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【特集】　近江の茶
夏を越して旨味が優

ま さ

る「秋
あ き

優
ま さ

りのお茶」、
　「近江の茶」を愉

た の

しんでみませんか？

甲賀市土山町頓宮の大茶園



夏
を
越
し
て
旨
味
が
優ま

さ

る「
秋あ

き

優ま
さ

り
の
お
茶
」、　

　
　
　「
近
江
の
茶
」を
愉た

の

し
ん
で
み
ま
せ
ん
か
？

特 

集

始
ま
り
の
茶
、「
近
江
の
茶
」　

　
滋
賀
県
の
お
茶
の
歴
史
は
古
く
、
平
安
時

代
初
期
の
西
暦
８
０
５
年
に
伝
教
大
師
最
澄

が
唐
の
国
か
ら
茶
の
種
子
を
持
ち
帰
り
、
比

叡
山
の
山
麓
に
播ま

い
た
こ
と
が
始
ま
り
と
さ

れ
て
い
ま
す
。
比
叡
山
の
麓ふ
も
とに
あ
る
日
吉
大

社
に
は
、
そ
の
時
の
も
の
と
伝
わ
る
茶
園
が

あ
り
、日
本
茶
発
祥
の
地
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
、
本
県
で
は
長
い
歴
史
を
経

て
茶
栽
培
の
技
術
が
脈
々
と
受
け
継
が
れ
て

い
ま
す
。

個
性
際
立
つ
「
近
江
の
茶
所
」

　
滋
賀
県
は
、
全
国
的
に
は
小
さ
な
茶
産
地

で
す
が
、
お
茶
を
知
る
人
に
と
っ
て
は
、
実

は
魅
力
的
な
産
地
が
い
く
つ
も
あ
り
ま
す
。

　
昼
夜
の
寒
暖
差
が
大
き
い
山
間
地
で
じ
っ

く
り
と
育
ち
、
香
り
高
い
銘
茶
の
産
地
と
し

て
知
ら
れ
る
朝あ

さ

宮み
や
（
甲
賀
市
信
楽
町
）、
な

だ
ら
か
な
丘
陵
地
に
茶
畑
が
ひ
ろ
が
り
、

ま
っ
た
り
と
し
た
深
い
味
わ
い
が
持
ち
味
の

土
山
（
甲
賀
市
土
山
町
）、「
宇
治
は
茶ち
ゃ

所ど
こ
ろ

、

茶
は
政ま
ん

所ど
こ
ろ

」
と
謳
わ
れ
、
現
在
そ
の
生
産

量
は
非
常
に
少
な
い
も
の
の
古
来
よ
り
銘
茶

の
産
地
と
し
て
知
ら
れ
る
政ま
ん
ど
こ
ろ所（
東
近
江
市

永
源
寺
）、
綿わ

た

向む
き

山や
ま

に
抱
か
れ
た
大
自
然
で

育
っ
た
、
し
っ
か
り
と
し
た
深
み
の
あ
る
味

が
特
長
の
北
山
（
蒲
生
郡
日
野
町
）
な
ど
、

小
規
模
な
が
ら
も
産
地
の
特
徴
を
生
か
し
た

お
茶
作
り
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
産
地
で
行
わ
れ

て
い
ま
す
。

日本茶発祥の地と伝わる日吉茶園（大津市）

政
まんどころ

所（東近江市永源寺）

朝
あさみや

宮（甲賀市信楽町）
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打
倒
ボ
ー
ジ
ョ
レ
!?

