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「遊ぶお茶」は
現代の「講」

群馬県中之条町に、「上州白久保のお茶講」と呼ば

れる国の重要無形民族文化財の指定を受けた茶会が伝

わっている。茶会と聞くと、「茶道」の堅苦しさを想

像するかもしれない。しかし、こちらは天神様の神事

で、「闘茶」を庶民的にアレンジした大変楽しい集ま

り。引き込まれて童心に帰る内、和やかな気分が生ま

れる「庶民の茶」は、現代の「講」づくりに活かすこ

とができそうだ。

第九回水の文化楽習実践取材

闘茶の神事を伝えるお茶講保存会　群馬県中之条町

「
講
」
江
戸
時
代
の

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
組
織

江
戸
時
代
、
日
本
中
に
「
講
」
と
い

う
組
織
が
無
数
に
存
在
し
た
。
講
は

「
村
の
中
で
共
通
の
志
を
持
つ
仲
間
」

と
い
う
意
味
で
、
い
わ
ば
現
代
で
い
う

サ
ー
ク
ル
の
よ
う
な
集
ま
り
を
想
像
す

れ
ば
よ
い
だ
ろ
う
。「
村
組
織
と
し
て

の
講
」「
信
仰
組
織
と
し
て
の
講
」「
経

済
組
織
と
し
て
の
講
」
の
お
お
よ
そ
三

つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

村
組
織
の
講
は
、
そ
の
村
の
戸
主
の

集
ま
り
で
、
実
質
的
な
村
寄
合
と
し
て

機
能
し
、
村
の
祭
祀
や
水
利
の
運
営
に

当
た
っ
て
い
た
。
信
仰
組
織
と
し
て
の

講
は
、
山
の
神
講
、
水
神
講
、
庚
申
講

な
ど
村
内
の
鎮
守
を
中
心
と
し
た
講
、

さ
ら
に
は
、
伊
勢
講
、
身
延
講
、
大
山

講
な
ど
村
外
の
寺
社
信
仰
の
講
が
あ
っ

た
。
こ
の
講
に
は
、
他
国
を
巡
回
し
て

い
る
「
御
師

お
ん
し

」
と
言
わ
れ
る
参
詣
や
信

仰
へ
の
世
話
役
が
お
り
、
御
師
は
参
詣

へ
の
旅
行
代
理
店
業
務
も
こ
な
し
て
い

た
。
経
済
組
織
と
し
て
の
講
は
、
頼
母

子
講
や
無
尽
講
な
ど
、
仲
間
内
で
の
資

金
の
積
み
立
て
・
融
通
を
行
う
現
在
の

信
用
金
庫
や
信
用
組
合
、
あ
る
い
は
商

家
の
エ
ビ
ス
講
と
呼
ば
れ
る
、
同
業
者

組
合
が
存
在
し
た
。

江
戸
時
代
に
は
、
居
住
地
、
あ
る
い

は
地
域
を
越
え
て
、
講
の
形
を
取
っ
て

い
ろ
い
ろ
な
共
助
の
仲
間
が
つ
く
ら
れ
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て
い
た
。

