
日
本
一
の
城
陽
の
碾て

ん
ち
ゃ茶

　

全
国
茶
品
評
会
で
１
等
１
席
の
農
林
水
産

大
臣
賞
を
何
度
も
受
賞
し
た
碾て
ん
ち
ゃ茶

が
、
城
陽

市
内
の
茶
園
で
栽
培
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
「
日
本
一
の
宇
治
茶
が
、
ど
ん
な
と
こ
ろ

で
栽
培
さ
れ
て
い
る
の
？
」
と
城
陽
市
内
を

散
策
し
て
も
、
あ
ま
り
茶
畑
を
見
か
け
ま
せ

ん
。
実
は
城
陽
市
に
あ
る
茶
園
は
、
木
津
川

沿
い
に
集
中
し
て
い
ま
す
。
し
か
も
、
そ
の

大
半
が
河
川
敷
の
中
に
あ
る
た
め
、
堤
防
の

せ
い
で
茶
園
が
見
え
に
く
く
、
そ
の
存
在
に

気
づ
か
な
い
こ
と
が
多
い
の
で
す
。

　

春
に
な
る
と
約
３
０
０
本
の
桜
が
満
開
に

な
る
「
桜
づ
つ
み
寺
田
緑
地
」
の
あ
た
り
か
ら

下
流
に
か
け
て
、
鮮
や
か
な
緑
の
茶
畑
が
広

が
り
、
中
景
に
は
「
流
れ
橋
」
で
知
ら
れ
る

上
津
屋
橋
、
さ
ら
に
遠
く
に
天
王
山
か
ら
愛

宕
山
に
か
け
て
の
峰
々
が
霞
ん
で
見
え
ま
す
。

　

こ
の
風
景
は
、
平
成
27
年
度
に
京
都
府
景

観
資
産
登
録
地
区
に
登
録
さ
れ
、
さ
ら
に

「
流
れ
橋
と
両
岸
上
津
屋
・
浜
台
の「
浜
茶
」」

が
「
日
本
茶
８
０
０
年
の
歴
史
散
歩
」
の
ひ

と
つ
と
し
て
日
本
遺
産
に
認
定
さ
れ
ま
し
た
。

　

天
気
の
良
い
日
に
は
、
市
民
の
憩
い
の
場

と
し
て
、
堤
防
沿
い
を
散
歩
、
ジ
ョ
ギ
ン
グ
、

サ
イ
ク
リ
ン
グ
な
ど
、
思
い
お
も
い
に
過
ご

す
方
で
賑
わ
い
ま
す
。
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現
在
の
様
子
か
ら
想
像
で
き
な
い

ほ
ど
水
量
が
あ
っ
た
木
津
川
は
、
大

雨
に
な
る
と
洪
水
を
起
こ
し
、
城
陽

の
人
々
を
苦
し
め
て
き
ま
し
た
。

　

城
陽
市
富
野
の
あ
た
り
で
木
津
川

と
支
流
の
長
谷
川
が
合
流
し
、
こ
こ

か
ら
下
流
に
向
け
て
、
本
堤
防
を
守

る
た
め
に
築
か
れ
た
「
尾お
な
し
つ
つ
み

無
堤
」
と

い
う
堤
防
が
あ
り
ま
す
。

　

洪
水
で
尾
無
堤
が
流
さ
れ
た
こ
と

が
記
さ
れ
て
い
る
絵
図

（
年
代
不
詳
）
が
残
っ
て

お
り
、
絵
図
の
尾
無
堤
と

本
堤
防
の
間
に
「
右
本
田

高
茶
薗
畑
」
と
記
述
さ
れ

て
い
ま
す
。

　

こ
の
区
域
は
「
浜
台
」

と
呼
ば
れ
、
洪
水
に
な
る

と
水
に
浸
か
り
ま
し
た
。

茶
の
木
は
水
に
強
か
っ
た

こ
と
も
あ
っ
て
、
浜
台
で

茶
が
栽
培
さ
れ
た
と
考
え

ら
れ
ま
す
。
ま
た
水
が
引

く
と
茶
園
に
は
「
ニ
コ
」
と
呼
ば
れ
る

養
分
の
多
い
泥
が
残
り
ま
し
た
。
こ

の
泥
が
茶
の
木
を
育
て
、
美
味
し
い

茶
が
で
き
た
こ
と
で
、
城
陽
で
茶
の

栽
培
が
続
い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

木
津
川
の
河
川
敷
に
あ
る
浜
台
は
、

上
流
に
竹
林
が
あ
る
の
が
特
徴
で
す
。

洪
水
の
と
き
に
竹
林
が
水
流
の
直
撃

の
積
み
重
ね
が
、
城

陽
市
を
日
本
一
の
宇

治
茶
・
碾て
ん
ち
ゃ茶
の
産
地

に
し
た
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。

を
防
い
で
茶
の
木
を
守
り
、
新
茶
の

茶
葉
を
直
射
日
光
か
ら
守
る
本
簀
を

作
る
と
き
の
材
料
に
も
な
り
ま
す
。

　

こ
の
合
理
的
に
植
え
ら
れ
た
竹
や

ぶ
は
、
も
し
か
す
る
と
、
尾
無
堤
を

真
似
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

私
た
ち
の
先
達
は
、
木
津
川
の
多

く
の
恩
恵
を
受
け
な
が
ら
、
水
害
の

被
害
を
抑
え
る
よ
う
に
努
め
て
き
ま

し
た
。そ
ん
な
様
々
な
努
力
と
、日
々

　

城
陽
市
で
茶
の
栽
培
が
い
つ
頃
か

ら
始
ま
っ
た
か
を
記
す
資
料
は
残
っ

て
い
ま
せ
ん
。
全
国
で
茶
の
栽
培
が

盛
ん
に
な
っ
た
室
町
時
代
か
ら
で
は

な
い
か
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

城
陽
市
を
流
れ
る
木
津
川
は
、
古

来
か
ら
水
上
交
通
が
盛
ん
で
、
主
要

な
村
に
は
浜
が
設
け
ら
れ
、
年
貢
米

や
農
産
物
、
都
か
ら
の
品
物
な
ど
が

運
ば
れ
て
い
ま
し
た
。

洪
水
か
ら
守
り
、
洪
水
の

恩
恵
を
得
た
尾
無
堤

茶
の
栽
培
も
流
通
も

木
津
川
が
土
壌
を
つ
く
っ
た

尾
無
堤
か
ら
学
ん
だ
？

木
津
川
の
茶
園
の
竹
や
ぶ

木
津
川
が
育
ん
だ
日
本
一
の
城
陽
の
碾て

ん

ち

ゃ茶

赤
線
部
分
に
「
右
本
田
高
茶
薗
畑
」と
記
さ
れ
て
い
る

尾無堤等絵図［江戸時代］   個人蔵

青線…木津川本堤防
赤線…尾無堤
黄色線…近鉄京都線

※
歴
史
的
文
献
や
資
料
に
基
づ
き
、本
項
で
は
「
浜
台
」と
表
記
し
て
い
ま
す
。　
城
陽
市
歴
史
民
俗
資
料
館 

監
修

現在の尾無堤と浜台の様子。上流から下流を望む。右の絵図との比較は絵図を180度回転させる
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