「
近
江
の
茶
」
の
統
一
銘
柄
を
ご
紹
介

　
一
般
的
に
お
茶
は
、
全
国
各
地
か
ら
仕
入

れ
た
お
茶
を
ブ
レ
ン
ド
し
販
売
さ
れ
て
い
ま

す
が
、「
近
江
の
茶
」
と
い
う
名
称
は
、
滋

賀
県
産
の
お
茶
だ
け
を
使
っ
て
仕
上
げ
ら
れ

た
商
品
に
つ
い
て
の
み
使
用
で
き
る
、
と
い

う
取
決
め
が
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
消

費
者
の
皆
さ
ん
に
、「
近
江
の
茶
」
の
す
ば

ら
し
い
味
と
香
り
を
知
っ
て
い
た
だ
く
た
め
、

県
内
の
茶
生
産
者
団
体
と
茶
商
業
協
同
組
合

等
が
連
携
し
組
織
さ
れ
た
（
一
社
）
滋
賀
県

茶
業
会
議
所
で
は
、「
近
江
の
茶
」
統
一
銘

柄
の
商
品
開
発
に
取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
。

　
平
成
14
年
に
商
品
化
さ
れ
た
の
が
、
100
％

滋
賀
県
産
の
良
質
な
か
ぶ
せ
茶
を
使
用
し
た

「
琵
琶
湖
か
ぶ
せ
」
で
す
。
か
ぶ
せ
茶
と
は
、

摘て
き
採さ
い
前
の
新
芽
に
10
～
14
日
覆
い
を
し
て
日

光
を
遮
り
、
渋
み
が
少
な
く
、
旨
味
と
香
り

を
引
き
出
し
た
お
茶
の
こ
と
で
す
。

　
ま
た
、
平
成
25
年
に
は
、
古
く
か
ら
受
け

継
が
れ
て
き
た
高
級
煎
茶
の
統
一
銘
柄
と
し

て
、「
極き
わ
み

煎せ
ん

茶ち
ゃ

最さ
い

澄ち
ょ
う」
を
商
品
化
し
ま
し
た
。

日
本
で
最
初
に
茶
を
伝
え
た
と
さ
れ
る
伝
教

大
師
・
最
澄
の
名
称
を
賜
り
、
煎
茶
の
最
高
級

品
と
し
て
県
内
外
の
消
費
者
に
広
く
愛
さ
れ

る
よ
う
命
名
さ
れ
ま
し
た
。

　
ど
ち
ら
の
商
品
も
、
滋
賀
県
ブ
ラ
ン
ド
に
ふ

さ
わ
し
い
品
質
と
す
る
た
め
、
県
内
の
茶
商
業

者
か
ら
出
品
を
募
り
、
日
本
茶
イ
ン
ス
ト
ラ
ク

タ
ー
を
審
査
員
と
し
た
審
査
会
に
お
い
て
厳

選
さ
れ
た
茶
葉
を
使
用
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、

こ
れ
ま
で
は
準
備
が
整
い
次
第
、
順
次
、
販
売

さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
夏
を
越
し
、
熟
成
し
て

味
が
ま
ろ
や
か
と
な
り
旨
味
が
引
き
立
つ
「
近

江
の
茶
」
の
特
徴
を
活
か
す
た
め
、
平
成
27
年

度
か
ら
は
販
売
開
始
を
９
月
15
日
と
定
め
、
毎

年
こ
の
日
を
「
解
禁
日
」
と
し
て
、
県
内
の
茶

専
門
店
等
で
一
斉
に
販
売
す
る
こ
と
と
な
り

ま
し
た
。

お
い
し
い
お
茶
を
味
わ
い
ま
し
ょ
う
。

　
お
茶
は
、
ち
ょ
っ
と
し
た
淹
れ
方
の
違
い
で

驚
く
ほ
ど
味
わ
い
が
変
わ
る
も
の
で
す
。

　
そ
れ
ぞ
れ
の
茶
種
に
あ
わ
せ
、
美
味
し
い
お

茶
を
味
わ
っ
て
く
だ
さ
い
。

　
「
近
江
の
茶
」
の
購
入
は
、
県
茶
商
業
組
合

加
盟
の
お
近
く
の
専
門
店
や
Ｊ
Ａ
こ
う
か
、
Ｊ

Ａ
グ
リ
ー
ン
近
江
等
の
直
売
店
等
で
お
買
い
求

め
い
た
だ
け
ま
す
。

「
近
江
の
茶
」
販
売
店
等
に
つ
い
て
の

お
問
い
合
わ
せ
先

（
一
社
）
滋
賀
県
茶
業
会
議
所

☎
０
７
４
８（
６
３
）６
９
６
０

 「近江の茶」をおいしく淹
い

れて、おいしく味わう!!
究極の「近江の茶」・・・“氷出し茶”を味わう！

標準的なお茶の淹れ方（茶葉の量、お湯の温度など）は、コチラが目安です

茶葉の甘味が際立つ究極の淹れ方こそ、「氷出し煎茶」です。
繊細な茶葉は低温であるほど苦味や渋味が抑えられ、甘味が
前面に押し出されます。

淹れ方は簡単。氷を急須に敷き詰めて、1 人分３～５ｇの茶葉
を人数分入れておくだけです。常温で氷が溶けきったら完成
です。

湯で淹れた時とは違う、フレッシュな甘味を味わってください。

標準的なお茶の淹れ方（一煎目３人前）
茶種 茶葉量 湯の温度 湯の量 浸出時間

煎茶（上） ６g 70℃ 180ml ２分
煎茶（並） ６g 90℃ 270ml １分
かぶせ茶 ６g 70℃ 180ml ２分
玉露（上） 10g 50℃ 60ml ２分 30 秒
煎茶（並） 10g 60℃ 60ml ２分
番　茶 ９g 熱湯 400ml 30 秒