今
回
紹
介
す
る
「
お
茶
講
」
は
、
茶

を
種
に
集
ま
る
講
で
あ
る
。
し
か
し
、

茶
は
茶
で
も
「
闘
茶
」。
こ
の
闘
茶
が

群
馬
県
の
中
之
条
町
に
残
っ
て
い
る
。

闘
茶
の
里

お
茶
が
日
本
に
い
つ
頃
伝
わ
っ
た
か

は
諸
説
あ
る
が
、
平
安
時
代
に
は
す
で

に
貴
族
や
僧
の
間
で
飲
ま
れ
て
い
た
ら

し
い
。
さ
ら
に
鎌
倉
時
代
に
は
禅
宗
の

僧
、
栄
西

よ
う
さ
い

が
抹
茶
を
持
ち
込
ん
で
い
る
。

栄
西
は
『
喫
茶
養
生
記
』
を
著
し
、
そ

の
茶
は
、
禅
の
修
業
に
役
立
つ
薬
用
の

意
味
合
い
が
強
か
っ
た
と
い
う
。
し
か

し
、
当
時
そ
の
茶
を
受
容
し
た
武
士
た

ち
は
、
後
に
「
茶
寄
合
」
と
呼
ば
れ
た

遊
び
の
場
を
生
み
出
し
た
。

茶
寄
合
と
は
、
多
数
の
武
士
が
集
ま

り
、
囲
碁
、
双
六
、
連
歌
、
そ
し
て

「
闘
茶
」
で
遊
ん
だ
寄
り
合
い
の
こ
と
。

闘
茶
と
は
、
茶
を
飲
み
合
い
、
そ
れ
が

茶
で
あ
る
か
な
い
か
、
あ
る
い
は
、
茶

の
質
や
水
質
な
ど
を
当
て
て
競
う
も
の

で
、
後
に
は
ギ
ャ
ン
ブ
ル
の
よ
う
な
闘

茶
も
生
ま
れ
た
ら
し
い
。
室
町
時
代
に

活
躍
し
た
婆
娑
羅
大
名
・
佐
々
木
道
誉

は
盛
大
な
闘
茶
の
宴
を
催
し
、
京
の
都

に
は
闘
茶
が
大
流
行
し
た
。
こ
の
様
は
、

「
太
平
記
」
に
も
取
り
上
げ
ら
れ
、
鎌

倉
で
始
ま
っ
た
遊
び
が
京
で
流
行
し
た

こ
と
を
苦
々
し
げ
に
描
い
て
い
る
。

武
士
と
い
っ
て
も
江
戸
時
代
の
官
僚

化
さ
れ
た
武
士
と
違
い
、
普
段
は
在
郷

の
領
主
で
あ
る
。
そ
の
武
士
の
間
で
流

行
っ
た
社
交
の
場
が
、
茶
寄
合
で
あ
り

闘
茶
な
の
だ
ろ
う
。

神
事
と
し
て
残
る

そ
の
闘
茶
が
、
ど
の
よ
う
な
経
緯
を

辿
っ
た
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
群
馬
県

の
吾
妻
地
方
の
い
く
つ
か
の
集
落
に
伝

わ
っ
た
。
そ
し
て
、
現
在
も
は
っ
き
り

と
残
っ
て
い
る
の
が
白
久
保
集
落
で
あ

る
。
こ
こ
で
は
闘
茶
が
、「
お
茶
講
」

と
い
う
神
事
と
し
て
残
っ
て
い
る
。

白
久
保
集
落
に
は
、
１
７
９
９
年

（
寛
政
11
）
に
開
か
れ
た
際
に
記
録
さ

れ
た
「
御
茶
香
覚
帳
」
が
残
さ
れ
て
い

た
。
こ
れ
を
当
時
の
宗
門
人
別
帳
と
照

合
し
、
墓
石
の
苔
を
落
と
し
て
参
加
者

の
素
性
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
苦
労

の
末
、
国
の
重
要
無
形
民
族
文
化
財
の

指
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
。

紙
が
貴
重
品
だ
っ
た
時
代
の
た
め
、
襖

の
下
貼
り
な
ど
に
使
わ
れ
、
ほ
か
に
は

１
冊
も
残
っ
て
い
な
い
「
御
茶
香
覚
帳
」

が
残
っ
て
い
た
の
は
、
奇
跡
と
い
う
ほ

か
は
な
い
。

白
久
保
集
落
の
北
側
に
天
神
様
が
祀

ら
れ
て
お
り
、
２
月
24
日
が
天
神
様
の

宵
祭
り
に
当
た
る
こ
と
か
ら
、
年
に
１

回
の
開
催
だ
と
い
う
。
し
か
し
、
い
つ

か
ら
天
神
様
の
神
事
と
結
び
つ
い
た
か

と
い
う
経
緯
は
、
わ
か
っ
て
い
な
い
。

上と右：白久保お茶講保存
会が管理するお茶講の家。
左：寛政11年のお茶講の記
録「御茶香覚帳」が、重要
無形文化財に指定される決
め手となった。
下：体験コースで参加者多
数の際は、町立の蕎麦打ち
教室の２階が会場になる。
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お
茶
講
に
参
加
し
て
み
た

