶
は
、茶
葉
に
も
特
色
が

あ
り
ま
す
。見
た
目
が
丸
く
グ
リ
グ
リ
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

玉
緑
茶（
グ
リ
茶
）と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。グ
リ
茶
を
釡
で
炒
っ
て

揉
み
乾
か
し
て
発
酵
を
止
め
た
も
の
を「
釡
炒
り
玉
緑
茶
」、

蒸
し
た
も
の
を「
蒸
し
製
玉
緑
茶
」と
い
い
ま
す
。味
の
違
い
は
、

前
者
は
、釡
香
が
さ
わ
や
か
で
喉
ご
し
が
さ
っ
ぱ
り
と
し
た
お

茶
で
、後
者
は
深
く
豊
か
な
香
り
と
ま
ろ
や
か
な
味
わ
い
が
特

徴
で
す
。う
れ
し
の
茶
は
1
煎
目
も
2
煎
目
も
、お
い
し
い
緑
茶

に
欠
か
せ
な
い「
色
」「
香
り
」「
味
」が
よ
く
出
る
の
が
特
徴
で
、

そ
れ
を「
煎
が
き
く
」と
言
い
ま
す
。

緑
茶
は
抗
酸
化
作
用
や
抗
菌
作
用
が
あ
る
カ
テ
キ
ン
、新
陳

代
謝
を
促
進
す
る
カ
フ
ェ
イ
ン
、リ
ラ
ッ
ク
ス
効
果
が
あ
る

テ
ア
ニ
ン
の
ほ
か
、ビ
タ
ミ
ン
類
な
ど
も
多
く
含
ま
れ
て
い
る

た
め
に
健
康
と
美
容
に
や
さ
し
い
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

嬉
野
町
岩
屋
川
内
地
区
は
嬉
野
の
中
で
も
品
質
の
良
い
産
地

と
し
て
有
名
で
す
。山
間
部
の
斜
面
に
は
段
々
の
茶
畑
が
続
き
、

春
に
は
茶
葉
の
緑
が
鮮
や
か
で
景
色
と
し
て
も
楽
し
め
ま
す
。

ふ
も
と
に
は
20
の
茶
工
場
が
あ
り
、新
茶
の
シ
ー
ズ
ン
は
お
茶

の
香
り
に
包
ま
れ
ま
す
。4
月
下
旬
か
ら
5
月
上
旬
の
休
日
に

は
新
茶
の
試
飲
ス
ポ
ッ
ト
も
設
置
さ
れ
ま
す
。美
し
い
景
色
も

お
茶
も
お
い
し
い「
岩
屋
茶（
テ
ィ
ー
）ロ
ー
ド
」に
で
か
け
て

く
だ
さ
い
。

ば
い
さ

お
う


