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は じめ に

　中国茶ブー
ム の 中で ， 最近 さ ま ざ ま な病 気に 効 く仙

薬 ， と くに痩せ る美容茶 とい うキ ャ ッ チ フ レ
ー

ズ で プ

ーア ル 茶 が 話題 に なっ た 。 プーア ル 茶 もチ ャ 樹 の 葉 か

ら作 られ た もの で あ るが ，一
般 に 広 く知 ら れ て い る 緑

茶 ， 紅茶 ， 鳥龍茶 とはか な り異 な D ， 微生物発酵を経

て で きた もの で ， 中国の 六 大茶類 の 中で は 「黒茶」に

分類さ れ る茶 で ある （図 1）1｝。

　 日本 で 比 較 的 よく見 られる中国産 の 黒茶は プーア ル

茶 の ば ら茶 （散茶）で あ る が，中国におけ る黒茶に は

種 類が 多く，その ほ とん ど は 色 々 な面 白い 形 に 固め た

緊圧茶で あ る。黒茶は ，特別 の 製法 を有する ほ か，そ

の 消費地 が 主 と して 遊牧 民族の 居住 地 域 で あ る た め ，

他 の 茶類 とは異な る歴 史 ， 文 化 を持つ こ ととな っ た。

1． 黒茶の 生 い立 ち

　本草学 の 始祖 で あ る神農が 茶 を 口 に して か ら， 茶 と

．人間の 付き合 い に は もう 4000年以上 もの 歴史 が ある。

茶 の 飲 用 は今か ら 2000〜3000年前 ， 中国 の 四川 省あ た

り で 始 ま り，次 第 に 他 の 地 域 へ 広 が っ た 。唐 の 時代

（618〜907年〉に なると，茶 を飲 む 風習 が と て も盛 ん に

な り， そ して チ ベ
ッ ト高原や モ ン ゴ ル 高原 に も伝わ っ

た。少数民族 の 人 々 は 茶 を飲 み 始 め る と，その うち「一

日 と し て茶無か るべ か らず」の 状 態 と な っ た が，彼 ら

の 居住 地 区は気温 や 雨量 に 制限 され ， 茶産地 と は なれ

な か っ た e その た め，西北 の 地区 に茶市が 設 立 さ れ，
756〜758年 に，茶 と馬の 交換取引 の 「茶馬交易」が 始

ま っ た。そ の 頃，馬 は 大事 な役畜 で あ り，輸 送 の た め

だ け で な く，戦場 で な くて は な ら な い もの で あ っ た 。

遊牧民 の 居住 区域 は駿 馬の 生産地 で あ り，モ ン ゴ ル 族，

チ ベ ッ ト族，裕 固 族 ， ウ イ グ ル 族 と 回族 な ど西北辺境
の ほ とん どの 民族は茶 馬交易に参加 し た。茶 馬交易は

清 の 時代の半ば まで 900年近 くも実施 され た
2｝
。

　 最初，西北 の 遊牧 民 の 居住地 に 出荷 され た 茶 は 緑茶

で，運送 しや す い た め に ， 蒸熱 し て 固 め るこ とに され

た 。1074 年前後，蒸熱 した緑茶 を 20 日あ まり堆積 して

お くと黒 い 茶 に な る こ とが 経験 に よ り分 か り， それ は

四川省の 黒茶製造 の 始 ま り と な っ た。16世 紀 か ら ， 湖

南省 で は 茶 葉 を揉捻後 20時間 あ まり堆積 して 黒茶 を

つ くる技術 が 完成 し た
3，

。 そ して ，清 の 時代か ら，雲南

省，湖北省 の 黒茶 の 生産 も盛 ん と な っ た e

　黒茶は 生葉 を殺青，揉捻，堆積 ， 乾燥 な ど の 工 程 で

加 工 され る が ， そ の 製品 の 多くは さらに 蒸圧処 理 で磚

状，餅状，碗状 などの 緊圧茶 （写真 1−1〜6）に 成形 さ

れ る 。 緊庄茶は 固 く締 ま っ て い て 輸送 に大変便利 で あ

る ばか りで な く ， 計量 の 面 で も便利 で あ る 。 ま た ， 長

く貯蔵 して も変質しな い