「
白
久
保
お
茶
講
保
存
会
」
の
山
田

藤
吉
さ
ん
か
ら
「
説
明
を
聞
い
て
も
わ

か
ら
な
い
だ
ろ
う
し
、
そ
ば
で
見
て
い

る
だ
け
で
も
わ
か
り
ま
せ
ん
よ
。
ま
ず

は
参
加
し
て
み
て
く
だ
さ
い
」
と
奨
め

ら
れ
た
。

現
在
で
は
保
存
活
動
の
一
環
と
し
て
、

人
数
が
あ
る
程
度
ま
と
ま
れ
ば
一
般
の

人
も
こ
の
お
茶
講
を
体
験
で
き
る
よ
う

に
な
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
女
性
も
Ｏ

Ｋ
。
そ
こ
で
、
編
集
部
も
こ
の
お
茶
講

を
実
際
に
体
験
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
。

２
０
０
３
年
12
月
。
こ
の
日
は
諸
事

情
で
お
茶
講
の
家
で
は
な
く
、
近
く
の

町
営
施
設
の
大
広
間
を
使
い
お
茶
講
が

開
か
れ
た
。
昼
過
ぎ
に
う
か
が
う
と
す

で
に
お
茶
の
包
み
は
整
え
ら
れ
て
お
り
、

大
広
間
の
壁
に
は
天
神
様
の
掛
け
軸
が

掛
け
ら
れ
て
い
た
。
前
日
に
行
う
お
茶

の
調
合
は
、
最
低
で
も
２
時
間
か
か
る

そ
う
だ
。

こ
の
日
申
し
込
ん
で
い
た
の
は
、
会

社
の
慰
安
旅
行
の
団
体
。
我
々
編
集
部

も
便
乗
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
総
勢
23
名

の
お
茶
講
が
始
ま
っ
た
。
部
屋
に
は
23

枚
の
座
布
団
が
コ
の
字
型
に
並
べ
ら
れ
、

座
布
団
の
前
に
は
湯
飲
み
、
ポ
ケ
ッ
ト

テ
ィ
ッ
シ
ュ
、
お
茶
講
紹
介
の
し
お
り
、

そ
し
て
「
花
」
と
か
「
鳥
」
と
か
書
か

れ
て
い
る
サ
サ
ラ
紙
が
置
か
れ
て
い
る
。

天
神
様
の
掛
け
軸
を
背
に
し
て
山
田
さ

ん
が
座
り
、
中
央
の
囲
炉
裏
を
模
し
た

火
鉢
に
は
大
き
な
鉄
瓶
に
湯
が
沸
か
さ

れ
て
い
る
。
山
田
さ
ん
の
「
○
○
さ
ん

は
花
の
席
へ
、
○
○
さ
ん
は
鳥
の
席
へ
」

と
い
う
声
に
導
か
れ
、
全
員
が
着
席
。

山
田
さ
ん
は
こ
の
日
の
記
録
係
で
あ

る
「
勝
」
と
配
当
品
で
あ
る
菓
子
の
数

を
計
算
す
る
そ
ろ
ば
ん
係
「
叶
」
を
兼

任
し
、
座
を
仕
切
る
。
そ
の
山
田
さ
ん

の
挨
拶
の
後
、
囲
炉
裏
代
わ
り
の
火
鉢

と
座
敷
が
塩
で
清
め
ら
れ
た
。
そ
し
て
、

天
神
様
の
お
茶
が
点
て
ら
れ
、
掛
け
軸

の
前
に
供
え
ら
れ
る
。
参
加
者
全
員
、

一
礼
二
拍
。
山
田
さ
ん
曰
く
「
お
茶
講

に
は
作
法
が
あ
り
ま
せ
ん
。
固
く
な
ら

な
い
で
い
い
で
す
よ
。
気
楽
な
お
茶
で

す
か
ら
ね
。
足
も
崩
し
て
、
楽
し
ん
で

い
っ
て
く
だ
さ
い
」

ま
ず
天
神
様
に
供
え
ら
れ
た
お
茶
が
、

出
さ
れ
る
。
大
き
な
片
口
に
半
紙
で
包

ん
だ
粉
茶
が
あ
け
ら
れ
、
鉄
瓶
か
ら
お

湯
が
注
が
れ
る
と
、
勢
い
よ
く
菜
箸
で

か
き
混
ぜ
る
。
何
と
も
豪
快
な
お
点
前

だ
。
片
口
で
点
て
た
お
茶
を
土
瓶
に
移

し
、
お
茶
坊
主
が
回
っ
て
き
て
各
自
の

前
に
用
意
さ
れ
た
ぐ
い
飲
み
に
注
い
で

く
れ
る
。
こ
の
茶
は
客
の
お
茶
と
同
じ

も
の
。
し
か
し
こ
の
時
点
で
は
覚
え
な

く
と
も
よ
い
。

本
来
は
茶
道
と
同
じ
で
回
し
飲
み
を

す
る
の
だ
が
、
昨
今
の
衛
生
感
を
考
え

て
体
験
会
の
場
合
は
ぐ
い
飲
み
が
用
意

さ
れ
る
。
所
々
に
大
き
な
湯
飲
み
が
置

か
れ
て
い
る
の
は
、
味
わ
っ
た
後
に
余

お茶講のすすめ方-1

1

2

3

4

5

6

1半紙に包まれたお茶を、順不同で並べる。

23お茶講連名帳の準備、参加者には、このときだけの呼
び名がつけられる。

45ササラ紙を折って、答えた番号の覚えとする。

6天神様に一礼二拍。

１．まずお茶の準備。チンピ（みかんの皮を
干したもの）、甘茶、煎茶を焙烙で炒って茶
臼で挽き、４種類のお茶を調合する。一の茶、
二の茶、三の茶と客の茶の４種類で、天神様
に捧げる茶は客の茶と同じもので、合計５服
のお茶をつくる。５服のお茶は、とよみと呼
ばれる見本茶と本茶の２組用意し半紙で包む。
とよみは外側に茶名を書き、本茶は途中でわ
からないように、半紙に切り込みを入れて茶
名を書いたら畳んでおく。お茶の包みは、天
神様の画幅を掛けた床に供えられる。

