
 

甘
茶
栽
培
の
歴
史
と
活
用 

甘
茶
は
、
ア
ジ
サ
イ
科
に
属

す
る
、
高
さ
８
０

cm
程
度
の
落

葉
低
木
で
、
ガ
ク
ア
ジ
サ
イ
に

よ
く
似
た
花
を
つ
け
ま
す
。
摘 

み
取
っ
た
葉
を
半
乾
燥
、
揉
捻

じ
ゅ
う
ね
ん

、 

発
酵
、
乾
燥
す
る
と
、
上
品
な
甘

み
の
あ
る
お
茶
が
生
ま
れ
ま
す
。

岩
手
県
北
部
に
位
置
す
る
九
戸

村
で
は
、
村
お
こ
し
の
一
環
で

地
域
資
源
調
査
を
行
っ
た
結
果
、

気
候
や
土
壌
が
生
育
に
適
し
て

い
る
こ
と
が
分
か
り
、
１
９
８

３
年
（
昭
和
５
８
年
）
に
栽
培
が

始
ま
り
ま
し
た
。 

甘
茶
の
甘
味
成
分
「
フ
ィ
ロ

ズ
ル
チ
ン
」
は
、
砂
糖
の
２
０
０

倍
の
甘
味
を
持
ち
な
が
ら
も
、

ノ
ン
カ
ロ
リ
ー
に
近
い
天
然
甘

味
料
と
し
て
注
目
さ
れ
、
薬
用

作
物
と
し
て
製
薬
会
社
に
出
荷

さ
れ
る
ほ
か
、
特
産
品
の
お
菓

子
の
材
料
と
し
て
販
売
、
ま
た
、

ド
イ
ツ
や
ベ
ル
ギ
ー
、
イ
ギ
リ 
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ス
な
ど
海
外
に
も
輸
出
さ
れ
、

