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巻頭言

「千
両
み
か
ん
」は
、
真
の
価
値

果
樹
茶
業
研
究
部
門

所
長

湯
川

智
行

語
家
さ
ん
に
は
扇
子
と
手
拭

い
、
そ
し
て
お
茶
は
付
き
も
の
で
す

が
、
お
茶
を
題
材
に
し
た
落
語
と

し
て
は
、
知
っ
た
か
ぶ
り
が
滑
稽
な

「
茶
の
湯
」
、
茶
殻
が
主
役
の
「
お
茶

汲
み
」
、
「
饅
頭
こ
わ
い
」
で
は
お
茶

が
話
の
落
ち
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、

果
物
に
つ
い
て
は
、
リ
ン
ゴ
買
っ
て
と

ね
だ
る
子
供
の
「
初
天
神
」
、
梨
が

出
て
く
る
「
佃
祭
り
」
、
「
あ
た
ま
山

」
で
は
食
べ
た
サ
ク
ラ
ン
ボ
の
種
か

ら
育
っ
た
頭
の
上
の
桜
の
花
見
で
大

宴

会

す

る

イ

ル
ー

ジ

ョ
ン
。

田
市
場
は
平
成
元
年
開
設
と

の
こ
と
で
、
大
田
へ
の
移
転
前
は
、

秋
葉
原
駅
近
く
の
神
田
市
場
に

あ
り
、
日
本
農
業
新
聞
が
今
も
秋

葉
原
に
あ
る
の
は
そ
の
た
め
と
も

聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
秋

葉
原
の
神
田
市
場
も
元
は
神
田
多

町
に
あ
っ
た
と
の
こ
と
で
、
多
町
の

神

田

市

場

と

そ

の
卸

問

屋

が
、
表
題
の
落
語
「
千
両
み
か
ん
」

の

舞

台

に

な

り

ま

す

。

落

JR

そ
し
て
、
果
物
と
落
語
と
い
え
ば

な
ん
と
言
っ
て
も
「
千
両
み
か
ん
」

で
し
ょ
う
。
今
回
は
、
こ
の
「
千
両

み
か
ん
」
で
一
席
お
付
き
合
い
の
ほ

ど

を

お

願

い

し

ま

す

。

さ
て
、
４
月
の
着
任
時
の
所
長
就
任

の
挨
拶
と
し
て
、
日
園
連
（日
本
園

芸
農
業
組
合
連
合
会
）
に
行
き
ま

し
た
。
日
園
連
は
、
青
果
・
花
き
の

取
扱
規
模
日
本
一
を
誇
る
東
京
都

中
央
卸
売
市
場
大
田
市
場
の
広
大

な
敷
地
の
中
の
一
画
に
あ
り
ま
す
。

大
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は
り
つ
け

ま

「
千
両
み
か
ん
」
と
い
う
話
は
、

と
あ
る
大
店
の
若
旦
那
が
病

に
罹
り
、
夏
の
盛
り
に
み
か
ん

が
食
べ
た
い
と
い
う
こ
と
か
ら

始
ま
り
ま
す
。
今
で
は
夏
で
も
ハ

ウ
ス
ミ
カ
ン
が
手
に
入
り
ま
す
が
、

江
戸
の
頃
に
は
真
夏
に
み
か
ん
を

手
に
入
れ
る
の
は
無
理
難
題
。

江
戸
中
を
探
し
回
り
ま
す
が
、

や
っ
と
多
町
の
み
か
ん
問
屋

「
万
惣
」
の
蔵
の
中
か
ら
１
つ
だ
け

腐
っ
て
い
な
い
み
か
ん
が
見
つ
か
り

ま
し
た
。
そ
の
値
段
が
な
ん
と

千

両

、
と

い
う

話

で

す

。

た
か
が
落
語
の
話
で
す
が
、
長
く

語
り
継
が
れ
た
話
に
は
、
意
外

に
も
深
い
意
味
合
い
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
話
か
ら
も
い
く
つ
か
学
ぶ
こ