。 そ の た め，辺境遊牧民族 の

ニ ーズ に 良 く合 い
， 彼 らに と っ て はな くて は ならない

もの と な っ た （図 2）。

　各民族 の 喫茶 習慣や 好 み が 違 うた め ， 異 な る種類 の

様々 な黒茶 が 生産 され ， それ らの 消費地 も異な る。チ

ベ ッ ト， 青海，内モ ン ゴ ル ，新彊な どの 黒茶消費区の

一
人当 た りの 茶消費量 が非常に高 く，とくに チベ ッ ト

で は
一

人 当 た り年間 IDkg に も達する 。 現在全国の 黒

茶 の 年間消費量は 4〜5万 トン で あ る。

　 また 19世紀 末か ら，黒茶は茶の 輸 出の 主な品 目で あ

っ た。最初 の 輸 出先は ロ シ ア ，ブー
タ ン

， ネパ ー
ル な

ど の 近隣諸国で あ っ た が ， 現 在 で は 東南 ア ジ ア
，

日 本 ，

ロ シ ア ，
フ ラ ン ス，イタ リア，　ドイ ツ ， ア メ リ カ な ど

に も輸出され て い る。

ホ
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2． 黒茶の 文化

　独特 な歴 史 的背 景 を も っ て 生 まれ た 黒茶は他 の 茶 と

は か な り異な る運命 をもっ て い る 。 そ して，黒茶 の 文

化 に は 他 の 茶類 に 見ら れ な い もの が 多 くあ る n
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不発酵茶

　　　　　　　　 碾茶
一 レ 　抹茶 （加工 茶）

　　　　　 玉露

　　　　　 か ぶせ 茶
蒸製緑 茶
または 慰製） 煎茶

　　　　　　　　騨 ｛ 糶 、郡上 ＿ 番茶，

釜炒製緑茶モ1轢鸚瓢 一

黄 茶＊ ・＃ 　 君山銀針，霍山黄芽など

弱発 酵茶 一
萎　凋 白茶

＊

（白亳銀針，白牡 丹，貢眉な ど〉

半発酵茶
一

日光萎凋，做青
一 島 龍茶 （包種茶，鉄観音，水仙，武夷岩 茶，紅龍茶な ど）

1） 著　作

発酵茶 ・ 一 曙鍔欄鸞

鑿隷認叢 糖欝

t、． ms

l廴 麟靴 ＿ ＿

　　　　 　着香茶 一一 一［認 諏 誘   ．
玄米茶

テ イ
ーバ ツ グ

イ ン ス タン トテ ィ
ー

缶，ペ ッ トボ トル飲 料

＊　 中国で の 茶の 分類名

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 図 1．世 界 の 茶 の 分 類

　中林 らの di類 i）
は 茶の 製法上 の 特徴 も取 り入れて ，世界 の 全 て の 茶 （加工 茶 も含 む ）を系統 的に 分類

した もの と して 画期的 で あ っ た。こ こ で は それ をも とに各種 茶の 製法上 の 特徴 を生 か したよ りよい 分 類

を試 み た。
＃：釜 炒 り（殺 青 ）後，あ る い は そ の 後 の 乾 燥 の 後，約 80℃ に 1時 間 か ら 2 日間 （製 品 に よ っ て 異 な る）

保温 す る工 程 （悶黄）を経た 後で 製 品 とな る。
＃＃： レ ン ガ 状 に 固め られ た 茶 （緊圧 茶 ）は，従 来我が 国で は磚茶 と呼 ば れ て きた が，中国に は 「黒 磚 茶」

や 「青磚茶」と名付け られ た 黒茶の 緊圧 茶 が あ る た め に 混 乱 を招 くた め ，中国で の 緊圧 茶 の 名前 「茶 磚」

を こ こ で の 小分類 に用 い た。緑茶 を原料 に した 緊圧茶 を 「緑茶磚」，紅茶 の 場合 は 「紅茶磚」，黒茶 の 場

合 は 「黒 茶 磚」 に分 類 す るe

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　い る 。 清の 阮福は 1825年前後 「普孝耳茶記」を著 した。