用意が整うと、お茶坊主が囲炉裏とお座敷を
塩で清め、天神様の掛け軸にお茶を供え、全
員で一礼二拍して拝む。

さらに、灯籠、連名帳、ササラ紙をつくる。

これらの準備には、当日の午後から各戸一人
づつが出役する。準備が済むと一旦帰宅。夕
食を済ませてから、子供たちを引き連れ、お
茶講が行われる家に集まる。

かつて開催場所は各戸持ち回りで、お茶講が
行われる場所は「宿」と呼ばれた。１９８６
年には「お茶講の家」が作られ、以来ここで
開かれている。参加できるのは男性で、女性
は厄年の13歳になると座敷に入ることすら許
されなかった。基本的には村人の参加となる。

２．お茶講が始まる前に、子供たちが天神様
の参道からお茶講の家までの辻に火を灯した
灯籠を並べ、天神様を導く。

３．座敷に全員が集まると、組長の進行で開
始。書記係が参加者全員の名前を「お茶講連
名帳」に記帳し、「呼び名」の書かれたササ
ラ紙が個々の参加者に渡される。この呼び名
は、お茶講で使われる名前で「花、鳥、風、
月、龍、虎、梅、竹、金、銀、米、銭、鶴、
亀、松、桜、籾、稗、大豆、小豆、大麦、小
麦、蕎麦、大根、榊、繭、生糸、粟、黍、朝
鮮稗、柿、桃、梨、桑、杉、白菜、牛蒡、人
参、葱、蒟蒻、玉蜀黍、玉葱、唐辛、いんげ
ん、玉葱、栗、茄蕪、茄子、瓜、トマト、南
瓜」などといった生活に結びついた作物やモ
ノの名が使われる。そして、書記係は「勝」、
計算係は「叶」と呼び名がつけられる。