と

が

あ

る

と

思

い
ま

す

。

ず
、
旬
の
認
識
と
重
要
性
に

つ
い
て
で
す
。
み
か
ん
の
旬
を
認
識

せ
ず
、
若
旦
那
の
望
み
を
真
夏
に

安
請
け
合
い
し
た
番
頭
は
、
旦
那

か
ら

「
も
し
み
か
ん
が
見
つ
か
ら
ず

子
供
が
死
ん
だ
ら
番
頭
は
磔
」

と
脅
さ
れ
、
み
か
ん
を
探
し
回
る

姿
が
落
語
ら
し
く
滑
稽
に
描
か
れ

て
い
ま
す
。
多
く
の
農
産
物
や
水

産
物
に
も
、
旬
は
今
や
失
わ
れ
つ
つ

あ
り
ま
す
が
、
季
節
に
季
節
の
も
の

を
食
べ
る
こ
と
の
有
り
難
み
、
季
節

の
重
要
性
を
改
め
て
教
え
て
く
れ

ま
す
。

そ
し
て
、
み
か
ん
問
屋
が

の
れ
ん
を
掛
け
た
意
地
と
も
言
い

ま
し
ょ
う
か
、
み
か
ん
問
屋
の
番
頭

が
言
う
に
は
「
み
か
ん
問
屋
は
夏
場

で
あ
っ
て
も
み
か
ん
が
無
い
と
は
言

え
ま
せ
ん
。
毎
年
、
何
万
の
み
か

ん
を
無
駄
に
し
て
も
み
か
ん
を

保
存
し
て
い
ま
す
」
。
だ
か
ら
、

千
両
と
い
う
こ
と
だ
そ
う
で
す
。

の
れ
ん
と
は
、
毎
年
損
失
を
出

し
て
も
い
ず
れ
夏
場
の
貴
重
な

み
か
ん
は
高
く
売
れ
る
と
い
う

見
立
て
が
と
れ
る
こ
と
、
リ
ス
ク

を
取
り
な
が
ら
商
品
価
値
を
高

め
る
重
要
性
も
教
え
て
く
れ
ま

す
。

Fruit & Tea times No.26 July 2021
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こ
の
話
の
落
ち
は
、
十
房
か
ら
な

る
千
両
の
み
か
ん
の
う
ち
三
房
ほ

ど
も
ら
っ
た
番
頭
が
、
三
百
両
ほ

ど
の
価
値
が
あ
る
と
思
い
込
み
、

み
か
ん
と
共
に
夜
逃
げ
を
し
て
し

ま
い
、
笑
い
と
と
も
に
幕
が
下
り

ま
す
。金

を
手
に
し
た
な
ど
日
常
を

逸
脱
し
た
時
、
人
間
は
常
軌
を
逸

す
る
こ
と
。
し
か
も
今
回
の
大
金

を
得
た
こ
と
は
勘
違
い
。
そ
の
勘

違
い
と
は
、
真
の
価
値
を
見
極
め

ず
取
り
違
え
た
こ
と
か
ら
起
き
て

い
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
万
事
、
そ
し

て
研
究
開
発
に
も
当
て
は
ま
る
も

の
と
思
っ
て
い
ま
す
。

写真１ 神田青果市場跡地
秋葉原UDXビルの派出所前
の生け垣の中にあります。

大

「千両みかん」は、真の価値
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写真２ 神田青果市場発祥之地
神田多町大通りにあります。碑文には、
市場で働く若い衆を｢いなせ｣と云い、
神田っ子なる勇肌とあり、神田祭りの
千貫神輿も神田市場に由来します。

写真３
万惣あとのホテル
万惣のあとは、今は
ビジネスホテルにな
っています。万惣は、
フルーツパーラーを
展開したり、西瓜糖
といったジャムのよ
うな商品が大ヒット
したとか。

ゆ
か
わ

と
も
ゆ
き

４
月
か
ら
所
長
を
務
め
て
い
ま

す
。
こ
れ
ま
で
，
稲
，
麦
，

大
豆
で
，
視
線
は
せ
い
ぜ
い
高

く
て
も
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
。
今
，

昼
休
み
の
圃
場
散
策
で
は
果
樹

を
見
上
げ
て
視
線
は
ぐ
っ
と
高

く
な
り
，
そ
し
て
３
次
元
の
生

態
系
の
豊
か
さ
を
楽
し
ん
で
い

ま
す
。
ホ
ト
ト
ギ
ス
は
恋
愛
中

で｢

特
許
許
可
局｣

，
知
財
戦
略

も
訴
え
ま
す
。
落
語
を
聞
く
の

も
好
き
で
す
が
，
本
来
ア
ウ
ト

ド
ア
派
で
す
。

写
真
は
，
昨
年
の
岩
手
山
登
山

よ
り
。
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「日
本
茶
海
外
輸
出
と
農
研
機
構
の
取
り
組
み
」

