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お茶を、淹れよう



2

お
茶
は
葉
っ
ぱ
の

贈
り
も
の
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お
茶
は
葉
っ
ぱ
の

贈
り
も
の

ふ
つ
う
の
生
活
と
い
う
こ
と
を
大
切
に
す
る
思
い
が
ま
す
ま
す
募
る
こ
の
頃

で
す
。
そ
こ
で
身
の
ま
わ
り
に
あ
る
た
く
さ
ん
の
「
ふ
つ
う
」
の
中
か
ら
引
っ

ぱ
り
だ
し
て
み
た
く
な
っ
た
の
が
、
お
茶
と
の
お
つ
き
あ
い
。

そ
の
お
茶
で
す
が
、
毎
日
、
そ
れ
こ
そ
普
通
に
飲
ん
で
い
る
緑
茶
や
番
茶
、

ほ
う
じ
茶
な
ど
の
復
習
を
し
て
、
も
っ
と
楽
し
み
た
い
と
い
う
動
機
が
も
と
に

な
っ
て
い
ま
す
。
抹
茶
の
茶
事
の
世
界
を
い
わ
ば
ハ
レ
と
し
た
ら
、
ケ
。
ま
さ

に
日
常
に
入
り
こ
ん
で
飲
ま
れ
て
い
る
、
ふ
つ
う
の
お
茶
の
お
話
で
す
が
、
主

役
は
『
茶
葉
』
な
の
で
す
。

も
し
か
し
た
ら
、
あ
な
た
は
お
茶
を
液
体
で
し
か
見
て
い
ら
っ
し
ゃ
ら
な
い

か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
が
新
し
い
日
常
に
な
っ
て
い
る
の
も
わ
か
り
ま
す
が
、

茶
葉
で
お
茶
を
楽
し
む
、
茶
葉
か
ら
お
茶
を
淹
れ
る
こ
と
を
し
て
み
る
と
、
気

づ
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
お
茶
の
葉
っ
ぱ
が
知
ら
せ
て
く
れ
る
自
然
の
循
環
の

姿
の
よ
う
な
も
の
。
そ
れ
は
丁
寧
に
育
て
ら
れ
、
製
造
さ
れ
た
茶
葉
の
生
ま
れ

た
ま
ま
の
姿
が
、
丁
寧
に
淹
れ
ら
れ
た
お
急
須
の
中
な
ど
に
現
れ
る
と
い
っ
た

ビ
ジ
ュ
ア
ル
な
発
見
の
喜
び
さ
え
も
た
ら
し
て
く
れ
る
と
い
う
お
話
で
す
。

ふ
つ
う
の
生
活
で
失
い
た
く
な
い
の
は
、
自
然
と
の
楽
し
い
つ
き
あ
い
方
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
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畑
に
ま
く
堆
肥
に
は
じ
ま
り
、

畳
に
、
封
筒
に
、
靴
の
中
敷
き
!?

積
極
的
な
茶
殻
の
再
活
用

ア
ジ
ア
出
身
の
彼
女
た
ち
は
、

ど
ん
な
お
茶
を
、
ど
ん
な
風
に

飲
ん
で
き
た
の
で
し
ょ
う
か

な
ぜ
、
そ
ん
な
に
身
体
に
い
い
の
と

聞
き
た
く
な
る
ほ
ど
、
お
茶
に
は

健
康
に
役
立
つ
栄
養
が
い
っ
ぱ
い

無
茶
苦
茶
、
お
茶
を
濁
す
、
お
茶
の
子
さ
い
さ
い
。

お
茶
に
ま
つ
わ
る
言
葉
の
多
さ
は
、

人
と
お
茶
の
関
わ
り
の
深
さ
に
通
じ
て
い
る

自
然
の
巡
り
に
沿
い
な
が
ら
、

地
域
の
人
と
歴
史
に
敬
意
を
払
っ
て
。

自
然
栽
培
が
紡
ぐ
未
来
へ
の
物
語

煎
茶
で
も
な
く
、
抹
茶
で
も
な
く
、

地
域
の
多
様
性
そ
の
ま
ま
の
、

日
本
の
普
段
の
お
茶
の
こ
と

茶
殻
を
捨
て
る
な
ん
て
、

も
っ
た
い
な
い

M
U
J
I
ス
タ
ッ
フ
の
お
茶
物
語

毎
日
お
茶
が
飲
み
た
く
な
る
ハナ
シ

こ
こ
に
も
、あ
そ
こ
に
も
、

「
お
茶
」が
あ
る

お
茶
を
通
し
て
、未
来
を
描
く

と
こ
ろ
で
、

「
番
茶
」を
知
っ
て
い
ま
す
か
？
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お茶を、淹れよう

入
り
た
い
け
ど
入
り
に
く
い
。

聞
き
た
い
け
ど
聞
き
に
く
い
。

「
こ
ん
に
ち
は
」
か
ら
始
め
て
み
ま
し
ょ
う

摘
ん
で
、
揉
ん
で
、
ま
た
揉
ん
で
。

選
ん
で
香
ら
せ
て
整
え
て
。

香
り
豊
か
な
茶
葉
に
な
る
ま
で

無
茶
苦
茶
、
お
茶
を
濁
す
、
お
茶
の
子
さ
い
さ
い
。

お
茶
に
ま
つ
わ
る
言
葉
の
多
さ
は
、

人
と
お
茶
の
関
わ
り
の
深
さ
に
通
じ
て
い
る

お
い
し
く
楽
し
く
淹
れ
る
た
め
に
、

自
在
に
お
茶
と
付
き
合
う
た
め
に
、

知
っ
て
お
き
た
い
基
礎
知
識

人
と
自
然
の
営
み
の
小
さ
な
循
環
を

大
切
に
し
た
い
と
考
え
て
、

お
茶
を
作
り
、
地
域
と
つ
な
が
る

静
岡
県
藤
枝
市
の
お
茶
所
に
、

小
山
の
よ
う
に
こ
ん
も
り
大
き
な

お
茶
の
木
が
あ
り
ま
し
た

お
茶
の
味
っ
て
ひ
と
つ
じ
ゃ
な
い
。

楽
し
み
方
も
ひ
と
つ
じ
ゃ
な
い
。

自
分
の
好
き
な
お
茶
を
見
つ
け
よ
う

緑
茶
も
紅
茶
も
烏
龍
茶
も
、

み
ん
な
「
チ
ャ
」
か
ら
で
き
て
い
る
。

日
本
に
は
い
つ
来
た
の
か
な
？

煎
茶
で
も
な
く
、
抹
茶
で
も
な
く
、

地
域
の
多
様
性
そ
の
ま
ま
の
、

日
本
の
普
段
の
お
茶
の
こ
と

日
常
飲
ん
で
い
る
お
茶
だ
け
れ
ど

茶
葉
を
主
役
に
し
て
み
る
と
、

そ
こ
に
は
自
然
が
見
え
て
き
ま
す

お
茶
屋
さ
ん
と
、な
か
よ
し
に

緑
の
葉
っ
ぱ
が
、茶
葉
に
な
る
ま
で

こ
こ
に
も
、あ
そ
こ
に
も
、

「
お
茶
」が
あ
る

知
っ
て
淹
れ
る
と
も
っ
と
お
い
し
い

ち
ぃっ
と
作
っ
て
、ぐ
る
ぐ
る
回
し
て

お
茶
の
木
っ
て
、

こ
ん
な
に
大
き
く
育
つ
ん
だ

お
い
し
い
お
茶
の
、自
由
な
淹
れ
方

そ
も
そ
も「
チ
ャ
の
樹
」っ
て
な
ん
だ
ろ
う
？

と
こ
ろ
で
、

「
番
茶
」を
知
っ
て
い
ま
す
か
？

お
茶
は
葉
っ
ぱ
の
贈
り
も
の
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お茶の木って、こんなに大きく育つんだ
高さ４ｍ、周囲33ｍもあるお茶の木があるらしい。そんな話を聞きつけて
静岡県藤枝市の山の奥、瀬戸ノ谷という土地を訪ねました。
「藤枝の大茶樹」と呼ばれるお茶の木は、見上げるほどの大きさでした。
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出
迎
え
て
く
だ
さ
っ
た
の
は
、
平
口
好
三

さ
ん
、
幸
子
さ
ん
ご
夫
妻
。
こ
の
地
で
茶
農

家
を
営
ん
で
十
二
代
目
に
な
る
そ
う
で
す
。

大
茶
樹
の
樹
齢
は
お
よ
そ
三
百
年
。
平
口
さ

ん
の
先
祖
が
こ
こ
に
種
を
ま
い
た
と
伝
え
ら

れ
て
い
ま
す
。
か
つ
て
は
自
家
で
摘
ん
で
い

ま
し
た
が
、「
茶
の
振
興
に
役
立
て
て
ほ
し

い
」
と
藤
枝
市
に
提
供
し
、
例
年
で
は
五
月

に
市
内
の
子
ど
も
た
ち
や
茶
娘
、
藤
枝
市
茶

手
揉
保
存
会
の
み
な
さ
ん
が
、
常
設
の
足
場

を
使
っ
て
手
摘
み
し
ま
す
。

こ
の
お
茶
の
木
は
昔
か
ら
こ
の
土
地
に
あ

っ
た
在
来
種
で
、
試
験
場
で
検
査
し
た
と
こ

ろ
、「
特
に
香
り
が
い
い
」
と
評
価
さ
れ
ま

し
た
。
仕
上
げ
た
新
茶
は
縁
起
物
の
「
長
寿

の
香
り
」
と
し
て
、
市
内
の
高
齢
者
施
設
な

ど
に
贈
ら
れ
て
い
る
そ
う
で
す
。

通
常
お
茶
の
木
は
毎
年
刈
り
込
む
た
め
、

こ
こ
ま
で
大
き
く
な
り
ま
せ
ん
。「
な
ぜ
こ

ん
な
に
大
き
く
？
」
と
尋
ね
る
と
、「
な
ん

か
、
こ
う
な
っ
ち
ゃ
っ
た
ん
だ
よ
ね
ぇ
」
と

大
ら
か
な
答
え
が
返
っ
て
き
ま
し
た
。
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お
猪
口
の
よ
う
な
小
さ
な
茶
器
に
ワ
イ
ン

グ
ラ
ス
に
テ
ィ
ー
カ
ッ
プ
。
で
す
が
そ
こ
に

入
っ
て
い
る
の
は
、
キ
ラ
キ
ラ
輝
く
山
吹
色

の
液
体
。
そ
う
、
こ
れ
ら
は
お
酒
で
も
ワ
イ

ン
で
も
紅
茶
で
も
な
く
、
す
べ
て
煎
茶
な
の

で
す
。
東
京
に
あ
る
日
本
茶
カ
フ
ェ
「
表
参

道 

茶
茶
の
間
」
の
メ
ニ
ュ
ー
、
ひ
と
つ
の

急
須
で
同
じ
茶
葉
を
煎
を
か
さ
ね
て
楽
し
む

「
か
さ
ね
」
と
い
う
も
の
で
す
。

一
煎
目
は
ほ
ん
の
少
し
の
お
茶
で
、
エ
ス

プ
レ
ッ
ソ
の
よ
う
。
そ
れ
を
少
し
ず
つ
、
口

に
含
み
ま
す
。
新
鮮
な
香
り
と
濃
厚
な
味
は
、

ふ
だ
ん
飲
ん
で
い
る
お
茶
と
は
ま
る
で
違
っ

て
い
て
、
目
が
パ
チ
ッ
と
冴
え
ま
す
。
そ
し

て
き
れ
い
な
香
り
が
、
口
に
ず
っ
と
の
こ
り

ま
す
。
二
煎
目
は
氷
入
り
。
ワ
イ
ン
グ
ラ
ス

お
い
し
い
お
茶
の
、自
由
な
淹
れ
方

お
茶
、
毎
日
飲
ん
で
い
ま
す
か
？  

自
分
で
急
須
で
淹
れ
て
い
ま
す
か
？

そ
し
て
こ
ん
な
お
茶
、
飲
ん
だ
こ
と
あ
り
ま
す
か
？

知
れ
ば
楽
し
く
面
白
く
、
そ
し
て
深
い
お
茶
の
世
界
へ
、
ど
う
ぞ
ご
一
緒
に
。

い
つ
も
と
違
う
器
に
入
れ
て
。
ほ
ん
の

ち
ょ
っ
ぴ
り
、
氷
と
一
緒
に
、
テ
ィ
ー

カ
ッ
プ
に
な
み
な
み
と
。
同
じ
茶
葉
を

煎
を
か
さ
ね
て
飲
む
楽
し
さ
を
知
り
ま

し
た
（
レ
シ
ピ
は
11
ペ
ー
ジ
）。
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に
注
ぐ
と
細
か
な
気
泡
が
生
ま
れ
て
、
見
て

い
る
だ
け
で
気
持
ち
が
軽
や
か
に
。
そ
し
て

爽
や
か
な
香
り
と
す
っ
き
り
し
た
味
わ
い
で
、

残
暑
の
季
節
は
も
ち
ろ
ん
、
冬
で
も
飲
み
た

く
な
り
ま
す
。
こ
れ
も
と
っ
て
も
お
い
し
い
。

三
煎
目
は
あ
っ
た
か
い
お
茶
で
し
た
。
テ
ィ

ー
カ
ッ
プ
に
な
み
な
み
注
が
れ
て
、
味
も
香

り
も
ゆ
っ
た
り
し
て
き
て
、
し
み
じ
み
お
い

し
い
。

「
か
さ
ね
」
は
、
ふ
だ
ん
な
ん
と
な
く
し
て

き
た
お
茶
の
淹
れ
方
と
は
ま
っ
た
く
異
な
り

ま
す
。
で
も
そ
れ
は
、
奇
を
て
ら
っ
た
お
茶

の
飲
み
方
を
編
み
出
そ
う
と
し
た
わ
け
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
お
茶
の
お
い
し
さ
が
活
き
る

最
善
の
淹
れ
方
に
す
る
に
は
ど
う
し
た
ら
い

い
だ
ろ
う
？
　
店
主
の
和
多
田
喜
さ
ん
が
店

の
日
本
茶
ソ
ム
リ
エ
ふ
た
り
と
一
緒
に
試
行

錯
誤
を
繰
り
か
え
し
て
考
案
し
ま
し
た
。

「
お
茶
を
自
分
で
淹
れ
よ
う
と
思
う
と
、
急

須
に
茶
葉
を
入
れ
て
少
し
冷
ま
し
た
お
湯
を

注
い
で
３
分
待
た
な
い
と
い
け
な
い
、
面
倒

く
さ
い
飲
み
も
の
と
い
う
感
じ
で
は
な
い
で

す
か
？
　
最
近
は
急
須
を
持
た
な
い
人
も
多

い
で
す
よ
ね
」。
和
多
田
さ
ん
の
言
葉
に
、

頷
く
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。

「
水
み
た
い
に
ご
く
ご
く
飲
む
ペ
ッ
ト
ボ
ト

ル
の
よ
う
な
お
茶
と
、
今
回
の
よ
う
な
、
楽

し
む
た
め
に
飲
む
お
茶
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ

は
分
け
て
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。
お
茶
の
魅

力
は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
が
、
自
然
の
営
み

そ
の
も
の
を
感
じ
ら
れ
る
こ
と
を
ま
ず
挙
げ

ま
す
。
お
い
し
く
育
っ
た
茶
葉
を
お
い
し
く

淹
れ
る
こ
と
が
で
き
た
ら
、
そ
こ
に
は
春
の

新
茶
を
摘
み
取
る
直
前
の
畑
の
香
り
が
す
る

ん
で
す
よ
」

自
然
の
営
み
を
閉
じ
込
め
て

茶
葉
は
小
さ
な
タ
イ
ム
カ
プ
セ
ル
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続
け
て
和
多
田
さ
ん
は
言
い
ま
す
。

「
お
茶
を
淹
れ
る
の
は
、
乾
い
た
茶
葉
に
水

分
を
与
え
て
、
畑
に
い
た
と
き
の
自
然
の
状

態
に
戻
し
て
い
く
作
業
な
ん
で
す
。
い
い
お

茶
ほ
ど
、
ゆ
っ
く
り
と
、
畑
に
い
た
と
き
と

同
じ
に
戻
っ
て
い
き
ま
す
。
き
ち
ん
と
保
管

し
た
も
の
は
5
年
た
っ
て
も
10
年
た
っ
て
も
、

摘
ん
だ
そ
の
年
の
春
の
香
り
が
す
る
ん
で
す

よ
。
茶
葉
は
、
香
り
を
閉
じ
込
め
た
タ
イ
ム

カ
プ
セ
ル
の
よ
う
な
も
の
と
考
え
る
と
、
楽

し
く
な
り
ま
せ
ん
か
？
」

香
り
以
外
に
も
、
土
壌
、
品
種
、
育
て
た

人
の
思
い
、
そ
の
年
の
気
候
…
…
す
べ
て
が

詰
ま
っ
て
い
る
茶
葉
は
、
な
る
ほ
ど
小
さ
な

タ
イ
ム
カ
プ
セ
ル
で
す
。

実
際
に
飲
ん
で
み
て
、
い
ま
ま
で
知
ら
な

か
っ
た
お
茶
の
淹
れ
方
と
お
い
し
さ
が
あ
る

こ
と
が
、
よ
く
わ
か
り
ま
し
た
。
そ
し
て
お

茶
と
い
う
の
は
私
た
ち
を
自
然
に
誘
っ
て
く

れ
る
も
の
な
の
だ
と
い
う
こ
と
も
。
こ
こ
か

ら
は
も
う
少
し
具
体
的
に
、
淹
れ
方
を
レ
ク

チ
ャ
ー
し
て
も
ら
い
ま
す
。

「
か
さ
ね
」
は
、
香
り
と
味
を
楽
し
む
の
に

理
に
か
な
っ
た
淹
れ
方
だ
と
和
多
田
さ
ん
は

言
い
ま
す
。
こ
の
日
和
多
田
さ
ん
が
用
い
た

茶
葉
は
、「
青
い
鳥
」
と
い
う
か
わ
い
ら
し

い
名
前
の
２
０
２
１
年
の
新
茶
で
、
蒼
風
と

い
う
品
種
で
す
。
静
岡
県
の
中
心
を
流
れ
る

安
倍
川
の
上
流
域
、
標
高
３
０
０
メ
ー
ト
ル

ほ
ど
の
土
地
で
育
ち
ま
し
た
。

「
単
一
農
園
で
育
ち
単
一
品
種
で
仕
立
て
た
、

シ
ン
グ
ル
オ
リ
ジ
ン
と
呼
ば
れ
る
茶
葉
は
、

そ
の
土
地
や
品
種
を
お
茶
と
し
て
再
現
す
る

楽
し
み
が
あ
る
。
料
理
と
同
じ
で
、
お
豆
腐

を
冷
や
奴
で
食
べ
た
り
、
湯
豆
腐
に
し
た
り

と
、
そ
の
都
度
楽
し
む
よ
う
に
、
淹
れ
方
も

変
え
ら
れ
る
。
急
須
と
い
う
道
具
を
使
っ
て
、

茶
葉
を
ど
う
料
理
し
て
あ
げ
る
か
。
そ
う
考

え
る
と
ワ
ク
ワ
ク
し
ま
せ
ん
か
？
」

茶
葉
を
急
須
で
料
理
す
る
と
い
う
発
想
が

新
鮮
で
、
で
も
腑
に
落
ち
ま
す
。

「
一
煎
目
は
冷
水
を
使
い
ま
し
た
。
水
だ
と

香
り
が
出
に
く
い
の
で
は
と
思
わ
れ
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
熱
湯
と
比
べ
た
ら
実
際
そ
う

