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「
岐
阜
の
マ
チ
ュ
ピ
チ
ュ
」
と
呼
ば
れ
る

岐
阜
県
揖い

斐び

郡
揖
斐
川
町
春
日
（（
旧
）
春

日
村
）
は
、
ガ
ラ
ガ
ラ
土
で
昼
夜
の
温
度
差

が
激
し
く
、
お
茶
栽
培
の
理
想
的
条
件
に
恵

ま
れ
た
お
茶
所
で
す
が
、
ほ
と
ん
ど
の
家
が

一
番
茶
だ
け
を
摘
み
、
村
全
体
が
農
薬
不
使

用
で
栽
培
す
る
全
国
的
に
も
め
ず
ら
し
い
地

域
で
す
。
こ
こ
に
は
８
０
０
年
に
わ
た
る
お

茶
の
歴
史
が
あ
り
、「
春
日
の
お
茶
を
混
ぜ

ん
事
に
は
味
が
引
き
立
た
ん
！
」
と
、
各
地

の
業
者
が
買
い
付
け
、
他
の
お
茶
に
ブ
レ
ン

ド
さ
れ
売
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

　

高
齢
化
率
が
50
％
を
超
え
、
生
産
効
率
が

悪
く
て
量
産
で
き
な
い
在
来
種
の
栽
培
継
続

を
断
念
す
る
農
家
が
増
え
て
き
て
い
る
一
方

で
、
全
国
で
数
パ
ー
セ
ン
ト
し
か
残
っ
て
い

な
い
在
来
種
の
茶
畑
が
、
ま
だ
村
全
体
の
６

割
と
こ
れ
だ
け
ま
と
ま
っ
て
残
っ
て
い
る
と

こ
ろ
は
な
く
、
荒
れ
て
い
る
茶
畑
を
手
入
れ

す
れ
ば
、
ま
だ
ま
だ
元
気
な
お
茶
の
木
た
ち

を
再
生
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
、
こ
の
土

地
な
ら
で
は
の
風
土
を
生
か
し
た
自
然
農
法

の
お
茶
栽
培
に
取
り
組
む
新
規
就
農
の
日
比

野
賢ま

さ

威た
か

さ
ん
が
い
ま
す
。

自
然
農
法
実
施
の
動
機
・
契
機
を
教
え

て
く
だ
さ
い
。

　

10
代
の
頃
に
湿
疹
の
処
方
で
ス
テ
ロ
イ
ド

が
入
っ
た
薬
を
使
い
続
け
、
そ
の
リ
バ
ウ
ン

ド
に
よ
り
１
年
以
上
療
養
し
て
い
た
時
期

に
、
体
に
良
い
物
を
摂
る
こ
と
に
興
味
を
持

村まるごと農薬不使用の地域で新規就農し、
自然農法のお茶栽培を継承・産地化する

日比野茶園　日比野  賢
ま さ

威
た か
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ち
ま
し
た
。
そ
の
中
で
自
然
農
法
や
有
機
農

法
の
こ
と
を
知
り
、
自
然
農
法
農
家
の
お
手

伝
い
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
が
き
っ
か
け

で
す
。

　

旧
春
日
村
に
縁
あ
っ
て
畑
を
借
り
、
趣
味

で
家
庭
菜
園
を
し
て
い
ま
し
た
が
、
お
茶
作

り
の
誘
い
を
受
け
て
「
こ
れ
を
仕
事
に
し
よ

う
」
と
考
え
ま
し
た
。
た
だ
自
然
農
法
を
仕

事
と
す
る
に
は
、
知
識
・
経
験
が
足
り
な
い

と
感
じ
、
本
格
的
に
始
め
る
前
に
自
然
農
法

セ
ン
タ
ー
で
２
年
間
、
研
修
を
受
け
て
か
ら

就
農
を
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。

茶
刈
り
の
指
導
を
受
け
る
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経
営
の
概
要
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

　

