
　

さ
わ
や
か
な
香
り
と
深
い
味
わ
い
。淡
く

美
し
い
水
色（
す
い
し
ょ
く
）。日
々
の
暮
ら

し
の
な
か
で
、わ
た
し
た
ち
の
心
を
ほ
っ
と

和
ま
せ
て
く
れ
る
お
茶
。カ
テ
キ
ン
や
ビ
タ

ミ
ン
C
を
豊
富
に
含
み
、抗
酸
化
作
用
・
免

疫
力
向
上
な
ど
健
康
増
進
の
面
で
も
再
注

目
さ
れ
て
い
ま
す
。村
上
は
4
0
0
年
に
わ

た
っ
て
茶
葉
の
栽
培
が
営
ま
れ
て
き
た「
北

限
の
茶
処
」。一
般
的
に
お
茶
は
温
暖
な
地

域
で
の
生
産
が
中
心
で
、現
在
で
は
村
上
よ

り
緯
度
が
北
で
商
業
的
に
栽
培
す
る
地
域

は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

村
上
で
お
茶
の
栽
培
が
始
ま
っ
た
の
は
、

江
戸
時
代
初
期（
1
6
2
0
年
代
）の
こ

と
。一
説
に
よ
る
と
、当
時
の
村
上
城
主
・
堀

丹
後
守
直
竒（
ほ
り
た
ん
ご
の
か
み
な
お
よ

り
）が
地
域
の
主
要
産
業
に
す
べ
く
お
茶
の

栽
培
を
奨
励
し
、村
上
町
大
年
寄
役
・
徳
光

屋
覚
左
衛
門（
と
く
み
つ
や
か
く
ざ
え
も

ん
）が
、宇
治
・
伊
勢
よ
り
茶
の
種
子
を
持
ち

帰
り
栽
培
を
始
め
た
の
が
き
っ
か
け
と
言
わ

れ
て
い
ま
す
。作
り
手
た
ち
は
試
行
錯
誤
を

重
ね
て
栽
培
技
術
を
磨
き
、や
が
て
お
茶
は

村
上
の
産
業
と
し
て
定
着
。明
治
に
は
ア
メ

リ
カ
や
ロ
シ
ア
へ
も
輸
出
さ
れ
る
ほ
ど
の
最

盛
期
を
迎
え
ま
す
。

　

大
正
以
降
生
産
量
は
減
少
し
ま
し
た

が
、茶
畑
を
復
活
さ
せ
た
い
と
の
熱
い
想
い

か
ら
栽
培
面
積
も
拡
大
。市
内
の
八
つ
の
茶

舗
・
茶
業
者
が
江
戸
時
代
か
ら
の
伝
統
を

引
き
継
ぎ
、生
産
を
支
え
て
い
ま
す
。村
上

で
は
、古
来
か
ら
伝
わ
る
在
来
種
7
割
と
、

改
良
・
育
成
さ
れ
た
品
種
3
割
を
栽
培
。全

国
的
に
改
良
さ
れ
た
品
種
が
主
流
と
な
っ

た
今
、希
少
な
在
来
種
の
味
を
楽
し
め
る

の
は
村
上
な
ら
で
は
。現
存
す
る
茶
樹
の
な

か
に
は
、樹
齢
1
2
0
年
〜
1
3
0
年
の

も
の
も
あ
る
と
い
う
か
ら
驚
き
で
す
。

　