ほうじ茶 ９g 熱湯 400ml 30 秒

解禁日は 9 月 15 日
「極煎茶 最澄」と「琵琶湖かぶせ」
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い
ま
、環
境
こ
だ
わ
り
農
業
に
取
り
組
む

　
お
米
か
ら
キ
ャ
ベ
ツ
へ
…

　
　
環
境
こ
だ
わ
り
で
ほ
場
を
リ
レ
ー
す
る〝
農
～
夢
せ
き
の
つ
〟の
取
組

農
事
組
合
法
人
　
農の

～
夢む

せ
き
の
つ

（
農
）農
～
夢
せ
き
の
つ
の
紹
介

　
（
農
）農
～
夢
せ
き
の
つ
は
、
平
成
18
年
に
組

織
し
、
現
在
、
組
合
員
54
名
で
水
稲
・
麦
・
大

豆
を
中
心
に
24・６
ha
で
経
営
を
行
っ
て
い
ま
す
。

水
稲
に
お
い
て
は
、
す
べ
て
環
境
こ
だ
わ
り
栽

培
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　
今
年
度
か
ら
、
こ
の
水
稲
あ
と
を
活
用
し
て
、

30
ａ
で
キ
ャ
ベ
ツ
の
環
境
こ
だ
わ
り
栽
培
に
取

り
組
ん
で
い
ま
す
。

毎
日
食
べ
る
お
米
、こ
こ
ま
で
エ
コ
に
で
き
る
!?

　
私
た
ち
が
栽
培

す
る
お
米
の
６
割

は
、
Ｊ
Ａ
レ
ー
ク

大
津
の
「
は
な
ふ

じ
米
」
と
し
て
出

荷
し
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
は
、
ヘ
ア
リ
ー
ベ
ッ
チ
と
い
う
植
物
を

田
植
前
の
田
ん
ぼ
に
植
え
、
収
穫
せ
ず
鋤す

き
込

む
こ
と
で
、
こ
の
ヘ
ア
リ
ー
ベ
ッ
チ
の
緑
肥
養

分
を
利
用
し
、
化
学
肥
料
を
使
う
こ
と
な
く
育

て
た
コ
シ
ヒ
カ
リ
で
す
。

　
こ
の
栽
培
方
法
は
、
環
境
に
配
慮
し
た
取
組

で
あ
り
、
多
く
の
認
証
を
受
け
て
い
ま
す
。

　
「
環
境
こ
だ
わ
り
農
産
物
」
の
認
証
は
も
ち

ろ
ん
の
こ
と
、
経
済
産
業
省
の
許
諾
を
受
け
、

カ
ー
ボ
ン
フ
ッ
ト
プ
リ
ン
ト
※
１
や
カ
ー
ボ
ン

オ
フ
セ
ッ
ト
※
２
の
表
示
も
認
め
ら
れ
る
な
ど
、

環
境
に
や
さ
し
い
お
米
で
す
。

※
１ 

玄
米
１
kg
あ
た
り
の
温
室
効
果
ガ
ス

排
出
量
を
算
出
し
て
表
示
す
る
「
炭

素
の
見
え
る
化
」

※
２ 

努
力
し
て
も
削
減
で
き
な
か
っ
た
温

室
効
果
ガ
ス
排
出
量
を
、
他
の
場
所

で
の
削
減
・
吸
収
活
動
に
資
金
を
提

供
す
る
こ
と
で
、
実
質
排
出
量
ゼ
ロ

を
達
成

大
津
・
南
部
地
域
の
農
家
と
連
携

　
～
広
域
キ
ャ
ベ
ツ
の
取
組
～

　
私
た
ち
は
、
２
年
前
か
ら
キ
ャ
ベ
ツ
の
栽
培

を
開
始
し
、
JA
の
直
売
所
「
グ
リ
ー
ン
フ
ァ
ー

ム
石
山
」
や
フ
ォ
レ
オ
一
里
山
に
あ
る
「
わ
く

わ
く
広
場
」
を
中
心
に
販
売
し
て
い
ま
す
。

　
平
成
27
年
度
か
ら
、大
津
・
南
部
地
域
に
お
い

て
栽
培
さ
れ
た
環
境
こ
だ
わ
り
キ
ャ
ベ
ツ
を
大

津
市
公
設

地
方
卸
売

市
場
を
経

由
し
て
地

域
の
量
販

店
な
ど
へ

流
通
さ
せ

る
地
産
地

消
の
試
験

的
な
取
組

が
開
始
さ

れ
た
こ
と

か
ら
、
今

後
の
作
付

面
積
の
拡

大
を
見
据

え
て
、
こ

れ
に
参
画

し
ま
し
た
。

　
環
境
こ

だ
わ
り
栽

培
で
は
、
こ
れ
ま
で
と
異
な
り
、
土
づ
く
り
に

労
力
が
か
か
る
こ
と
や
、
少
な
い
防
除
回
数
で

効
果
を
あ
げ
る
た
め
農
薬
散
布
の
タ
イ
ミ
ン

グ
に
注
意
す
る
こ
と
な
ど
、
様
々
な
工
夫
が
必

要
で
し
た
が
、
年
明
け
か
ら
出
荷
が
で
き
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。

