
　

平
成
27
年
８
月
に
行
わ
れ
た
第

69
回
全
国
茶
品
評
会
の
碾て
ん
ち
ゃ茶
部
門

で
、
１
等
１
席
の
農
林
水
産
大
臣

賞
か
ら
２
席
、
３
席
を
城
陽
市
内

の
茶
農
家
の
碾て
ん
ち
ゃ茶
が
独
占
し
ま
し

た
。
さ
ら
に
産
地
賞
も
、
城
陽
市

が
第
１
位
に
輝
き
ま
し
た
。
過
去

に
何
度
も
農
林
水
産
大
臣
賞
を
獲

得
し
、
城
陽
の
茶
農
家
で
栽
培
さ

れ
る
碾て
ん
ち
ゃ茶
は
常
に
上
位
に
入
る
た

め
、
城
陽
の
名
は
茶
業
界
で
広
く

知
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

城
陽
の
抹
茶
や
美
味
し
い
お
茶

を
味
わ
っ
て
も
ら
い
、
茶
文
化
を

広
め
る
た
め
、
茶
生
産
組
合
、
茶

業
青
年
団
、
茶
華
道
連
盟
で
実
行

委
員
会
を
組
織
し
、
毎
年
10
月
第

３
日
曜
に
「
城
陽
茶
ま
つ
り
」
を

荒
見
神
社
で
開
催
。一
番
茶
が
入
っ

た
茶
壷
か
ら
碾て
ん
ち
ゃ茶

を
取
り
出
す

「
口
切
り
の
儀
」、
石
臼
で
抹
茶
を

つ
く
り
、
お
点
前
を
披
露
し
て
神

様
に
奉
納
す
る
「
献
茶
式
」
を
行

い
、
ま
つ
り
が
始
ま
り
ま
す
。
茶

席
で
は
お
点
前
が
披
露
さ
れ
、
抹

茶
や
煎
茶
の
入
れ
方
教
室
、
お
茶

の
展
示
販
売
、茶
そ
ば・茶
う
ど
ん・

和
洋
菓
子
の
販
売
も
あ
り
、
多
く

の
方
で
賑
わ
い
ま
す
。

●
文
化
パ
ル
ク
城
陽

　

城
陽
市
の
中
心
的
な
文
化
拠
点

で
あ
る
文
化
パ
ル
ク
城
陽
は
、
市

民
の
余
暇
活
動
を
目
的
と
し
た
、

地
域
に
根
差
し
た
施
設
で
す
。
３

階
に
は
本
格
的
な
茶
室
が
あ
り
、

城
陽
の
碾て
ん
ち
ゃ茶
を
原
料
と
す
る
抹
茶

の
体
験
を
し
て
い
た
だ
く
イ
ベ
ン

ト
な
ど
、「
お
茶
の
京
都
」
を
通

じ
て
、
京
都
府
南
部
の
中
核
的
総

合
文
化
施
設
と
し
て
の
活
用
促
進

を
内
外
に
Ｐ
Ｒ
し
て
い
き
ま
す
。

●
農
産
物
直
売
所 

五
里
五
里
市

　

茶
畑
や
桜
づ
つ
み
が
広
が
る
木

津
川
堤
防
か
ら
近
く
、
お
茶
や
梅

干
し
、
新
鮮
野
菜
な
ど
本
市
特
産

品
、
加
工
品
を
販
売
す
る
農
産
物

直
売
所
「
五
里
五
里
市
」。
住
民

や
観
光
客
が
気
軽
に
立
ち
寄
れ
る

休
憩
・
買
物
ス
ポ
ッ
ト
と
し
て
、

碾て
ん
ち
ゃ茶

な
ど
の
地
元
特
産
品
を
使
っ

た
商
品
を
味
わ
っ
て
い
た
だ
く
身

近
な
交
流
拠
点
と
し
て
「
お
茶
の

京
都
」
関
連
イ
ベ
ン
ト
の
Ｐ
Ｒ
拠

点
と
し
て
も
活
用
し
て
い
き
ま
す
。

●
城
陽
旬
菜
市
直
売
所

　