村
上
茶
は
生
産
量
こ
そ
多
く
な
い
も
の

の
、そ
の
味
わ
い
や
品
質
は
全
国
の
品
評
会

な
ど
で
高
く
評
価
さ
れ
て
い
ま
す
。「
村
上

茶
は
と
が
っ
た
渋
み
が
な
い
ま
ろ
や
か
な
味

わ
い
が
魅
力
。こ
れ
は
、日
照
時
間
が
短
い
た

め
に
タ
ン
ニ
ン
を
生
成
す
る
光
合
成
が
抑
え

ら
れ
、旨
味
が
蓄
え
ら
れ
る
か
ら
な
ん
で

す
」と
語
る
の
は
、市
内
で
茶
舗〈
九
重
園
〉

を
営
む
瀧
波
匡
子
さ
ん
。「
お
茶
は
土
づ
く

り
が
命
。ま
め
に
畑
を
耕
し
除
草
を
行
い
、

年
数
回
の
肥
料
や
剪
定
、冬
前
に
は
雪
囲

い
も
行
い
ま
す
。実
は
茶
摘
み
の
時
期
以
外

の
畑
作
業
の
方
が
大
変
で
手
間
が
か
か
り

ま
す
」。〝
一
番
茶
〞と
な
る
新
芽
の
茶
摘
み

が
行
わ
れ
る
の
は
毎
年
5
〜
6
月
頃
。同

時
進
行
で
蒸
す
、揉
む
な
ど
の
十
数
工
程

に
も
及
ぶ
製
茶
作
業
が
行
わ
れ
、各
茶
舗

は
1
年
で
も
っ
と
も
多
忙
な
時
期
を
迎
え

ま
す
。「
村
上
で
は
、お
茶
屋
が
そ
れ
ぞ
れ
の

茶
畑
で
栽
培
か
ら
製
茶
ま
で
一
貫
し
て
行
わ

れ
て
い
る
の
も
特
徴
。村
上
茶
と
ひ
と
く
ち

に
言
っ
て
も
、店
に
よ
っ
て
作
り
方
や
こ
だ
わ

り
が
あ
り
、味
わ
い
も
変
わ
り
ま
す
。お
茶

屋
を
め
ぐ
っ
て
好
み
の
一
杯
を
見
つ
け
る
の

も
楽
し
み
の
ひ
と
つ
で
す
」。

　
〈
冨
士
美
園
〉代
表
の
飯
島
剛
志
さ
ん

は
、茶
づ
く
り
の
や
り
が
い
に
つ
い
て
次
の
よ

う
に
語
り
ま
す
。「
暖
か
い
気
候
を
好
む
お

茶
の
樹
に
と
っ
て
、村
上
の
風
土
は
決
し
て

好
条
件
と
は
い
え
ま
せ
ん
。し
か
し
、そ
の
中

で
丹
精
込
め
て
育
て
ら
れ
た
村
上
茶
は
、こ

の
土
地
で
し
か
生
み
出
せ
な
い
特
別
な
香

味
に
仕
上
が
り
ま
す
。村
上
の
お
茶
づ
く
り

は
自
然
相
手
の
農
業
で
あ
り
、職
人
と
し

て
の
製
茶
業
、そ
れ
を
商
う
営
業
・
販
売
業

の
側
面
も
あ
り
ま
す
。そ
の
す
べ
て
に
携
わ

れ
る
こ
と
に
、難
し
さ
と
と
も
に
喜
び
を
感

じ
て
い
ま
す
」。ち
な
み
に
初
め
て
お
茶
に
触

れ
る
と
い
う
人
に
は
、渋
み
と
旨
味
の
バ
ラ

ン
ス
が
よ
い
1
0
0
ｇ
1
0
0
0
円
ほ
ど
の

茶
葉
が
お
薦
め
と
の
こ
と
。い
ろ
い
ろ
試
し

て
ぜ
ひ
自
分
好
み
の
茶
葉
を
見
つ
け
て
ほ
し

い
と
、2
人
と
も
声
を
揃
え
ま
す
。

　