　
環
境
こ
だ
わ
り
キ
ャ
ベ
ツ
は
、「
近
江
の
キ
ャ

ベ
ツ
」
の
ネ
ー
ミ
ン
グ
で
出
荷
し
て
い
ま
す
。

　
今
後
も
安
全
・
安
心
な
農
産
物
を
提
供
し
、

消
費
者
の
皆
さ
ん
に
喜
ば
れ
る
よ
う
努
力
し

て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

湖南アルプスを望むほ場にて

お
問
い
合
わ
せ
先

レ
ー
ク
大
津
農
業
協
同
組
合
営
農
部
農
産
課

☎
０
７
７（
５
２
５
）４
３
４
４

“食で MUSUBU SHIGA”、秋葉原「ちゃばら」に誕生！
滋賀県総合政策部企画調整課

　全国各地の逸品が集まる東京・秋葉原の「ちゃばら」。その中核テナント「日本
百貨店しょくひんかん」の一角に、食を通じて滋賀の魅力を発信するコーナーが
誕生しました。
　近江米や近江の茶、近江牛を使った商品や
ふなずし等の湖魚、近江の地酒など、約 310
品が集まっています。

　首都圏そして全国の方々に滋賀を知っていただけるよう、販売だけでなく
ワークショップ等も行います。東京に行かれた際には、ぜひお立ち寄りくださ
い。また、お知り合いの方々にもぜひご紹介ください。

【営業時間】11：00 ～ 20：00（定休日：元日、6 月・11 月の第一水曜日）
【アクセス】JR 山手線・京浜東北線　秋葉原駅　電気街口より徒歩約 1 分

「近江のキャベツ」として
地元量販店へ
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芽
を
覚
ま
す
に
は
、
化
学
合
成
農
薬
で
あ
る
植