在
、
海
外
に
お
け
る
日
本
茶
の

需
要
が
増
加
し
、
輸
出
が
増
え

て
い
ま
す
。
政
府
の
「
農
林
水
産

物
・
食
品
の
輸
出
拡
大
実
行
戦

略
」
で
は
、
茶
は
輸
出
重
点
品
目

の
一
つ
に
選
定
さ
れ
、
さ
ら
な
る

日
本
茶
輸
出
の
拡
大
が
期
待
さ

れ
ま
す
。
本
稿
で
は
、
日
本
茶

海
外
輸
出
の
歴
史
を
振
り
返
る

と
と
も
に
、
こ
れ
か
ら
の
日
本
茶

海
外
輸
出
へ
の
農
研
機
構
の
活

動
と
茶
業
研
究
の
取
り
組
み
に

つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

現

ざ
っ
く
り
日
本
茶
海
外
輸
出
の
歴
史

・フ
ァ
ー
ス
ト
コ
ン
タ
ク
ト

日
本
茶
の
海
外
輸
出
は
、
オ
ラ

ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
が1610

年

に
平
戸
か
ら
輸
出
し
た
の
が
最

初
で
、
こ
れ
が
東
洋
の
茶
と
西

洋
の
初
め
て
の
出
会
い
で
す
。
当

時
の
日
本
に
お
け
る
喫
茶
文
化

の
発
達
は
西
洋
人
に
衝
撃
を
与

え
ま
し
た
。
し
か
し
、
鎖
国
に
よ

り
、
日
本
茶
が
世
界
に
広
ま
る

機
会
は
失
わ
れ
ま
し
た
。

・
日
本
を
支
え
た
お
茶
の

海
外
輸
出
の
盛
衰

1853

年
の
ペ
リ
ー
提
督
の
浦
賀

来
航
以
降
、
海
外
と
の
貿
易
の

扉
が
開
か
れ
、1856

年
に
九
州

産
の
釜
炒
り
茶
（
写
真
１
左
）
６

ト
ン
が
長
崎
の
女
性
商
人
、
大

浦
慶
に
よ
り
ア
メ
リ
カ
へ
輸
出

さ
れ
ま
す
。
そ
の
後
、
日
本
茶
の

生
産
量
と
海
外
輸
出
は
急
増
し
、

1885

年
に
生
産
量
の

％
が
輸

出
さ
れ
ま
し
た
（
表
１
）
。
輸
出

用
茶
箱
に
は
「
蘭
字
」
と
呼
ば
れ

る
特
徴
的
な
意
匠
が
施
さ
れ
ま

し
た
（写
真
２
）。

当
時
、
茶
は

茶
業
連
携
調
整
役

吉
田

克
志

90.4
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写真1 釜炒り茶(左)と蒸し製玉緑茶(右)

