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お
茶
の
歴
史

　
平
安
時
代
の
遣
唐
使
廃
止
後
、
日
本
に
お
茶
が
再

び
伝
え
ら
れ
る
の
は
鎌
倉
時
代
、
臨
済
宗
の
開
祖
・

栄
西
禅
師
が
宋
か
ら
お
茶
の
種
子
を
持
ち
帰
り
、

佐
賀
県
に
植
え
た
こ
と
が
き
っ
か
け
で
し
た
。

　
こ
の
時
代
に
伝
え
ら
れ
た
お
茶
は
抹
茶
に
近
か
っ

た
よ
う
で
す
。
喫
茶
習
慣
は
天
皇
や
貴
族
だ
け
で
な

く
、
禅
宗
と
結
び
つ
い
た
武
家
階
級
の
間
に
も
広
ま

り
ま
し
た
。

 

や
が
て
、
栄
西
禅
師
か
ら
茶
種
を
譲
り
受
け
た
京

都
の
高
僧
・
明
恵
上
人
が
本
格
的
な
茶
の
栽
培
を

根
付
か
せ
ま
す
。
こ
の
と
き
、
明
恵
上
人
が
選
ん
だ

土
地
、
武
蔵
河
越
、
駿
河
清
見
、
伊
勢
河
居
、
伊
賀

八
鳥
（
服
部)

、
大
和
室
生
（
室
尾
）
は
、
後
に
「
銘
園

五
場
」
と
呼
ば
れ
今
日
著
名
な
茶
産
地
の
源
と
な
っ

て
い
ま
す
。

　
「
お
茶
は
養
生
の
仙
薬
な
り
。
延
齢
の
妙
術
な
り
」

こ
れ
は
栄
西
禅
師
が
著
し
た

日
本
初
の
茶
書
『
喫
茶
養
生

記
』
の
序
文
で
、
８
０
０
年
前

す
で
に
明
文
化
さ
れ
て
い
る

の
に
は
驚
か
さ
れ
ま
す
ね
。

　
煎
茶
が
お
茶
の
中
心
な
り

庶
民
の
口
に
入
る
よ
う
に

な
る
の
は
江
戸
時
代
に
な
り

ま
す
。

日
本
茶
の
祖
「
栄
西
禅
師
」

編
集
後
記

こ
の
時
期
限
定
体
が
温
ま
る
飲
み
物

　
秋
本
番
。
寒
く
な
っ
て
き
た
こ
の
時
期
。
期
間
限
定

で
体
が
芯
か
ら
温
ま
る
飲
み
物
で
ほ
っ
と
し
ま
し
ょ
う

　
滋
養
強
壮
効
果
で
知
ら
れ
る
日
本
の
薬
味
「
生
姜
」

生
姜
は
他
に
も
食
欲
増
進
、
車
酔
い
防
止
効
果
、
冷

え
性
、
喉
に
も
や
さ
し
い
な
ど
の
効
果
が
あ
り
ま
す
。

　
く
ず
は
体
を
温
め
る
た
め
、
発
汗
作
用
環
状
動
脈

の
血
行
を
良
く
し
、
高
血
圧
を
予
防
す
る
効
果
が
あ

る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
リ
ラ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
の
お
と
も
に
こ
の
時
期
な
ら
で

は
の
飲
み
物
は
い
か
が
で
す
か
？

　
し
ょ
う
が
湯

　
・
生
絞
り
し
ょ
う
が
湯
（
マ
ル
シ
マ)

　

　
　
　
　
　
　
２
２
ｇ
×
５
袋
・
・
２
９
４
円
）
（
税
込)

　
・
生
絞
り
花
梨
し
ょ
う
が
湯
（
マ
ル
シ
マ)

　
　
　
　
　
　
２
２
ｇ
×
５
袋
・
・
３
３
６
円
（
税
込)

　
・
し
ょ
う
が
湯
（
玉
露
園
）

　
　
　
　
　
　
２
０
ｇ
×
７
袋
・
・
３
１
５
円
（
税
込)

　
・
黒
豆
し
ょ
う
が
湯
（
玉
露
園
）

　
　
　
　
　
　
１
６
０
ｇ
（
約
８
杯
分
）
・
・
３
１
５
円
（
税
込)

　
く
ず
湯

　
・
し
ょ
う
が
く
ず
湯
（
玉
露
園
）

　
　
　
　
　
　
２
５
ｇ
×
７
袋
・
・
３
４
６
円
（
税
込)