　黒茶は中国の 辺境 の 少数民族 の ニ
ーズ に 合 うた め に

生 まれ た 茶 で ，そ の 大部分 は 辺 境 の 地 で 消費さ れ て き

た。一方 ，
プーア ル 茶 の ように 帝 へ の 献上 品に な っ た

茶 は都 で 流行 し，中国歴代 の 多 くの 著作に記載さ れ て

「普沮茶名遍天下。味最 醯。京師尤重之。」（プーア ル 茶

の 名は 天下に伝わ り，そ の 味 は と て も濃 い 。都 で は と

て も大事 に され て い る。） と記して い る。

　同 じ く清の 檀萃の 「演海虞衡誌」（1799 年）の 巻十
一
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写 真 1−1．七子 餅茶 〔雲 南省 産　357g｝ 写真 1−2．緊茶

写真 1−3．沱茶 　　　写真 1−4．康 磚茶 ， 金尖茶 ，

　　　　 　　　 　花巻茶

　左 か ら ， 康磚茶 〔20枚 入 り ；四 川省産），
金尖茶 （4枚 入 り ；四川省産 L 花巻茶 （湖

南省産 ；36kg ）の 輸送形 態。身長 1m ほ ど

の 子 供 と比べ て そ の 大 き さが わ か る。

写真 1−5． 黒 磚茶

35× 18x3 ．5cm の 矩 形板 状

　 　　　　 　写真 1−6．花磚 茶 と茯磚茶

　 左 が 花磚茶 ：35× 18× 3，5cm の 矩形板状，右 が 茯磚

茶 ：35× 18× 3．5Cln の 矩 形 板状，中央 は茯磚茶 の 包装

を取 り除い た もの
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図 2．中国に お け る黒 茶 の 生 産地 域 と消 費地域