釜炒り茶は静岡県で一時期
製造禁止となり、その代替と
して、蒸し製玉緑茶が輸出用
茶種として開発されました。
両者の外観は良く似ています。

写真２ 輸出用茶箱
側面に日本緑
茶・釜炒りNo.5
と表記あり。 生

糸
と
共
に
輸
出
主
力
産
品
と

し
て
外
貨
獲
得
に
貢
献
し
た
こ
と

で
、
喫
茶
文
化
よ
り
も
国
際
商
品

と
し
て
の
価
値
が
重
視
さ
れ
ま
し

た
。
主
な
輸
出
先
は
米
国
で
、
ミ

ル
ク
や
砂
糖
を
入
れ
て
飲
用
さ
れ

ま
し
た
。
そ
の
後
、
着
色
や
異
物

で
増
量
し
た
粗
悪
茶
の
輸
出
が
問

題
と
な
り
、
米
国
向
け
輸
出
が
減

少
し
ま
す
。
こ
の
粗
悪
茶
追
放
の

一
環
と
し
て
、1893

年
に
静
岡
県

で
は
釜
炒
り
茶
は
製
造
禁
止
に
な

り
ま
し
た
。1917

年
は
第
一
次
大

戦
で
イ
ギ
リ
ス
の
紅
茶
の
流
通
が

ス
ト

ッ
プ

し

た

影

響

も

あ

り
、
日
本
茶
海
外
輸
出
量
が
最
大

と
な
り
ま
す
。
そ
の
後
、
日
本
茶

の
輸
出
先
は
米
国
か
ら
ソ
ビ
エ
ト

連
邦
や
北
ア
フ
リ
カ
諸
国
に
変
わ

り
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
地
域
で
は
、

中
国
産
釜
炒
り
茶
が
好
ま
れ
ま

し
た
が
、
静
岡
県
で
は
釜
炒
り
茶

が
作
れ
な
い
た
め
、
煎
茶
製
法
を

改
変
し
、
釜
炒
り
茶
の
外
観
と
香

味
を
模
し
た
蒸
し
製
玉
緑
茶
（
写

真
１
右
）
が
輸
出
用
茶
種
と
し
て

開
発
さ
れ
ま
し
た
。
日
本
茶
輸

出
は
第
二
次
大
戦
で
中
断
、
戦
後

に
再
開
さ
れ
ま
す
が
、
徐
々
に
海

外
産
茶
に
押
さ
れ
て
、
輸
出
量
が

減
少
し
て
い
き
ま
す
（表
１
）。
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西暦 和暦
生産量
（ｔ）

輸出量
（t）

輸出率
（％）

1885年 明治18年 20,542 18,560 90.4

1900年 明治33年 28,529 19,344 67.8

1917年 大正6年 38,622 30,102 77.9

1930年 昭和5年 45,630 16,880 37.0

1941年 昭和16年 61,907 12,296 19.9

1946年 昭和21年 21,418 3,370 15.7

1950年 昭和25年 41,725 7,232 17.3

1954年 昭和29年 67,830 17,178 25.3

1964年 昭和39年 83,280 3,423 4.1

1975年 昭和50年 105,409 2,210 2.1

1985年 昭和60年 95,500 1,805 1.9

1989年 平成元年 90,500 635 0.7

1993年 平成5年 92,100 305 0.3

2000年 平成12年 89,300 684 0.8

2005年 平成17年 100,000 1,096 1.1

2010年 平成22年 85,000 2,232 2.6

2015年 平成27年 79,500 4,127 5.2

2019年 令和元年 81,700 5,108 6.3

表１　明治以降の緑茶生産量と輸出量の変遷

出典：新茶業全書、令和2年度茶関係資料.