村
上
市
で
は
、も
っ
と
お
茶
に
親
し
ん
で

も
ら
お
う
と
、村
上
市
茶
業
組
合
を
は
じ

め
行
政
や
観
光
協
会
な
ど
が
中
心
と
な
っ

て
毎
年
さ
ま
ざ
ま
な
催
し
も
開
催
。今
年

は
残
念
な
が
ら
中
止
と
な
り
ま
し
た
が
、

『
茶
摘
み
体
験
』や『
お
幕
場
茶
会
』、新
茶

を
楽
し
み
つ
つ
町
屋
を
め
ぐ
る『
村
上
新
茶

巡
り
』、お
茶
の
知
識
や
淹
れ
方
を
学
ぶ

『
茶
ム
リ
エ
講
座
』、小
学
生
が
お
茶
の〝
茶

ン
ピ
オ
ン
〞を
競
う『
T
-1
グ
ラ
ン
プ
リ
』

な
ど
、地
域
を
盛
り
上
げ
る
イ
ベ
ン
ト
と
し

て
企
画
さ
れ
て
い
ま
す
。村
上
地
域
振
興

局
の
本
間
尚
哉
さ
ん
は
、行
政
と
し
て
も

村
上
茶
の
生
産
拡
大
・
支
援
に
力
を
入
れ

た
い
と
話
し
ま
す
。「
現
在
は
お
茶
の
栽
培

場
所
も
生
産
者
も
限
ら
れ
て
い
ま
す
。茶

摘
み
が
可
能
に
な
る
ま
で
7
〜
8
年
ほ
ど

か
か
る
た
め
、一
気
に
拡
げ
る
こ
と
も
で
き
ま

せ
ん
。こ
れ
か
ら
圃
場
整
備
さ
れ
る
農
地
の

新
品
目
と
し
て
薦
め
た
り
、農
業
法
人
に

呼
び
か
け
て
米
に
加
え
て
お
茶
を
栽
培
す

る
な
ど
、新
し
い
事
例
を
作
れ
た
ら
と
思
い

ま
す
。10
年
先
、20
年
先
も
お
茶
が
農
作
物

と
し
て
安
定
し
て
継
続
で
き
る
よ
う
な
取

り
組
み
を
考
え
て
い
ま
す
」。

　

ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
が
大
き
く
変
化
し
た

今
、瀧
波
さ
ん
は「
ど
う
す
れ
ば
家
庭
で
お

茶
を
楽
し
ん
で
も
ら
え
る
か
、お
茶
の
習
慣

を
暮
ら
し
に
浸
透
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
か

が
課
題
」と
語
り
ま
す
。「
お
茶
屋
そ
れ
ぞ
れ

が
独
自
性
を
保
ち
つ
つ
自
分
の
持
ち
味
を
打

ち
出
し
て
い
く
こ
と
、切
磋
琢
磨
し
な
が
ら

も
一
丸
と
な
っ
て
お
茶
の
素
晴
ら
し
さ
を
広

め
る
こ
と
が
村
上
茶
を
さ
ら
に
成
長
さ
せ
て

く
れ
る
は
ず
。多
少
形
が
変
わ
っ
て
も
村
上

茶
を
次
世
代
に
つ
な
い
で
い
き
た
い
で
す
」。

　

飯
島
さ
ん
は
、「
先
人
の
挑
戦
と
努
力
に

よ
っ
て
脈
々
と
続
い
た
村
上
茶
を
絶
や
し
て

は
な
ら
な
い
」と
こ
れ
か
ら
を
見
据
え
ま

す
。「
ま
だ
生
産
量
は
少
な
い
で
す
が
、品

質
向
上
の
面
で
も
伸
び
し
ろ
は
十
分
。ま

ず
は
耕
作
放
棄
地
を
活
用
し
た
生
産
拡
大

と
新
た
な
生
産
者
の
育
成
、生
産
基
盤
の

安
定
が
目
標
で
す
。今
後
は
時
代
の
変
化

に
対
応
で
き
る
よ
う
さ
ま
ざ
ま
な
ニ
ー
ズ
に

応
え
る
多
彩
な
お
茶
づ
く
り
で
、村
上
茶
が

さ
ら
に
何
百
年
と
続
い
て
い
け
る
よ
う
に
し

た
い
で
す
ね
」。

　