17

「遊ぶお茶」は現代の「講」

っ
た
茶
を
捨
て
る
た
め
。
大
変
強
い
味

の
お
茶
の
た
め
、
全
部
飲
み
干
す
と
舌

が
し
び
れ
て
味
覚
が
馬
鹿
に
な
る
か
ら

だ
。
そ
し
て
前
に
置
か
れ
た
ポ
ケ
ッ
ト

テ
ィ
ッ
シ
ュ
は
、
ぐ
い
飲
み
に
残
っ
た

お
茶
を
拭
き
取
っ
て
、
次
の
味
に
影
響

が
残
ら
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
の
も
の
。

よ
く
考
え
ら
れ
た
シ
ス
テ
ム
に
感
心
す

る
。次

は
、
試
飲
。
一
番
、
二
番
、
三
番
、

客
の
４
種
の
お
茶
が
順
番
に
ぐ
い
飲
み

に
注
が
れ
る
。
こ
の
４
杯
の
味
や
香
り

を
参
加
者
は
覚
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

一
番
の
茶
は
と
に
か
く
甘
い
。
そ
の

上
、
不
思
議
な
も
の
で
、
覚
え
よ
う
と

思
う
と
、
つ
い
つ
い
量
を
飲
ん
で
し
ま

う
。
こ
れ
が
く
せ
者
で
、
飲
み
過
ぎ
る

と
、
後
の
茶
の
味
が
わ
か
ら
な
く
な
る
。

二
番
の
茶
は
、
甘
い
の
だ
が
何
と
な

く
舌
の
上
が
ぴ
り
ぴ
り
す
る
感
覚
が
あ

る
。
三
番
茶
は
少
し
香
り
が
強
く
、
客

の
茶
は
甘
さ
・
香
り
・
ぴ
り
ぴ
り
感
共

に
一
番
濃
い
。

次
に
本
茶
を
７
回
飲
む
こ
と
と
な
る
。

こ
こ
か
ら
が
勝
負
。
ま
ず
第
１
回
目
。

全
員
が
お
茶
を
含
み
終
わ
る
。
席
の
一

番
端
に
座
し
た
「
花
」
の
人
か
ら
席
順

に
答
え
を
聞
か
れ
て
い
く
。「
花
さ
ん

は
？
」
と
山
田
さ
ん
が
尋
ね
る
と
、

「
二
番
」、
続
い
て
「
鳥
さ
ん
は
？
」
と

聞
い
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
の
答
え
は

「
お
茶
講
連
名
帳
」
に
記
録
さ
れ
て
い

く
。最

初
の
本
茶
は
味
を
覚
え
て
い
る
た

め
か
、
み
ん
な
「
二
番
」、「
二
番
」
と

同
じ
答
え
を
続
け
て
い
く
。
す
る
と
、

「
同
じ
答
え
で
は
つ
ま
ら
な
い
な
」
と

言
っ
た
「
銀
さ
ん
」
の
み
が
「
一
番
」

と
答
え
笑
い
を
誘
っ
た
。
以
後
、
こ
の

「
銀
」
さ
ん
は
、
そ
の
場
で
の
人
気
者

と
な
っ
た
。

二
番
目
の
本
茶
を
頂
く
。

（
甘
い
・
・
・
。
客
か
な
？
）

答
え
が
花
さ
ん
か
ら
発
せ
ら
れ
る
が
、

今
度
は
答
え
が
ば
ら
つ
い
て
く
る
。

方
々
か
ら
「
こ
れ
は
一
番
だ
」「
よ
く

わ
か
ら
な
い
の
よ
ね
」
と
声
が
漏
れ
る
。

三
番
目
の
茶
が
注
が
れ
る
。
こ
の
あ

た
り
で
舌
が
慣
れ
て
き
て
、
味
が
よ
く

区
別
で
き
な
く
な
る
。

（
舌
の
先
が
ピ
リ
ピ
リ
す
る
・
・
・
）

四
番
目
の
茶
が
注
が
れ
る
。
そ
ろ
そ

ろ
や
け
っ
ぱ
ち
気
味
に
な
っ
て
く
る
。

（
味
が
わ
か
ら
な
い
。
当
て
ず
っ
ぽ
う

で
い
い
か
）

五
番
目
の
茶
に
な
る
と
、
ど
う
も
自

分
が
予
測
し
た
茶
の
味
で
は
な
い
。

（
ど
こ
か
で
間
違
っ
た
か
？
）

前
の
答
え
に
疑
心
暗
鬼
に
な
っ
て
く

る
。
中
に
は
サ
サ
ラ
紙
を
折
り
忘
れ
て
、

山
田
さ
ん
に
「
米
さ
ん
の
二
番
は
も
う

２
回
出
ま
し
た
」
と
指
摘
さ
れ
、「
え

ー
っ
、
じ
ゃ
あ
さ
っ
き
の
ほ
う
が
間
違

い
だ
っ
た
か
も
」
と
焦
る
風
景
も
見
ら

れ
る
よ
う
に
な
る
。

七
番
目
の
茶
を
飲
み
、
全
員
が
答
え

終
わ
る
こ
ろ
に
な
る
と
、
座
の
雰
囲
気

は
ゆ
っ
た
り
と
一
つ
に
な
っ
て
い
る
。

お茶講のすすめ方-2

1

2

3

4

5

6

7

123半紙に包まれたお茶を大きな片口に
あけ、鉄瓶の湯を注ぐ。

45一服目は、杯に酌み分けて分配。

6次からは土瓶で各自の杯に注いでいく。

7お茶を包んでいた半紙の端には、正解を
書いた部分が折り込んである。最後の発表
のときまで、半紙は順番が狂わないように、
うぐいす棒に差しておく。

４．まず味を覚えるため「見本茶」を頂
くことになるが、最初の一杯は「天神さ
んのお茶」として、そのまま飲む。この
味は再び客の茶として出されるので、こ
の時点では覚えなくてもよい。次いで、
一の茶、二の茶、三の茶、客の茶と４杯
のお茶を頂き、参加者はそれぞれに異な
る味や香りを覚える。

５．試飲が終わると、順番を入れ替えて、
どれがどれだかまったくわからないよう
にしてから「本茶」が供される。一の茶、
二の茶、三の茶は２回づつ、客の茶は１
回の計７回の茶が出される。

開封後の茶の包み紙は、勝の横の畳に挿
されたウグイス棒に突き通され、重ねら
れていく。これは、包み紙に書かれた正
解を後から確認する際に順番が狂わない
ためである。
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さ
て
、
い
よ
い
よ
答
え
合
わ
せ
だ
。

