
崎
で
は
く
る
く
る
と
丸
み
を
帯
び
た

茶
葉
を
目
に
す
る
機
会
が
多
い
。
実

は
日
本
で
生
産
さ
れ
る
お
茶
の
ほ
と
ん
ど
は

煎
茶
と
呼
ば
れ
る
真
っ
直
ぐ
な
茶
葉
で
、
丸

み
を
帯
び
た
「
玉
緑
茶
」
の
生
産
量
は
茶
全

体
の
わ
ず
か
三
パ
ー
セ
ン
ト
ほ
ど
。
こ
の
貴

重
な
茶
葉
を
長
崎
で
よ
く
目
に
す
る
の
は
、

長
崎
県
産
の
お
茶
の
ほ
と
ん
ど
が
玉
緑
茶
で

あ
る
か
ら
だ
。
で
は
、
な
ぜ
長
崎
で
は
玉
緑

茶
に
こ
だ
わ
り
続
け
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

日
本
に
喫
茶
文
化
が
伝
わ
っ
た
の
は
、
栄

西
禅
師
が
平
戸
に
茶
の
種
子
を
持
ち
帰
っ
た

こ
と
が
き
っ
か
け
だ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い

る
。
そ
の
後
、
庶
民
が
お
茶
を
楽
し
む
よ
う

に
な
っ
た
の
は
、一
六
五
〇
年
代
の
こ
と
。
中

国
か
ら
来
崎
し
た
隠
元
禅
師
が
釜
炒
り
茶
の

製
法
技
法
を
伝
承
し
た
の
が
始
ま
り
で
、
こ

こ
か
ら
釜
炒
り
製
玉
緑
茶
は
広
が
っ
て
い
っ

た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
長
崎
は
玉
緑

茶
発
祥
の
地
な
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
日
本
の
お
茶
が
海
を
渡
っ
た
の

も
、
こ
こ
長
崎
か
ら
で
あ
っ
た
。
一
八
五
三

年
、
長
崎
の
女
性
商
人
・
大
浦
慶
は
出
島
の

商
人
を
通
じ
て
イ
ギ
リ
ス
、
ア
メ
リ
カ
、
ア

ラ
ビ
ア
に
向
け
て
、
緑
茶
（
釜
炒
り
茶
）
の

見
本
を
送
り
、
日
本
の
お
茶
を
世
界
へ
紹
介

し
た
。
長
崎
の
人
々
は
い
つ
の
時
代
も
、
玉

緑
茶
を
こ
よ
な
く
愛
し
て
き
た
の
だ
。

　

玉
緑
茶
に
は
二
種
類
の
製
法
が
あ
る
。
隠

元
禅
師
が
伝
え
た
伝
統
的
な
製
法
の
各
工
程

を
機
械
化
し
た
香
ば
し
い
香
り
が
特
徴
の
玉

緑
茶
で
、
き
わ
め
て
希
少
な
「
釜
炒
り
茶
」。

も
う
一
つ
は
、「
炒
る
」
工
程
を
「
蒸
す
」
工

程
に
置
き
換
え
、
茶
葉
の
鮮
度
を
生
か
し
た

製
法
の
「
蒸
し
製
玉
緑
茶
」。
現
在
、
長
崎
で

作
ら
れ
る
お
茶
の
約
九
十
パ
ー
セ
ン
ト
が
後

者
で
あ
る
。

　

長
崎
で
は
「
そ
の
ぎ
茶
」
で
知
ら
れ
る
東

彼
杵
町
を
は
じ
め
、
佐
世
保
市
や
五
島
市
な

ど
主
に
中
山
間
地
域
で
生
産
さ
れ
て
お
り
、

地
域
の
気
象
条
件
に
あ
っ
た
き
め
細
や
か
な

栽
培
管
理
が
な
さ
れ
、
風
味
豊
か
な
お
茶
に

仕
上
が
っ
て
い
る
。
煎
茶
と
比
較
し
て
、
水

色
が
明
る
く
、
渋
み
が
少
な
い
、
ま
ろ
や
か

な
旨
味
が
特
徴
の
長
崎
玉
緑
茶
。
ぜ
ひ
口
の

中
で
広
が
る
珠
玉
の
味
わ
い
を
楽
し
ん
で
ほ

し
い
。

長せ
ん
ち
ゃ

た
ま

ち
ゃ

り
ょ
く

大浦 慶
（長崎歴史文化博物館蔵）

隠元禅師画像
 （長崎歴史文化博物館蔵）

い
ん
げ
ん

う
ら

お
お

け
い

ひ
が
し

そ
の

し
ょ
く

す
い

ぎ

お
茶
伝
来
の
地
・

長
崎
で
育
ま
れ
た

長
崎
玉
緑
茶

4～5月の一番茶摘採前になると、茶畑は一面
真っ黒になる。これは直射日光を遮るために、黒
い寒冷紗を被せるため。この作業により、旨みが
一層増し、風味豊かな長崎玉緑茶が育つ。

荒茶生産量 775t（全国第11位）

栽　培　面　積

長崎県の茶産地

750ha（全国第10位）

長崎県の
お茶の産地

五島市

西海市

佐々町

松浦市

川棚町

大村市

波佐見町

東彼杵町

雲仙市

お
茶

1516

※平成28年農林水産統計

佐世保市