茶業研究の新たな取り組み

・
日
本
茶
輸
出
再
始
動

世
紀
に
な
る
と
、
世
界
的
な

健
康
志
向
の
高
ま
り
と
日
本
文

化
の
浸
透
に
つ
れ
て
、
海
外
で
美

味
し
い
日
本
茶
が
注
目
を
集
め
、

再
び
輸
出
が
伸
び
て
い
ま
す
（
表

１
）
。
最
大
の
輸
出
相
手
国
は
米

国
で
、
特
に
抹
茶
の
需
要
が

21

伸
び
て
い
ま
す
。
過
去
の
失
敗
に

学
ん
で
、
高
品
質
で
美
味
し
い

「
本
物
」
の
日
本
茶
と
喫
茶
文

化
の
輸
出
を
並
行
し
て
進
め
る

こ
と
が
重
要
と
考
え
ま
す
。

日
本
茶
海
外
輸
出
に

農
研
機
構
が
果
た
す
役
割

・国
際
対
応

研
機
構
で
は
、
日
本
茶
輸
出
に

資
す
る
活
動
や
研
究
を
行
っ
て
い

ま
す
。
皆
さ
ん
「IS

O

○
○×

×

」

と
い
う
表
示
を
見
た
こ
と
あ
り

ま
せ
ん
か
？
国
際
標
準
化
機
構

（IS
O

）は
国
家
間
の
製
品
や
サ
ー

ビ
ス
の
交
換
を
助
け
る
た
め
、
多

岐
に
わ
た
る
分
野
で
国
際
規
格

を
標
準
化
す
る
活
動
を
行
っ
て
い

ま
す

。
お
茶
の
国
際
規
格
は
食

品

部

会/

茶

分

科

会

（IS
O

T
C
34/S

C
8

）
で
審
議
さ
れ
、
規

格
化
さ
れ
ま
す
。
農
研
機
構
は

2008

年
か
ら
会
議
に
出
席
し
、

農
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「
緑
茶
の
定
義
」
（IS

O
1
1
2
8
7

：

2011

）
の
策
定
に
協
力
し
、
現
在
、

日
本
が
中
心
で
進
め
て
い
る
「
抹

茶
の
定
義
」
の
策
定
に
必
要
な
技

術
レ
ポ
ー
ト
作
成
を
進
め
て
い
ま

す
。
ま
た
、20

12
年
か
ら
国
際
連

合
食
糧
農
業
機
関

茶
に
関
す
る

政
府
間
グ
ル
ー
プ
（FA

O
IG

G

on
T

ea

、
写
真
３
）
に
研
究
職
員

を
派
遣
し
、
国
際
的
な
茶
の
残
留

農
薬
基
準
値
策
定
や
茶
の
国
際

市
場
や
地
球
温
暖
化
の
影
響
等
、

様
々
な
情
報
の
収
集
と
日
本
か

ら
の
発
信
を
行
い
、
日
本
茶
海
外

輸
出
に
お
け
る
輸
出
環
境
の
整

備
の
一
翼
を
担
っ
て
い
ま
す
。

写真3 第21回FAO IGG on Tea本会議(インドネシア、2014年）

・海
外
輸
出
に
資
す
る
茶
業
研
究

外
輸
出
用
茶
の
増
産
の
た
め
、

輸
出
相
手
国
の
残
留
農
薬
基
準

値
を
ク
リ
ア
で
き
る
病
害
虫
総

合
防
除
の
導
入
に
よ
る
、
輸
出

向
け
日
本
茶
栽
培
体
系
の
構
築

と
普
及
に
つ
い
て
、
植
物
防
疫
研

究
部
門
と
連
携
し
て
取
り
組
ん

で
い
ま
す
。
ま
た
、
海
外
輸
出
で

需
要
の
高
い
抹
茶
・
粉
末
茶
に
適

し
た
新
品
種
「
せ
い
め
い
」
を
育

成
し
（
写
真
４
）
、
九
州
沖
縄
経

済
圏
ス
マ
ー
ト
フ
ー
ド
チ
ェ
ー
ン

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
お
け
る
海
外
輸

出
向
け
茶
産
地
形
成
や
生
産
者

へ
の
技
術
支
援
を
進
め
て
い
ま
す
。

海
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茶業研究の新たな取り組み

終
わ
り
に

は
中
国
か
ら
伝
来
し
、
日
本
で

独
自
の
製
茶
法
や
喫
茶
文
化
が

花
開
き
ま
し
た
。
現
在
の
日
本
茶

は
、
淹
れ
た
時
の
緑
色
が
美
し
く
、

「
う
ま
味
が
強
い
」
特
徴
を
持
ち
、

海
外
産
の
緑
茶
と
比
べ
て
差
別
化

が
で
き
ま
す
。
こ
れ
か
ら
も
、
農

研
機
構
は
日
本
茶
海
外
輸
出
の

持
続
的
発
展
の
た
め
に
貢
献
し

ま
す
。

写真４ 抹茶・粉末茶に適した新品種「せいめい」

上段は一番茶園相（覆い下栽培）、
下段は左から碾茶（抹茶原料）、

抹茶の色沢、
泡色。

茶
よ
し
だ

か
つ
ゆ
き

研
究
推
進
部
研
究
推
進
室

茶
業
連
携
調
整
役

（枕
崎
茶
業
研
究
拠
点
駐
在)

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
は
、Fru

its &
 T

ea T
im

es    )