も 「プーア ル 茶 の 名は 天 下 に 重 な り」か ら始ま る 。 こ

れ に よ る と，プ
ー

ア ル 茶 が 雲南省 の 財政収入 を支 えて

お り，プー
アル 茶 を作 る人 は 数十万人 に もの ぼ 1）　t で

きあが っ た 茶 は 色々 な と こ ろ に 運 ば れ，よ く売れ て い

た ようで あ る。唐 の 時代か らチベ
ッ トの 人 々 は 普沮 で

生産 された茶 を飲ん で い た こ とも記 して い る。

　有名 な小 説，「紅 楼夢」（曹雪 芹，18世 紀半 ば ）に は 清

の 時代 の 貴族 た ちが 食後 の 消化 を良 くする た め に ，
プ

ー
ア ル 茶 を飲ん で い た こ とが書かれて い る。1729年，

プーア ル 茶は皇帝へ の 献上 品に 指定さ れ，そ の 後 200

年近 くプーア ル 茶は ず っ と朝廷 に 愛飲 さ れ て い た。上

記 の 「普沮茶記」や 「演海虞衡誌」に も書かれ て い る

ように，清 の 時代に は プーア ル 茶は 献上 品 と して とて

も有名で あ り，こ の 小 説か らもその 様 子が 窺われ る。

　黒茶の 効用 に つ い て も昔か ら注 目され て い た。清 の

張学敏は 「本草綱 目拾遺」 （1765年）に プー
ア ル 茶 の 優

れ た 効 用 に つ い て，脂肪を分解 し，痰 を切 りや す く，

消化 を助け ， 通 じをよくし， 酒 の 酔 い を覚 まし， 食欲

を高 め
，効 力 は きわ め て 大 きい と詳 しく記載 して い る 。

そ の 他 ， 方以智の 「物理 小識」（1664年），張 慶長 の 「黎

岐紀 聞」（1756年）， 呉大 勳 の 「演南聞見録」（1782年〉

な ど で も，プーア ル 茶 が 消化 を助け，通じを良 くし，

とて も体に 良い もの で あ る と高 く評価し て い る 。 清の

時代 の 周藹聊 の 「竺国紀遊 」（1801年〉で は 「番 民以茶

為生。缺之 必病。」（チベ ッ トの 人々 は茶で 生 きる。こ

れ が な い と必ず病 む。）と あ る。そ の 意味 は ， そ の 地域

で の 主食 とな る 酥 油 （後 述 ）や 裸麦 が 消 化 さ れ に くい

もの で あ り， その た め お 茶 の 消化促進作用 が 必要 で あ

る と説明 して い る
4）

。

2） 茶馬古道 の 魅力

　茶 馬古道 は 茶 の 生 産 地 の 四 川 省，雲南省 か ら出 発，

消費地 の チベ ッ ト，甘粛，青海な どへ と繋が る道で あ

D，最 も長 い の が 雲 南省 の 普珥か ら ラ サ へ の 道 で

3，000km を超 え て い た 。こ れ らの 道 で
， 唐 の 時代 か ら

の 茶 馬交易 を通 じて，各民族 の 経済，文化 の 交流が行

わ れ て い た 。 自然，歴史，宗教 ， 民俗 な ど を集め た こ

の 神 秘な道 は 現在 は 多くの 人 々 の 憧れ と な っ て い る。

その 魅力を列挙 すると下記の ような もの が ある 。

　  世界
一
標高の高 い ルー トを誇 る茶馬古道 は 平均

　　　標 高 4 ．OOOm 以 上 の 青 蔵 高 原 と 標 高

　　　1，000
〜4 ．000m の 雲貴高原 の 上 に あ り，想像 を

　　　絶する 山々 の 雄姿を目にする こ とに な る 。

　  　原始林 の 中を蛇行 して 走 る茶馬古道 の もう
一

つ

　　の 魅力 は，雄大 で 手付 か ずの 自然 で ある。熱帯

　　雨林 か ら高 原 ま で の 複雑な 自然環 境 の 中，豊 か

　　な動植物に 恵まれ て い る 。 そ して茶馬古道 の 出

　　発点 の
一

つ で ある雲南省 の シ
ー

サ ン パ ン ナ州 あ

　　た りに は 古茶樹が 多 く分布 して い る。そ こ に は ，

　　樹齢 1700年 を超 え る 野 生 の 茶樹之 王 が 今 も

　　青 々 と茂 っ て い る。また 最近 ， そ こ より少 し北

　　の 鎮況 県には樹齢 2700年 と 2500年 の 2 本の 古

　　茶樹 が 発 見 さ れ，前者 は 最大 の 古 茶樹 と して ギ

　　ネ ス 世 界記録 に 載 せ られ た
5）。世界 の 茶 の ル

ー

　　 ツ としての 証 を誇 っ て い る。

  茶馬古道は 宗教 の 伝来の 道で もあ る。今で も多

　　 くの 信者 た ち は こ の 道 に 沿 っ て ， ラ サな どの 聖

　　地 に 詣 で る．石 に 刻 まれた多 くの 経文や呪文 ，

　　岩に 描 か れ た仏像，色々 の 宗教の 寺院な どは こ

　　 の 古道 の 神秘 さを増す。千年以上 も人 々 が 通 っ

　　て い る こ の 道 の 歴史 の 深 さが
一

層感 じられ る。

  茶罵古道 に は，チ ベ ッ ト族，漢族，回族，白族，

　　モ ン ゴ ル 族，ナ シ 族，羌族，怒族，壮族， トン

　　族 な ど 20以上 の 民族 が 各 自の 風俗 習慣 を色濃

　　 く残 しな が ら，
互 い に 共存 して い る （写真 2）。

写 真 2．茶 馬古道 の 途 中で 露店 を経 営 して い る

　 　 　 チ ベ ッ トの 女 性
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　　　お 茶 の 原 産 地 か らお 茶 の 消費地 へ の こ の 古道 に