本
格
的
に
自
然
農
法
の
お
茶
栽
培
を
は
じ
め
た
の

は
２
０
１
８
年
か
ら
で
す
。
現
在
圃
場
は
15
枚
、
合

計
１
０
０
ａ
で
、
そ
の
う
ち
80
ａ
を
自
然
農
法
で
栽

培
し
て
い
ま
す
。
１
ａ
当
た
り
10
㎏
の
生
葉
を
生
産

し
て
い
ま
す
。
基
本
的
に
は
一
人
で
管
理
し
、
収
穫

期
な
ど
年
に
10
日
く
ら
い
お
手
伝
い
を
お
願
い
し
て

い
ま
す
。

　

未
作
付
け
地
は
耕
作
放
棄
数
十
年
の
荒
地
で
、
草

の
地
上
部
に
ハ
ン
マ
ー
ナ
イ
フ
モ
ア
を
数
回
か
け
て

弱
ら
せ
て
か
ら
耕
耘
し
、
２
０
２
１
年
に
作
付
け
を

開
始
で
き
る
よ
う
に
進
め
て
い
い
ま
す
。
獣
害
が
多

い
地
域
な
の
で
、
エ
ゴ
マ
や
こ
ん
に
ゃ
く
芋
の
栽
培

を
予
定
し
て
い
ま
す
。　

育
土
（
土
づ
く
り
）
等
に
つ
い
て
教
え
て
く
だ

さ
い
。

　

収
穫
す
る
摘
葉
量
を
一
番
茶
と
少
量
の
紅
茶
用
茶

葉
の
み
の
最
小
限
と
し
、
土
に
施
す
も
の
は
剪
定
し

た
枝
葉
と
通
路
の
雑
草
の
残
渣
だ
け
で
す
。
特
に
尾

根
付
近
の
茶
畑
は
通
路
幅
を
広
く
し
て
雑
草
の
物
質

生
産
量
を
増
や
し
、
こ
れ
ら
植
物
残
渣
は
す
き
こ
ま

ず
に
不
耕
起
で
有
機
物
循
環
さ
せ
る
こ
と
を
育
土
の

考
え
方
の
柱
と
し
て
い
ま
す
。

　

基
本
的
に
は
無
肥
料
無
農
薬
で
茶
畑
を
管
理
し
て

い
ま
す
。
茶
葉
に
ア
ミ
ノ
酸
を
蓄
積
さ
せ
る
よ
り
ポ

リ
フ
ェ
ノ
ー
ル
の
生
成
を
促
す
た
め
に
無
肥
料
で
急

生
長
を
抑
え
て
い
ま
す
。

　

深
蒸
し
が
で
き
る
よ
う
な
茶
葉
で
は
な
く
、
緑
色

よ
り
黄
色
の
葉
の
占
有
率
が
高
く
、
小
葉
、
爪
楊
枝

ほ
ど
の
枝
の
状
態
を
理
想
と
し
、
現
在
、
一
番
茶
と

紅
茶
の
収
穫
で
多
い
区

画
で
も
年
２
回
の
摘
葉

に
収
ま
り
、
茶
木
に
負

担
が
余
り
か
か
り
ま
せ

ん
の
で
、
土
づ
く
り
は

こ
の
程
度
で
良
い
よ
う

に
考
え
て
い
ま
す
。
ミ

ネ
ラ
ル
の
吸
収
も
重
視

し
て
い
ま
す
が
、
も
と

も
と
石
が
多
い
旧
春
日

村
の
土
壌
と
タ
ネ
か
ら

育
て
た
在
来
種
の
根
が

栄
養
を
求
め
て
張
り
巡

る
こ
と
に
よ
っ
て
必
要

な
量
を
吸
収
で
き
て
い

る
と
思
い
ま
す
。

　

品
種
は
、
チ
ャ
ノ
キ
の
在
来
種
と
ヤ
ブ
キ
タ
種
で

す
。
ヤ
ブ
キ
タ
種
は
苗
を
一
列
に
植
え
る
の
で
一
般

的
な
茶
畑
と
同
じ
管
理
さ
れ
た
直
線
的
な
畑
に
見
え

ま
す
。
茶
刈
り
も
管
理
も
楽
で
す
。
在
来
種
は
前
述

の
よ
う
に
茶
畑
に
直
接
タ
ネ
を
播
き
、
生
育
の
良
い

も
の
が
残
る
の
で
、
曲
が
り
く
ね
っ
た
畝
と
な
り
、

独
特
の
風
景
が
で
き
て
き
ま
す
。

　