で
す
け
れ
ど
も
、
新
茶
は
青
葉
ア
ル
コ
ー
ル

と
い
う
新
鮮
香
が
豊
富
で
揮
発
性
が
高
く
、

冷
た
い
状
態
で
も
香
り
を
感
じ
や
す
い
ん
で

す
。
茶
葉
を
仕
上
げ
る
と
き
の
火
入
れ
と
い

う
工
程
に
よ
る
火ひ

か香
や
、
製
茶
に
よ
る
旨
み

も
、
一
煎
目
は
強
く
出
ま
す
。
二
煎
目
は
沸

き
た
て
の
お
湯
を
入
れ
た
ら
す
ぐ
に
氷
を
足

急
須
を
使
っ
て
料
理
の
よ
う
に

淹
れ
方
で
味
も
香
り
も
変
わ
る

お
茶
を
淹
れ
る
和
多
田
喜
さ
ん
。
流
れ
る
よ
う
な

所
作
を
見
て
い
る
だ
け
で
も
、
お
い
し
い
お
茶
が

つ
く
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
心
躍
り
ま
す
。
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一煎目

1 2 3

1 2 3

1 2 3 ゆのみの前にピッチャー

4

4

二煎目

三煎目

きゅうす お水と一滴

一煎目

1 2 3

1 2 3

1 2 3 ゆのみの前にピッチャー

4

4

二煎目

三煎目

きゅうす お水と一滴

一煎目

1 2 3

1 2 3

1 2 3 ゆのみの前にピッチャー

4

4

二煎目

三煎目

きゅうす お水と一滴

一煎目

1 2 3

1 2 3

1 2 3 ゆのみの前にピッチャー

4

4

二煎目

三煎目

きゅうす お水と一滴

一煎目

1 2 3

1 2 3

1 2 3 ゆのみの前にピッチャー

4

4

二煎目

三煎目

きゅうす お水と一滴

一煎目

1 2 3

1 2 3

1 2 3 ゆのみの前にピッチャー

4

4

二煎目

三煎目

きゅうす お水と一滴

一煎目

1 2 3

1 2 3

1 2 3 ゆのみの前にピッチャー

4

4

二煎目

三煎目

きゅうす お水と一滴

一煎目

1 2 3

1 2 3

1 2 3 ゆのみの前にピッチャー

4

4

二煎目

三煎目

きゅうす お水と一滴

器の形状や材質によっても、お茶の味は変わ
ります。薄くて口が広いものほど香りをしっ
かり感じます。自分の好みのお茶と器の組合
せを見つけるのも楽しそうです。奥にあるガ
ラスの「セカンドポット」は便利なアイテム。
器に注ぐ前にセカンドポットに注いで味見を
すれば、渋ければお湯で薄めて、濃ければも
う一度急須に入れ直してと調整ができます
（詳しくは15ページ）。

①急須に茶葉を入れる。

②冷水約50ccを静かに注ぐ。
約3分待つ。

③お猪口に注ぐ。最後の一滴
は濃いので、渋みを抑えたけ
れば調整する。③5分ほどたったら

氷を浮かべたグラス
に注ぐ。

①二煎目を注ぎきり、氷を取
り出した急須に約200ccの熱
いお湯（90度以上）を注ぐ。

②すぐにカップに注ぐ。

①一煎目を注ぎきったあとの
茶葉に約100ccの熱湯を注ぐ。

②すぐに氷を5、6個入れる。

一
煎
目

二
煎
目

三
煎
目

冷
水
で
…

氷
出
し
で
…

熱
い
お
湯
で
…

茶茶の間流「かさね」の淹れ方
●茶葉の量：
8g（1〜2人前）

今回使用した「青い鳥」２０２１年の新茶の場合
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し
ま
す
。
こ
う
す
る
こ
と
で
、
揮
発
性
の
高

い
香
り
と
品
種
の
香
り
が
お
湯
に
溶
け
出
し

た
瞬
間
に
氷
で
冷
や
さ
れ
て
、
液
体
の
中
に

し
っ
か
り
残
り
ま
す
。
青
葉
ア
ル
コ
ー
ル
も
ま

だ
香
り
ま
す
し
、
茶
葉
を
摘
ん
で
蒸
し
た
り

揉
ん
だ
り
し
て
い
る
と
き
の
香
り
も
し
ま
す
。

三
煎
目
は
90
度
以
上
の
熱
め
の
お
湯
で
。

こ
の
時
点
で
は
新
鮮
香
は
抜
け
て
、
品
種
特

有
の
香
り
と
、土
地
の
香
り
が
出
て
き
ま
す
」

急
須
に
注
ぐ
湯
の
温
度
や
量
が
、
香
り
に

大
き
く
影
響
す
る
の
で
す
ね
。
も
ち
ろ
ん
、

味
に
対
し
て
も
で
す
。
今
回
の
「
青
い
鳥
」

は
、
一
煎
目
と
二
煎
目
は
主
に
新
茶
の
香
り

を
楽
し
み
、
三
煎
目
で
優
し
く
滋
味
あ
る
甘

み
を
ゆ
っ
く
り
味
わ
い
ま
し
た
。
11
ペ
ー
ジ

の
「
か
さ
ね
」
の
レ
シ
ピ
は
、「
青
い
鳥
」

の
２
０
２
１
年
の
新
茶
の
た
め
の
も
の
。
使

う
茶
葉
の
量
も
、
お
湯
の
温
度
や
量
も
、
ほ

か
の
茶
葉
な
ら
ま
た
変
わ
る
そ
う
で
す
。

和
多
田
さ
ん
が
淹
れ
る
姿
を
見
て
い
て
気

づ
き
ま
し
た
。
和
多
田
さ
ん
は
急
須
を
揺
す

り
ま
せ
ん
。
で
も
、「
最
後
の
一
滴
に
お
い

し
さ
が
あ
る
」
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？

「
確
か
に
最
後
の
一
滴
に
は
お
茶
の
味
が
凝

縮
さ
れ
て
い
て
、
私
も
最
後
の
一
滴
ま
で
淹

れ
ま
す
。
で
も
、
揺
す
ら
な
い
。
揺
す
っ
た

り
振
っ
た
り
す
る
こ
と
で
出
て
し
ま
う
渋
み

を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
い
ま
す
。
渋
さ
っ
て

難
し
く
て
、
好
き
な
人
は
そ
れ
が
い
い
の
だ

け
ど
、
苦
手
な
人
は
渋
く
淹
れ
た
お
茶
は
失

敗
っ
て
な
っ
て
し
ま
う
。
人
間
の
味
覚
や
嗅

覚
は
印
象
で
捉
え
る
も
の
な
の
で
、
渋
み
が

強
い
と
そ
ち
ら
に
意
識
が
い
っ
て
し
ま
い
、

香
り
が
出
て
い
て
も
感
じ
に
く
く
な
る
」

三
煎
目
を
淹
れ
終
わ
っ
た
あ
と
の
茶
葉
で
す
。
22
ペ
ー
ジ
の
畑
の
葉
と
本
当
に
同
じ
に
戻
っ
て
い
ま
す
。

13

手
の
返
し
方
ひ
と
つ
で
香
り
や
味
が
変
わ

る
。
そ
れ
が
お
茶
の
面
白
さ
で
あ
り
、
同
時

に
難
し
さ
と
言
え
そ
う
で
す
。
も
う
ひ
と
つ
、

和
多
田
さ
ん
は
茶
葉
を
浸し

ん

出し
ゅ
つさ
せ
る
と
き
に

急
須
に
蓋
を
し
ま
せ
ん
。

「
意
外
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
蓋
を
開
け
て

お
い
た
方
が
香
り
は
出
や
す
い
。
よ
ほ
ど
冷

ま
し
た
く
な
い
時
は
蓋
を
し
た
方
が
い
い
け

れ
ど
も
、
目
で
見
て
楽
し
む
時
間
に
も
な
り

ま
す
し
、
慣
れ
て
い
け
ば
茶
葉
の
開
き
具
合

で
自
分
の
好
き
な
飲
み
頃
も
わ
か
り
ま
す
」

今
回
紹
介
し
た
3
種
の
淹
れ
方
以
外
に
も
、

和
多
田
さ
ん
は
様
々
な
提
案
を
し
て
い
ま
す
。

お
い
し
い
茶
葉
が
手
に
入
っ
た
ら
、
ぜ
ひ
試

し
て
ほ
し
い
の
が
、
湯
冷
ま
し
せ
ず
に
熱
湯

で
淹
れ
る
「
一
杯
茶
」（
レ
シ
ピ
は
16
ペ
ー
ジ
）

で
す
。
旨
み
、
甘
み
、
苦
み
、
香
り
、
そ
の

茶
葉
が
持
つ
す
べ
て
を
引
き
出
す
レ
シ
ピ
で

す
。
こ
の
淹
れ
方
と
、「
か
さ
ね
」
の
二
煎
目

に
よ
く
似
た
「
香
り
冷
茶
」（
こ
ち
ら
も
レ
シ
ピ

は
16
ペ
ー
ジ
）
か
ら
始
め
て
、
そ
こ
か
ら
自
分

好
み
の
淹
れ
方
を
見
つ
け
て
い
く
の
が
い
い

と
思
い
ま
す
と
和
多
田
さ
ん
は
言
い
ま
す
。

「
今
日
は
ち
ょ
っ
と
疲
れ
た
か
ら
や
さ
し
い

お
茶
が
飲
み
た
い
な
と
思
っ
た
ら
、
最
後
の

一
滴
は
淹
れ
な
か
っ
た
り
、
い
つ
も
よ
り
お

湯
の
温
度
を
下
げ
て
み
た
り
、
茶
葉
の
量
を

減
ら
し
て
み
た
り
。
お
い
し
い
羊
羹
と
一
緒

に
飲
む
な
ら
、
逆
に
渋
み
を
出
す
よ
う
に
淹

れ
て
み
る
。
自
分
の
そ
の
時
の
気
持
ち
な
ど

を
、
お
茶
で
表
現
し
て
み
て
ほ
し
い
。
誰
か

と
一
緒
に
飲
む
時
に
、『
今
日
は
こ
う
い
う

気
持
ち
で
淹
れ
て
み
ま
し
た
』
と
伝
え
ら
れ

た
ら
嬉
し
い
し
、
お
茶
は
そ
れ
を
可
能
に
す

る
飲
み
も
の
な
ん
で
す
」

お
茶
の
レ
シ
ピ
は
ひ
と
つ
で
は
な
く
、
そ

の
時
の
気
持
ち
や
誰
と
飲
む
か
で
変
え
ら
れ

て
、
と
っ
て
も
自
由
。
自
由
に
淹
れ
る
た
め

に
は
、
基
礎
知
識
が
大
き
な
味
方
に
な
り
ま

す
。
茶
葉
の
量
、
お
湯
の
量
、
浸
出
時
間
で

変
わ
る
味
と
香
り
と
渋
み
の
こ
と
。
急
須
や

水
の
こ
と
。
和
多
田
さ
ん
が
教
え
て
く
れ
る

基
礎
知
識
の
あ
れ
こ
れ
を
、
次
か
ら
の
ペ
ー

ジ
に
ま
と
め
て
み
ま
し
た
。

お
茶
で
自
分
を
表
現
し
て
み
る

誰
か
と
一
緒
に
飲
む
楽
し
み
も

和
多
田
喜
（
わ
た
だ
・
よ
し
）

茶茶の間は、東京・表参道の大通りを一本入ったとこ
ろにあります。お茶に合うスイーツもおいしい。
https://chachanoma.com

2005年「日本茶インストラ
クター」の資格を取得。日
本茶ソムリエとして茶茶の
間を運営、セミナーも開催
している。著書に『今日か
らお茶をおいしく楽しむ本』
（二見書房）。
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知って淹れるともっとおいしい
お茶はいろいろな淹れ方ができて、たくさんの楽しみ方が
あることがわかりました。おいしいお茶を淹れるために覚えておきたい
基礎知識があります。決して難しくありませんよ！

茶葉の量が多ければ浸
出時間を減らし、少な
ければ時間を長く取り
ます。お湯の温度が高
いほど茶葉の量を減ら
し、低いほど増やしま
す。ここでは茶葉の量
とお湯の温度を変えて
3分浸出した場合の違
いを見せます。

味をととのえる一番簡単な目安が
グラム数。いつも同じグラム数に
して、お湯の温度や量を変えてい
くのがおいしく淹れる近道です。
一人分の茶葉の量としてよくレシ
ピに出ているのが4g。ティース
プーンなら山盛り 2杯です。

テーブルスプーン

茶匙

ティースプーン2杯

0.0g

茶葉の量は？

茶葉の量の目安を知ろう

多いほど、味や香りは強く出ます

濃さも薄さも調整できます

４ｇってこれくらい

●デジタルスケール

きっちり正確に量るなら、0.1g単
位で計測できるデジタルスケールが
おすすめです。

（出典：『今日からお茶をおいしく楽しむ本』和多田喜著）

ちょうどよい 濃い 濃すぎる

薄い ちょうどいい 濃い

さらに薄い

甘くて薄い

優しい

あまりない

ほどよい
甘みと渋み

渋くて濃い

あっさりしたよい味と香り

甘くて香りが良く
渋みもある

ほのかに香る

甘みが強く
香りと渋みは弱い

濃い

強い

強い

薄い ちょうどよい

少ない

茶葉の量
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100℃
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70℃

50℃

普通 多い
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香り

渋み

ちょうどよい 濃い 濃すぎる
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さらに薄い

甘くて薄い

優しい

あまりない

ほどよい
甘みと渋み

渋くて濃い

あっさりしたよい味と香り

甘くて香りが良く
渋みもある

ほのかに香る

甘みが強く
香りと渋みは弱い

濃い

強い

強い

薄い ちょうどよい

少ない

茶葉の量

温度

100℃
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50℃

普通 多い

100℃70℃50℃

味

香り

渋み
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茶葉は表面に甘みを持ち、内部に渋みと香りがあります。低い温度で淹
れればそのぶん茶葉は開きにくく、表面の甘みがより引き出されます。

お湯の温度は？

とっても便利なセカンドポット

高温ほど渋みと香りが出やすく、
低温ほど甘みが引き出されます

どう仕上げたいかで
決めましょう

濃さも薄さも調整できます

ちょうどよい 濃い 濃すぎる

薄い ちょうどいい 濃い

さらに薄い

甘くて薄い

優しい

あまりない

ほどよい
甘みと渋み

渋くて濃い

あっさりしたよい味と香り

甘くて香りが良く
渋みもある

ほのかに香る

甘みが強く
香りと渋みは弱い

濃い

強い

強い

薄い ちょうどよい

少ない

茶葉の量

温度

100℃

100℃60℃

高い低い

70℃

50℃

普通 多い

100℃70℃50℃

味

香り

渋み

一煎目

1 2 3

1 2 3

1 2 3 ゆのみの前にピッチャー

4

4

二煎目

三煎目

きゅうす お水と一滴

お茶を淹れたら、直接湯呑みに入れる前にセカンドポットに注いで味
見してみる。茶海とも呼ばれるこの道具をぜひ使ってみてくださいと
和多田さんは言います。「味見して、薄かったら急須に戻しましょう。
最後の一滴をしっかり淹れるのでもいい。濃かったらセカンドポット
にお湯を足して調整すればいいんです」。味見しながらお茶を淹れる
って、少し面倒に聞こえるかもしれませんが、こうするとイメージし
た味にグンと近づくことができます。「料理はみなさん味見しますよ
ね？　それと同じです」

最後の一滴には、お茶の味が凝縮されています。
淹れれば濃い味に、淹れなければさっぱりとした
風味に。一滴を淹れるときに、急須を無理に振ら
ないよう気をつけて。必要以上に渋みや苦みが出
てしまいます。

最後の一滴
淹れる？ 淹れない？
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バランスのよいお茶を淹れるには、お湯が高温の場合は浸出時間を短く、
低温の場合は長く取りましょう。

ぐらぐら沸騰している熱湯ならポットやヤカンから沸きたてを
注げばいいですが、90℃、80℃となると面倒という人が多い
のではないでしょうか。でも実は簡単なんですよ。お湯はべつ
の器に移しかえるとそのたびに 5〜 10℃温度が下がります。
下げたい温度に合わせて移しかえる回数を変えればいいのです。
そして最近は非接触型の温度計（体温計）を持っている人も多
いはず。これを使えば温度が測れます。

一杯茶は、和多田さんが推奨する最も基本の淹れ方です。1g
の茶葉を急須に入れ、沸きたての熱湯 100ccを注ぎ、急須の
蓋は外したまま待つこと 3 分。その茶葉が持つ旨み、甘み、
苦み、香り、すべてが引き出されます。対して、香り高い味わ
いなのが香り冷茶。4gの茶葉を急須に入れ、少量（30ccぐら
い）の熱湯を注ぎます。すぐに氷を適量入れて、こちらは 5
分待ちましょう。氷を入れたグラスに注いで、いただきます。

浸出時間は？

実は簡単！ 湯冷まし法

一杯茶と香り冷茶

時間を長く取るほど、味も香りも渋みも強く出ます

移しかえればいいんです

このふたつから
始めてみましょう

ちょうどよい 濃い 濃すぎる

薄い ちょうどいい 濃い

さらに薄い

甘くて薄い

優しい

あまりない

ほどよい
甘みと渋み

渋くて濃い

あっさりしたよい味と香り

甘くて香りが良く
渋みもある

ほのかに香る

甘みが強く
香りと渋みは弱い

濃い

強い

強い

薄い ちょうどよい

少ない

茶葉の量

温度

100℃

100℃60℃

高い低い

70℃

50℃

普通 多い

100℃70℃50℃

味

香り

渋み

淹れたら蓋は開けましょう
左ページの急須の選び方にもあるように、茶葉は蒸れるのを嫌います。
お茶を淹れて次にお湯を注ぐまでの間、急須の蓋は開けておきましょう。

（48ページにも、和多田さんのレシピがあります）
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一煎目

1 2 3

1 2 3

1 2 3 ゆのみの前にピッチャー

4

4

二煎目

三煎目

きゅうす お水と一滴

一煎目

1 2 3

1 2 3

1 2 3 ゆのみの前にピッチャー

4

4

二煎目

三煎目

きゅうす お水と一滴

一煎目

1 2 3

1 2 3

1 2 3 ゆのみの前にピッチャー

4

4

二煎目

三煎目

きゅうす お水と一滴

一煎目

1 2 3

1 2 3

1 2 3 ゆのみの前にピッチャー

4

4

二煎目

三煎目

きゅうす お水と一滴

急須、持っていますか？　急須をうまく使えたら、どれだけ楽しくなるで
しょう。急須へのお湯の入れ方、動かし方、器への注ぎ方、急須を持つ手
の返し方。どれをとっても味や香りを決める大切な要素です。プロの和多
田さんのように使いこなすのは難しくても、お気に入りの急須を見つけて、
お茶の相棒になってもらいましょう。