山
田
さ
ん
が
「
最
初
の
お
茶
は
二
番

で
す
。
銀
さ
ん
以
外
の
人
に
飴
を
２
つ

づ
つ
配
っ
て
く
だ
さ
い
」
と
、
飴
が
配

ら
れ
る
。「
二
番
目
の
お
茶
は
、
客
。

正
解
者
６
人
で
す
の
で
、
８
個
つ
づ
配

っ
て
く
だ
さ
い
」。
飴
は
正
答
者
数
に

応
じ
て
配
当
さ
れ
て
い
く
の
だ
。
答
え

が
発
表
さ
れ
る
毎
に
「
ヤ
ッ
タ
ー
」

「
エ
ー
」
と
ど
よ
め
き
。
小
さ
な
飴
や

チ
ョ
コ
レ
ー
ト
の
配
当
で
大
変
な
騒
ぎ

で
、
童
心
に
帰
っ
た
よ
う
に
は
し
ゃ
い

で
し
ま
う
。

こ
の
日
の
全
問
正
解
者
は
ゼ
ロ
。
ち

な
み
に
正
解
数
に
よ
っ
て
呼
び
名
が
あ

っ
て
、
１
つ
し
か
当
た
ら
な
い
と
イ
チ

ボ
（
斜
線
で
表
現
）、
２
つ
は
ニ
フ
ク

ベ
（
瓢
箪
の
絵
）、
３
つ
は
サ
ン
カ
ラ

カ
サ
（
唐
傘
の
絵
）、
４
つ
は
シ
テ
ッ

ポ
ー
（
鉄
砲
の
絵
）、
５
つ
は
ヤ
ク
ナ

シ
（
絵
が
な
く
空
欄
）、
６
つ
は
存
在

し
な
い
の
で
飛
ば
し
て
７
つ
全
問
正
解

が
ハ
ナ
カ
ツ
ギ
（
梅
の
花
）。
１
つ
も

当
た
ら
な
い
サ
カ
サ
ッ
パ
ナ
（
逆
さ
に

な
っ
た
梅
の
花
）
と
ハ
ナ
カ
ツ
ギ
が
出

る
と
縁
起
が
い
い
と
さ
れ
て
い
る
と
の

こ
と
。
お
茶
講
が
終
わ
っ
て
か
ら
、
正

解
数
の
呼
び
名
に
応
じ
た
挿
絵
が
「
勝
」

に
よ
っ
て
描
き
込
ま
れ
て
、「
お
茶
講

連
名
帳
」
が
記
録
と
し
て
完
成
し
、
お

茶
講
の
家
に
保
管
さ
れ
る
。

終
了
後
皆
に
感
想
を
述
べ
て
も
ら
う
。

「
女
の
勘
で
が
ん
ば
り
ま
し
た
」（
拍
手
）

「
二
番
目
を
当
て
た
の
が
大
き
か
っ
た

で
す
」（
拍
手
）
と
感
想
が
述
べ
ら
れ

て
い
く
。

あ
と
で
山
田
さ
ん
に
う
か
が
う
と
、

茶
道
を
た
し
な
む
人
が
よ
く
当
た
る
と

い
う
わ
け
で
も
な
い
ら
し
い
。
む
し
ろ

感
じ
た
通
り
に
答
え
る
子
ど
も
が
よ
く

当
た
る
と
の
こ
と
。
み
ん
な
「
あ
ー
、

お
も
し
ろ
か
っ
た
」「
わ
た
し
４
つ
も

当
た
っ
た
」
と
場
が
盛
り
上
が
っ
て
い

る
。
も
ら
う
飴
は
他
愛
も
な
い
も
の
な

の
だ
が
、
や
は
り
こ
れ
が
増
え
る
と
う

れ
し
い
。
こ
の
お
茶
講
の
参
加
者
は
み

な
平
等
で
あ
る
。
以
前
、
県
会
議
員
が

参
加
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
そ
う
だ
が
、

他
の
人
と
同
じ
よ
う
に
答
え
、
飴
を
も

ら
っ
て
、
た
い
そ
う
喜
ん
で
帰
っ
た
そ

う
だ
。

確
か
に
こ
の
お
も
し
ろ
さ
は
、
体
験

し
て
み
な
く
て
は
わ
か
ら
な
い
。
正
直

言
っ
て
、
最
初
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
を

す
る
の
か
不
安
で
い
っ
ぱ
い
だ
っ
た
の

だ
が
、
答
え
て
い
く
内
に
つ
い
熱
く
な

り
、
最
後
に
は
心
地
よ
さ
が
残
っ
た
茶

会
だ
っ
た
。

お
茶
講
の
意
味

こ
の
お
茶
講
を
守
っ
て
き
た
の
は
、

白
久
保
集
落
の
皆
さ
ん
だ
。
現
在
で
は

集
落
の
16
戸
が
す
べ
て
「
お
茶
講
保
存

会
」
の
メ
ン
バ
ー
と
な
っ
て
い
る
。
世

話
人
の
山
田
さ
ん
に
「
い
つ
か
ら
参
加

し
て
い
る
の
で
す
か
」
と
う
か
が
っ
た

と
こ
ろ
、「
２
歳
の
と
き
か
ら
で
す
」

1たくさん飲むと舌の感覚が麻痺するので、
迷って飲み直すのはよくないようだ。

2残っているはずの番号と、飲んだお茶の味が一致しないとき、
「どこで間違ったのか」という疑問が頭をかすめる。

3記録係の勝は、答えを手際よく連盟帳に記入していく。

4いよいよ正解発表。

56正解者には、ご褒美にお菓子が配当され、みんな子供のように大はしゃぎ。

４参加者は１回飲み終わる毎に、茶の番号
を答えていく。一、二、三は２回、客は１
回しか答えられないため、自分の答えを忘
れないように、ササラ紙に書かれた茶名を
折り曲げていく。各人の答えは、書記係の
勝が「お茶講連名帳」に記録し、重複した
答えを言うと「一はもう２回出ています」
というようにチェックされる。そのため、
途中で間違えに気づくと、辻褄合わせのた
めにますます混乱するという事態に陥る。