茶
業
4
0
0
年
を
記
念
し
、各
茶
舗
で

は
4
0
0
年
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
ロ
ゴ
を
あ
し

ら
っ
た
お
茶
パ
ッ
ク（
一
煎
用
）も
配
布（
な
く

な
り
次
第
終
了
）。時
代
か
ら
時
代
へ
。人
か

ら
人
へ
。バ
ト
ン
を
手
渡
す
よ
う
に
大
切
に

受
け
継
が
れ
て
き
た
村
上
茶
。4
0
0
年

続
く
歴
史
と
そ
れ
を
今
に
つ
な
ぐ
作
り
手

の
情
熱
に
思
い
を
は
せ
つ
つ
、村
上
茶
の
ま

ろ
や
か
な
風
味
を
ゆ
っ
た
り
楽
し
ん
で
み
て

く
だ
さ
い
。

始
ま
り
は
江
戸
時
代

歴
史
を
つ
む
ぐ
北
限
の
お
茶

手
間
と
風
土
が
育
む

村
上
茶
の
美
味
し
い
魅
力

可
能
性
を
信
じ
て
挑
む

村
上
茶
の
未
来

無類のお茶好き。父の家を継ぎ茶
業の世界に。「村上は城下町独
自の文化や自然も魅力。ぜひ訪れ
て村上茶に触れてみてください」

村上紅茶の復活にも貢献。趣味
はカフェめぐり。「お茶でくつろぎ
ながら美味しく体調を整えて免疫
力UPを。ぜひ毎日の習慣に!」

地域農業の普及・指導に尽力。
「いろいろ楽しめる村上にぜひ足
を運んで。何かと慌ただしい今だか
らこそお茶を楽しんでほしいです」

村上市泉町2-10
☎0254-53-8801

アイグリーン
村上市村山152
☎0254-52-3674

東伝吉製茶場
村上市小国町3-16
☎0254-52-2036

九重園
村上市上片町2-24
☎0254-52-2553

小坂園
村上市肴町3-30
☎0254-52-2024

お茶の常盤園
村上市長井町4-19
☎0254-52-2716

冨士美園
村上市小国町2-9
☎0254-52-2497

松本園
村上市羽黒町6-7
☎0254-52-2864

百武園

村上市茶業組合加盟店

村上茶に関しての
問合せは各店舗まで

村上茶が
購入できるお店
村上茶が
購入できるお店

村上山辺里IC

村上市役所

村上小学校

イヨボヤ
会館
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セブン
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小国町
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村上警察署
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羽
越
本
線

山辺里北　

村上
保健所前

羽黒町

ニュータウン入口

小坂園

アイグリーン

松本園

九重園お茶の
常盤園

冨士美園

百武園東伝吉
製茶場

村上
市

茶業
組合

加盟
店M
AP

村上地域振興局
農林振興部 普及課長
本間 尚哉さん

冨士美園 代表
飯島 剛志（ごうし）さん

九重園 代表取締役社長
瀧波 匡子さん

味の決め手は茶葉の量・お湯の
量・お湯の温度・浸出時間。

いろいろ試して自分好みの最高
の一杯を見つけてみましょう!

●お湯は必ず沸騰させたものを使
用

●最初の湯冷ましが渋みを和らげ
る

●それぞれの器が同じ濃さになる
よう回し注ぎ。

　1人分でも一気に注がず複数回
で!

●急須にお茶が残らないよう、最
後の1滴まで注ぎ切る

●一煎目のあとは、茶葉が蒸れな
いよう急須のふたをはずす

日本茶をおいしく淹れるコツ

夏も近づく八十八夜。唱歌『茶摘み』に歌われる新
茶の季節が近づいてきました。お茶処として知られ
る村上では今年、茶業の始まりから400年を数え
る記念すべき年を迎えます。長い年月育まれ、受け
継がれてきた村上茶についてお届けします。

巻頭
特集

ちょっと一服ちょっと一服。
で

と がつなぐ400年人 お 茶