急須それぞれ

point 1 point 2

point 4point 3

選び方のポイント

ちょうどよい 濃い 濃すぎる

薄い ちょうどいい 濃い

さらに薄い

甘くて薄い

優しい

あまりない

ほどよい
甘みと渋み

渋くて濃い

あっさりしたよい味と香り

甘くて香りが良く
渋みもある

ほのかに香る

甘みが強く
香りと渋みは弱い

濃い

強い

強い

薄い ちょうどよい

少ない

茶葉の量

温度

100℃

100℃60℃

高い低い

70℃

50℃

普通 多い

100℃70℃50℃

味

香り

渋み

手になじむ、扱いやすいものを
選びましょう

いろんな材質があります

手入れはていねいに蒸れにくいものを選びましょう

持ち手の重心のバランスや重さなど、
持ったときに手になじむ安定感があ
るものがおすすめです。また、急須
の注ぎ口の形状や注ぎやすさ、蓋が
しっかり閉まるかも確認しましょう。

磁器、ガラス、陶器など、いろいろ
な素材で急須はつくられています。
ガラスや磁器は香りを楽しむときに、
陶器などの土ものは味わいを楽しむ
ときに適します。目的に合わせて複
数の急須があると便利です。

洗う時は洗剤などは使わずお湯だけ
で。茶漉し用に歯ブラシを用意して
やさしく洗ってください。カビにも
気をつけてしっかり乾かしてからし
まいましょう。

熱い湯を注いだ急須の内部は蒸れて
いる状態になり、茶葉の香りを失う
ことに。大きい急須も蒸れやすいの
で、必要最低限の大きさを選びまし
ょう。

水のこと
お茶のうち、茶葉は浸出成分で言うと 0.3％から 0.5％とほんのわずか。
その大半は水なのです。それだけに、おいしさを左右する大切な要素。
和多田さんにおすすめの水を聞くと、「飲んでおいしいお水であれば、
それが一番」。一般的に軟水の方がお茶のおいしさを引き出すと言われ
ていますが、これも好みで、硬水で淹れたお茶を好む方は硬水を使えば
いいのだとか。「濃く淹れたお茶を炭酸水で割ってもおいしいんですよ」
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に
こ
や
か
に
迎
え
て
く
だ
さ
っ
た
の
は
、

東
京
・
赤
羽
に
あ
る「
思
月
園
」3
代
目
店
主

の
高
宇
政
光
さ
ん
。
茶
商
と
し
て
の
活
動
だ

け
で
な
く
、
日
本
茶
イ
ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー
と

し
て
「
日
本
茶
セ
ミ
ナ
ー
」
を
主
催
し
、
日

本
茶
の
魅
力
を
発
信
し
続
け
て
い
る
方
で
す
。

「
初
め
て
の
人
に
と
っ
て
、
お
茶
屋
は
入
り
に

く
い
と
こ
ろ
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
よ
」
│
│

開
口
一
番
、
高
宇
さ
ん
は
、
お
茶
ビ
ギ
ナ
ー

が
感
じ
る
お
茶
屋
さ
ん
の
「
敷
居
の
高
さ
」

に
触
れ
ま
し
た
。「
そ
れ
は
わ
か
っ
て
い

る
」
け
ど
、
お
茶
屋
さ
ん
の
側
で
は
、
お
客

さ
ん
が
中
に
入
っ
て
な
ん
で
も
訊
い
て
く
れ

る
の
を
待
っ
て
い
る
の
だ
と
か
。「〝
こ
ん
に

ち
は
〞
と
ひ
と
声
を
か
け
て
も
ら
え
れ
ば
、

そ
れ
が
会
話
の
き
っ
か
け
に
な
る
」
の
に
、

「
さ
っ
と
店
内
を
見
回
し
た
だ
け
で
何
も
言

わ
ず
帰
っ
て
し
ま
わ
れ
る
の
は
、
も
っ
た
い

な
い
」
と
残
念
が
り
ま
す
。

さ
て
、
高
い
敷
居
を
ま
た
い
で
入
っ
て
き

た
お
客
さ
ん
が
一
番
多
く
発
す
る
の
は
、

「
お
薦
め
は
何
で
す
か
？
」
と
い
う
質
問
だ

と
か
。「
も
ち
ろ
ん
、
最
初
は
そ
れ
で
も
い

い
ん
で
す
よ
」
と
前
置
き
し
な
が
ら
、
高
宇

さ
ん
は
「
僕
の
店
の
お
茶
は
全
部
僕
の
お
薦

め
だ
か
ら
、
そ
の
中
か
ら
、
初
対
面
で
好
み

も
何
も
わ
か
ら
な
い
人
に
〝
こ
れ
で
す
〞
と

は
お
薦
め
で
き
ま
せ
ん
」
と
言
い
ま
す
。

こ
の
話
に
は
、
少
し
説
明
が
必
要
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
実
は
お
茶
屋
さ
ん
は
、
茶
問
屋

か
ら
仕
入
れ
た
も
の
を
そ
の
ま
ま
売
っ
て
い

る
わ
け
で
は
な
く
て
、
そ
の
年
の
茶
葉
を
熟

知
し
た
上
で
、
火
入
れ
加
減
を
茶
問
屋
に
リ

ク
エ
ス
ト
し
た
り
、
自
分
で
茶
葉
を
ブ
レ
ン

ド
し
た
り
。
そ
の
お
茶
屋
さ
ん
な
ら
で
は
の

お
茶
に
仕
立
て
て
い
ま
す
。
お
茶
の
葉
を
買

う
こ
と
は
、
つ
ま
り
、
そ
の
お
茶
屋
さ
ん
の

好
み
を
買
う
こ
と
で
も
あ
る
の
で
す
。

お
茶
屋
さ
ん
と
、な
か
よ
し
に

開
封
す
る
ま
で
は
、
中
身
が
見
え
な
い
、
香
り
も
わ
か
ら
な
い
─
─

お
茶
の
葉
を
選
ぶ
と
き
、
何
を
基
準
に
す
れ
ば
よ
い
の
か
迷
っ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？

基
本
的
な
こ
と
を
知
り
た
く
て
、
東
京
・
北
区
の
お
茶
屋
さ
ん
を
訪
ね
ま
し
た
。

店内には高宇さん厳選のお茶が 100アイテム以上並び、急須や湯呑みなども。
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お
茶
の
葉
に
は
、
他
の
食
品
に
は
な
い
難

し
さ
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
お
茶
屋
さ
ん

で
扱
っ
て
い
る
お
茶
が
、
最
終
消
費
の
状
態

で
は
な
い
と
い
う
こ
と
。「
淹
れ
て
飲
む
」

と
い
う
最
終
工
程
は
買
っ
た
人
に
委
ね
ら
れ

て
い
て
、
し
か
も
淹
れ
方
の
違
い
が
お
茶
の

味
や
香
り
を
大
き
く
左
右
す
る
か
ら
で
す
。

さ
ら
に
お
茶
に
は
地
域
性
が
あ
り
、
何
を

も
っ
て
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
と
す
る
か
を
決
め
に

く
い
。
そ
し
て
も
ち
ろ
ん
、
個
人
の
好
み
も

あ
り
ま
す
。
高
宇
さ
ん
が
初
対
面
の
お
客
さ

ん
に
対
し
て
、「
あ
な
た
に
は
、
こ
れ
」
と

簡
単
に
お
薦
め
で
き
な
い
と
言
う
の
は
、
そ

ん
な
理
由
か
ら
な
の
で
す
。

な
ん
だ
か
や
や
こ
し
い
話
に
な
っ
て
き
ま

し
た
が
、
大
丈
夫
。
解
決
法
は
あ
り
ま
す
。

そ
れ
は
、「
甘
い
お
茶
が
好
き
」「
す
っ
き
り

し
た
お
茶
を
」
な
ど
、
自
分
の
好
み
を
お
茶

屋
さ
ん
に
伝
え
る
こ
と
。
そ
う
す
れ
ば
、
プ

ロ
で
あ
る
お
茶
屋
さ
ん
は
そ
の
好
み
に
沿
っ

て
選
ん
で
く
れ
る
は
ず
で
す
。

と
は
い
え
、
お
茶
屋
さ
ん
に
選
ん
で
も
ら

っ
た
お
茶
が
、
自
分
の
好
み
に
ぴ
っ
た
り
当

て
は
ま
る
と
は
限
り
ま
せ
ん
。
本
当
に
自
分

の
好
き
な
お
茶
を
探
し
当
て
る
た
め
に
は
、

「
と
も
か
く
、
い
ろ
い
ろ
試
し
て
く
だ
さ

い
」
と
高
宇
さ
ん
。「
ハ
ズ
レ
た
と
き
は
、

め
げ
ず
に
再
チ
ャ
レ
ン
ジ
す
れ
ば
い
い
」
の

で
す
。

　
も
ち
ろ
ん
、
手
当
た
り
次
第
に
試
し
て
ご

ら
ん
、
と
い
う
話
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
ず

は
自
分
の
お
財
布
と
相
談
し
て
、
価
格
帯
の

ラ
イ
ン
を
決
め
ま
す
。
高
宇
さ
ん
に
よ
れ
ば
、

入
門
編
な
ら
1
0
0g
千
円
程
度
の
お
茶
が

適
当
と
か（
ち
な
み
に
、お
茶
の
価
格
は
品
質

ラ
ン
ク
を
示
す
有
力
な
指
標
だ
そ
う
で
す
）。

そ
し
て
、
ふ
だ
ん
使
っ
て
い
る
道
具
で
、

自
分
で
淹
れ
て
、
飲
ん
で
み
る
。
産
地
や
品

種
を
変
え
た
り
お
茶
屋
さ
ん
を
変
え
た
り
し

な
が
ら
、
同
じ
価
格
帯
の
お
茶
を
繰
り
返
し

試
し
て
み
る
こ
と
で
、
い
つ
か
は
自
分
に
と

っ
て
「
こ
れ
だ
！
」
と
い
う
お
茶
に
出
合
え

る
は
ず
と
言
い
ま
す
。
そ
れ
ま
で
は
、「
と

も
か
く
、
失
敗
し
て
く
だ
さ
い
」
と
高
宇
さ

ん
。
寄
り
道
し
な
が
ら
、
そ
の
失
敗
を
楽
し

む
こ
と
も
、
お
茶
の
楽
し
み
の
ひ
と
つ
な
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

何
を
お
い
し
い
と
感
じ
る
か
は
、
人
そ
れ

ぞ
れ
。「
自
分
が
」
本
当
に
お
い
し
い
と
思

え
る
お
茶
を
見
つ
け
る
た
め
に
、
も
っ
と
気

軽
に
お
茶
屋
さ
ん
を
訪
ね
て
み
ま
せ
ん
か
。

最
後
に
、
高
宇
さ
ん
か
ら
の
ア
ド
バ
イ
ス

を
も
う
ひ
と
つ
。
お
茶
を
お
い
し
く
楽
し
む

た
め
に
は
、
風
味
を
損
な
わ
な
い
よ
う
、

「
自
分
の
使
用
量
に
あ
っ
た
分
量
で
買
い
求

め
て
く
だ
さ
い
」
と
の
こ
と
で
し
た
。

﹁
わ
た
し
の
お
茶
﹂
を
見
つ
け
る
た
め
に

高
宇
政
光
（
た
か
う
・
ま
さ
み
つ
）

茶商。茶の思月園代表。日
本茶インストラクター第 1
期生として 1994年から
「日本茶セミナー」を主催。
著書に『僕は日本茶のソム
リエ』『お茶は世界をかけ
めぐる』（筑摩書房）など。

●この取材の後、高宇さんは急逝されました。ご協力に感謝し、心よりご冥福をお祈り致します。
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世
界
に
は
緑
茶
を
は
じ
め
、
紅
茶
や
烏
龍

茶
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
お
茶
が
あ
り
ま
す
が
、

そ
れ
ら
は
す
べ
て
同
じ
「
チ
ャ
の
樹
」
の
葉

か
ら
作
ら
れ
て
い
ま
す
。
発
酵
の
あ
り
な
し

な
ど
、
製
造
方
法
の
違
い
で
い
ろ
ん
な
味
わ

い
に
変
わ
る
の
で
す
ね
。
あ
え
て
「
チ
ャ
」

と
記
し
た
の
に
は
ワ
ケ
が
あ
っ
て
、
飲
料
や

葉
を
い
う
と
き
は
「
茶
」
と
書
き
、
ツ
バ
キ

科
ツ
バ
キ
属
の
植
物
と
し
て
は
「
チ
ャ
」
と

書
く
の
だ
そ
う
で
す
。

チ
ャ
の
樹
は
熱
帯
生
ま
れ
で
、
ル
ー
ツ
は

中
国
雲
南
省
の
奥
地
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
、
ラ
オ

ス
、
ベ
ト
ナ
ム
と
の
国
境
近
く
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
。
そ
こ
か
ら
世
界
に
広
が
り
、
さ
ま

ざ
ま
な
製
法
や
ス
タ
イ
ル
で
楽
し
ま
れ
る
よ

う
に
な
り
、「
茶
」
や「t
e
a
」
や「t
h
é 

」

に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。

中
国
で
は
古
く
か
ら
茶
は
薬
と
し
て
用
い

ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
三
国
志
の
時
代
に
は

す
で
に
お
茶
と
し
て
飲
ま
れ
て
い
た
よ
う
で

す
。
そ
の
お
茶
が
い
つ
日
本
に
渡
っ
た
の
か

は
、
諸
説
あ
っ
て
定
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
も
そ
も「
チ
ャ
の
樹
」って
な
ん
だ
ろ
う
？

釜
炒
り
製

玉
緑
茶（
釜
炒
り
茶
）

釜
炒
り
番
茶

蒸
し
製

煎
茶　

玉
露

　

か
ぶ
せ
茶

　

玉
緑
茶

　

碾て
ん

茶ち
ゃ

　

番
茶

　

再
加
工
茶

普
通
煎
茶

　

深
蒸
し
煎
茶

抹
茶

ほ
う
じ
茶

玄
米
茶

紅
茶（
完
全
発
酵
茶
）

緑
茶（
不
発
酵
茶
）

プ
ー
ア
ー
ル
茶（
後
発
酵
茶
）

烏
龍
茶（
部
分
発
酵
茶
）

茶
の
樹 お

茶
の
木
は
み
ん
な
同
じ

中国や台湾のお茶は、日本になじみのある代表的なものを入れています。
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お
茶
の
一
年

十
二
世
紀
の
終
わ
り
に
栄
西
禅
師
が
チ
ャ
の

種
を
持
ち
帰
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ

れ
以
前
に
最
澄
や
空
海
な
ど
の
留
学
生
が
持

ち
帰
っ
た
と
い
う
説
も
あ
り
ま
す
。

鎌
倉
や
室
町
時
代
に
抹
茶
の
形
で
楽
し
ま

れ
て
い
た
お
茶
は
、
安
土
桃
山
時
代
を
経
て

「
茶
の
湯
」
と
い
う
独
自
の
文
化
と
し
て
発

展
し
て
い
き
ま
す
。
た
だ
、
そ
れ
は
富
裕
層

の
話
で
あ
り
、
庶
民
は
そ
れ
ぞ
れ
の
地
方
に

伝
わ
る
製
法
で
作
ら
れ
た
お
茶
を
飲
ん
で
い

た
よ
う
で
す
。
そ
れ
が
い
ま
の
煎
茶
に
近
い

形
に
な
る
の
は
、
江
戸
時
代
中
期
の
こ
と
。

宇
治
の
茶
農
家
の
永
谷
宗
円
が
、
蒸
し
て
手

揉
み
す
る
製
法
を
考
案
し
、
江
戸
の
人
々
に

広
ま
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

急
須
の
お
茶
か
ら
、
テ
ィ
ー
バ
ッ
グ
、
ペ

ッ
ト
ボ
ト
ル
ま
で
、
い
ま
は
さ
ま
ざ
ま
な
形

で
気
軽
に
お
茶
が
飲
め
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
も
と
は
薬
だ
っ
た
わ
け
で
す
か
ら
、
体

へ
の
よ
さ
は
折
り
紙
付
き
。
ぜ
ひ
、
お
好
き

な
方
法
で
、
一
杯
の
「
チ
ャ
」
の
恵
み
を
お

楽
し
み
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

休眠期（12月から2月）
稲わらと大豆殻を敷く（12月）

発根始め（8月下旬）
肥料をまく（8月下旬から9月）
製枝（10月）
秋番茶摘採（10月）
発根盛期（10月）

肥料をまく（2月から3月）
発根（3月）
製枝（3月）
防霜（3月から4月）
一番茶萌芽（3月中旬から4月）
一番茶生育（4月）
一番茶摘採（4月下旬から5月）

製枝・剪枝（5月）
肥料をまく（5月から7月）
二番茶萌芽（5月下旬から6月上旬）
麦わらを敷く（6月）
二番茶生育（6月上旬から6月中旬）
二番茶摘採（6月中旬から6月下旬）
三番茶萌芽（7月上旬から7月中旬）
三番茶生育（7月中旬から7月下旬）

5~8月

2~5月

8~11月

11~2月

夏

春

秋

冬

22ページから登場する、静岡県藤枝市の杵塚歩さんの一年です。
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「
平
地
は
ね
、
日
差
し
が
強
い
か
ら
葉
が
ぶ

厚
く
な
り
ま
す
。
朝
霧
の
立
つ
よ
う
な
場
所

が
お
茶
の
生
育
に
は
い
い
ん
で
す
よ
」

背
中
が
座
席
に
押
し
つ
け
ら
れ
る
ほ
ど
の

急
勾
配
を
上
っ
て
、
杵
塚
歩
さ
ん
の
運
転
す

る
車
は
私
た
ち
を
運
ん
で
い
き
ま
す
。
着
い

た
と
こ
ろ
は
小
高
い
山
の
中
腹
。
つ
ん
の
め

る
ほ
ど
の
急
斜
面
に
、
お
茶
の
木
が
幾
列
も

の
段
を
作
っ
て
並
ん
で
い
ま
し
た
。

杵
塚
さ
ん
は
「
ち
ぃ
っ
と
ら
っ
つ
農
舎
」

と
い
う
名
前
で
、
農
薬
や
化
学
肥
料
を
使
わ

な
い
農
業
を
営
ん
で
い
ま
す
。「
ち
ぃ
っ
と

ら
っ
つ
」
と
は
地
元
の
方
言
で
「
少
し
ず

つ
」
と
い
う
意
味
。
昔
な
が
ら
の
農
村
の
風

景
や
伝
統
、
文
化
は
「
ち
ぃ
っ
と
ら
っ
つ
」

の
繰
り
返
し
か
ら
生
ま
れ
、
継
承
さ
れ
て
き

た
と
い
い
ま
す
。
人
と
自
然
の
営
み
の
小
さ

な
循
環
を
大
切
に
し
た
い
。
山
腹
で
の
お
茶

作
り
は
、
そ
の
一
部
を
担
う
も
の
で
す
。

取
材
に
訪
れ
た
の
は
、
新
茶
が
終
わ
り
、

二
番
茶
を
収
穫
す
る
時
期
で
し
た
。

「
ほ
ん
と
は
一
番
茶
を
見
て
も
ら
う
の
が
い

ち
ぃ
っ
と
作
っ
て
、ぐ
る
ぐ
る
回
し
て

静
岡
県
藤
枝
市
の
山
腹
で
茶
作
り
を
し
て
い
る
杵
塚
歩
さ
ん
。人
は
本
来
自
然
の
一
部

と
い
う
考
え
に
基
づ
い
て
、
里
と
山
、
人
と
自
然
を
つ
な
ぐ
循
環
型
農
業
を
営
ん
で
い
ま
す
。

杵
塚
さ
ん
の
茶
畑
を
訪
ね
、
小
さ
な
「
農
」
の
大
き
な
話
を
う
か
が
っ
て
き
ま
し
た
。

左
：
杵
塚
歩
さ
ん
と
パ
ー
ト
ナ
ー
の
鷲
野
浩
之
さ
ん
。
力
を
合
わ
せ
て
、
地
域
で
循
環
す
る
農
業
を
目
指
し
て
い
ま
す
。
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い
ん
で
す
け
ど
ね
ぇ
。
も
う
、
ぜ
ー
ん
ぜ
ん