６．７回飲み終わると、答え合わせに移る。
お茶を点てる役目を果たす人をお茶坊主と
呼ぶが、お茶坊主が包み紙に書かれている
答えを発表し、正解者に飴を配当していく。

1

2

3

4

5
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「遊ぶお茶」は現代の「講」

と
い
う
答
え
が
返
っ
て
き
た
。
子
供
の

こ
ろ
か
ら
、
お
茶
講
が
楽
し
み
で
、
毎

年
心
待
ち
に
し
て
き
た
そ
う
だ
。
手
順

や
作
法
も
見
様
見
真
似
で
覚
え
た
の
で
、

特
に
難
し
い
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
う
。

「
お
茶
の
調
合
も
お
湯
の
量
も
、
そ
ん

な
に
正
確
じ
ゃ
あ
な
い
で
す
よ
。
適
当

な
も
の
で
す
」
と
言
う
山
田
さ
ん
だ
が
、

原
料
は
充
分
吟
味
し
、
最
初
か
ら
最
後

ま
で
自
ら
責
任
を
持
っ
て
準
備
す
る
。

「
人
の
口
に
入
る
も
の
だ
か
ら
、
そ
れ

ぐ
ら
い
の
責
任
感
は
あ
っ
て
当
然
で

す
」
と
も
。

山
田
さ
ん
が
子
供
の
こ
ろ
、
昭
和
10

年
当
時
は
、
そ
の
年
の
組
長
の
家
が
お

茶
講
が
行
わ
れ
る
「
宿
」
と
な
っ
て
、

一
年
交
替
の
輪
番
制
。
当
時
は
現
在
の

よ
う
に
２
月
天
神
の
時
だ
け
で
は
な
く
、

正
月
の
初
天
神
の
時
に
も
開
か
れ
、
年

２
回
お
茶
講
が
開
か
れ
て
い
た
。
し
か

し
、
戦
後
、
急
速
に
生
活
様
式
や
農
業

形
態
が
変
化
し
、
昭
和
38
年
に
は
「
正

月
の
お
茶
講
は
何
か
と
用
事
が
重
な
っ

て
大
変
だ
か
ら
」
と
取
り
や
め
て
、
２

月
24
日
の
１
回
に
な
り
現
在
に
至
っ
て

い
る
と
い
う
。
輪
番
制
で
行
わ
れ
て
い

た
お
茶
講
の
宿
も
、
住
居
の
改
造
や
改

築
に
よ
っ
て
実
際
問
題
と
し
て
行
う
こ

と
が
で
き
な
く
な
っ
た
た
め
、
昭
和
61

年
に
県
や
町
の
補
助
を
受
け
て
「
お
茶

講
の
家
」
が
建
て
ら
れ
た
。

面
白
い
の
は
、
お
茶
講
の
あ
と
酒
を

飲
む
こ
と
は
せ
ず
に
、
そ
の
ま
ま
家
へ

帰
る
こ
と
だ
。
同
じ
吾
妻
郡
に
は
長
野

原
町
堀
之
内
集
落
に
も
最
近
ま
で
お
茶

講
が
残
っ
て
い
た
。
こ
れ
も
神
事
と
し

て
の
お
茶
講
な
の
だ
が
、
こ
ち
ら
は
終

了
す
る
と
「
直
会

な
お
ら
い

」
と
し
て
酒
を
飲
む
。

白
久
保
に
比
べ
、
よ
り
神
事
と
し
て
の

性
格
が
強
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
山
田

さ
ん
に
よ
る
と
「
お
酒
が
入
る
と
ど
う

し
て
も
ケ
ン
カ
が
起
き
た
り
す
る
の
で
、

純
粋
な
楽
し
み
と
し
て
お
茶
だ
け
に
し

た
こ
と
が
長
続
き
し
た
秘
訣
か
も
し
れ

な
い
」
と
の
こ
と
。

参
加
し
て
わ
か
っ
た
こ
と
は
、
お
茶

講
が
ざ
っ
く
ば
ら
ん
に
他
人
同
士
が
結

び
つ
く
の
に
よ
く
考
え
ら
れ
た
プ
ロ
グ

ラ
ム
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
ゲ
ー
ム

と
し
て
も
よ
く
練
り
上
げ
ら
れ
て
い
て
、

引
き
込
ま
れ
る
魅
力
に
富
ん
で
い
る
。

実
名
を
呼
ぶ
の
で
は
な
く
、
与
え
ら
れ

た
呼
び
名
を
呼
ぶ
の
も
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
の
ク
ッ
シ
ョ
ン
と
し
て
効
果
的