旧
春
日
村
の
在
来
種
の
チ
ャ
ノ
キ
は
古
い
茶
畑
な

ら
数
百
年
前
の
古
木
が
残
り
、
新
し
く
て
も
50
年
ほ

ど
に
な
り
ま
す
。大
事
に
管
理
し
て
い
き
た
い
で
す
。

　

無
農
薬
栽
培
な
の
で
、
目
視
で
き
る
害
虫
は
手
で

取
り
除
い
て
い
ま
す
。

　

二
番
茶
・
三
番
茶
の
時
期
に
発
生
す
る
ウ
ン
カ
は

緑
茶
栽
培
で
は
害
虫
で
す
が
、
ウ
ン
カ
に
食
害
さ
れ

た
葉
は
紅
茶
の
上
品
な
匂
い
の
元
と
な
る
独
特
の
香

↓在来種が作る独特な茶畑の風景 緑茶用在来種の新芽→
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お茶栽培の 1 年間

り
を
精
製
す
る
た
め
、
紅
茶
を
作
る
上
で
は
益
虫
に

な
り
ま
す
。
緑
茶
と
し
て
二
番
茶
以
降
の
収
穫
は
し

な
い
の
で
目
立
っ
た
病
害
虫
の
被
害
は
な
く
、
そ
の

時
期
の
ウ
ン
カ
に
加
害
さ
れ
た
茶
葉
は
紅
茶
用
に
使

用
す
る
こ
と
で
経
営
的
に
成
り
立
た
せ
る
よ
う
に
し

て
い
ま
す
。
虫
害
よ
り
は
、
む
し
ろ
霜
害
の
方
が
甚

大
で
す
。　
　

　

雑
草
対
策
と
し
て
は
、
成
園
に
な
り
芽
が
詰
ま
っ

て
く
る
と
株
元
に
光
が
入
ら
な
く
な
り
、
茶
株
の
間

か
ら
雑
草
が
生
え
に
く
く
な
り
ま
す
の
で
、
年
３
回

の
整
枝
を
行
い
、
整
枝
を
浅
刈
り
に
し
て
芽
が
詰
ま

る
よ
う
に
芽
数
型
に
仕
立
て
ま
す
。
全
体
的
に
茶
葉

が
黄
色
味
を
帯
び
た
茶
株
に
な
り
ま
す
。
通
路
の
雑

草
は
、
前
述
の
よ
う
に
あ
る
程
度
生
長
さ
せ
て
か
ら

刈
り
、
緑
肥
の
様
に
使
用
し
て
い
ま
す
。
た
だ
、
つ

る
状
の
雑
草
は
手
で
取
り
除
い
て
い
ま
す
。

出
荷
、
流
通
に
対
す
る
考
え
方
に
つ
い
て
教
え

て
く
だ
さ
い
。

　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
環
境
の
普
及
や
六
次
産
業
化
の

政
策
が
進
み
、
生
産
者
が
直
接
販
売
す
る
機
会
も
増

え
、
お
茶
の
世
界
で
は
シ
ン
グ
ル
オ
リ
ジ
ン
（
単
一

2019 年春日ティーファクトリーの紅茶を伊勢丹に出品

ちゃぼぼ園
春日茶「760 年のめざめ」

http://chaboboen.web.
fc2.com/base.html

春日ティーファクトリー
日本のダージリン在来茶
で作る和紅茶

http://iori-hanacha.com/

お茶の専門店 HOJO
緑茶は無農薬なら良いお
茶なの？おいしい緑茶の
ポイントを徹底解説！

https://hojotea.com/
jp/posts-1155/

参考資料
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春日ティーファクトリーの皆さんと（一番右：日比野さん）