　　　沿 っ て 暮らして い る各民族 の 独特なお茶 の 飲 み

　　　方 はまた 民俗観光 の ポイ ン トに な る。

　現在，茶馬古道 の 観光開発 が 始 ま っ て い る。千年以上

を歩 ん で きた こ の 古道 は 今新 しい 出発 に 向か っ て い る。

3）　骨董晶 の 黒茶

　諺に，「茶要新，酒要 旧 」 （茶 は新 しい の が よ い 。酒

は 古 い の が よい 。〉が ある。新鮮な味，豊か な香 り，艶

の あ る色 新茶は最高で あ る 。 新茶 は，早 い うちに飲

まな い と，また は 保存方法 が よくない と， す ぐ古茶に

な っ て美味 し くな くな っ て しまう。それが茶 の 常識 と

も言 え る。し か し，黒 茶 は 常 識 は ず れ で ，初物 よ り古

い ほ うが よい 。保存 して お くと 品質が 劣化する こ とな

く，それ ど こ ろか時間がた つ と，渋 み，苦 味が 消 え，

味が マ イル ドに な り，豊か な フ レ
ーバ ー

が 出 る。そ の

点 は ワ イ ン と 同 じ で ， 何 十 年 も保 存 で き る。そ の た め，

古 い 黒茶 が 逆 に 高価 に な っ て い る。何年 か 経 つ と ， そ

の値段 が 10倍 に もな る もの もあ る。20〜30年経 た も

の が 1個何 十万円 に もな り，銘 酒 に も負け な い 状況 で

ある。骨董 品 の ように 古 い 黒茶を求 め ， 貯 え る 人 は 香

港，台湾 を初め，中国 の 国内外 で 増え ，

一
つ の ブー

ム

と な っ て い る （写真 3）。
4） 茶 　芸

　最近 ，
プーア ル 茶芸 も人気 とな っ て い る 。 茶芸 と言

うの は ， 茶 を淹 れ る 芸術 と喫茶 の 芸術 で あ り，茶室 の

設置，茶 器選 び，茶 の 用量 や 湯の 用 量，浸 出時聞の 設

定，茶 の 官能審査な ど い ろ い ろな こ と が 含 まれ て い る。

茶芸は茶 と文化，芸術 を
一

つ に す る こ とに よ っ て ， 新

しい 喫茶の 世 界を築 き上 げ た の で あ る。1970年代後半

に 生 まれ て か ら， 茶芸 が今茶文化 の 重要な内容 の
一

つ

とな り，注 目を集 め て い る。

　茶は 種 類 に よ っ て 味 が 異 な る た め，各種 の 茶 を淹れ

るの に ， それぞれ異 なる作法 が あ る。プーア ル 茶芸 （写

写真 3 ．収 集家 の た め 作 ら れ た 緊圧 茶

真 4）に は主と して 以下 の ような手順 が あ る。

　温壷 ：茶器 を温 め る。

　置茶 ：茶葉 を茶器 に 入れ る。

　洗茶 ：茶 を 洗 う。

　泡茶 ：茶を淹 れ る 。 プーア ル 茶は とて も浸出 しやす

　　い た め，浸出時間が 極 め て 短 い 。
一一
側 目 10秒位，

　　二 回 目 15秒位，三 回目か ら
一

回 20 秒位 で あ る。

　　良 い プ ーア ル 茶は 10回淹 れ て も，水 色が 鮮や か な

　　赤色 で ， 味 が まろや か で ある 。

　出湯 ：茶湯 を茶海 となる容器 に移す こ と。そ れ は茶

　　葉 が 湯 に 浸 り過 ぎない よ うに す る と 同時に ，茶湯

　　をい くつ か の 湯飲み に 注ぎ分ける時，濃 さを均
一

　　 に す る役 目を果 た して い る。

　分茶 ：茶海 の 中の 茶湯 を各湯 の み に 均等 に 注 ぐ。

　敬茶 ：客に 捧げ る。

3，　 多彩な喫茶法

　異な る 生活環境，異な る伝統の 中で 各民族は それぞ

れ独特 な生活習慣 を持 ち ， そ して 守 っ て きた。そ の 民

族の 違 い は 喫茶法 の 巾に 鮮や か に 現れ て い る。こ れ ら

の 独特の喫茶法は ， 多彩な茶文化 を作 り上げて い る。

1） 清　飲

　雲南，広東，広 西 ， 香港 ， 台湾あ た りの 漢族お よ び

東南ア ジ ア の 華僑が よ くプー
アル 茶，六堡茶 を飲 む。

飲 み 方 と して は ， 沸騰す る湯で淹 れ て飲む 。それ は 茶

に 牛乳や香辛料 な ど を加 え る 方法 に 対 して ， 清飲 と言

う。喫 茶店に 行 っ て，プ ーア ル 茶 と シ ュ ウ マ イ ， ちま

きな どの 点心 と を
一

緒に楽 しむ 人 も多い 。そ の 他，香

港 で は，菊 の 花 とプ ー
ア ル 茶を合 わ せ て 飲 む こ と に と

て も人気が あ る。

2）　酥油茶 （バ ター茶）

　チベ ッ ト族 は 気圧 が 低 く， 湿度 の 低 い 高原 に住ん で

お り，人 々 は毎 日 20杯 以上 の 茶 を飲 む。多い 時 に は 40

写真 4． プー
ア ル 茶芸

　 　 　 雲南省の 今雨 軒茶屋 の プー
ア ル 茶 芸
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不 思 議 な茶，
“
黒茶