違
い
ま
す
よ
。
葉
が
柔
ら
か
く
て
、
金
色
の

芽
で
茶
畑
が
光
っ
て
い
る
ん
で
す
」。
右
ペ

ー
ジ
の
写
真
が
今
年
の
一
番
茶
。
本
当
に
、

キ
ラ
キ
ラ
光
っ
て
い
ま
す
。

茶
摘
み
と
い
え
ば
、「
夏
も
近
づ
く
八
十

八
夜
」。
い
ま
の
暦
で
い
う
五
月
初
旬
の
こ

と
で
す
。
そ
の
一
番
茶
（
新
茶
）
か
ら
始
ま

っ
て
、
六
月
の
二
番
茶
、
八
月
の
三
番
茶
、

秋
も
採
っ
て
昔
は
年
に
四
回
収
穫
し
て
い
ま

し
た
。
い
ま
は
夏
の
時
期
は
茶
樹
を
休
め
、

年
に
三
回
の
農
家
が
多
い
よ
う
で
す
。

手
摘
み
の
と
き
は
「
一
芯
二
葉
」
と
い
っ

て
、
上
部
の
芯
と
そ
の
下
の
葉
二
枚
を
摘
ん

茶
葉
の
収
穫
は
年
に
三
回
︑

荒
茶
を
作
る
ま
で
が
農
家
の
仕
事

２
０
１
９
年
「
ち
ぃ
っ
と
ら
っ
つ
農
舎
」
設
立
。
農

薬
・
化
学
肥
料
を
使
わ
ず
に
、
茶
、
み
か
ん
、
梅
、

味
噌
な
ど
を
生
産
・
加
工
。「
農
」
を
中
心
に
、
人

と
自
然
を
つ
な
ぐ
さ
ま
ざ
ま
な
イ
ベ
ン
ト
を
開
催
。

杵
塚
歩
（
き
ね
づ
か
・
あ
ゆ
み
）
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で
い
き
ま
す
。
ベ
テ
ラ
ン
の
茶
摘
み
だ
と
指

先
の
感
覚
だ
け
で
摘
ん
で
い
き
、
日
に
10
㎏

ほ
ど
を
摘
む
そ
う
で
す
。
素
人
の
場
合
は
、

丸
一
日
働
い
て
小
籠
一
杯
が
せ
い
ぜ
い
。
毎

年
杵
塚
さ
ん
の
茶
畑
で
は
手
摘
み
イ
ベ
ン
ト

を
開
き
ま
す
が
、
40
人
以
上
の
子
ど
も
と
大

人
が
摘
ん
で
も
30
㎏
ほ
ど
に
し
か
な
り
ま
せ

ん
。
お
茶
に
す
る
と
わ
ず
か
７
㎏
。
茶
摘
み

が
い
か
に
大
変
か
が
分
か
り
ま
す
ね
。
杵
塚

さ
ん
の
茶
畑
で
も
、
普
段
は
機
械
で
摘
ん
で

い
る
そ
う
で
す
。

ま
た
、
収
穫
日
を
決
め
る
の
も
難
し
く
、

早
す
ぎ
て
も
遅
す
ぎ
て
も
い
い
茶
葉
に
は
な

り
ま
せ
ん
。
ひ
と
雨
降
る
と
ガ
ラ
ッ
と
葉
の

様
子
が
変
わ
る
の
で
、
毎
日
天
気
予
報
と
に

ら
め
っ
こ
。
少
し
で
も
タ
イ
ミ
ン
グ
を
外
す

と
品
質
が
落
ち
る
と
い
う
か
ら
、
自
然
相
手

の
仕
事
は
難
し
い
で
す
ね
。
収
穫
し
た
茶
葉

は
、
製
茶
工
場
に
持
っ
て
い
っ
て
蒸
気
で
蒸

し
、
そ
の
後
「
揉
み
」
の
工
程
を
経
て
「
荒あ

ら

茶ち
ゃ

」
に
加
工
し
て
い
き
ま
す
。
一
般
的
な
茶

の
流
通
の
場
合
、
茶
農
家
の
仕
事
は
荒
茶
づ

く
り
ま
で
。
で
き
た
荒
茶
は
茶
商
が
買
い
取

り
、「
仕
上
げ
茶
」
に
加
工
し
、
独
自
に
ブ

レ
ン
ド
を
し
て
製
品
化
す
る
そ
う
で
す
。

杵
塚
さ
ん
の
と
こ
ろ
で
は
、
二
番
茶
は
煎

茶
に
せ
ず
に
紅
茶
に
し
て
い
ま
す
。
日
本
の

茶
葉
か
ら
作
る
無
農
薬
の
「
和
紅
茶
」
で
す
。

こ
の
時
期
は
「
ウ
ン
カ
」
と
い
う
小
さ
な
白

い
虫
が
発
生
し
て
、
新
芽
の
汁
を
吸
っ
て
し

ま
い
、
葉
の
育
ち
が
悪
く
な
る
と
か
。

「
で
も
ね
、
ウ
ン
カ
が
付
く
方
が
い
い
ん
で

す
よ
。
茶
葉
が
身
を
守
る
た
め
に
特
別
な
香

り
を
出
し
て
く
れ
る
の
で
」

そ
の
分
、
香
り
豊
か
な
紅
茶
に
な
る
そ
う

で
す
。
た
だ
し
、
も
う
ひ
と
つ
あ
る
杵
塚
さ

ん
の
茶
畑
は
、
ウ
ン
カ
が
付
き
す
ぎ
て
芽
が

伸
び
ず
、
収
穫
が
全
く
で
き
な
か
っ
た
そ
う

で
す
。
無
農
薬
が
い
い
と
は
い
え
、
一
筋
縄

で
は
い
か
な
い
よ
う
で
す
。

杵
塚
さ
ん
が
「
ち
ぃ
っ
と
ら
っ
つ
農
舎
」

を
始
め
た
の
は
、
い
ま
か
ら
二
年
前
の
こ
と
。

そ
れ
ま
で
の
十
数
年
は
、
父
親
の
茶
畑
で
生

産
を
担
っ
て
い
ま
し
た
。

「
父
は
四
十
年
以
上
前
か
ら
無
農
薬
で
や
っ

て
い
ま
す
。
当
時
、
レ
イ
チ
ェ
ル
・
カ
ー
ソ

ン
の
『
沈
黙
の
春
』
や
有
吉
佐
和
子
さ
ん
の

『
複
合
汚
染
』
が
話
題
に
な
り
、
消
費
者
運

虫
に
食
べ
ら
れ
た
方
が
、

紅
茶
は
香
り
豊
か
に
な
る

二番茶の「一芯二葉」を摘みとっているところ。一番茶の茶葉はも
っと柔らかく、浅い緑色をして、金色に輝いて見えるそうです。
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動
の
機
運
が
高
ま
っ
て
い
た
ん
で
す
」

そ
れ
で
杵
塚
さ
ん
の
父
親
は
「
無
農
薬
茶

の
会
」
と
い
う
の
を
作
り
、
農
薬
を
使
わ
な

い
茶
作
り
を
始
め
た
そ
う
で
す
。
無
農
薬
は

手
間
が
か
か
っ
て
た
い
へ
ん
で
す
が
、
そ
れ

以
上
に
問
題
だ
っ
た
の
が
、
販
路
の
確
保
で

し
た
。
無
農
薬
の
商
品
は
流
通
に
乗
ら
な
い

の
で
、
個
人
や
消
費
者
グ
ル
ー
プ
と
つ
な
が

っ
て
、
自
前
で
売
り
先
を
開
拓
し
て
い
き
ま

し
た
。「
た
だ
、
長
い
目
で
見
れ
ば
そ
れ
が

よ
か
っ
た
の
か
も
」
と
杵
塚
さ
ん
。
お
客
さ

ん
と
直
接
取
引
で
き
る
無
農
薬
の
お
茶
は
、

価
格
が
市
場
原
理
に
左
右
さ
れ
に
く
い
と
い

う
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
の
で
す
。

杵
塚
さ
ん
に
は
心
強
い
仲
間
が
い
ま
す
。

「
ポ
ラ
ー
ノ
農
園
」
を
営
む
パ
ー
ト
ナ
ー
の

鷲
野
浩
之
さ
ん
で
す
。
鷲
野
さ
ん
は
田
ん
ぼ

で
米
作
り
を
し
て
い
ま
す
。
米
の
収
穫
が
終

わ
る
と
、
そ
の
田
ん
ぼ
で
小
麦
や
大
豆
を
作

り
ま
す
。
そ
こ
で
出
た
稲
藁
や
麦
藁
、
大
豆

の
殻
な
ど
は
、
肥
料
と
し
て
杵
塚
さ
ん
の
茶

畑
へ
。
農
薬
を
使
わ
な
い
土
壌
は
微
生
物
が

元
気
な
の
で
、
有
機
物
を
入
れ
る
と
す
ぐ
に

分
解
し
て
豊
か
な
土
に
な
り
ま
す
。
鷲
野
さ

ん
は
鶏
も
飼
っ
て
い
ま
す
。
地
元
で
採
れ
る

玄
米
や
米
糠
、
田
の
草
を
食
べ
て
育
っ
た
元

気
な
鶏
。
そ
の
鶏
か
ら
出
た
糞
も
ま
た
、
茶

畑
の
土
に
還
っ
て
い
き
ま
す
。

山
か
ら
出
た
き
れ
い
な
水
が
田
に
流
れ
込

み
ま
す
。
合
鴨
農
法
で
田
ん
ぼ
に
飼
う
合
鴨

が
、
稲
を
育
て
て
く
れ
ま
す
。
水
の
中
に
は

さ
ま
ざ
ま
な
生
き
物
が
棲
み
、
カ
エ
ル
や
ク

モ
が
卵
を
産
み
に
や
っ
て
き
ま
す
。
夏
に
は

ホ
タ
ル
が
、
秋
に
は
ト
ン
ボ
が
空
を
舞
い
ま

す
。
里
と
山
を
巡
る
い
の
ち
の
循
環
が
そ
こ

に
あ
る
の
で
す
。

循
環
し
て
い
る
の
は
、
自
然
だ
け
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
地
域
に
酒
蔵
が
あ
り
、
杵
塚
さ

ん
は
そ
こ
か
ら
酒
粕
を
も
ら
っ
て
畑
に
入
れ

ま
す
。
醤
油
蔵
に
も
醤
油
粕
を
も
ら
い
に
い

き
ま
す
。
醤
油
屋
さ
ん
に
と
っ
て
は
、
産
業

廃
棄
物
。
捨
て
れ
ば
お
金
が
か
か
る
の
で
、

も
ら
い
に
い
く
と
感
謝
さ
れ
ま
す
。

「
自
然
界
に
は
そ
も
そ
も
ゴ
ミ
と
い
う
も
の

が
な
い
ん
で
す
ね
。
全
部
が
土
の
中
に
還
っ

て
い
く
。
そ
れ
を
い
た
だ
く
こ
と
で
、
人
も

そ
の
循
環
の
中
に
入
っ
て
い
く
こ
と
が
で
き

る
ん
だ
と
思
い
ま
す
」

人
間
も
本
来
は
自
然
の
一
部
。
昔
の
人
は

自
然
の
循
環
の
中
で
他
の
生
き
物
の
い
の
ち

大
切
に
し
て
い
る
の
は
、

里
と
山
を
巡
る
い
の
ち
の
循
環

中
山
間
地
だ
か
ら
こ
そ

で
き
る
農
業
を
や
っ
て
い
く

ウンカに吸汁されて節間が短い二番茶の新
芽。自然の中に生きる虫を“害虫”と考え
るのは、人間のエゴかもしれませんね。
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を
大
切
に
し
な
が
ら
共
に
暮
ら
し
て
き
ま
し

た
。
そ
れ
が
、
人
口
が
都
市
に
集
中
し
、
循

環
の
中
に
い
た
は
ず
の
人
間
が
外
に
出
た
こ

と
で
、
環
境
破
壊
が
進
み
、
人
の
心
や
健
康

の
問
題
が
生
じ
て
き
た
の
で
す
。

「
だ
か
ら
、
人
が
自
然
の
中
に
戻
っ
て
来
ら

れ
る
場
所
を
作
り
た
い
。
ど
う
い
う
形
で
そ

れ
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
」
と
い
う
こ
と
を
杵

塚
さ
ん
は
模
索
し
て
き
ま
し
た
。
子
ど
も
を

集
め
て
の
茶
摘
み
イ
ベ
ン
ト
や
、
田
植
え
や

稲
刈
り
、
自
分
で
育
て
た
米
で
お
餅
を
つ
い

た
り
、
味
噌
を
造
っ
た
り
、
鷲
野
さ
ん
の
鶏

舎
で
鶏
締
め
を
体
験
し
た
り
と
、
さ
ま
ざ
ま

な
取
り
組
み
を
行
っ
て
い
ま
す
。

い
ま
、
農
業
が
向
か
っ
て
い
る
方
向
は
、

ひ
と
つ
の
農
作
物
に
特
化
し
て
、
効
率
よ
く

大
規
模
に
や
っ
て
い
く
こ
と
。
杵
塚
さ
ん
が

目
指
す
の
は
正
反
対
の
農
業
で
す
。

「
こ
ん
な
山
の
上
で
の
茶
作
り
は
大
変
だ
け

ど
、
中
山
間
地
だ
か
ら
こ
そ
で
き
る
農
業
を

考
え
る
と
、
小
規
模
の
も
の
を
多
品
目
で
や

る
こ
と
が
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
私

た
ち
が
や
っ
て
い
る
こ
と
に
共
感
し
て
、
応

援
し
て
く
だ
さ
る
人
を
増
や
し
て
い
き
た
い
」

し
か
し
、
一
方
で
厳
し
い
現
実
も
あ
り
ま

す
。
農
家
が
高
齢
化
し
て
、
や
め
る
人
が
増

え
て
い
ま
す
。
用
水
路
も
農
道
も
、
農
家
が

力
を
合
わ
せ
て
維
持
・
管
理
し
て
き
た
も
の
。

地
域
の
伝
統
や
文
化
も
、
一
軒
の
農
家
だ
け

で
紡
ぎ
出
さ
れ
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

農
村
は
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
な
い
と
成
り
立
た

な
い
。
そ
れ
が
目
の
前
で
ガ
ラ
ガ
ラ
と
崩
れ

は
じ
め
て
い
ま
す
。
で
も
、
だ
か
ら
こ
そ
、

杵
塚
さ
ん
た
ち
は
「
農
」
を
中
心
に
里
と
山

と
人
が
環
に
な
る
暮
ら
し
を
守
ろ
う
と
し
て

い
ま
す
。
ち
ぃ
っ
と
ら
っ
つ
作
っ
て
、
ち
ぃ

っ
と
ら
っ
つ
買
っ
て
も
ら
う
。
こ
の
想
い
に

賛
同
し
て
く
れ
る
人
を
増
や
し
て
い
ま
す
。

「
ま
ず
紅
茶
の
加
工
設
備
を
持
ち
た
い
と
思

っ
て
い
ま
す
。
小
さ
い
け
れ
ど
、
自
分
の
手

で
作
れ
る
場
所
を
、
数
年
以
内
に
は
」

少
し
ず
つ
、
少
し
ず
つ
、
自
分
の
名
前
の

よ
う
に
、
杵
塚
歩
さ
ん
は
夢
に
向
か
っ
て

「
歩
み
」
続
け
て
い
ま
す
。

標
高
４
０
０
〜
６
０
０
ｍ
の
山
腹
に
あ
る
茶
畑
。
朝

霧
の
立
ち
込
め
る
茶
畑
で
は
、
繊
細
な
香
り
と
旨
み

が
楽
し
め
る
上
品
な
味
わ
い
の
茶
葉
が
採
れ
ま
す
。
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緑の葉っぱが、茶葉になるまで
収穫した緑の葉は、いくつもの工程を経て香り豊かな茶葉になります。
茶農家が作るのは「荒茶」までで、後は茶商が製品に仕上げていきます。
手摘み・手揉みは希少価値。いまはほとんどが機械化されています。

お
茶
の
木
は
、
植
え
て
か

ら
葉
が
摘
み
取
れ
る
よ
う

に
な
る
ま
で
5
年
近
く
か

か
る
そ
う
で
す
。

蒸気で過熱して、葉の中の酵
素の働きを止めます。

熱風を当てて、葉を細く丸め
ながら揉んでいきます。

火入れによってテリが出て、香ば
しい香りが付きます。

利き茶師が、独自の配合でブレン
ドしていきます。

新鮮なお茶は空気が苦
手。豊かな香りを損な
わないように密封して
販売されます。

荒茶をサイズや形状によってふる
い分けしていきます。

製造工程で混ざった枝やその他の
不純物を取り除きます。

蒸した葉を、熱風で乾かしな
がら揉んでいきます。

乾燥させながら、ピンとした
針の形に整えていきます。

加熱せずに揉んでいきます。
この段階で深い緑色に。

熱風で水分を飛ばし、乾燥し
たら荒茶の完成です。

藤
枝
で
は
4
〜
5
月
に
一

番
茶
、
6
月
に
二
番
茶
、

10
月
に
秋
番
茶
を
摘
む
農

家
が
多
い
よ
う
で
す
。

❶
栽
培

❸
蒸
熱

❻
中
揉

❷
整
形❺

包
装

❹
ブ
レ
ン
ド

❶
選
別

❸
火
入
れ

❹
粗
揉

❼
精
揉

❺
揉
捻

❽
乾
燥

❷
摘
み
取
り

荒
茶
製
造
工
程

仕
上
げ
工
程
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「
朝
に
お
茶
を
飲
め
ば
そ
の
日
は
良
い
こ
と