だ
し
、
ほ
ど
よ
く
個
人
の
差
が
現
わ
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
点
も
、
面
白
さ

を
生
む
上
で
肝
心
な
点
だ
。

さ
ら
に
、
日
常
の
力
の
強
弱
が
持
ち

込
ま
れ
な
い
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
神

事
な
の
で
13
歳
以
上
の
女
性
は
参
加
で

き
な
か
っ
た
が
、
子
供
は
親
と
一
緒
に

参
加
で
き
た
。
あ
く
ま
で
も
お
茶
講
は

ハ
レ
の
場
で
、
こ
こ
で
の
参
加
者
は
平

等
だ
。
し
か
も
、
酒
も
飲
ま
な
い
と
い

う
こ
と
で
、
結
果
と
し
て
日
常
の
「
ホ

ン
ネ
の
世
界
」
が
ハ
レ
の
場
に
反
映
さ

れ
な
い
よ
う
に
も
な
っ
て
い
る
。
こ
れ

な
ら
、
参
加
者
は
集
団
の
一
員
で
あ
る

こ
と
を
楽
し
み
な
が
ら
再
確
認
で
き
る

こ
と
だ
ろ
う
。

長
く
続
い
て
き
た
お
茶
講
だ
が
、
白

久
保
集
落
に
も
高
齢
化
の
波
が
押
し
寄

せ
て
い
る
。
保
存
会
で
は
山
田
さ
ん
の

息
子
さ
ん
も
後
を
継
い
で
い
る
が
、
伝

承
し
て
い
く
の
は
な
か
な
か
大
変
だ
。

「
だ
か
ら
こ
そ
今
日
の
よ
う
な
お
茶
講

体
験
で
、
い
ろ
い
ろ
な
人
に
白
久
保
の

お
茶
講
を
知
っ
て
ほ
し
い
の
で
す
。
お

茶
講
は
、
堅
苦
し
い
こ
と
の
な
い
暮
ら

し
の
お
茶
で
す
か
ら
」

そ
う
。
お
茶
講
は
暮
ら
し
の
お
茶
な

の
だ
。
な
ら
ば
、
ち
ょ
っ
と
し
た
手
間

を
か
け
、
い
ま
の
生
活
に
闘
茶
を
甦
ら

せ
る
こ
と
で
、
現
代
の
「
講
」
を
つ
く

る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
い

ま
、
主
婦
の
間
で
テ
ィ
ー
パ
ー
テ
ィ
ー

が
流
行
し
て
い
る
と
も
い
う
が
、
こ
う

し
た
お
茶
講
を
ス
タ
イ
ル
と
し
て
真
似

て
、
現
代
の
お
茶
講
の
創
始
者
に
な
っ

て
み
る
の
も
な
か
な
か
良
い
趣
向
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

「
適
当
な
も
の
で
す
」
と
い
う
言
葉
に

「
ど
う
で
も
い
い
」
と
い
う
含
み
は
な

い
。「
遊
び
の
気
持
ち
」
で
接
す
べ
き

生
活
世
界
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
山

田
さ
ん
の
言
葉
は
教
え
て
く
れ
る
。
こ

う
し
た
人
づ
き
あ
い
の
世
界
を
つ
く
り

上
げ
る
こ
と
が
、
が
ん
じ
が
ら
め
に
な

っ
た
現
代
生
活
に
ゆ
と
り
を
生
じ
さ
せ

る
よ
う
に
も
思
う
。

お
茶
講
は
、
遊
び
の
あ
る
連
帯
意

識
＝
現
代
の
講
づ
く
り
の
ヒ
ン
ト
な
る

の
で
は
な
い
か
。
全
国
い
ろ
い
ろ
な
場

所
で
、
現
代
の
お
茶
講
の
創
始
者
が
生

ま
れ
る
こ
と
を
、
山
田
さ
ん
と
も
ど
も

期
待
し
て
い
る
。

上：勝の仕事は、連盟帳に正解数の呼び名に応じた
挿絵を描き込んで、完了する。

下：「普段着のまま、米や麦を作るのと同じ気持ち
で続けてきたからこそ、現代まで継承できた」とい
う白久保お茶講保存会会長の山田藤吉さん。
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お
茶
講
体
験
会
に
関
す
る
問
合
せ

中
之
条
町
教
育
委
員
会
社
会
教
育
課

電
話
０
２
７
９
‐
７
６
‐
３
１
１
１