”

杯 も飲ん で い る と言わ れ る 。

一
人当た りの 茶の 消費量

も中国 の トッ プ で あ る。

　チベ ッ トで は，一番人気が あ るの は 酥油茶 で あ る。

酥 油 と い うの は ， 牛 や 羊 の 乳 を煮 沸 して 攪 拌 し冷 却 し

た 後 に 表面 に 浮 い て くる固ま っ た 脂肪 の こ とで ，
バ タ

ーの ようなもの である。 酥油茶 を作るに は，先ず磚茶

を削 っ て 搗 き砕 き， 細 か くな っ た茶葉を鍋 や 釜 に 入 れ，

水 を加 え ，
20〜30分 間煎 じ る。そ して 茶汁を漉 して 酥

油茶筒 とい う専用 の 筒に入れ，酥油，塩等 を加 え，棒

を上下 して 混ぜ る （写真 5）。均
一

に な っ た ら茶碗 に 出

して 飲む。時 に は，酥 油茶 に 胡桃 ， 落花生 ， 卵 ，
レ
ー

ズ ン な ど も入 れ ，一層美味 し く，香 ば しくなる。

3）　 ミル クテ ィ
ー

　 ミル クテ ィ
ー

と言えば ， す ぐに 紅茶に ミル ク を入れ

た もの を頭 に浮べ るが ，中国の 少数民族 の ミル ク テ ィ

ーは そ れ と は か な り異 なるもの で ある。まず使 う茶 は

紅茶 で な く， 青磚茶 また は 黒磚茶な ど の 黒茶で ある 。

作 り方は，磚茶 を削 っ て，搗 き砕 き，熱湯 で数分 間煮

出す。そ し て 茶殻 を取 り除 い て
， 茶汁 に 牛や羊 の 乳 ，

塩 を加え， 沸騰させ て で き上が る 。 こ の ミル クテ ィ
ー

は モ ン ゴ ル 族 を始め，ウイグル 族，カ ザ フ 族，キ ル ギ

ス 族，ウ ズ ベ ク族な ど の 多くの 民族に 好 まれ て い る。

4） 香 茶

　新彊 の 南部 に 住 むウイグル 族 の 人 々 が毎 日飲 ん で い

る の は 香茶で あ る 。 粉状 に した 胡椒，肉桂 ， 丁字など

の 香辛料 を茶汁 に 加 え，それを煮沸して漉して飲む ．

　 　 写真 5．酥 油 茶づ く り

駱少君 氏 （著 者の
一

人）が 酥 油 茶筒

で 酥 油 茶 を作 っ て い る とこ ろ。テ
ー

プ ル に 置 い て あ るの は金 尖 茶，酥 油

と塩。

こ れ らの 香辛料 に 多くの 薬効 が あ り，香茶 は とて も体

に 良 い 飲 み物で あ る。こ の香茶 もよ く食事の 時に 飲 ま

れ る
6）。

5） 蓋 碗 茶

　蓋碗 は 蓋や茶托付の茶碗 を指 す。 寧夏 区， 青海省 ，

甘粛省 などに住ん で い る回族や サラ
ー

ル 族 の 人 々 は蓋

碗 を使 っ て茶 を飲む こ とが よ くあ る。蓋碗茶に は茶 （茯

磚茶ま た は緑茶）の ほ か ， 棗， 干し竜眼 ， 枸杞 ，