に
あ
り
ま
す
。

No.2
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カチャカチャ

果樹とお茶
の質問コーナー

問
「八
十
八
夜
」っ
て
ど
う
い
う
意
味
な
の
？

茶
業
研
究
領
域

茶
品
種
育
成
・
生
産
グ
ル
ー
プ

主
任
研
究
員

山
下

修
矢

（
回
答
者
）

こ
の
フ
レ
ー
ズ
、
皆
さ
ん
も
一

度
は
耳
に
し
た
こ
と
が
あ
る
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
？

あ
る
メ
ロ

デ
ィ
ー
と
と
も
に
こ
の
句
を
口
ず

さ
む
方
も
多
い
か
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
も
そ
の
は
ず
、
こ
れ
は
『
茶

摘
（
ち
ゃ
つ
み
）
』
と
い
う
歌
の
冒

頭
句
で
、
昔
か
ら
小
学
三
年
生
の

音
楽
の
教
科
書
に
掲
載
さ
れ
て

き
た
か
ら
で
す
（
は
っ
き
り
と
は

覚
え
て
い
ま
せ
ん
が
筆
者
も
き
っ

と
少
年
時
代
に
音
楽
の
時
間
に

歌
っ
た
の
で
し
ょ
う
）。

「夏
も
近
づ
く
八
十
八
夜
」

日
本
の
歌
百
選
に
も
選
定
さ
れ

て
い
る
『
茶
摘
』
の
歌
詞
は
こ
の
後

「
野
に
も
山
に
も
若
葉
が
茂
る

あ
れ
に
見
え
る
は
茶
摘
み
じ
ゃ
な

い
か

あ
か
ね
だ
す
き
に
菅
（
す

げ
）
の
笠
」
と
続
き
、
曲
を
聴
い
て

い
る
と
茶
畑
の
中
で
摘
み
子
さ
ん

が
お
茶
を
手
で
摘
ん
で
い
る
様
子

が
ま
ぶ
た
に
浮
か
び
ま
す
（
写
真

１
）
。
と
こ
ろ
で
、
歌
の
中
の
「八
十

八
夜
」
と
は
い
っ
た
い
ど
う
い
う
意

味
な
の
で
し
ょ
う
か
？
八
十
八
夜

は
季
節
の
移
り
変
わ
り
を
私
た

ち
に
教
え
て
く
れ
る
日
本
独
自

の
暦
日
、
す
な
わ
ち
雑
節
の
一
つ

写真１ 摘み子さんがお茶を摘む様子

で
す
。

八
十
八
夜
と
呼
ば
れ

る
の
は
、
立
春
か
ら
数
え
て
八
十

八
日
目
に
あ
た
る
た
め
で
、
毎
年

だ
い
た
い
５
月
１
日
か
２
日
が
八

- 10 -



十
八
夜
に
あ
た
り
ま
す
。
な
ぜ
八

十
八
日
目
を
特
別
視
す
る
か
と

い
う
と
、

そ
の
頃
の
霜
を
「
八
十

八
夜
の
別
れ
霜
」
と
呼
ん
で
そ
れ

以
降
霜
が
降
り
に
く
く
な
る
こ

と
で
、
茶
摘
み
や
稲
の
種
蒔
き
の

目
安
と
さ
れ
て
き
た
か
ら
で
す

。

な
お
、
「
八
十
八
夜
」
の
「
夜
」
っ
て

何
？
と
思
わ
れ
た
方
も
お
ら
れ

る
と
思
い
ま
す
。
「
八
十
八
夜
」
は

月
の
満
ち
欠
け
を
基
準
と
し
て
い

た
旧
暦
（
太
陰
太
陽
暦
）
の
時
代

か
ら
使
わ
れ
て
お
り
、
当
時
は

「
夜
」
を
一
日
の
基
準
と
し
て
い
た

た
め
「
八
十
八
日
目
＝
八
十
八

夜
」
に
な
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま

す
。

現
在
で
は
早
生
品
種
の
導
入
や
、

九
州
な
ど
の
暖
地
で
の
お
茶
の
生

産
量
が
増
え
た
こ
と
で
八
十
八

夜
よ
り
も
前
に
新
茶
が
お
店
に

並
ぶ
こ
と
も
多
く
な
り
ま
し
た
。

お
茶
の
収
穫
に
お
い
て
も
機
械
化

が
進
ん
だ
こ
と
で
、
産
地
で
は
摘

み
子
さ
ん
の
「
あ
か
ね
だ
す
き
に

菅
の
笠
」
の
姿
の
代
わ
り
に
、
摘