　
・
抹
茶
く
ず
湯
（
玉
露
園
）

　
　
　
　
　
　
２
５
ｇ
×
７
袋
・
・
３
４
６
円
（
税
込)

　
・
梅
く
ず
湯
（
玉
露
園
）

　
　
　
　
　
　
２
５
ｇ
×
７
袋
・
・
３
４
６
円
（
税
込)

毎
年
好
評
の
「
つ
ぼ
し
る
こ
」

茶
の
雑
学
「
淹
れ
る
」
（
い
れ
る
）

備
後
一
の
宮

　
毎
年
ご
好
評
を
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
「
つ
ぼ
し
る

こ
」
今
年
も
１
１
月
中
旬
よ
り
販
売
予
定
で
す
。

　
し
ょ
う
が
湯
や
く
ず
湯
も
お
す
す
め
で
す
が
、
こ
の

し
る
こ
も
、
お
湯
を
注
ぐ
と
回
り
の
も
な
か
が
お
餅

の
様
な
食
感
に
な
っ
て
お
い
し
い
で
す
よ
。

　
ひ
と
つ
ひ
と
つ
手
づ
く
り
の
た
め
お
待
た
せ
す
る
こ

と
も
あ
り
ま
す
の
で
早
め
に
ご
予
約
い
た
だ
く
と

確
実
で
す
。

　
こ
し
あ
ん
と
抹
茶
の
二
種
類
で

各
１
５
７
円
で
す
。
ち
ょ
っ
と
し
た

ご
贈
答
に
「
つ
ぼ
し
る
こ
セ
ッ
ト
」

（
こ
し
あ
ん
６
個
、
抹
茶
３
個
）

１
，
５
７
５
円
も
ご
用
意
で
き
ま
す
。

　
「
お
茶
を
い
れ
る
」
と
い
う
と
き
の
い
れ
る
に
は
、

「
入
れ
る
」
、
「
煎
れ
る
」
、
「
淹
れ
る
」
な
ど
の
字
が
考

え
ら
れ
ま
す
。

　
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
日
本
茶
イ
ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー
協
会
が
、

社
団
法
人
日
本
茶
業
中
央
会
の
試
験
委
員
会
で
検

討
し
て
い
た
だ
い
た
と
こ
ろ
、
「
入
れ
る
」
は
物
の
出

し
入
れ
で
あ
り
「
急
須
に
茶
葉
を
入
れ
る
」
な
ど
に

は
当
然
使
い
ま
す
が
、
抽
出
行
為
に
は
適
さ
な
い
と

の
こ
と
、
ま
た
、
「
煎
れ
る
」
は
「
せ
ん
じ
る
」
こ
と
で
、

京
番
茶
や
碁
石
茶
な
ど
の
沸
騰
状
態
の
湯
で
煮
出

す
茶
に
は
適
当
で
す
が
、
煎
茶
中
心
の
現
在
で
は
適

し
ま
せ
ん
。

　
結
局
、
茶
経
に
も
記
述
さ
れ
て
い
る
「
急
須
に
茶
葉

を
入
れ
、
湯
を
注
い
で
飲
む
」
＝
「
煎
茶
（
え
ん
ち
ゃ
）
」

が
現
在
の
煎
茶
を
中
心
と
し
た
茶
の
飲
み
方
に
適
し

て
い
る
こ
と
か
ら
、
協
会
で
は
「
淹
れ
る
」
を
統
一
用

語
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　
雑
学
と
し
て
覚
え
て
お
く
と
良
い
か
も
し
れ
ま
せ

ん
ね
。

　
福
山
市
新
市
町
に
あ
る
備
後
一
の
宮
。
（
通
称
い
っ

き
ゅ
う
さ
ん
）

　
１
１
月
１
９
日
～
２
３
日
、
中
世
の
頃
の
市
の
再
現

と
い
わ
れ
る
大
規
模
な
市
が
開
か
れ
ま
す
。

３
０
０
程
の
露
店
が
軒
を
並
べ
数
万
人
の
参
拝
客
で

賑
わ
い
ま
す
。

備後一の宮

　
先
月
末
、
九
州
の
八
女
市
、
嬉
野
市
、
有
田
市
へ

行
き
、
焼
物
や
お
茶
屋
さ
ん
、

茶
畑
を
見
学
し
て
き
ま
し
た
。

　
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
も
で
き
た
し
、
他

を
見
る
こ
と
で
と
て
も
勉
強
に
な

り
ま
し
た
。
茶
の
木
に
は
今
ち
ょ

う
ど
白
い
花
が
つ
い
て
い
ま
し
た
。