レ ー

ズ ン
， 胡桃 ， 氷砂 糖な ど体 に よい もの を た くさん 入れ

る。季節に よっ て 入れるもの が 変 わる。飲む時は，浮

い て い る も の を蓋 で傍 ら に 寄せ て か ら飲 む
6）

。

6） 油茶湯

　湖南省，湖北省，四川省，貴州省，広西区な どに分

布 して い る土 家族，トン 族が好む 喫茶法 で ある。原料

は 茶葉 （茯磚茶 ， 緑茶な ど）， 蒸 し た 糯米 ， トウ モ ロ コ

シ，落花生 ， 大豆 ，
ゴ マ に 生姜 ， 葱 ，

ニ ン ニ クな ど の

香辛料で ある D こ れ らを茶の 油 で 炒め て，水 を加 えて

煮 る。こ れ は とて も香ば し くて，体が 暖 ま り，冬に 食

べ る こ と が 多い
6 〕

。

7） 塩 　茶

　主 と して 雲南省の 西北 の 高原 に 分布 して い る ナ シ族

は よ く餅茶 を塩茶に して 飲 む。同 じ地 域 に 住 ん で い る

リス 族 ，
プ ミ族な ども似 た ような方法 で 茶 を飲 む 。そ

れ は先ず茶を加熱 した壷に 入 れ て 焙 り，香 りが 出 て き

たら熱 湯を注 い で 沸騰させ る 。 そ こ に 塩 を加えて 湯飲

み に 注 い で 飲む。そ して 壺 に は さ らに 熱湯 を加 え， 温

め て か らまた飲む。

巳） 龍虎闘茶

　龍虎 闘茶 は雲南省 の ナ シ族や リス 族 が よく風邪薬 と

して 用 い る茶 で あ る。作 り方 として は 焙 っ た茶を と て

も濃い 茶汁に 煎じて，こ の 茶汁を酒に入れ て飲む。時

に は 唐 辛子 も
一

緒 に 加 え る 。 龍虎闘茶を飲む とた くさ

ん 汗 をか き，そ して ぐっ す り眠 る と 風邪 が 治 る と い わ

れ て い る
6）。

9》 拷　茶

　拷 と言 うの は焙 る，あ るい は焼 くこ とで ある。拷茶

は つ まり茶を焙 る こ とで，シーサ ン パ ン ナ州 の ハ ニ 族

が 野外で仕事 をする時の 喫茶法である （写真 6＞。 彼ら

は竹筒 をや か ん の ように つ か う。まず竹筒 に 水 を入れ ，

枯れ 枝 な ど を竹筒 の周 りに お き，そ れ ら を燃 や し て湯

を沸か す。湯 が 沸 い た ら，直接火 で 焙 っ た チ ャ 葉 を竹

筒 に 入 れ て さ らに 2〜3分 間沸 か す。そ して 竹 製 の 湯 の

み で 飲 む。

10） 竹筒香茶

　雲南省の い くつ か の 民族は 竹 を上手 に 使 っ て い る。
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　　　　　　　 写真 6．ハニ 族の 竹 筒姥茶