甘
い
お
茶
と
し
て
飲
ま
れ
て
い

ま
す
。 

甘
茶
生
産
拡
大
の
壁 

甘
茶
は
令
和
元
年
の
時
点
で

８

.
５
ト
ン
を
超
え
る
需
要
が

あ
る
の
に
対
し
、
出
荷
量
は
３

.
３
ト
ン
と
生
産
の
拡
大
が
求

め
ら
れ
て
い
る
品
目
で
し
た
。

高
い
需
要
に
応
え
る
た
め
に
は
、

生
産
拡
大
が
必
要
で
す
が
、
甘

茶
の
多
く
は
複
合
経
営
の
一
品

目
（
主
要
品
目
＋
甘
茶
）
と
し
て

栽
培
さ
れ
て
い
る
上
、
栽
培
事

例
が
少
な
く
、
新
規
栽
培
者
の

掘
り
起
し
等
で
、
解
決
す
べ
き

課
題
が
多
く
あ
り
ま
し
た
。 

課
題
解
決
へ
向
け
た
動
き 

甘
茶
の
栽
培
技
術
に
関
す
る

知
見
は
少
な
く
、
課
題
解
決
に

は
多
く
の
協
力
が
必
要
だ
っ
た

こ
と
か
ら
、
生
産
者
、
九
戸
村
、

甘
茶
工
場
、J

A

、
二
戸
農
業
改
良

普
及
セ
ン
タ
ー
（
以
下
、
普
及
セ

ン
タ
ー
）
等
が
生
産
振
興
に
関

わ
る
役
割
を
分
担
し
、
一
丸
と

な
っ
た
取
組
が
行
わ
れ
ま
し
た
。 

①
手
取
り
除
草
の
労
力
軽
減 

甘
茶
栽
培
は
、
基
本
的
に
農

薬
を
使
用
し
な
い
た
め
、
作
業

の
中
で
も
手
取
り
除
草
が
占
め

る
時
間
と
労
力
の
割
合
が
大
き

く
、
新
た
に
栽
培
を
始
め
る
際

の
高
い
ハ
ー
ド
ル
に
な
っ
て
い

ま
し
た
。
そ
こ
で
、
低
コ
ス
ト

で
抑
草
効
果
の
あ
る
被
覆
植
物

（
リ
ビ
ン
グ
マ
ル
チ
）
に
着

目
、
生
産
者
と
普
及
セ
ン
タ
ー

が
協
力
し
、
令
和
２
～
３
年
度

に
実
証
を
行
い
ま
し
た
。 

結
果
は
、
通
路
で
の
抑
草
効

果
が
得
ら
れ
、
農
家
か
ら
の
期

待
の
声
が
大
き
く
、
導
入
を
図

る
生
産
者
も
増
え
て
い
ま
す
。 

②
栽
培
技
術
の
平
準
化 

産
地
と
し
て
収
量
を
安
定
的

に
確
保
す
る
た
め
に
は
、
ど
の

生
産
者
の
一
定
の
単
収
を
得
る

こ
と
が
欠
か
せ
ま
せ
ん
が
、
甘

茶
栽
培
で
は
栽
培
方
法
が
統
一

さ
れ
て
お
ら
ず
、
生
産
者
間
の

収
量
に
も
差
が
生
ま
れ
て
い
ま

し
た
。
そ
こ
で
、
各
関
係
機
関

が
協
力
し
、
高
単
収
農
家
の
栽

培
技
術
等
を
落
と
し
込
ん
だ

「
甘
茶
栽
培
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
を

令
和
３
年
度
に
作
成
し
ま
し

た
。
令
和
４
年
度
か
ら
は
こ
の

マ
ニ
ュ
ア
ル
を
基
に

J
A

新
い

わ
て
主
催
の
甘
茶
栽
培
指
導
会

が
開
催
さ
れ
、
技
術
の
平
準
化

が
図
ら
れ
て
い
ま
す
。 

③
早
期
成
園
化
へ
向
け
た
育
苗 

甘
茶
は
、
挿
し
木
か
ら
育
成

し
、
収
穫
可
能
に
な
る
ま
で
、

３
～
４
年
程
度
か
か
る
の
に
加

え
、
苗
の
供
給
体
制
が
明
確
化

さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
新

規
栽
培
希
望
者
が
参
入
し
に
く

い
状
態
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
普
及
セ
ン
タ
ー
で

は
、
令
和
２
年
度
よ
り
、
通

常
、
畑
で
行
う
挿
し
木
を
不
織

布
ポ
ッ
ト
等
に
行
い
、
収
穫
ま

で
の
生
育
期
間
短
期
化
を
図
る 
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実
証
を
行
っ
て
い
ま
す
。
現
在

も
実
証
を
継
続
中
で
す
が
、
実

証
農
家
か
ら
は
、
「
慣
行
の
挿

し
木
の
方
法
よ
り
生
育
量
が
優

れ
て
い
る
」
と
の
声
も
上
が
っ

て
い
ま
す
。
ま
た
、
関
係
機
関

の
役
割
分
担
が
明
確
化
さ
れ
た

こ
と
も
あ
り
、
苗
の
供
給
体
制

に
つ
い
て
も
改
善
し
つ
つ
あ
り

ま
す
。 

今
後
の
課
題 

労
力
軽
減
や
栽
培
方
法
の
平

準
化
等
に
つ
い
て
は
、
産
地
で

一
丸
と
な
っ
た
取
組
を
通
し
、

徐
々
に
改
善
・
向
上
し
て
き
て

い
ま
す
が
、
生
産
者
減
少
に
よ

る
生
産
量
の
減
少
や
新
た
に
肥

料
価
格
の
上
昇
な
ど
の
課
題
も

発
生
し
、
新
規
栽
培
者
の
確
保

や
低
コ
ス
ト
化
技
術
の
普
及
が

欠
か
せ
な
い
も
の
と
な
っ
て
い

ま
す
。
こ
の
よ
う
に
様
々
な
課

題
は
あ
り
ま
す
が
、
普
及
セ
ン

タ
ー
で
は
、
生
産
者
や
関
係
機

関
と
連
携
し
な
が
ら
、
生
産
者

の
収
益
向
上
、
需
要
に
対
し
て

十
分
な
供
給
が
で
き
る
よ
う
、

甘
茶
の
産
地
づ
く
り
を
支
援
し

て
い
き
ま
す
。 

（
文
：
二
戸
農
業
改
良
普
及
セ

ン
タ
ー
） 

作成した「甘茶栽培マニュアル」  

乾燥後の甘茶  