１
０
０
％
城
陽
の
碾て
ん
ち
ゃ茶
の
宇
治

抹
茶
「
鷺
坂
の
昔
」
を
販
売
す
る

城
陽
旬
菜
市
直
売
所
。
城
陽
市
で

営
農
す
る
約
40
の
生
産
者
が
、
旬

の
野
菜
や
農
畜
産
物
を
毎
朝
持
ち

込
ん
で
販
売
す
る
直
売
所
で
、
朝

採
り
の
野
菜
を
中
心
に
、
米
、
卵
、

加
工
品
、
花
き
な
ど
が
並
ん
で
い

ま
す
。
新
鮮
な
野
菜
も
一
緒
に
ど

う
ぞ
。

　

11
月
８
日
を
「
じ
ょ
う
よ
う
お

茶
の
日
」
に
定
め
、
心
和
む
抹
茶

ふ
れ
あ
い
体
験
な
ど
を
行
い
、
抹

茶
の
消
費
拡
大
や
「
お
茶
の
ま
ち

城
陽
」
の
Ｐ
Ｒ
に
努
め
て
い
ま
す
。

日
本
一
の
碾て

ん
ち
ゃ茶
の
ま
ち
城
陽
。毎
日
、抹
茶
を
楽
し
む
習
慣
を
め
ざ
し
て

本簀に覆われた茶園で新芽を手摘みをする様子

茶まつりで茶を振る舞う茶業青年団の皆さん

茶まつりで行われる「口切りの儀」

城陽の茶農家が育てた碾
てんちゃ

茶。これを石臼で挽いて抹茶にする

碾て
ん
ち
ゃ茶・抹

茶 

日
本
一
の
城
陽

城
陽
茶
ま
つ
り

﹁
お
茶
の
京
都
﹂重
点
的
な
戦
略
交
流
拠
点

じ
ょ
う
よ
う
お
茶
の
日
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や
父
が
植
え
た
茶
の
木
も
あ
る
。

　

１
年
に
１
回
の
収
穫
な
の
で
、
春

か
ら
初
夏
に
か
け
て
最
も
忙
し
い
が
、

菊
岡
さ
ん
は
、
毎
日
欠
か
さ
ず
茶
畑

に
足
を
運
ぶ
。

　

夏
の
暑
さ
、
秋
の
台
風
、
冬
の
寒

さ
、
春
の
遅
霜
、
そ
し
て
季
節
を
問

だ
新
芽
で
つ
く
る
茶
を
「
新
茶
」
ま

た
は
「
一
番
茶
」
と
言
う
。
茶
は
新

芽
を
摘
む
と
、
新
た
に
芽
が
出
て
く

る
の
で
、
新
茶
の
次
に
摘
ん
だ
葉
で

つ
く
る
茶
を
「
二
番
茶
」、
そ
の
次

を
「
三
番
茶
」
と
呼
ぶ
。

　

菊
岡
さ
ん
は
、
新
茶
だ
け
茶
摘
み

を
行
う
。
つ
ま
り
、
年
１
回
し
か
収

穫
し
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、

何
度
も
葉
を
摘
む
こ
と
で
茶
の
木
に

負
担
が
か
か
り
、
翌
年
の
新
芽
に
影

響
を
与
え
る
か
ら
。
最
高
の
新
芽
が

出
る
よ
う
に
、
茶
の
木
を
し
っ
か
り

休
ま
せ
て
、
力
を
蓄
え
さ
せ
る
の
だ
。

　

茶
の
木
の
寿
命
は
と
て
も
長
く
、

全
国
に
は
樹
齢
数
百
年
と
い
う
も
の

も
あ
る
。
し
か
し
菊
岡
さ
ん
の
茶
園

で
は
、
植
齢
５
年
か
ら
20
年
ぐ
ら
い

の
木
か
ら
質
も
量
も
最
高
の
茶
が
と

れ
る
の
で
、
30
年
を
過
ぎ
た
畑
か
ら

茶
木
の
様
子
を
見
て
、
新
し
い
苗
木

に
改
植
す
る
そ
う
だ
。

　

茶
園
は
、
す
べ
て
の
茶
畑
を
お
よ

そ
20
に
分
け
て
、
畑
ご
と
に
手
入
れ

を
し
て
い
る
。
そ
の
中
に
は
、
祖
父

　