が
あ
る
」
と
い
う
意
味
。
朝
茶
は
、
災
難
か

ら
逃
れ
ら
れ
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
日
の
幸

せ
を
増
や
す
と
も
考
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

「
朝
茶
に
別
れ
る
な
」
や
「
七
里
を
帰
っ
て

も
飲
め
」
と
い
う
こ
と
わ
ざ
も
、
同
じ
よ
う

な
意
味
合
い
か
ら
。

お
茶
を
飲
ん
だ
だ
け
で
も
し
ば
ら
く
は
空

腹
を
し
の
げ
る
こ
と
か
ら
、「
わ
ず
か
な
も

の
で
も
一
時
し
の
ぎ
の
助
け
に
な
る
」
と
い

っ
た
意
味
で
使
わ
れ
ま
す
。

実
際
、
お
茶
に
は
旨
み
成
分
で
あ
る
ア
ミ

ノ
酸
や
ビ
タ
ミ
ン
類
、
ミ
ネ
ラ
ル
類
も
。
昔

の
人
は
体
験
を
通
し
て
、
そ
う
し
た
こ
と
を

感
じ
取
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

「
お
茶
の
子
」
と
は
、
お
茶
に
添
え
て
出
さ

れ
る
お
菓
子
の
こ
と
。
お
腹
に
た
ま
ら
な
い

こ
と
か
ら
、
た
や
す
く
で
き
る
様
子
を
表
し

ま
す
。「
さ
い
さ
い
」
は
、
俗
謡
の
は
や
し

こ
と
ば
か
ら
。

「
い
い
加
減
な
言
葉
や
行
動
で
、
適
当
に
そ

の
場
を
取
り
繕
っ
て
し
の
ぐ
」
と
い
う
意
味

の
言
葉
で
す
。
こ
こ
で
言
う
「
お
茶
」
は
、

煎
茶
で
は
な
く
抹
茶
。
茶
道
の
作
法
に
通
じ

て
い
な
い
人
が
、
見
様
見
真
似
で
適
当
に
お

茶
を
点
て
、
濁
ら
せ
た
こ
と
が

由
来
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

大
笑
い
し
て
、
へ
そ
の
あ
た
り
が
大
き
く

揺
れ
る
さ
ま
を
、
茶
釡
の
湯
が
沸
騰
す
る
さ

ま
に
見
立
て
た
表
現
。「
あ
ま
り
に
も
お
か

し
く
て
笑
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
」「
聞
く

だ
け
で
も
バ
カ
バ
カ
し
い
」
と
い
っ
た
よ
う

な
時
、
あ
ざ
け
り
の
意
味
を
込
め
て
使
わ
れ

ま
す
。

「
筋
道
が
立
た
な
い
」
と
い
う
意
味
を
表
す

言
葉
。「
無
茶
」
は
来
訪
者
に
対
し
て
お
茶

も
出
さ
な
い
こ
と
、「
苦
茶
」
は
苦
い
お
茶

こ
こ
に
も
、あ
そ
こ
に
も
、「
お
茶
」が
あ
る

私
た
ち
の
周
り
に
は
、
お
茶
に
ま
つ
わ
る
言
葉
や
こ
と
わ
ざ
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

そ
れ
ら
の
意
味
や
由
来
を
た
ず
ね
、
お
茶
と
人
と
の
関
わ
り
を
想
像
す
る
の
も
ま
た
一
興
。

お
い
し
い
お
茶
で
も
飲
み
な
が
ら
、
ご
ゆ
っ
く
り
お
読
み
く
だ
さ
い
。

朝
茶
は
福
が
増
す

茶ち
ゃ
ば
ら腹

も
一い

っ
と
き時

お
茶
の
子
さ
い
さ
い

へ
そ
が
茶
を
沸
か
す

無
茶
苦
茶

お
茶
を
濁
す
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を
出
す
こ
と
を
言
う
よ
う
で
す
。

「
だ
れ
か
が
自
分
の
領
分
に
入
っ
て
き
た
時
、

お
茶
を
出
す
か
出
さ
な
い
か
が
、
そ
の
領
分

に
入
る
こ
と
を
正
式
に
認
め
た
か
ど
う
か
を

示
す
目
印
に
な
る
」
と
解
説
す
る
研
究
者
も
。

一
杯
の
お
茶
が
、
人
間
関
係
に
お
い
て
深
い

意
味
を
も
つ
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　
ご
は
ん
を
よ
そ
う
器
な
の
に
、「
茶
碗
」

と
呼
ぶ
の
は
、
な
ぜ
で
し
ょ
う
？
　
逆
に
、

お
茶
を
飲
む
た
め
の
器
の
こ
と
は「
湯
飲
み
」

と
呼
ん
だ
り
、
わ
ざ
わ
ざ
「
茶
飲
み
茶
碗
」

と
呼
ん
だ
り
す
る
の
も
、
不
思
議
で
す
ね
。

お
茶
の
研
究
家
に
よ
れ
ば
、「
お
茶
は
食

事
の
別
称
」。
食
事
そ
の
も
の
を
意
味
し
て

い
る
と
い
い
ま
す
。
家
族
が
食
事
を
し
て
く

つ
ろ
ぐ
空
間
を
「
茶
の
間
」
と
呼
ぶ
の
も
、

そ
ん
な
理
由
か
ら
だ
っ
た
の
で
す
。

わ
ら
べ
歌
、
遊
び
歌
と
し
て
知
ら
れ
る

「
ず
い
ず
い
ず
っ
こ
ろ
ば
し
」
の
一
節
で
す
。

茶
壺
と
は
お
茶
を
保
存
・
運
搬
す
る
た
め

の
壺
の
こ
と
。
江
戸
時
代
に
は
、
京
都
の
宇

治
茶
を
徳
川
将
軍
家
に
献
上
す
る
た
め
、
大

名
行
列
並
み
の
に
ぎ
に
ぎ
し
さ
で
茶
壺
が
運

ば
れ
て
い
た
と
い
い
ま
す
。
土
下
座
な
ど
を

強
要
さ
れ
た
街
道
筋
の
住
民
か
ら
は
「
お
茶

壺
道
中
」
と
呼
ば
れ
、
お
茶
壺
道
中
が
来
る

と
わ
か
る
と
、
住
民
た
ち
は
家
の
中
に
入
っ

て
戸
を
ピ
シ
ャ
リ
と
閉
め
て
（
ト
ッ
ピ
ン
シ

ャ
ン
）
や
り
過
ご
す
。
通
り
過
ぎ
た
ら
、
や

っ
と
ひ
と
息
つ
け
て
「
ぬ
け
た
ら
ド
ン
ド
コ

シ
ョ
」
と
な
る
の
で
し
た
。

ふ
だ
ん
見
た
り
飲
ん
だ
り
し
て
い
る
お
茶

は
緑
や
薄
い
黄
色
な
の
に
、
色
名
の
茶
色
は

ど
う
し
て
あ
ん
な
色
？
│
│
現
代
人
が
抱
く

素
朴
な
疑
問
で
す
。

実
は
、
一
般
庶
民
が
普
通
に
煎
茶
を
飲
む

よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
お
茶
の
歴
史
の
中
で

は
わ
り
と
最
近
の
こ
と
。
そ
れ
ま
で
は
番
茶

を
煮
出
し
て
飲
む
の
が
普
通
で
、
そ
の
色
が

「
茶
色
」
と
し
て
な
じ
ま
れ
て
い
ま
し
た
。

ち
な
み
に
、
茶
色
を
出
す
染
料
に
は
お
茶
の

煎
じ
汁
が
使
わ
れ
て
い
た
そ
う
で
す
。

喜
寿
、
米
寿
な
ど
の
よ
う
に
年
齢
を
示
す

言
葉
で
、
数
え
年
１
０
８
歳
の
こ
と
。
漢
字

の
「
茶
」
を
分
解
す
る
と
、
草
冠
は
「
十
」

が
横
並
び
に
二
つ
並
ん
で
い
る
よ
う
に
見
え

る
の
で
20
。
草
冠
の
下
に
は
、
八
・
十
・
八

が
隠
れ
て
い
る
の
で
、
88
。
両
方
を
足
し
て

「
1
0
8
」
に
な
る
と
い
う
わ
け
で
す
。

毎
日
ご
は
ん
を
食
べ
た
り
お
茶
を
飲
ん
だ

り
す
る
よ
う
に
、
日
常
的
で
あ
り
ふ
れ
た
平

凡
な
物
事
を
た
と
え
て
言
う
言
葉
。
お
茶
は

そ
の
く
ら
い
、
暮
ら
し
の
中
で
欠
か
せ
な
い

も
の
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
毎
日
の
こ
と
だ

か
ら
こ
そ
、
大
切
に
し
た
い
も
の
で
す
ね
。

茶
碗
、
茶
の
間

茶
壺
に
お
わ
れ
て
ト
ッ
ピ
ン
シ
ャ
ン

茶ち
ゃ
じ
ゅ寿

日
常
茶
飯
事

「
茶
色
」は
、
お
茶
の
色
？

※
言
葉
の
意
味
や
こ
と
わ
ざ
の
由
来
に
は
、
諸
説
あ
り
ま
す
。
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「
朝
茶
は
七
里
を
帰
っ
て
も
飲
め
」
と
い
う

こ
と
わ
ざ
が
あ
る
そ
う
で
、
そ
れ
だ
け
お
茶

は
体
に
い
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
。

理
由
の
筆
頭
に
あ
げ
ら
れ
る
の
は
「
カ
テ
キ

ン
」
と
い
う
緑
茶
に
多
い
成
分
で
す
。
昔
は

タ
ン
ニ
ン
と
も
呼
ば
れ
た
〝
渋
み
〞
の
も
と

で
す
ね
。
カ
テ
キ
ン
は
、「
ポ
リ
フ
ェ
ノ
ー

ル
」
と
い
う
抗
酸
化
物
質
の
一
種
で
す
。

「
抗
酸
化
」
と
い
う
の
は
、
体
内
に
あ
る
活

性
酸
素
を
除
去
す
る
働
き
の
こ
と
。
人
間
は

酸
素
な
し
に
は
生
き
ら
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
の

酸
素
が
「
活
性
酸
素
」
と
い
う
形
に
変
わ
る

と
、
老
化
や
癌
、
動
脈
硬
化
な
ど
、
さ
ま
ざ

ま
な
病
の
原
因
に
な
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
活
性
酸
素
を
除
去
す
る
働
き
が
、
カ
テ

キ
ン
に
は
あ
る
の
で
す
。
赤
ワ
イ
ン
の
「
ア

ン
ト
シ
ア
ニ
ン
」
や
大
豆
の
「
イ
ソ
フ
ラ
ボ

ン
」
な
ど
も
ポ
リ
フ
ェ
ノ
ー
ル
の
仲
間
で
す

が
、
抗
酸
化
力
の
強
さ
で
い
え
ば
、
や
は
り

カ
テ
キ
ン
が
群
を
抜
い
て
い
る
よ
う
で
す
。

「
お
茶
の
カ
テ
キ
ン
は
細
菌
や
ウ
ィ
ル
ス
に

も
効
く
」
と
い
う
話
も
よ
く
聞
き
ま
す
が
、

そ
の
理
由
が
今
回
の
取
材
で
分
か
り
ま
し
た
。

そ
の
要
因
の
ひ
と
つ
は
、
カ
テ
キ
ン
の
「
タ

ン
パ
ク
質
と
く
っ
つ
き
や
す
い
」
と
い
う
性

質
に
あ
っ
た
の
で
す
。

ご
存
じ
の
よ
う
に
、
細
菌
も
生
き
物
で
あ

り
、
タ
ン
パ
ク
質
で
で
き
て
い
ま
す
。
そ
の

タ
ン
パ
ク
質
に
カ
テ
キ
ン
が
く
っ
つ
い
て
、

菌
の
活
性
を
下
げ
る
ら
し
い
の
で
す
。
寿
司

を
食
べ
る
と
き
お
茶
を
飲
む
習
慣
が
あ
る
の

は
、
細
菌
の
働
き
を
抑
え
て
食
あ
た
り
を
防

ぐ
た
め
も
あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

一
方
、
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ウ
ィ
ル
ス
な
ど

も
タ
ン
パ
ク
質
で
で
き
た
手
（
ス
パ
イ
ク
）

を
持
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
手
を
使
っ
て
細
胞

に
感
染
し
ま
す
が
、
近
く
に
カ
テ
キ
ン
が
あ

る
と
、
先
に
ウ
ィ
ル
ス
の
手
に
く
っ
つ
い
て

無
力
化
し
、
感
染
で
き
な
く
し
て
し
ま
い
ま

す
。
以
前
に
テ
レ
ビ
で
お
医
者
さ
ん
が
、

「
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
時
期
に
は
お
茶
を
ち

び
ち
び
飲
ん
で
喉
を
湿
ら
せ
る
と
い
い
」
と

言
っ
て
い
ま
し
た
が
、
喉
に
カ
テ
キ
ン
が
あ

る
状
態
を
常
に
保
ち
、
ウ
ィ
ル
ス
感
染
を
防

ぐ
と
い
う
意
味
だ
っ
た
の
で
す
ね
。

強
い
抗
酸
化
力
で
活
性
酸
素
を
除
去
す
る
。

さ
ら
に
は
タ
ン
パ
ク
質
と
く
っ
つ
い
て
、
菌

や
ウ
ィ
ル
ス
の
働
き
を
抑
制
す
る
。
と
、
い

い
こ
と
い
っ
ぱ
い
の
カ
テ
キ
ン
で
す
が
、
最

近
の
研
究
で
、「
生
活
習
慣
病
」
へ
の
効
果

も
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
て
き
ま
し
た
。

毎
日
お
茶
が
飲
み
た
く
な
る
ハナ
シ

お
茶
が
体
に
い
い
と
は
よ
く
聞
く
話
で
す
。
で
も
、
な
ぜ
そ
ん
な
に
体
に
い
い
の
か
。

そ
の
理
由
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
飲
料
メ
ー
カ
ー
の
研
究
員
の
方
に
お
話
を

う
か
が
い
ま
し
た
。
こ
れ
を
知
る
と
、
き
っ
と
毎
日
お
茶
が
飲
み
た
く
な
り
ま
す
よ
。

お
茶
を
ち
び
ち
び
飲
む
と
、

細
菌
や
ウ
ィ
ル
ス
に
も
効
果
あ
り
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コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
は
人
間
の
細
胞
膜
を
形

成
す
る
大
切
な
成
分
で
す
が
、
多
す
ぎ
る
と

体
内
に
蓄
積
さ
れ
、
動
脈
硬
化
や
心
筋
梗
塞
、

脳
梗
塞
な
ど
の
原
因
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

こ
の
多
す
ぎ
る
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
の
値
を
下

げ
る
働
き
も
、
カ
テ
キ
ン
に
は
あ
る
こ
と
が

分
か
っ
て
き
ま
し
た
。

コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
は
脂
質
の
一
種
で
、
そ

の
ま
ま
で
は
体
内
に
吸
収
さ
れ
ま
せ
ん
。
だ

か
ら
人
間
の
体
は
「
胆
汁
」
を
出
し
て
コ
レ

ス
テ
ロ
ー
ル
を
乳
化
し
、
吸
収
し
や
す
く
し

て
い
ま
す
。
カ
テ
キ
ン
に
は
、
こ
の
乳
化
状

態
か
ら
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
を
分
離
し
て
除
去

し
、
吸
収
を
抑
制
す
る
作
用
が
あ
る
の
で
す
。

悪
玉
（
Ｌ
Ｄ
Ｌ
）
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
を
減
ら

し
、
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
値
を
正
常
の
範
囲
内

に
収
め
る
助
け
を
し
て
く
れ
ま
す
。

ま
た
、
脂
肪
の
吸
収
を
抑
え
る
効
果
が
あ

る
こ
と
も
分
か
っ
て
き
ま
し
た
。
体
が
脂
肪

を
吸
収
す
る
と
き
、
リ
パ
ー
ゼ
と
い
う
分
解

酵
素
が
働
き
ま
す
が
、
カ
テ
キ
ン
に
は
リ
パ

ー
ゼ
の
機
能
を
抑
え
る
働
き
が
あ
り
ま
す
。

す
る
と
腸
管
か
ら
脂
肪
が
吸
収
さ
れ
に
く
く

な
り
、
便
で
排
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

メ
タ
ボ
で
悩
む
人
に
と
っ
て
、
強
い
味
方
に

な
る
栄
養
素
な
の
で
す
。

　
こ
の
よ
う
に
カ
テ
キ
ン
の
働
き
だ
け
で
も

ス
ゴ
イ
の
で
す
が
、
他
に
も
お
茶
に
は
健
康

に
寄
与
す
る
成
分
が
い
ろ
い
ろ
入
っ
て
い
ま

す
。
な
か
で
も
注
目
さ
れ
る
の
が
、
ア
ミ
ノ

酸
の
一
種
で
あ
る
「
テ
ア
ニ
ン
」
と
い
う
お

茶
の
旨
み
成
分
。
ど
う
や
ら
こ
れ
に
脳
神
経

細
胞
を
保
護
す
る
働
き
が
あ
り
そ
う
な
の
で

す
。
脳
梗
塞
な
ど
で
起
こ
る
認
知
機
能
の
低

下
に
効
果
が
あ
り
、
ま
た
、
老
人
性
ア
ル
ツ

ハ
イ
マ
ー
へ
の
効
果
も
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
他
に
も
、
ビ
タ
ミ
ン
A
、
ビ
タ
ミ
ン
B

群
、
ビ
タ
ミ
ン
C
、
ビ
タ
ミ
ン
E
な
ど
の
ビ

タ
ミ
ン
類
、
食
物
繊
維
、
フ
ッ
素
、
亜
鉛
、

セ
レ
ン
な
ど
の
ミ
ネ
ラ
ル
類
も
入
っ
て
い
る

そ
う
で
す
。

と
こ
ろ
で
、
な
ぜ
お
茶
は
こ
ん
な
に
も
豊

富
に
体
に
い
い
栄
養
素
を
含
ん
で
い
る
の
で

し
ょ
う
。
そ
の
秘
密
は
、
お
茶
の
木
の
出
生

に
あ
り
ま
し
た
。
も
と
も
と
茶
の
原
木
は
熱

帯
生
ま
れ
で
、
強
烈
な
日
差
し
を
浴
び
る
環

境
で
進
化
し
て
き
ま
し
た
。
有
害
な
紫
外
線

に
耐
え
る
た
め
に
、
強
い
抗
酸
化
力
や
修
復

力
を
身
に
付
け
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

カ
テ
キ
ン
や
テ
ア
ニ
ン
な
ど
を
多
く
含
む
の

は
緑
茶
で
す
が
、
紅
茶
や
ウ
ー
ロ
ン
茶
な
ど

の
発
酵
茶
に
も
、
同
様
の
体
に
い
い
成
分
が

入
っ
て
い
る
と
の
こ
と
で
す
。

お
茶
は
千
年
以
上
も
前
か
ら
飲
ま
れ
て
き

た
安
全
性
の
高
い
食
品
で
す
。
一
日
何
杯
飲

ん
で
も
、
ま
ず
飲
み
す
ぎ
と
い
う
こ
と
は
な

い
で
し
ょ
う
。
毎
日
の
健
康
維
持
に
役
立
つ

一
杯
の
お
茶
。
昔
の
人
が
「
七
里
を
帰
っ
て

も
飲
め
」
と
言
っ
た
理
由
、
お
分
か
り
い
た

だ
け
た
で
し
ょ
う
か
。

コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
値
を
下
げ
た
り
、

脂
肪
の
吸
収
を
防
ぐ
働
き
も

他
に
も
ま
だ
ま
だ
、
お
茶
に
は

健
康
に
役
立
つ
栄
養
が
い
っ
ぱ
い
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伊
藤
園
と
い
え
ば
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
の
お
茶

