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日
本
に
最
初
に
お
茶
が
中
国
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
の
は
、
八
世
紀
か
ら
九
世
紀
に
か
か
る
時
代
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
当
時
、
奈
良
朝

か
ら
平
安
時
代
初
期
に
あ
っ
て
、
日
本
は
中
国
か
ら
諸
制
度
な
ら
び
に
文
物
を
輸
入
し
、
唐
の
文
明
に
強
い
憧
れ
を
い
だ
い
て
い
た
。
お
そ

ら
く
茶
の
導
入
も
、
中
国
文
化
憧
慢
の
念
か
ら
生
ま
れ
た
こ
と
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。

九
世
紀
に
入
る
と
、
日
本
人
の
中
国
へ
の
憧
れ
は
急
速
に
変
質
し
た
。
す
る
と
流
行
し
て
い
た
喫
茶
風
俗
は
ほ
と
ん
ど
消
え
か
か
る
。
そ

の
理
由
と
し
て
は
、
最
初
に
日
本
に
入
っ
た
茶
は
団
茶
と
い
わ
れ
る
特
殊
な
茶
で
、
日
本
人
の
嗜
好
に
合
わ
な
か
っ
た
こ
と
と
、
単
な
る
中

国
風
俗
の
模
倣
に
す
ぎ
ず
、
薬
用
効
果
な
ど
の
意
味
づ
け
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。

十
二
世
紀
末
、
中
国
か
ら
帰
っ
た
僧
栄
西
は
、
新
し
い
中
国
の
茶
に
関
す
る
情
報
を
も
た
ら
し
た
。
従
来
は
栄
西
が
茶
の
種
を
日
本
に
伝

え
た
と
い
わ
れ
て
き
た
が
、
栄
西
の
初
期
の
史
料
に
は
一
切
、
茶
種
将
来
伝
説
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
栄
西
自
身
も
語
っ
て
い
な
い
。

栄
西
が
持
ち
帰
っ
た
の
は
、
宋
代
の
こ
と
に
江
南
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
緑
茶
の
抹
茶
製
造
法
と
そ
の
飲
み
か
た
で
あ
っ
た
。
茶
種
や
茶
樹

は
栄
西
が
持
ち
帰
ら
ず
と
も
、
す
で
に
日
本
で
栽
培
さ
れ
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
・

栄
西
が
喫
茶
の
歴
史
の
な
か
で
重
要
な
の
は
、
「
喫
茶
養
生
記
」
を
著
し
て
そ
の
薬
用
効
果
の
宣
伝
に
つ
と
め
た
こ
と
で
あ
る
。
百
薬
の
長

は
酒
で
は
な
く
茶
で
あ
っ
た
。
茶
の
薬
用
効
果
を
示
す
例
話
と
し
て
は
、
『
吾
妻
鑑
」
に
、
栄
西
が
茶
を
も
っ
て
源
実
朝
の
二
日
酔
を
直
す
話

が
あ
り
、
ま
た
『
沙
石
集
」
に
は
牛
飼
と
僧
の
問
答
の
か
た
ち
で
、
茶
の
効
果
を
述
べ
て
い
る
部
分
が
あ
る
。

特
別
講
演
１

茶
と
日
本
人

能
j6b，

倉
功
夫
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十
五
世
紀
な
か
ば
ご
ろ
、
一
人
の
茶
人
が
登
場
す
る
。
村
田
珠
光
で
あ
る
。
珠
光
は
新
し
い
茶
の
文
化
を
提
唱
し
た
。
遊
び
と
し
て
趣
向

を
こ
ら
し
た
茶
や
中
国
か
ら
舶
載
さ
れ
る
美
術
工
芸
を
用
い
て
儀
礼
化
す
る
茶
と
異
な
る
、
心
の
道
と
し
て
の
茶
で
あ
る
。
こ
れ
が
今
日
の

茶
の
湯
（
茶
道
）
の
源
流
で
あ
っ
た
。
十
六
世
紀
に
茶
の
湯
は
、
日
本
を
代
表
す
る
文
化
と
し
て
発
達
し
た
。

織
田
信
長
や
豊
臣
秀
吉
と
千
利
休
が
つ
く
り
だ
し
た
茶
の
湯
世
界
に
つ
い
て
語
る
時
間
的
余
裕
が
な
い
の
で
、
こ
れ
は
一
切
省
略
し
よ
う
。

当
時
、
庶
民
は
ど
の
よ
う
な
茶
を
飲
ん
で
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
現
在
、
日
本
人
が
ふ
だ
ん
飲
ん
で
い
る
煎
茶
は
ま
だ
な
か
っ
た
。
茶
の
湯
で

用
い
る
の
は
、
葉
茶
を
臼
で
ひ
い
て
つ
く
る
抹
茶
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
高
価
で
た
く
さ
ん
の
量
は
と
れ
な
い
。
庶
民
は
、
上
等
な
抹
茶

用
の
葉
を
つ
ん
だ
あ
と
、
晩
（
お
そ
）
い
時
期
に
成
長
し
た
葉
で
つ
く
る
晩
茶
を
飲
ん
だ
。
葉
は
硬
い
し
大
き
い
か
ら
、
釜
で
妙
る
と
か
湯
で