農
園
・
単
一
品
種
）
が
流
行
り
、

生
産
者
自
ら
が
茶
園
を
説
明
す
る

こ
と
も
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

消
費
者
は
味
だ
け
で
な
く
、
栽

培
の
こ
だ
わ
り
や
地
域
の
ス
ト
ー

リ
ー
を
求
め
て
い
ま
す
が
、
そ
れ

を
説
明
で
き
る
の
は
生
産
者
に
限

ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。

　

一
方
で
、
お
茶
は
地
産
地
消
よ

り
も
、
中
国
茶
や
台
湾
茶
、
ダ
ー

ジ
リ
ン
紅
茶
が
輸
入
・
消
費
さ
れ

て
い
ま
す
。
日
本
の
お
茶
も
海
外

に
ま
で
生
産
者
が
販
売
で
き
る
体

制
作
り
が
必
要
と
考
え
て
い
ま

す
。
日
本
は
緑
茶
を
約
１
・
２
万

ト
ン
、
紅
茶
を
約
１
・
４
万
ト
ン
、

ウ
ー
ロ
ン
茶
を
約
２
・
４
万
ト
ン

の
合
計
約
５
万
ト
ン
輸
入
し
、
輸

出
量
は
ド
イ
ツ
や
米
国
向
け
に
約

８
０
０
ト
ン（
平
成
11
年
・（
公
財
）

世
界
緑
茶
協
会
）
と
い
わ
れ
て
い

ま
す
の
で
、可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

　

現
在
は
、
春
日
テ
ィ
ー
フ
ァ
ク

ト
リ
ー
と
い
う
紅
茶
作
り
の
団
体

に
所
属
し
、
村
の
お
ば
あ
ち
ゃ
ん

達
に
混
じ
っ
て
茶
摘
み
か
ら
茶
揉

み
ま
で
を
一
緒
に
し
て
い
ま
す
。

製
茶
販
売
の
ち
ゃ
ぼ
ぼ
園
の
中
村

さ
よ
さ
ん
が
こ
の
団
体
の
発
起
人

で
、
茶
畑
の
仲
介
や
緑
茶
・
紅
茶

の
製
茶
の
イ
ロ
ハ
を
教
え
て
い
た

だ
い
て
い
ま
す
。
将
来
的
に
は

ち
ゃ
ぼ
ぼ
園
を
引
き
継
ぎ
、
生
産

か
ら
製
茶
・
販
売
ま
で
し
た
い
と

考
え
て
い
ま
す
。

　

今
は
、
荒
茶
を
卸
す
だ
け
で
、

消
費
者
に
直
接
販
売
は
し
て
い
ま

せ
ん
が
、
ち
ゃ
ぼ
ぼ
園
や
春
日

テ
ィ
ー
フ
ァ
ク
ト
リ
ー
が
イ
ベ
ン

ト
に
出
店
す
る
際
に
同
行
し
て
、

消
費
者
の
反
応
を
見
な
が
ら
お
茶

や
地
域
の
こ
と
を
生
産
者
の
立
場

か
ら
対
話
す
る
よ
う
に
心
が
け
て

い
ま
す
。

最
後
に
将
来
の
目
標
や
抱
負
、
課

題
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

ま
ず
は
、
３
年
後
ま
で
に
在
来

種
の
緑
茶
の
生
産
量
を
生
葉
で
１

ｔ
超
す
こ
と
で
す
。
そ
の
た
め
に

は
栽
培
面
積
を
増
や
し
て
生
産
量

を
上
げ
よ
う
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
一
人
や
一
家
族
で
は
茶

畑
の
維
持
・
管
理
に
限
界
が
あ
る

の
で
、
互
助
組
織
を
作
り
、
旧
春

日
村
全
体
の
茶
畑
を
復
活
さ
せ
、

紅
茶
の
生
産
に
も
注
力
し
、
日
本

の
ダ
ー
ジ
リ
ン
「
在
来
種
で
作
る

和
紅
茶
」
ブ
ラ
ン
ド
と
し
て
世
界

的
に
有
名
な
紅
茶
の
産
地
化
作
り

を
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

（
榊
原  

健
太
朗
）
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萎凋の工程

１芯２葉の手摘茶葉 紅茶の手揉作業

紅茶の茶摘 一枚一枚丁寧に手摘み