採

袋
を
装
着
し
た
摘
採
機
を
持
ち

合
っ
て
収
穫
す
る
姿
（
写
真
２
）
や
、

赤
い
乗
用
型
の
摘
採
機
を
運
転

し
て
収
穫
す
る
光
景
（
写
真
３
）

を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
今
年

の
八
十
八
夜
（
５
月
１
日
）は
も
う

過
ぎ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
来
年

（
５
月
２
日
）
も
ぜ
ひ
新
茶
を
楽
し

ん
だ
り
、
お
茶
の
収
穫
風
景
を
発

見
し
た
り
し
て
春
か
ら
夏
へ
の
移

り
変
わ
り
を
感
じ
取
っ
て
い
た
だ

け
た
ら
と
思
い
ま
す
。

写真２ 可搬型摘採機でお茶を収穫する様子

カチャカチャTIPS
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写真３ 乗用型摘採機でお茶を収穫する様子

編
集
後
記

お
茶
は
中
国
が
起
源
の
飲
み
も

の
で
す
、
こ
の
こ
と
はF

ru
it

&

T
ea

T
im

es

１
号
で
詳
し
く
紹
介

し
て
い
ま
す
。
中
国
で
は
紀
元
前

か
ら
飲
茶
の
習
慣
が
あ
っ
た
よ
う

で
す
が
、
不
思
議
な
こ
と
に
シ
ル

ク
ロ
ー
ド
を
通
っ
て
ア
ラ
ブ
世
界

や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
伝
え
ら
れ
た
と
い

う
記
録
は
残
っ
て
い
ま
せ
ん
。
マ
ル

コ
ポ
ー
ロ
の
「
東
方
見
聞
録
」
に
も

全
く
記
載
が
無
く
、
交
易
品
で
は

な
か
っ
た
よ
う
で
す
。
本
稿
の
「
日

本
茶
海
外
輸
出
と
農
研
機
構
の

取
り
組
み
」
で
記
述
さ
れ
る
よ
う

に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
が
日
本
の
「
茶
の

湯
」
文
化
に
遭
遇
し
た
事
が
、
後

の
茶
の
世
界
展
開
に
つ
な
が
っ
て
い

る
と
考
え
て
良
さ
そ
う
で
す
。

初
め
は
神
秘
的
な
文
化
と
し
て
、

次
に
富
を
生
む
商
品
と
し
て
、
茶

は
世
界
の
歴
史
に
も
大
き
な
影

響
を
与
え
ま
し
た
。
日
本
で
も
茶

の
歴
史
は
長
く
い
ろ
い
ろ
な
言
葉

が
今
で
も
使
わ
れ
て
い
ま
す

。

現
在
飲
む
お
茶
は
緑
色
が
基
本

で
す
が
、
「
茶
色
」
は
昔
の
茶
の
色

か
ら
出
来
た
言
葉
で
す
。
現
在
で

は
「
茶
髪
」
と
い
う
言
葉
は
、
染
め

た
髪
以
外
に
も
脱
色
し
た
髪
に

も
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
て
、

「
茶
髪
」
っ
て
何
色
？
と
い
う
脳
ト

レ
問
題
に
な
り
そ
う
で
す
。
他
に

は
、
「
無
茶
」
、
「
茶
番
」
、
「
お
茶
の

子
さ
い
さ
い
」
、
「
茶
飲
み
友
達
」
、

「
茶
々
を
入
れ
る
」
、
「
お
茶
を
濁

す
」
な
ど
身
近
な
言
い
回
し
が
た
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く
さ
ん
思
い
つ
き
ま
す
が
、
ど
れ

も
何
か
ほ
っ
こ
り
し
た
楽
し
い
雰

囲
気
が
あ
る
言
葉
ば
か
り
で
す
。

傍
ら
に
お
茶
が
あ
る
生
活
が
、
楽

し
さ
や
充
足
感
を
伴
っ
て
い
る
か

ら
で
し
ょ
う
。

ア
ダ
ム
Ｕ
２
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