煮
て
か
ら
日
に
干
し
て
つ
く
る
粗
末
な
茶
で
あ
る
。
色
は
黒
く
、
そ
の
ま
ま
湯
釜
に
投
じ
て
煮
出
し
て
飲
む
。
十
六
世
紀
の
文
献
を
み
る
と
、

煎
じ
茶
と
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
さ
に
煎
じ
薬
の
よ
う
に
煮
出
し
て
飲
む
茶
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
十
八
世
紀
に
な
る
と
、
煎
じ
茶
が
次
第
に
質
が
よ
く
な
っ
た
。
緑
茶
の
緑
を
残
し
た
ま
ま
乾
燥
さ
せ
る
茶
が
で
き
た
。
晩
茶
（
番

茶
）
を
黒
茶
と
よ
び
、
緑
の
茶
は
胄
茶
と
よ
ん
だ
。
今
の
緑
茶
で
あ
る
。
緑
茶
は
煮
て
は
お
い
し
く
な
い
の
で
湯
を
通
す
た
め
の
急
須
が
使

串
岡
す
る
。

茶
）
を
黒
茶
と
よ
び
、
伺

わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

日
本
の
医
学
史
に
大
き
な
影
響
を
残
し
た
Ｆ
・
シ
ー
ボ
ル
ト
が
日
本
に
到
着
し
た
時
代
は
、
ち
ょ
う
ど
こ
う
し
た
緑
茶
が
大
い
に
発
展
し

た
時
代
で
あ
っ
た
。
シ
ー
ボ
ル
ト
の
来
日
の
目
的
は
、
日
本
か
ら
ョ
－
ロ
ッ
パ
ヘ
輸
出
す
る
の
に
有
望
な
貿
易
産
品
調
査
で
あ
っ
た
。
そ
の

な
か
の
一
つ
が
日
本
の
茶
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
シ
ー
ボ
ル
ト
は
日
本
に
到
着
す
る
と
、
直
に
日
本
の
茶
樹
を
バ
タ
ビ
ァ
に
送
り
、
ま
た
茶

の
サ
ン
プ
ル
を
集
め
て
い
る
。
今
も
な
お
、
シ
ー
ポ
ル
ト
の
収
集
し
た
二
○
種
以
上
の
茶
が
ラ
イ
デ
ン
の
民
族
学
博
物
館
に
あ
り
、
そ
の
な

十
三
世
紀
末
か
ら
十
四
世
紀
に
入
る
と
、
薬
と
し
て
の
茶
で
は
な
く
、
嗜
好
品
と
し
て
の
茶
の
時
代
へ
と
移
っ
た
。
体
に
よ
い
か
ら
飲
む

の
で
は
な
く
、
お
い
し
い
か
ら
茶
を
飲
む
人
が
一
般
化
し
、
そ
の
な
か
か
ら
ゲ
ー
ム
と
し
て
の
茶
、
い
わ
ゆ
る
闘
茶
と
よ
ば
れ
る
遊
び
も
展
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か
に
「
上
喜
撰
」
が
あ
る
の
に
は
驚
か
さ
れ
た
。

幕
末
か
ら
明
治
維
新
に
か
け
て
、
静
岡
の
茶
業
が
大
き
な
発
展
を
と
げ
た
。
武
士
の
牧
の
原
台
地
入
植
か
ら
は
じ
ま
っ
て
、
日
本
最
大
の

茶
業
地
帯
が
形
成
さ
れ
る
。
近
代
化
が
成
功
す
る
た
め
に
は
、
先
進
国
か
ら
機
械
製
品
等
を
購
入
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
の
外
貨
獲

得
が
可
能
か
否
か
が
、
大
き
な
岐
れ
道
と
な
る
。
日
本
の
場
合
、
こ
の
近
代
化
の
助
走
を
支
え
た
の
が
絹
と
茶
で
あ
っ
た
。
静
岡
を
は
じ
め

と
す
る
日
本
の
茶
は
、
絹
に
つ
ぐ
輸
出
額
を
誇
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

今
日
、
日
本
の
茶
は
健
康
と
い
う
側
面
で
再
び
注
目
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
カ
テ
キ
ン
の
機
能
が
高
く
評
価
さ
れ
、
茶
は
万
病
に
効
果
が
あ
る

よ
う
な
宣
伝
も
み
ら
れ
る
。
栄
西
の
『
喫
茶
養
生
記
』
を
は
じ
め
、
茶
が
文
明
社
会
へ
伝
播
し
て
い
く
と
き
の
役
割
は
薬
で
あ
っ
た
。
最
近

で
は
茶
の
効
能
研
究
に
関
す
る
巨
大
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
も
進
行
し
、
そ
の
秘
密
も
と
き
あ
か
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
今
や
再
び
茶
の
機
能
の
原
点
へ

た
ち
も
ど
ろ
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
原
点
を
大
切
に
し
つ
つ
、
日
本
の
茶
の
歴
史
を
ふ
り
か
え
る
必
要
も
あ
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
。

（
国
立
民
族
学
博
物
館
教
授
）