茶 の 加 ⊥ に も竹 を上手 く使 っ て い る。彼 らが 楽 しむ 竹

筒香茶 の 製法 は ，まず摘 ん で きた チ ャ 葉 を糯米 と
一

緒

に 蒸 し，殺青 と と もに 糯米 の よ い 香 りを茶 に 吸 い 込 ま

せ る 。 次 に ， そ の チ ャ 葉 を， 竹 を新 し く切 り出して作

っ た 竹 筒 の 中 に 棒 で ifLzウ ギ ュ ウ詰め に し，その 竹筒

を 火 で 焙 っ て で き あ が る。使 う時 は 竹 を割 っ て 硬 く棒

状 に な っ た茶 を取 り出す （写真 7）。 そ の 茶は茶 の 香 り

に加 えて 糯米 と竹 の 香 りが す る。

11） 漬物茶

　プーラ ン 族 の 先祖 「濮 人」は最初 に茶 を栽培 し た 民

族 とい われ て い る。1951年 に 発見され た 雲南省南糯 山

に あ っ た 茶樹王 （当時樹齢 800年以一ヒ，ユ994年 に枯死 ）

は プ ーラ ン 族に よ り≡栽培 さ れ た と い う
7〕
。プーラ ン 族

の 酸茶は ， 摘 ん だ 茶樹の 生葉を茹 で て ，
10 日 間余 ワ放

嵩 して，カ ビ が 生 えて か ら竹筒 に 詰 め て 土 に 埋 め て お

き，1 カ月ほ ど経っ た ら取 り出して 食べ る。酸味 が 強

く， 消 化 を助 け る もの で あ る。

　タイ族，景頗族 の ニ エ ン は
， 新鮮 なチ ャ 葉 を蒸 して

か ら竹筒に詰め 込 み ，そ の m を竹 の 葉で密封 して 土 中

に埋 め ， 2〜3 ヶ 月後竹筒 を取 リ出す。そ の ままで も食

　 　 　 　 　 写真 ］．　 タイ族の 竹 筒香茶

竹 製の 高槻 に 置 い て あ る 黒 い 棒 に 見 える もの は 竹 筒香

茶 で あ る ．

べ られ る が ，＝ ン ＝ ク な ど と炒め て か らお か ずにする

こ と もで きる。

12）　 日本 の バ タ バ タ茶

　 日本で も富山県の ご く
一

部の 地域で は ある が，今も

黒茶 が 生産 され て い る。富山黒茶 の 飲 み 方 も独特 で あ

る。富山県朝日町 蛭 谷 地 区で は，命 日 お よび 仏事，慶

事に は バ タバ タ茶会を催 して い た そ うで ある．こ の 席

で 用 い られ る茶 が 富 山黒茶 で あ る。まず適量 の 黒茶を

木綿袋に 入 れ，沸騰 して い る や か ん の 中に 入れ て 煮出

す。そ の 飲 み 方 は 抹茶 の 飲 み 方 と似て い る。煮 出 した

黒 茶 を茶碗 に 入れ ，
二 本茶筅 で よ く撹拌する と そ の う

ち泡立 っ て くる。それ をお 茶受け の 山菜 の 煮物や漬物

な ど を食べ な が ら飲 む
B〕
。

おわ りに

　黒茶は微生物の 発酵作用 まで をも積極的に 取 り入れ

た 不思議 なお 茶 で あ る。図 1に 示 した よ うに チ ャ 葉 は

様 々 に 加工 さ れ，多種 多様 な茶 が 生 まれ て い て
， 黒茶

は そ の 一つ に すぎな い
。 そ の 黒茶に さえ，こ れ だ けの

多様性 が あ り， 様々 な楽 しみ 方 が あ る こ とは 驚きで あ

る。こ れ だ け多様な食文化 が 生 まれ た 食品 は 他 に 例 を

み な い の で は な い だ ろ うか 。 茶文 化 の もつ 不思議で あ

りまた 魅力 と い えよ う。著者らは ， 中国黒茶のすべ て

に つ い て 最近 まとめ る機会 が あ っ た の で，詳細 はそれ

ら を参照 さ れ た い
9’1°）

。また，本稿 は それ らの
一部を抜

粋 して食文化 の 視点 か ら黒 茶を眺 め て ま とめ た もの で

あ るこ とを ご 了解願 い た V 

　 文 　 献

1）　 中林 敏 郎，伊 奈 和 夫，坂 田 完 三 ：緑茶
・紅茶

・
鳥龍茶

　 の 化 学 と機 能，弘 学出版 （1992）
2） 陳宗懋主編 ：中国茶経，上海文化出版社，p．654（1992）
3） 安 徽 農 学院 主編 ：製 茶 学，農 業 出 版社 ， p．6 （198 
4） 陳 祖 槻，朱 自振 編 ：中 国茶 葉 歴 史資 料 選，農 業 出版 社

　 （1981）
5）　 陳紅偉 ：茶葉，28（1），56 （2001）
6）　駱 少 君 ，呂 毅編 ：飲茶和健康，中国農 業 出版 社，p．139

−

　 143　（2003）
7）　 黄桂樞 ：中国普淇 茶国際学 術研 討 会論文 集，雲 南 入 民

　 出版 社，p．110
−117 （2002）

8）　 大 森正 司，加 藤み ゆ き，難 波 敦子，宮 川 金二 郎 ： 円本

　 の 後 発 酵茶 一中 国 ・東 南 ア ジ ア との 関 連 ， さ ん え い 出

　 1反，　p．16〜17　（1994）
9）　呂毅，坂 m 完三 ，郭 安 飛，駱 少 君 ：不 思議 な茶 「黒 茶 」

　 の す べ て 1− 8， Food　S娚 θ 21，6（4〜12）（2eo2）；9，
　 ibid．，7（1＞　（2003）
1  　 呂毅，坂 田完三 ，郭 安 飛，駱 少 君 ：中 国黒 茶 の す べ て ，
　 幸 書 房，印 刷 中

90 （442）

N 工工
一Eleotronio 　Library 　