で
有
名
で
す
が
、
ま
ず
、
ど
れ
ほ
ど
の
量
の

茶
殻
が
出
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
お
聞
き
し

ま
し
た
。
答
え
て
く
だ
さ
っ
た
の
は
、
中
央

研
究
所
に
在
籍
す
る
佐
藤
崇
紀
さ
ん
。

「
２
０
２
０
年
度
の
数
字
に
な
り
ま
す
が
、

全
体
で
５
４
８
０
０
ト
ン
の
茶
殻
が
出
ま
し

た
。
そ
の
う
ち
２
８
７
０
０
ト
ン
が
緑
茶
殻

で
、
２
１
１
０
０
ト
ン
が
麦
茶
殻
。
そ
の
他

ウ
ー
ロ
ン
茶
と
紅
茶
な
ど
で
５
０
０
０
ト
ン

の
茶
殻
が
出
て
い
ま
す
」

数
字
を
聞
い
て
も
ピ
ン
と
こ
な
い
か
も
し

れ
ま
せ
ん
が
、
一
般
的
な
乗
用
車
の
重
さ
が

約
１
ト
ン
で
す
か
ら
、
ク
ル
マ
に
し
て
５
万

台
分
を
超
え
る
茶
殻
が
出
て
い
る
と
い
う
こ

と
で
す
。
ち
ょ
っ
と
し
た
驚
き
で
す
ね
。

さ
て
、
茶
殻
の
活
用
方
法
で
す
が
、
い
ち

ば
ん
多
い
の
は
畑
に
ま
く
堆
肥
だ
そ
う
で
す
。

堆
肥
を
作
る
施
設
に
茶
殻
を
平
た
く
敷
き
つ

め
、
す
で
に
で
き
て
い
る
堆
肥
を
被
せ
て
混

ぜ
合
わ
せ
て
い
き
ま
す
。
す
る
と
微
生
物
の

力
で
発
酵
が
進
み
、
一
週
間
ぐ
ら
い
で
上
質

の
堆
肥
が
完
成
す
る
そ
う
で
す
。

ま
た
、
堆
肥
は
牛
・
豚
・
鶏
糞
な
ど
か
ら

も
作
ら
れ
ま
す
が
、
そ
こ
に
茶
殻
を
混
ぜ
る

と
い
う
活
用
法
も
。
家
畜
の
糞
は
発
酵
す
る

と
目
が
痛
く
な
る
ほ
ど
の
ア
ン
モ
ニ
ア
臭
を

出
し
ま
す
が
、
そ
の
臭
い
を
茶
殻
の
消
臭
効

果
が
緩
和
し
て
く
れ
る
の
で
す
。

堆
肥
の
他
に
は
、
鶏
や
豚
の
飼
料
と
し
て

も
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
茶
殻
を
乳
酸
菌
発
酵

さ
せ
た
も
の
や
、
乾
燥
さ
せ
て
粉
状
に
し
た

も
の
を
与
え
る
の
で
す
。
茶
殻
に
は
カ
テ
キ

ン
や
ビ
タ
ミ
ン
な
ど
の
栄
養
素
が
た
っ
ぷ
り

残
っ
て
い
る
の
で
、
い
い
エ
サ
に
な
る
と
の

こ
と
。
実
際
に
、
茶
殻
で
育
て
た
鶏
の
卵
や

肉
も
販
売
さ
れ
て
い
る
そ
う
で
す
。
た
だ
し
、

豚
に
与
え
る
場
合
は
注
意
が
必
要
だ
と
か
。

カ
テ
キ
ン
に
は
脂
肪
の
吸
収
を
抑
え
る
働
き

が
あ
る
の
で
、
与
え
す
ぎ
る
と
豚
が
痩
せ
細

っ
て
し
ま
う
の
で
す
。
裏
を
返
せ
ば
、
そ
れ

ほ
ど
の
効
果
が
カ
テ
キ
ン
に
は
あ
る
と
い
う

こ
と
。
こ
れ
も
ま
た
、
ち
ょ
っ
と
し
た
驚
き

で
し
た
。

堆
肥
や
飼
料
以
外
に
も
、
伊
藤
園
は
茶
殻

の
さ
ま
ざ
ま
な
活
用
法
を
開
拓
し
て
い
ま
す
。

そ
の
ト
ッ
プ
バ
ッ
タ
ー
が
、
左
上
の
写
真
に

も
あ
る
「
お
茶
入
り
畳
」。
こ
れ
を
開
発
し

茶
殻
を
捨
て
る
な
ん
て
、も
っ
た
い
な
い

お
茶
を
淹
れ
る
と
茶
殻
が
出
ま
す
。
さ
て
、
そ
の
茶
殻
は
ど
こ
へ
行
く
の
で
し
ょ
う
。

お
そ
ら
く
日
本
で
い
ち
ば
ん
茶
殻
を
出
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
飲
料
メ
ー
カ
ー
の

伊
藤
園
に
う
か
が
い
、
茶
殻
活
用
の
現
状
に
つ
い
て
教
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

豊
富
な
栄
養
素
を
活
か
し
、

堆
肥
や
家
畜
の
エ
サ
に
す
る

産
業
用
資
材
と
し
て

さ
ま
ざ
ま
な
使
い
道
を
開
発

33

た
の
は
佐
藤
さ
ん
で
す
。

「
会
社
か
ら
茶
殻
の
リ
サ
イ
ク
ル
の
話
が
出

た
と
き
、
ま
っ
先
に
思
い
浮
か
ん
だ
の
が
、

お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
姿
で
し
た
。
そ
う
い
え
ば

畳
を
掃
除
す
る
と
き
に
、
茶
殻
を
ま
い
て
掃

い
て
い
た
な
ぁ
と
」

そ
う
思
っ
て
調
べ
て
み
る
と
、
茶
殻
に
は

竹
炭
や
備
長
炭
に
勝
る
ほ
ど
の
消
臭
効
果
が

あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
畳
の

芯
材
に
な
る
ボ
ー
ド
の
部
分
に
、
茶
殻
を
混

ぜ
込
ん
で
商
品
化
。
消
臭
や
抗
菌
が
期
待
で

き
る
畳
と
し
て
販
売
さ
れ
て
い
ま
す
。

畳
を
皮
切
り
に
、
石
膏
ボ
ー
ド
や
壁
材
な

ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
建
材
で
茶
殻
を
活
用
。
さ

ら
に
、
茶
殻
を
混
ぜ
た
紙
や
段
ボ
ー
ル
製
品

へ
と
開
発
の
手
を
広
げ
て
い
き
ま
す
。
消

臭
・
抗
菌
効
果
が
期
待
さ
れ
る
「
マ
ス
ク
入

れ
」
な
ど
は
時
節
柄
、
人
気
の
商
品
に
。
他

に
も
、
茶
殻
を
練
り
込
ん
だ
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク

製
品
の
開
発
な
ど
、
意
欲
的
な
茶
殻
活
用
の

チ
ャ
レ
ン
ジ
が
続
い
て
い
ま
す
。

な
ぜ
こ
の
よ
う
に
積
極
的
な
茶
殻
活
用
が

始
ま
っ
た
か
と
い
う
と
、
そ
こ
に
は
創
業
者

の
「
も
っ
た
い
な
い
精
神
」
が
あ
っ
た
と
か
。

全
国
の
荒
茶
生
産
の
４
分
の
１
以
上
を
担
う

メ
ー
カ
ー
の
責
務
と
し
て
、
茶
殻
廃
棄
を
減

ら
す
べ
き
と
考
え
た
の
で
し
ょ
う
。

し
か
し
、
茶
殻
の
再
利
用
は
思
う
ほ
ど
簡

単
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
茶
殻
は
85
〜

95
％
ぐ
ら
い
が
水
分
で
、
腐
敗
し
や
す
く
、

リ
サ
イ
ク
ル
が
難
し
い
の
で
す
。
か
と
い
っ

て
乾
燥
な
ど
の
処
理
を
行
え
ば
、
莫
大
な
エ

ネ
ル
ギ
ー
が
必
要
で
、
環
境
に
負
荷
を
与
え

ま
す
。
そ
こ
で
伊
藤
園
は
研
究
を
重
ね
、
２

０
０
１
年
に
水
分
を
含
ん
だ
ま
ま
の
茶
殻
の

腐
敗
を
抑
え
、
輸
送
・
保
存
・
製
品
に
配
合

す
る
技
術
の
開
発
に
成
功
。
そ
こ
か
ら
建

材
・
樹
脂
・
紙
の
み
っ
つ
を
柱
に
、
百
種
類

ほ
ど
の
茶
殻
入
り
商
品
を
生
み
出
し
、
堆

肥
・
飼
料
な
ど
と
合
わ
せ
て
、
１
０
０
％
の

リ
サ
イ
ク
ル
率
を
達
成
し
ま
し
た
。

茶
殻
の
消
臭
・
抗
菌
効
果
を
活
か
し
た
商

品
開
発
は
、
よ
り
高
次
な
価
値
を
生
み
だ
す

と
い
う
意
味
で
「
ア
ッ
プ
サ
イ
ク
ル
」
と
も

呼
ば
れ
ま
す
。
意
欲
的
な
ア
ッ
プ
サ
イ
ク
ル

の
取
り
組
み
が
評
価
さ
れ
、
伊
藤
園
は
ソ
ー

シ
ャ
ル
プ
ロ
ダ
ク
ツ
・
ア
ワ
ー
ド
２
０
２
１

に
お
い
て
、「
ソ
ー
シ
ャ
ル
プ
ロ
ダ
ク
ツ
賞
」

を
受
賞
し
ま
し
た
。
ど
ん
な
茶
殻
活
用
の
チ

ャ
レ
ン
ジ
が
あ
る
の
か
、
こ
れ
か
ら
の
取
り

組
み
も
楽
し
み
で
す
ね
。

チ
ャ
レ
ン
ジ
を
後
押
し
す
る

創
業
者
の
「
も
っ
た
い
な
い
」
精
神

茶殻入り畳、マスク入れ、靴の中敷きなど、茶殻の消
臭・抗菌効果を活かした商品は、いまや 100種類ほ
どに。100％の茶殻リサイクルを達成しています。
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水
先
案
内
を
お
願
い
し
た
の
は
、
18
ペ
ー

ジ
で
も
ご
登
場
い
た
だ
い
た
思
月
園
の
高
宇

政
光
さ
ん
。
お
茶
の
買
い
付
け
や
品
評
会
な

ど
で
地
方
へ
出
か
け
る
た
び
、
合
間
を
見
て
、

そ
の
地
域
に
息
づ
い
て
い
る
番
茶
文
化
を
訪

ね
る
旅
を
20
年
以
上
重
ね
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。

「
番
茶
と
聞
い
て
、
ど
ん
な
お
茶
を
思
い
浮

か
べ
ま
す
か
？
」
│
│
高
宇
さ
ん
は
以
前
、

ご
自
身
が
主
催
す
る
「
日
本
茶
セ
ミ
ナ
ー
」

で
、
受
講
生
に
こ
ん
な
質
問
を
投
げ
か
け
た

こ
と
が
あ
っ
た
そ
う
で
す
。

返
っ
て
き
た
答
え
は
、「
安
い
お
茶
」「
茎

を
炒
っ
た
お
茶
」「
一
番
茶
の
後
、
残
り
の

葉
を
摘
ん
で
作
っ
た
お
茶
」「
体
に
い
い
お

茶
」「
が
ぶ
が
ぶ
飲
め
る
お
茶
」「
お
茶
漬
け

に
す
る
お
茶
」…
…「
お
茶
の
葉
の
色
は
？
」

と
尋
ね
る
と
、「
緑
色
」「
茶
色
」「
黒
色
」

…
…
イ
メ
ー
ジ
も
色
も
バ
ラ
バ
ラ
で
、
と
て
も

同
じ
も
の
を
表
し
て
い
る
と
は
思
え
ま
せ
ん
。

そ
れ
も
そ
の
は
ず
。
番
茶
は
地
域
の
中
で

そ
の
食
文
化
に
合
っ
た
か
た
ち
で
作
ら
れ
、

飲
ま
れ
て
き
た
お
茶
。
36
〜
37
ペ
ー
ジ
の
写

真
に
あ
る
阿
波
番
茶
、
ほ
う
じ
茶
、
京
番
茶

な
ど
、
い
ず
れ
も
そ
の
地
域
で
は
「
番
茶
」

と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、
地
域
差
の
あ
る
多
様

性
こ
そ
が
番
茶
の
特
徴
な
の
で
す
。

ち
な
み
に
、「
番
茶
は
緑
色
」
と
答
え
る

地
域
は
、
東
京
都
を
中
心
と
し
た
関
東
、
東

北
南
部
、
静
岡
県
な
ど
の
中
部
地
方
の
大
部

分
と
鹿
児
島
県
な
ど
の
九
州
地
方
あ
た
り
。

一
方
「
茶
色
」
と
答
え
る
の
は
、
北
海
道
、

東
北
北
部
、
北
陸
、
関
西
、
中
国
、
四
国
地

方
。
こ
れ
ら
の
地
域
で
は
、
製
造
の
最
終
工

程
で
お
茶
の
葉
を
炒
っ
た
り
干
し
た
り
す
る

た
め
、
茶
色
い
番
茶
に
な
る
そ
う
で
す
。

そ
も
そ
も
、「
番
茶
」
と
い
う
言
葉
は
ど

こ
か
ら
来
た
の
で
し
ょ
う
？
　
一
説
に
は
、

そ
の
年
の
最
初
の
も
っ
と
も
よ
い
芽
で
作
る

「
新
茶
（
一
番
茶
）」
に
対
し
て
、
そ
の
後
か

ら
出
て
き
た
芽
を
摘
ん
で
作
る
お
茶
を
二
番

茶
、
三
番
茶
と
呼
ぶ
と
こ
ろ
か
ら
、
品
質
の

劣
っ
た
お
茶
を
「
番
茶
」
と
言
う
よ
う
に
な

っ
た
と
か
。
ま
た
、
新
茶
の
時
期
よ
り
遅
れ

て
摘
む
お
茶
、
つ
ま
り
「
晩
の
お
茶
」
と
い

う
説
も
あ
る
よ
う
で
す
。

日
本
茶
業
中
央
会
で
は
、
番
茶
を
「
新
芽

が
伸
び
て
硬
く
な
っ
た
茶
葉
や
古
葉
、
茎
な

ど
を
原
料
と
し
て
製
造
し
た
も
の
」
と
定
義

し
て
い
ま
す
。
ま
た
、一
番
茶
、二
番
茶
、三

番
茶
な
ど
の
「
茶
期
と
の
間
に
摘
採
し
た
茶

葉
を
製
造
し
た
も
の
」
と
も
。
い
ず
れ
に
し

と
こ
ろ
で
、「
番
茶
」を
知
って
い
ま
す
か
？

「
お
茶
」
と
言
わ
れ
て
普
通
に
思
い
浮
か
べ
る
の
は
煎
茶
か
抹
茶
で
す
が
、

日
本
に
は
も
う
ひ
と
つ
、
番
茶
と
呼
ば
れ
る
「
ふ
だ
ん
の
お
茶
」
が
あ
り
ま
す
。

知
っ
て
い
る
よ
う
で
知
ら
な
い
そ
の
世
界
を
、
ち
ょ
っ
と
覗
い
て
み
ま
し
ょ
う
。

番
茶
は
煎
茶
の
等
外
品
？
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て
も
「
質
の
劣
る
煎
茶
」
と
い
う
わ
け
で
す
。

で
も
、
番
茶
産
地
を
訪
ね
歩
い
て
い
る
高

宇
さ
ん
か
ら
見
れ
ば
、
そ
う
し
た
定
義
に
当

て
は
ま
ら
な
い
番
茶
が
た
く
さ
ん
あ
る
と
か
。

「
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
で
飲
ま
れ
て
い
る
、
そ

れ
ぞ
れ
の
食
文
化
に
合
っ
た
、
製
法
や
飲
み

方
を
異
に
す
る
多
様
な
お
茶
の
総
称
」
が
番

茶
で
あ
り
、「
一
つ
の
決
ま
っ
た
製
法
や
形

状
、
飲
み
方
に
収

し
ゅ
う

斂れ
ん

で
き
な
い
」
と
言
い
ま

す
。
な
ん
だ
か
、
違
う
景
色
が
広
が
っ
て
い

く
よ
う
で
す
ね
。

煎
茶
と
番
茶
で
は
、
淹
れ
方
も
ま
っ
た
く

異
な
り
ま
す
。
基
本
的
に
茶
葉
を
お
湯
で
煮

出
す
番
茶
に
は
、
煎
茶
の
よ
う
に
「
注
ぎ
き

る
」
と
い
う
動
作
は
あ
り
ま
せ
ん
。

鉄
瓶
か
土
瓶
に
お
湯
を
沸
か
し
、
沸
騰
し

た
ら
、
番
茶
の
葉
を
お
湯
に
放
り
込
ん
で
、

ひ
と
煮
立
ち
さ
せ
て
火
か
ら
下
ろ
す
。
少
な

く
な
っ
た
ら
熱
湯
を
足
し
て
、
ま
た
飲
む
。

こ
ん
な
方
法
で
朝
一
番
に
淹
れ
た
番
茶
を
、

一
日
中
飲
み
続
け
ま
す
。
お
茶
の
葉
は
ず
っ

と
お
湯
に
浸
か
っ
た
ま
ま
で
す
が
、
当
時
の

番
茶
の
多
く
は
揉
ん
で
作
っ
て
い
な
い
の
で
、

あ
ま
り
渋
く
は
な
ら
な
か
っ
た
と
か
。「
宵

越
し
の
お
茶
は
飲
む
な
」
と
い
う
諺

こ
と
わ
ざも

、
番

茶
の
淹
れ
方
や
飲
み
方
を
知
っ
て
み
れ
ば
納

得
で
、「
お
茶
の
葉
は
、
毎
朝
取
り
替
え
な

さ
い
」
と
い
う
意
味
だ
っ
た
の
で
す
。

江
戸
時
代
中
期
に
作
ら
れ
始
め
た
煎
茶
は
、

急
須
と
い
う
小
さ
な
容
器
に
茶
葉
を
入
れ
て

お
湯
を
注
ぐ
だ
け
で
、
煮
出
さ
な
く
て
も
お

い
し
い
お
茶
が
楽
し
め
る
画
期
的
な
新
製
品

で
し
た
。
と
は
い
え
、
お
金
を
出
し
て
こ
う

し
た
煎
茶
を
飲
ん
で
い
た
の
は
、
一
部
の
富

裕
層
や
文
人
と
呼
ば
れ
た
知
識
階
級
だ
け
。

煎
茶
が
生
ま
れ
て
か
ら
も
、「
ふ
だ
ん
の
お

茶
」
と
し
て
暮
ら
し
の
中
に
あ
っ
た
の
は
、

や
は
り
番
茶
で
し
た
。

し
か
し
明
治
以
降
、
生
糸
に
並
ぶ
輸
出
品

と
し
て
煎
茶
の
生
産
が
奨
励
さ
れ
る
と
、
番

茶
は
だ
ん
だ
ん
隅
に
追
い
や
ら
れ
て
い
き
ま

す
。
そ
れ
で
も
、
煎
茶
は
外
貨
を
稼
ぐ
た
め

の
も
の
で
、
庶
民
の
「
ふ
だ
ん
の
お
茶
」
は

ま
だ
ま
だ
番
茶
で
し
た
。

こ
の
構
図
が
崩
れ
た
の
は
、
世
界
市
場
、

特
に
ア
メ
リ
カ
で
の
消
費
が
緑
茶
か
ら
紅
茶

や
コ
ー
ヒ
ー
へ
と
シ
フ
ト
し
、
輸
出
が
激
減

し
た
結
果
。
行
き
場
を
失
っ
た
煎
茶
が
国
内

に
出
回
る
よ
う
に
な
り
、
日
本
人
の
日
常
の

お
茶
も
番
茶
か
ら
煎
茶
へ
と
替
わ
っ
て
い
き

ま
す
。
そ
れ
ま
で
細
々
と
製
造
さ
れ
て
い
た

番
茶
が
、
ひ
と
つ
、
ま
た
ひ
と
つ
と
消
え
て

い
っ
た
の
も
こ
の
頃
か
ら
。
番
茶
の
生
産
量

が
年
々
減
っ
て
い
る
の
に
は
、
こ
ん
な
歴
史

的
背
景
が
あ
っ
た
の
で
す
。

人
は
そ
れ
ぞ
れ
歴
史
や
風
土
に
根
ざ
し
た

食
文
化
を
育
み
、
お
茶
も
そ
の
一
部
と
し
て

飲
ま
れ
て
き
ま
し
た
。
洗
練
さ
れ
た
煎
茶
の

お
い
し
さ
を
楽
し
む
一
方
で
、
素
朴
だ
け
れ

ど
個
性
的
で
多
様
な
番
茶
の
味
わ
い
も
楽
し

む
。
さ
ま
ざ
ま
な
お
茶
の
世
界
を
知
る
こ
と

で
、
暮
ら
し
の
楽
し
み
は
も
っ
と
広
が
っ
て

い
く
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

番
茶
は
、「
ふ
だ
ん
の
お
茶
」
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阿
波
番
茶