と
こ
ろ
が
、
祖
父
の
貢
太
郎
さ
ん

が
他
界
し
た
と
実
家
か
ら
訃
報
が
入

る
。
菊
岡
さ
ん
に
と
っ
て
、
身
内
が

亡
く
な
っ
た
経
験
は
こ
の
時
が
初
め

て
で
、
悲
し
み
と
共
に
人
は
必
ず
亡

く
な
る
こ
と
を
実
感
し
た
と
か
。

「
な
ぜ
か
祖
父
は
、
私
の
顔
を
見
る

た
び
に
言
っ
て
た
ん
で
す
。〝
碾て
ん
ち
ゃ茶

づ
く
り
を
す
る
な
ら
、
１
日
で
も
早

い
ほ
う
が
い
い
〟。
そ
の
言
葉
を
思

い
出
し
て
、
就
職
は
せ
ず
、
す
ぐ
に

実
家
を
継
ぐ
こ
と
を
決
め
ま
し
た
」

　

大
学
卒
業
後
は
、
京
都
府
の
茶
業

研
究
所
で
１
年
間
研
修
を
受
け
、
そ

の
後
は
茶
づ
く
り
名
人
と
し
て
知
ら

れ
る
父
・
政
次
さ
ん
か
ら
教
わ
り
な

が
ら
、
茶
の
栽
培
や
碾て
ん
ち
ゃ茶

づ
く
り
に

汗
を
流
し
た
。

　

菊
岡
さ
ん
の
茶
園
で
は
、
４
月
末

か
ら
５
月
中
旬
に
か
け
て
、
茶
摘
み

が
始
ま
る
。
そ
の
年
の
最
初
に
摘
ん

「
祖
父
が
、
お
じ
い
さ
ん
に
連
れ
ら

れ
て
茶
畑
に
行
っ
た
話
を
し
て
い
た

の
を
憶
え
て
い
ま
す
。
私
に
と
っ
て
、

ひ
い
ひ
い
お
じ
い
さ
ん
に
な
る
の
で
、

江
戸
時
代
の
後
期
に
は
茶
を
栽
培
し

て
い
た
と
思
い
ま
す
」

　

作
業
の
手
を
止
め
て
話
し
て
く
れ

た
碾て
ん
ち
ゃ茶
農
家
の
菊
岡
祐
一
さ
ん（
38
）

は
、
上こ
う
づ
や

津
屋
の
浜は
ま
だ
い代
に
茶
園
を
持
つ

農
家
の
長
男
と
し
て
生
ま
れ
た
。

　

幼
い
頃
か
ら
茶
畑
や
作
業
所
が
遊

び
場
で
、
家
族
の
仕
事
を
手
伝
う
の

は
当
然
と
思
っ
て
い
た
。

　

高
校
卒
業
後
に
、
実
家
を
離
れ
て

島
根
大
学
に
進
学
し
、
生
物
資
源
科

学
部
で
学
ん
だ
。
４
年
生
に
な
り
、

友
人
ら
と
将
来
の
こ
と
や
就
職
の
話

を
す
る
な
か
で
、
実
家
を
継
ぐ
気
持

ち
に
変
わ
り
は
な
い
が
「
一
度
就
職

し
て
社
会
経
験
す
る
の
も
い
い
の
で

は
」
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。

碾て
ん
ち
ゃ茶
づ
く
り
を
す
る
な
ら

１
日
で
も
早
い
ほ
う
が
い
い

と
祖
父
に
導
か
れ
て

茶
摘
み
は
年
に
１
回
だ
け
。

１
年
か
け
て
育
て
た
新
茶
が

最
高
の
碾て

ん
ち
ゃ茶
に
な
る

毎
日
、
茶
畑
に
足
を
運
ぶ
。

碾て
ん
ち
ゃ茶
農
家
に
と
っ
て

１
年
の
大
切
さ
を
実
感

今
も
、昔
も
、

城
陽
で
家
族
と
共
に

碾て

ん

ち

ゃ茶
を
つ
く
る
。

﹁
美
味
し
い
﹂の

一
言
の
た
め
に
。

み
ん
な
の

笑
顔
の
た
め
に
。
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