碁
石
茶

ほ
う
じ
茶

37

京
番
茶

三
年
番
茶

秋
番
茶
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雨
の
中
、
笑
顔
で
迎
え
て
く
れ
た
の
は
、

「
健
一
自
然
農
園
」
の
代
表
、
伊
川
健
一
さ

ん
。
雨
脚
の
強
さ
に
、
雨
と
の
戦
闘
モ
ー
ド

に
入
り
か
け
て
い
た
写
真
家
は
、「
恵
み
の

雨
で
す
ね
」
と
い
う
伊
川
さ
ん
の
ひ
と
こ
と

で
、
ス
ト
ン
と
肩
の
チ
カ
ラ
が
抜
け
た
と
言

い
ま
す
。
そ
の
結
果
が
、
左
ペ
ー
ジ
の
朝
霧

立
ち
込
め
る
茶
畑
の
写
真
。
雨
も
風
も
強
い

陽
射
し
も
す
べ
て
受
け
容
れ
、
自
然
に
寄
り

添
っ
て
お
茶
を
育
て
て
き
た
人
な
ら
で
は
の

言
葉
に
、
そ
の
場
の
空
気
が
ふ
わ
っ
と
や
わ

ら
ぎ
ま
し
た
。

伊
川
さ
ん
が
こ
こ
大
和
高
原
に
入
植
し
た

の
は
、
今
か
ら
20
年
前
。
日
本
全
国
の
「
農
」

が
音
を
立
て
て
崩
れ
始
め
た
時
代
で
す
。中

で
も
奈
良
県
は
、最
も
早
い
時
期
に
茶
園
が

減
少
し
始
め
た
地
域
。30
年
前
に
は
１
４
０
０

ヘ
ク
タ
ー
ル
あ
っ
た
茶
園
が
今
で
は
約
６
０
０

ヘ
ク
タ
ー
ル
に
ま
で
減
り
、
約
6
割
の
茶
園

が
消
え
て
い
っ
た
と
言
い
ま
す
。
茶
畑
は
傾

斜
地
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
高
齢
化
に
伴
い
耕

作
を
続
け
る
こ
と
が
難
し
く
な
り
、
離
農
が

進
む
原
因
に
も
な
る
の
で
す
。

そ
ん
な
時
期
に
奈
良
で
お
茶
栽
培
を
始
め

ら
れ
た
こ
と
は
、「
運
命
だ
っ
た
か
も
し
れ

ま
せ
ん
」
と
伊
川
さ
ん
。
後
継
者
が
い
な
く

て
耕
作
放
棄
地
が
増
え
て
い
く
中
、
伊
川
さ

ん
の
目
指
す
農
業
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
も
受
け

容
れ
ら
れ
や
す
か
っ
た
か
ら
で
す
。

伊
川
さ
ん
が
「
自
然
農
法
」
に
出
合
っ
た

の
は
15
歳
の
と
き
。
自
然
農
法
の
祖
と
も
い

う
べ
き
福
岡
正
信
さ
ん
の
著
書
に
触
れ
「
自

分
の
行
く
道
は
こ
れ
だ
」
と
定
め
、
高
校
卒

業
後
に
は
就
農
し
よ
う
と
決
心
し
た
の
で
す
。

と
は
い
え
、
弱
冠
19
歳
の
若
者
に
、
条
件

の
良
い
農
地
を
貸
し
て
く
れ
る
人
な
ど
、
そ

う
簡
単
に
見
つ
か
る
は
ず
も
あ
り
ま
せ
ん
。

な
ん
と
か
借
り
ら
れ
た
の
が
、
耕
作
放
棄
さ

れ
た
37
ア
ー
ル
の
茶
畑
。
伸
び
き
っ
た
茶
樹

が
互
い
に
絡
み
合
う
ジ
ャ
ン
グ
ル
の
よ
う
な

状
態
で
し
た
が
、
そ
の
一
方
で
、
樹
の
生
命

力
や
土
の
も
つ
底
力
に
圧
倒
さ
れ
た
と
言
い

ま
す
。

37
ア
ー
ル
の
開
墾
か
ら
始
ま
っ
た
伊
川
さ

ん
の
お
茶
栽
培
は
、
20
年
後
の
今
、
30
カ
所
、

お
茶
を
通
し
て
、未
来
を
描
く

高
齢
化
に
伴
う
耕
作
放
棄
地
の
増
加
は
、
お
茶
の
世
界
に
も
共
通
す
る
課
題
で
す
。

そ
ん
な
中
、
地
域
の
人
か
ら
托
さ
れ
た
茶
園
を
引
き
継
ぎ
、
育
み
、

未
来
へ
つ
な
ご
う
と
す
る
人
が
い
る
と
聞
い
て
、
奈
良
・
大
和
高
原
を
訪
ね
ま
し
た
。

耕
作
放
棄
地
か
ら
の
ス
タ
ー
ト

39

11
ヘ
ク
タ
ー
ル
に
。
土
地
を
自
分
で
探
し
た

の
は
最
初
だ
け
で
、
そ
の
後
は
「
こ
れ
や
っ

て
く
れ
へ
ん
か
」
と
話
が
舞
い
込
む
よ
う
に

な
り
、
耕
作
放
棄
地
だ
け
で
な
く
通
常
の
茶

畑
も
任
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。

自
然
栽
培
と
は
、
農
薬
や
肥
料
を
一
切
使

わ
ず
、
自
然
の
仕
組
み
に
沿
っ
て
作
物
を
育

て
な
が
ら
、
す
こ
や
か
な
土
壌
や
水
、
空
気

な
ど
の
環
境
を
次
世
代
へ
つ
な
い
で
い
こ
う

と
す
る
農
法
で
す
。

関
わ
る
す
べ
て
の
生
き
も
の
が
調
和
し
な

け
れ
ば
長
続
き
し
な
い
と
い
う
考
え
か
ら
、

効
率
よ
り
も
合
理
性
を
優
先
。
人
間
の
都
合

で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
自
然
界
の
道
理
に

合
わ
せ
、
観
察
と
工
夫
を
重
ね
て
い
き
ま
す
。

ま
た
、「
土
地
の
力
を
借
り
る
」
を
モ
ッ

ト
ー
に
、
茶
畑
に
は
、
農
薬
・
肥
料
な
ど
外

か
ら
の
も
の
を
一
切
持
ち
込
み
ま
せ
ん
。
そ

の
土
地
に
あ
る
樹
々
の
落
ち
葉
や
虫
、
微
生

自
然
に
寄
り
添
う
自
然
栽
培

標高 500m。まさに大和の国を見渡せる「国見山」の茶畑。ここでは、抹茶になる碾茶も栽培されています。
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物
な
ど
、
土
地
の
力
を
借
り
て
自
然
の
巡
り

に
沿
い
な
が
ら
お
茶
を
育
て
ま
す
。
そ
の
命

が
本
来
内
在
し
て
い
る
も
の
を
い
か
に
し
て

引
き
出
し
て
い
く
か
。
そ
れ
が
「
自
然
栽
培

に
よ
る
お
茶
作
り
の
真
骨
頂
」
な
の
で
す
。

こ
う
書
く
と
、
な
ん
だ
か
ス
ト
イ
ッ
ク
な

感
じ
が
す
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
実
際
、

こ
れ
で
回
っ
て
い
る
の
が
自
然
界
。「
人
間

の
近
視
眼
的
な
視
野
を
外
せ
ば
、
実
は
最
も

合
理
的
」
な
の
で
す
。

手
間
も
苦
労
も
あ
り
そ
う
で
す
が
、「
そ

れ
は
楽
し
み
に
変
え
ら
れ
る
」
と
伊
川
さ
ん
。

「
な
に
よ
り
、
い
ろ
ん
な
命
が
共
存
し
て
い

る
こ
と
を
感
じ
、
人
間
も
自
然
界
の
一
部
と

し
て
生
か
さ
れ
て
い
る
の
を
実
感
で
き
る
の

は
楽
し
い
」
と
言
い
ま
す
。

熱
心
な
働
き
ぶ
り
で
地
域
の
人
の
信
頼
を

得
て
い
っ
た
伊
川
さ
ん
は
、
眠
っ
て
い
た
茶

畑
だ
け
で
な
く
、
も
う
続
け
ら
れ
な
く
な
っ

て
手
放
そ
う
と
し
て
い
た
茶
畑
な
ど
も
任
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。

托
さ
れ
て
い
る
30
の
茶
畑
は
、
土
、
陽
当

た
り
、
風
の
流
れ
な
ど
、
ひ
と
つ
と
し
て
同

じ
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら

が
ど
う
い
う
状
態
で
管
理
さ
れ
て
き
た
か
の

結
果
は
表
土
に
表
れ
ま
す
。
た
だ
、
表
土
の

下
の
地
層
は
地
質
の
問
題
で
、
土
地
の
歴
史

や
風
土
が
つ
く
り
あ
げ
て
き
た
も
の
だ
か
ら

「
地
域
の
人
に
聞
く
の
が
い
ち
ば
ん
」。
20
代

前
半
の
頃
の
伊
川
さ
ん
は
、
こ
の
土
地
の
人

た
ち
と
ひ
た
す
ら
話
を
し
て
き
ま
し
た
。

例
え
ば
右
下
の
写
真
は
、
こ
の
土
地
が
大

好
き
で
、
こ
こ
で
田
畑
を
耕
し
茶
畑
で
摘
ん

だ
お
茶
を
飲
む
と
い
う
暮
ら
し
を
こ
よ
な
く

愛
し
て
き
た
高
齢
の
ご
夫
婦
の
茶
畑
と
家
。

伊
川
さ
ん
は
こ
の
ご
夫
婦
に
と
て
も
良
く
し

て
も
ら
い
、
ご
主
人
の
生
前
か
ら
足
繁
く
通

っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
を
学
ん
だ
そ
う
で
す
。

地
域
の
名
士
と
呼
ば
れ
る
人
た
ち
が
認
め
、

応
援
し
て
く
れ
た
こ
と
も
大
き
な
支
え
に
な

り
ま
し
た
。
左
ペ
ー
ジ
の
古
墳
の
よ
う
な
茶

茶
畑
が
つ
な
ぐ
、
人
と
人
、
人
と
自
然

ほころびをビニールテープ
で繕った竹製の茶摘み籠。
ていねいな暮らしぶりと、
道具への愛着が伝わります。

13～ 14年前から、高齢のご夫妻に任されている「暮らしの中の茶園」。民
家の周囲三方を、3反の茶畑と 1反ずつの田んぼ・畑が囲みます。
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畑
は
、
こ
の
地
で
３
５
０
年
続
く
篤
農
家
の

も
の
。
も
と
も
と
有
機
農
法
で
お
茶
を
栽
培

さ
れ
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
自
然
栽
培
に
共

感
し
て
も
ら
い
、
今
で
は
こ
こ
を
任
さ
れ
る

よ
う
に
。
土
地
の
名
士
が
「
こ
の
畑
は
伊
川

さ
ん
に
や
っ
て
ほ
し
い
」
と
言
っ
て
く
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
を
受
け

止
め
ら
れ
る
ま
で
に
な
れ
た
こ
と
が
本
当
に

有
り
難
い
、
と
伊
川
さ
ん
は
言
い
ま
す
。

「
土
地
の
長
老
た
ち
と
語
り
合
え
た
時
間
が

僕
の
宝
」
と
い
う
言
葉
に
、
こ
こ
で
の
暮
ら

し
ぶ
り
が
垣
間
見
え
る
よ
う
で
す
。

お
茶
の
生
産
と
い
え
ば
、
立
春
か
ら
数
え

て
八
十
八
夜
の
こ
ろ
の
茶
摘
み
（
新
茶
）
に

始
ま
り
、
そ
の
後
も
出
て
く
る
芽
を
摘
ん
で
、

二
番
茶
、
三
番
茶
と
し
て
出
荷
す
る
の
が
一

般
的
で
す
。
そ
し
て
、
時
期
の
早
い
も
の
ほ

ど
上
級
と
さ
れ
、
そ
れ
以
降
の
も
の
は
一
段

低
く
見
ら
れ
る
こ
と
も
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

そ
れ
に
対
し
て
、
健
一
自
然
農
園
で
お
茶

を
摘
む
の
は
基
本
的
に
年
に
一
度
だ
け
。
こ

こ
は
初
夏
に
、
あ
そ
こ
は
秋
に
と
、
茶
畑
に

よ
っ
て
収
穫
時
期
を
ず
ら
し
て
い
る
の
で
す
。

そ
の
理
由
は
、
年
に
何
度
も
摘
む
と
樹
は

休
む
暇
が
な
く
て
オ
ー
バ
ー
ワ
ー
ク
に
な
り
、

樹
の
生
命
力
が
だ
ん
だ
ん
弱
っ
て
し
ま
う
か

ら
。「
そ
れ
で
も
一
定
の
収
量
を
得
た
い
か

ら
と
、
樹
に
肥
料
や
農
薬
を
与
え
て
無
理
や

り
働
か
せ
て
い
る
の
は
自
然
な
姿
で
は
な

い
」
と
伊
川
さ
ん
は
言
い
ま
す
。

さ
ら
に
「
生
産
農
家
は
、
一
年
に
何
度
も

お
茶
の
収
穫
を
し
て
自
ら
に
重
労
働
を
課
し
、

そ
の
結
果
、
で
き
た
も
の
は
安
く
買
わ
れ
て

い
る
の
が
現
実
」
と
も
。
伊
川
さ
ん
は
、

「
こ
う
し
た
悪
循
環
か
ら
脱
出
で
き
る
モ
デ

ル
づ
く
り
」
を
し
て
い
ま
す
。「
そ
う
す
る
こ

と
で
、
樹
に
も
土
壌
に
も
生
産
者
に
も
負
担

を
か
け
す
ぎ
る
こ
と
な
く
、
お
い
し
い
お
茶

を
作
っ
て
い
け
る
環
境
を
整
え
て
い
き
た

い
」。
そ
の
視
線
は
、
人
と
自
然
が
調
和
す

る
理
想
的
な
世
界
へ
向
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

茶
摘
み
は
一
年
に
一
度
だ
け

地域で350年続く篤農家の15代目当主から托された「百年の茶山」。樹齢100年の樹からは番茶を中心に生産。
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そ
れ
で
茶
園
と
し
て
成
り
立
つ
の
で
し
ょ

う
か
？
│
│
答
え
は
、
明
快
で
し
た
。

何
度
も
摘
ま
な
い
代
わ
り
に
、
一
年
中
収

穫
す
る
た
め
に
は
30
の
茶
畑
を
ど
う
回
し
て

い
く
か
を
考
え
る
。
土
地
ご
と
の
特
性
を
知

り
、
違
い
を
見
極
め
て
、
何
の
お
茶
を
作
る

か
を
決
め
て
い
く
と
い
う
の
で
す
。
そ
れ
は

き
っ
と
、
常
に
自
然
を
見
つ
め
自
然
に
寄
り

添
っ
て
き
た
伊
川
さ
ん
だ
か
ら
こ
そ
、
で
き

る
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
。

健
一
自
然
農
園
で
は
、
30
の
茶
畑
を
回
し

な
が
ら
、
四
季
を
通
じ
て
さ
ま
ざ
ま
な
お
茶

を
作
っ
て
い
ま
す
。

「
茶
摘
み
を
し
た
ら
ポ
ケ
ッ
ト
に
茶
葉
を
入

れ
て
持
ち
帰
る
ん
で
す
。
帰
っ
て
そ
れ
を
取

り
出
し
て
、
揉
ん
で
み
た
り
食
べ
て
み
た
り

す
る
と
、
香
り
の
違
い
が
よ
く
わ
か
る
。
そ

う
い
う
こ
と
を
し
た
上
で
、
そ
の
土
地
の
傾

向
を
五
感
で
感
じ
な
が
ら
、
ど
こ
で
何
を
生

産
す
る
か
を
決
め
ま
す
」
と
伊
川
さ
ん
。

あ
く
ま
で
も
茶
畑
の
本
性
を
ベ
ー
ス
に
、

作
る
お
茶
の
種
類
に
よ
っ
て
収
穫
や
製
茶
の

時
期
を
変
え
、
お
茶
の
樹
の
ど
の
部
分
を
使

う
か
も
変
え
て
い
き
ま
す
。

例
え
ば
、
一
年
で
最
初
に
芽
吹
く
新
芽
は
、

煎
茶
や
抹
茶
、
初
摘
み
和
紅
茶
、
初
摘
み
烏

龍
茶
な
ど
に
。
二
番
目
に
芽
吹
く
夏
の
新
芽

は
、
紅
茶
や
烏
龍
茶
に
。
夏
に
収
穫
す
る
大

き
く
育
っ
た
茶
葉
と
茎
は
、
番
茶
や
ほ
う
じ

茶
に
。
冬
越
し
の
硬
め
の
茶
葉
と
茎
は
、
春

の
番
茶
や
春
の
ほ
う
じ
茶
に
。
三
年
以
上
育

て
た
茶
樹
は
、
葉
も
茎
も
枝
も
す
べ
て
使
っ

て
三
年
晩
茶
に
。

一
年
に
一
度
摘
ま
れ
る
だ
け
の
樹
は
生
命

力
に
あ
ふ
れ
て
い
て
、
人
の
体
も
心
も
潤
す

お
い
し
い
お
茶
に
な
る
の
で
す
。

季
節
に
応
じ
た
お
茶
を
楽
し
め
る
の
も
、

そ
の
お
茶
が
季
節
を
反
映
し
て
い
れ
ば
こ
そ
。

例
え
ば
冬
越
し
の
茶
葉
と
茎
で
作
っ
た
春
の

番
茶
や
ほ
う
じ
茶
は
、
食
べ
も
の
で
言
え
ば

春
に
芽
を
出
す
山
菜
の
よ
う
な
も
の
。
厳
し

い
冬
の
間
に
植
物
が
蓄
え
た
生
命
力
が
、
人

の
体
に
よ
い
影
響
を
も
た
ら
す
こ
と
は
、
古

く
か
ら
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

四
季
の
あ
る
日
本
で
、
す
べ
て
の
命
は
、

そ
の
四
季
の
移
ろ
い
の
中
で
生
き
て
い
る
。

そ
ん
な
こ
と
を
一
杯
の
お
茶
か
ら
感
じ
取
る

こ
と
が
で
き
た
ら
、
と
て
も
豊
か
な
気
持
ち

に
な
り
ま
せ
ん
か
？

健
一
自
然
農
園
に
は
、
一
年
に
一
度
の
茶

摘
み
す
ら
し
な
い
で
、
さ
ら
に
三
年
間
待
つ

茶
畑
も
あ
る
と
聞
い
て
、
案
内
し
て
も
ら
い

ま
し
た
。

季
節
に
は
季
節
の
お
茶
が
あ
る

お
茶
の
樹
ま
る
ご
と
、い
た
だ
き
ま
す

真綿のようにやさしくお茶の
樹を守るクモの巣。小さなク
モが張る小さなクモの巣は、
ウンカなどの害虫から茶葉を
守る役目を果たしています。
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左
の
写
真
が
そ
れ
で
す
が
、
そ
こ
は
先
述

の
「
三
年
晩
茶
」
用
の
茶
樹
が
茂
っ
た
茶
畑

（
茶
山
）。
同
行
者
が
思
わ
ず
「
ワ
イ
ル

ド
！
」
と
叫
ん
だ
く
ら
い
、
い
わ
ゆ
る
茶
畑

の
イ
メ
ー
ジ
と
は
ほ
ど
遠
く
て
、
の
び
の
び

育
っ
た
自
然
児
と
い
う
か
、
伸
び
放
題
と
い

う
か
…
…
知
ら
な
い
で
訪
れ
た
ら
、
誰
も
こ

こ
を
茶
畑
と
は
思
わ
な
い
で
し
ょ
う
。

「
三
年
晩
茶
（
番
茶
）」
と
は
、
三
年
以
上

育
て
た
大
き
な
茶
樹
の
、
葉
だ
け
で
な
く
枝

も
茎
も
す
べ
て
使
っ
て
作
る
番
茶
の
こ
と
。

お
茶
の
樹
の
ま
る
ご
と
を
利
用
す
る
わ
け

で
す
か
ら
、
で
き
あ
が
っ
た
お
茶
の
見
た
目

も
、
普
通
に
イ
メ
ー
ジ
す
る
番
茶
と
は
大
き

く
異
な
り
ま
す
（
37
ペ
ー
ジ
の
写
真
、
左
端
）。

野
趣
に
富
ん
だ
堂
々
と
し
た
面
構
え
は
、
圧

倒
的
な
存
在
感
で
、
他
の
番
茶
が
お
と
な
し

く
見
え
る
く
ら
い
。
初
め
て
見
た
と
き
「
本

当
に
お
茶
で
す
か
？
」
と
訊
く
人
が
あ
る
と

い
う
の
も
、
う
な
ず
け
ま
す
。

健
一
自
然
農
園
の
三
年
晩
茶
は
、
大
き
く

育
っ
た
茶
樹
を
根
元
近
く
か
ら
刈
り
取
り
、

砕
い
て
薪
火
で
焙
煎
し
て
い
ま
す
。
焙
煎
に

使
う
薪
は
、
地
域
で
出
る
間
伐
材
を
活
用
。

お
茶
作
り
を
通
し
て
日
本
人
が
大
切
に
し
て

き
た
美
し
い
里
山
を
復
元
し
た
い
、
と
い
う

伊
川
さ
ん
の
思
い
か
ら
発
し
た
手
仕
事
で
す
。

三
年
番
茶
を
作
っ
て
い
る
と
こ
ろ
は
他
に

も
あ
り
ま
す
が
、
健
一
自
然
農
園
に
は
自
然

栽
培
な
ら
で
は
の
特
徴
が
あ
り
ま
し
た
。
そ

8
年
間
放
置
さ
れ
ジ
ャ
ン
グ
ル
の
よ
う
に
伸
び
放
題
だ
っ
た
お
茶
の
樹
を
、
間
伐
方
式
で
間
引
き
な
が
ら

少
し
ず
つ
伐
採
し
て
い
る
山
。
伐
採
し
た
茶
樹
は
、
三
年
晩
茶
と
し
て
ま
る
ご
と
使
わ
れ
ま
す
。
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れ
は
、
焙
煎
し
て
仕
上
げ
た
後
、
半
年
間
ね

か
せ
て
熟
成
さ
せ
る
こ
と
。
時
間
の
経
過
を

マ
イ
ナ
ス
要
素
に
せ
ず
、
味
に
深
み
を
出
し

て
い
こ
う
と
い
う
の
で
す
。
新
茶
が
新
し
さ

を
尊
ぶ
初
鰹
の
よ
う
な
世
界
な
ら
、
三
年
晩

茶
は
時
を
経
て
味
わ
い
を
深
め
る
発
酵
の
世

界
に
似
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

繰
り
返
し
四
季
を
越
し
て
い
る
お
茶
の
樹

に
は
、
そ
れ
自
体
に
さ
ま
ざ
ま
な
成
分
が
蓄

積
さ
れ
て
い
る
た
め
、
香
ば
し
く
奥
行
き
の

あ
る
味
に
な
る
と
か
。
さ
ら
に
年
に
一
度
の

茶
摘
み
も
し
な
い
で
3
年
間
自
由
に
育
っ
た

の
で
す
か
ら
、
茶
樹
の
内
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
を

た
っ
ぷ
り
蓄
え
て
い
る
だ
ろ
う
こ
と
は
、
容

易
に
想
像
で
き
ま
す
。

そ
う
い
え
ば
、
買
い
求
め
て
家
で
飲
ん
だ

三
年
晩
茶
は
、
ほ
っ
こ
り
と
温
か
く
、
な
ん

だ
か
体
の
中
に
陽
だ
ま
り
を
取
り
込
ん
だ
よ

う
な
や
さ
し
さ
が
あ
り
ま
し
た
。

と
こ
ろ
で
、
あ
の
ワ
イ
ル
ド
な
茶
山
に
は
、

「
8
月
の
半
ば
か
ら
11
月
半
ば
に
か
け
て
、

お
茶
の
花
が
咲
き
乱
れ
る
」
と
い
い
ま
す
。

そ
の
香
り
は
、「
ジ
ャ
ス
ミ
ン
を〝
大
和
な
で

し
こ
〞
に
し
た
よ
う
な
や
わ
ら
か
い
香
り
」

と
伊
川
さ
ん
。
そ
し
て
そ
の
蜜
を
求
め
て
、

蝶
や
蜜
蜂
が
訪
れ
る
…
…
ま
さ
に
楽
園
で
す
。

実
は
茶
樹
は
、
肥
料
が
多
い
と
花
を
つ
け

な
い
し
種
も
つ
け
な
い
の
だ
と
か
。「
自
分

の
生
存
が
安
泰
と
な
る
と
、
あ
え
て
子
孫
を

残
そ
う
と
は
し
な
い
」
と
い
い
ま
す
か
ら
、

こ
こ
で
開
く
花
た
ち
は
、
自
然
栽
培
な
ら
で

は
の
賜
物
と
言
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

そ
し
て
そ
の
恵
み
を
、
伊
川
さ
ん
は
、
花

の
香
り
を
移
し
た
「
茶
花
煎
茶
」
や
「
茶
花

和
紅
茶
」、「
茶
花
烏
龍
茶
」
に
。
さ
ら
に
化

粧
品
会
社
と
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
で
、
オ

上：自然栽培を始めて 15年以上
経つこの畑では、種から芽を出し
た実生ヤブキタが生長しています。
下：お茶の故郷、中国雲南省あた
りの茶畑でよく見られる芯の赤い
芽。「実生なので先祖返りしたの
では ?」と伊川さんは推察します。
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ー
ガ
ニ
ッ
ク
コ
ス
メ
に
も
展
開
し
て
い
ま
す
。

花
も
実
（
種
）
も
含
め
て
、
お
茶
の
樹
の
命

を
ま
る
ご
と
い
た
だ
く
の
で
す
。

「
自
然
農
法
の
道
を
選
ん
だ
の
も
、
実
は
そ

れ
で
地
球
の
砂
漠
化
を
防
げ
る
と
思
っ
た
か

ら
」
と
い
う
伊
川
さ
ん
は
、
お
茶
を
通
し
て

さ
ま
ざ
ま
な
社
会
課
題
を
解
決
し
た
い
と
、

試
行
錯
誤
を
重
ね
て
き
ま
し
た
。

特
に
三
年
晩
茶
は
、
そ
ん
な
伊
川
さ
ん
の

思
い
が
ギ
ュ
ッ
と
詰
ま
っ
た
も
の
。
全
国
に

1
万
ヘ
ク
タ
ー
ル
あ
る
耕
作
放
棄
茶
園
が

「
資
源
」
に
変
わ
り
、「
環
境
・
雇
用
・
健
康

な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
が
抱
え
る
課
題
を

包
括
し
て
解
決
し
て
い
く
可
能
性
を
秘
め
て

い
る
」
と
言
い
ま
す
。「
小
さ
な
動
き
で
い

い
か
ら
、
普
遍
的
で
あ
り
な
が
ら
地
域
ご
と

に
カ
ス
タ
マ
イ
ズ
で
き
る
モ
デ
ル
を
つ
く
っ

て
い
き
た
い
」
│
│
そ
ん
な
思
い
か
ら
、
伊

川
さ
ん
は
奈
良
で
培
っ
た
茶
業
の
モ
デ
ル
を
、

他
の
地
域
へ
移
植
し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。

す
で
に
、
岡
山
県
美み

ま
さ
か作

市
で
は
、
全
国
の

不
登
校
・
引
き
こ
も
り
の
子
ど
も
た
ち
と
耕

作
放
棄
地
を
開
墾
し
、
三
年
晩
茶
で
の
小
商

い
を
。
島
根
県
雲
南
市
で
は
、
社
会
福
祉
法

人
と
連
携
し
て
、
障
が
い
者
が
耕
作
放
棄
地

を
解
消
し
な
が
ら
三
年
晩
茶
の
生
産
と
販
売

を
。
岐
阜
県
揖い

び斐
川が

わ

町
で
は
、
地
元
住
民
と

連
携
し
て
耕
作
放
棄
茶
園
の
解
消
と
お
茶
の

閑
散
期
と
さ
れ
る
冬
場
の
仕
事
づ
く
り
を
、

な
ど
な
ど
。
移
植
さ
れ
た
苗
は
、
地
域
の
人

た
ち
の
手
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
に
根

を
張
り
つ
つ
あ
る
よ
う
で
す
。

「
お
茶
は
作
り
手
の
感
性
に
よ
っ
て
世
界
を

つ
く
る
こ
と
の
で
き
る
工
芸
作
物
」
と
考
え

る
伊
川
さ
ん
。「
お
茶
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
を

多
く
の
人
に
気
づ
い
て
も
ら
う
こ
と
で
、
改

革
を
起
こ
し
て
い
く
の
が
僕
の
ミ
ッ
シ
ョ

ン
」と
語
る
姿
は
、あ
く
ま
で
も
自
然
体
で
す
。

お
茶
と
医
療
、
お
茶
と
教
育
な
ど
、
交
わ

ら
な
い
と
見
ら
れ
が
ち
な
分
野
を
横
断
さ
せ

る
べ
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
の
人
と
つ
な
が

り
、
つ
な
げ
て
い
る
の
も
、
そ
ん
な
思
い
の

表
れ
の
ひ
と
つ
。
そ
し
て
伊
川
さ
ん
自
身
は
、

「
ま
だ
見
ぬ
お
茶
の
可
能
性
に
常
に
ワ
ク
ワ

ク
し
な
が
ら
、
自
然
か
ら
の
贈
り
も
の
を
な

る
べ
く
無
駄
に
せ
ず
、
新
し
い
社
会
の
中
で

広
く
分
か
ち
合
っ
て
い
き
た
い
」
と
、
少
年

の
よ
う
に
目
を
輝
か
せ
ま
す
。

い
ろ
い
ろ
な
人
か
ら
の
バ
ト
ン
を
受
け
継

ぎ
、
伊
川
さ
ん
は
、
20
年
か
け
て
そ
れ
を
編

集
し
な
が
ら
つ
な
い
で
き
ま
し
た
。
そ
し
て

そ
れ
は
、
こ
の
先
も
ず
っ
と
更
新
さ
れ
続
け
、

思
い
が
け
な
い
展
開
を
見
せ
て
く
れ
る
こ
と

で
し
ょ
う
。

お
茶
の
可
能
性
で
社
会
を
変
え
る

伊
川
健
一
（
い
か
わ
・
け
ん
い
ち
）

健一自然農園代表。自然茶師。15
歳で自然農法に出合い 19歳で就農。
お茶を通して人が自然として在れる
社会の雛型をつくるべく環境・教
育・福祉・医療などと連携して活動。
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MUJIスタッフのお茶物語
同じお茶でも、国が変われば種類も飲み方もいろいろ。店舗や本社で働く
アジア出身のスタッフに聞いてみたら、故郷の景色まで見えてきそうです。

ミャンマーではお茶を日常生活で飲むだけでは
なく、食べ物としても食べています。
飲み物としては、お茶と紅茶の2種類あります。
喫茶店、屋台やレストランではお茶を無料で提
供しています。家庭でもよく飲みます。紅茶は
喫茶店で販売している飲み物です。味は甘口、
甘さ控えめで苦味が強め、ちょうどいい味など
さまざまです。
日本のように抹茶で作られたお菓子はありませ
んが、お茶の葉を食べる食文化があります。お
茶のサラダ「ラペッ・トウッ」は国の代表食と
して有名です。発酵させたお茶の葉を、揚げた
豆、干しエビ、キャベツ、ショウガ、トマトや
トウモロコシ等と混ぜてサラダとして食べてい
ます。発酵させたお茶の葉の苦味があり、好
みでしょっぱさ、酸っぱさを加えて味をととの
えます。サラダとお茶のセットでおやつとして
も食べます。特に女性たちはおしゃべりする時
にお茶の葉のサラダを食べるのが好きです。ま
た、発酵したお茶の葉の漬物も食べます。

私の故郷の中国の南部では、よく烏龍茶を飲
みます。こどもの頃、親戚や両親の友人が家
に訪ねてくるたびに、私は蓋

がい

碗
わん

に茶葉を入れて、
魔法瓶からお湯を注いで、蓋をしめ、「お茶を
どうぞ」と両手でお客さんに渡しました。夏で
も、冬でも、お客さんに温かいお茶を出すの
が基本のおもてなしでした。
社会人になって、年２回しか帰省できませんで
した。実家に帰るたびに、お茶の道具が変わ
りつつあります。魔法瓶から給水器、更にい
まは電気と水道が通っている茶台に変わりまし
た。家にお客さんが訪ねてきたら、まず茶台
に案内します。お茶へのこだわりも強くなりま
した。急須に茶葉を入れて、お湯を注ぎ、小
さめの白磁のカップにお茶を入れます。１回目
のお茶は捨てます。2回目以降はようやく茶葉
の香りが引き出されるので、それをお客さんに
飲んでもらいます。
家族や友人と茶台を囲んで、烏龍茶を楽しみ
ながらおしゃべりすることは、かけがえのない
時間でした。

かけがえのない時間飲むお茶、食べるお茶
周 律旋（シュウ・リツセン）　　　　　（テイン・ズィン・トゥー）

ミャンマー 中国
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こどもの頃、冷蔵庫のドアを開けると、ガラスのオレンジジュ
ース瓶に入れた麦茶がいつも用意されていました。お母さんは
麦のパックをやかんに入れて沸騰させ冷ました後、ジュース瓶
にそれを注ぎました。こどもの私には少し大きかったその瓶を
両手で持ち、おそるおそるコップに注いだ麦茶を飲むと、真夏
の暑さもいつの間にか麦茶のように冷えていきました。
おばあさんの家でも、友達の家でも、「お水ください」と言う
と、冷やした麦茶が出てきました。いまは浄水器などの普及
により、なかなか見かけなくなった光景ですが、オレンジの香
りがうっすらと残っていた、オレンジジュース瓶の麦茶をたま
に飲みたくなります。

私は、中国の南に位置する広東省の潮汕地区で
育ち、「工夫茶」という独特のお茶を日々楽しん
でいました。リビングルームのテーブルに必ず工
夫茶のセットがあると言われるほど、日常生活に
必要不可欠な存在です。
大きい茶盤の上に、小さめの茶壺、茶海と数点
の茶杯が置いてあります。まずお湯で茶壺と茶
海の内側と外側をきれいに洗い、温めます。そし
て茶葉を入れて、沸騰したお湯を上から勢いよく
注ぎ、その後すぐ茶湯を捨てます。再度お湯を
茶壺に入れて、２分程度たったら茶壺から茶海
に移します。そうすることで、お茶の濃度が均一
になって同じ味のお茶を楽しめます。最後に茶海

から小さな茶杯に移し、ようやくお茶を飲めます。
お湯を注いで、待って、茶海に移して、茶杯に入
れるという工程を何度も繰り返し、数時間かか
る場合も少なくないのです。これはお茶を飲むだ
けでなく、「つながりを深める場」だと思ってい
ます。友達と工夫茶を淹れながら話し合ったり、
家族でテーブルを囲んで雑談したり、さらに来客
の時は、工夫茶が必ず登場します。
日常生活がどんどん忙しくなる中、午後の優しい
日差しのもと、家族とゆっくりと工夫茶を飲みな
がら話し合い、お茶の香りと時間の流れを楽し
むのは、なんと贅沢なことだなと、いまになって
思います。

飲むだけではなく、つながりを深めるもの

オレンジ香る麦茶の思い出

劉 雨葱（リュウ・ユチョン）

한  주연（ハン・ジュヨン）

中国

韓国



●冷蔵庫で水出ししましょう　
冷たいお茶、おいしいですよね。自分で、好きな茶
葉で、簡単に淹れられるんですよ。用意するのは、
常温の水と茶葉と冷水筒だけ。茶葉は水100ccに
つき1gが目安です。冷水筒に水を注ぎ、そこに茶
葉を入れて待つことひと晩。これでできあがりです。
茶葉の量は好みで増減しましょう。茶濾しを使って
注いでください。その日のうちに飲みきりましょう。

1980年に生まれた無印良品は、より感じのいい生活の基本を支えたいという考
えのもと、数多くの商品をつくってきました。それらがどういう思いでつくられ
たかを15の「動詞」で整理し、無印良品の全体像を浮かび上がらせました。く
らしの良品研究所の合言葉「くりかえし原点、くりかえし未来」そのものとも言
える一冊です。MUJIBOOKS取扱い店舗及びネットストアで販売しています。

●マグの中身はおいしい冷茶　
冷たいお茶なら、外出先にも持っていけます。用意
するのは、常温の水と氷と茶葉、そして密閉できる
マグです。こちらも茶葉は水と氷の合計100ccに
つき1gが目安です。マグに茶葉を入れて水を注ぎ
ます。常温なら、１時間ほどで味が出ます。そして
持ち運ぶ時に氷を加えましょう。傾けて上澄みを飲
みます。冷蔵庫用のレシピと比べてひとつ工程が増
えますが、自分で淹れたおいしいお茶がどこでも飲
めて、ひと息つくのにぴったりのお供です。

2021. 09

冷蔵庫にも、お出かけにも。おいしいお茶がお供です。

書籍『MUJI IS 無印良品アーカイブ』販売中です。

くらしの良品研究所から

くらしの良品研究所とは

www.muji.net / lab/

 「くりかえし原点、くりかえし未来。」を合言葉に、これからの時代に求められる良品像を、みなさんと一緒に探っていく
“ラボラトリー”です。店舗とインターネットを介して、生活者であるお客さまと対話しながら、既存商品を点検し、
 新しい商品を育て、世界のより多くの人々に「これでいい」と共感していただける、感じ良いくらしのかたちを考えていきます。

アクリル冷水筒 ドアポケットタイプ／冷水専用約１Ｌ
690円（税込）

ステンレス保温保冷マグ 約200ml
990円（税込）

『MUJI IS 無印良品アーカイブ』　1760円（税込）

◇この小冊子は、背表紙に付いた 2つのリングをファイルの穴に通して、
ストックすることができます。

（写真では外していますが、ねじ式で簡単に取り外せる
水出しお茶パック入れが付いています）