物
ホ
ル
モ
ン
は
欠
か
す
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

そ
こ
で
、
そ
れ
以
外
の
除
草
剤
な
ど
の
化
学
合

成
農
薬
を
減
ら
す
た
め
に
、
ビ
ニ
ル
マ
ル
チ
に

よ
る
抑
草
、
微
生
物
に
よ
る
カ
ビ
予
防
な
ど
の

技
術
を
指
導
し
ま
し
た
。
ま
た
、
化
学
肥
料
を

減
ら
す
た
め
、
地
域
で
廃
棄
さ
れ
て
い
た
ソ
バ

殻
を
有
機
質
肥
料
と
し
て
利
用
し
、
く
ん
炭
と

し
て
タ
ラ
ノ
キ
畑

に
投
入
す
る
こ
と

な
ど
を
指
導
し
て

き
ま
し
た
。

　
こ
の
甲
斐
も
あ
っ

て
、
永
源
寺
の
タ
ラ

の
芽
は
、
環
境
こ
だ

わ
り
農
産
物
の
認

証
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。

ひ
と
足
早
い
春
の
味

　
「
永
源
寺
タ
ラ
の

芽
」
は
、
京
都
中
央

卸
売
市
場
に
出
荷
す

る
ほ
か
、
グ
リ
ー
ン

近
江
農
業
協
同
組
合

の
直
売
所
「
き
て
か

～
な
」
で
も
販
売
さ

れ
て
い
ま
す
。

　
ぜ
ひ
、
ひ
と
足
早

い
春
の
味
を
感
じ
て
み
て
く
だ
さ
い
。

永
源
寺
タ
ラ
の
芽

　
桜
の
咲
く
頃
、
タ
ラ
ノ
キ
の
新
芽
が
伸
び
ま

す
。
そ
の
芽
が
、山
菜
の
王
様
と
い
わ
れ
る「
タ

ラ
の
芽
」
で
す
。
小
林
一
茶
が
文
政
３
年

（
１
８
２
０
年
）
に
「
た
ら
の
芽
の
と
げ
だ
ら

け
で
も
喰
ひ
け
り
」
と
詠
む
な
ど
、
タ
ラ
の
芽

は
古
く
か
ら
春
の
食
材
と
し
て
利
用
さ
れ
て
き

ま
し
た
。

　
永
源
寺
地
域
で
は
、
山
が
近
い
こ
と
も
あ
り

タ
ラ
の
芽
を
古
く
か
ら
利
用
し
て
き
ま
し
た
。

近
年
、
品
種
改
良
が
進
み
、
タ
ラ
ノ
キ
を
ビ
ニ

ル
ハ
ウ
ス
な
ど
で
温
め
、
１
月
か
ら
３
月
に
か

け
て
ひ
と
足
早
い
春
の
食
材
と
し
て
利
用
す
る

「
ふ
か
し
栽
培
」
が

で
き
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。

　
平
成
25
年
４
月
に
、

そ
の
ふ
か
し
栽
培
技

術
を
利
用
し
、
永
源

寺
地
域
の
新
し
い
特

産
物
と
し
て
「
永
源

寺
タ
ラ
の
芽
」
の
栽

培
が
始
ま
り
ま
し
た
。

環
境
こ
だ
わ
り
農
産
物
認
証
の
認
証
を�

�
�

受
け
て
い
ま
す

　
平
成
27
年
度
か
ら
、
タ
ラ
の
芽
が
環
境
こ
だ

わ
り
農
産
物
の
対
象
と
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
を

機
に
、
当
課
は
、
認
証
取
得
に
向
け
て
化
学
合

成
農
薬
と
化
学
肥
料
を
減
ら
す
技
術
や
環
境
に

配
慮
し
た
技
術
の
指
導
を
始
め
ま
し
た
。

　
タ
ラ
の
芽
の
ふ
か
し
栽
培
は
、
ビ
ニ
ル
ハ
ウ

ス
の
中
を
春
と
同
じ
状
態
に
す
る
こ
と
で
、
芽

を
生
長
さ
せ
ま
す
。
冬
だ
と
思
っ
て
寝
て
い
る

冬場の“タラノキ畑”

環境こだわり農産物の認証を
受けた永源寺のタラの芽

出荷を待つ永源寺のタラの芽

お
問
い
合
わ
せ
先

グ
リ
ー
ン
近
江
農
業
協
同
組
合
永
源
寺
支
店

☎
０
７
４
８（
２
７
）１
２
０
１

永
源
寺
タ
ラ
の
芽
の
生
産
を
支
援
し
て
い
ま
す

滋
賀
県
東
近
江
農
業
農
村
振
興
事
務
所
農
産
普
及
課
　
那な

須す

　
大ひ

ろ

城き

た
。
お
客
様
の
声
に
耳
を
傾
け
、
試
行
錯
誤
を

繰
り
返
し
な
が
ら
努
力
し
た
甲
斐
あって
、今
日

で
は
リ
ピ
ー
タ
ー
も
増
え
、
直
売
所
の
看
板
商

品
に
ま
で
成
長
し
ま
し
た
。「
戦
国
い
な
り
」

用
に
、
1
日
1
俵（
60 

kg
）も
ご
飯
炊
き
を
し
た

こ
と
も
あ
り
ま
す
。

「
戦
国
い
な
り
」
の
特
徴

　
「
戦
国
い
な
り
」
は
、
地
元
産
の
環
境
こ
だ

わ
り
栽
培
の
コ
シ
ヒ
カ
リ
と
も
ち
米
を
使
い
、

具
材
（
人
参
、
さ
つ
ま
い
も
軸
、
ご
ぼ
う
、
ち

く
わ
）
を
加
え
た
味
付
け
ご
は
ん
を
、
油
揚
げ

で
く
る
ん
で
仕
上
げ
て
い
ま
す
。
お
に
ぎ
り
感

覚
で
つ
ま
ん
で
食
べ
ら
れ
る
の
が
魅
力
で
、
小

腹
が
す
い
た
時
、
間
食
と
し
て
手
軽
に
食
べ
ら

れ
ま
す
。道
の
駅「
湖
北
み
ず
ど
り
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
」
に
て
１
個
100
円
（
税
抜
き
）
で
通
年
お
買

い
求
め
い
た
だ
け
ま
す
。

　
私
達
自
慢

の
「
戦
国
い

な
り
」
を
是

非
、
食
べ
に

来
て
く
だ
さ

い
。
お
待
ち

し
て
い
ま
す
。

活
動
の
き
っ
か
け
は
…

　
米
消
費
拡
大
と
食
文
化
継
承

　
道
の
駅
「
湖
北
み
ず
ど
り
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
」

の
建
設
を
き
っ
か
け
に
、
地
元
産
米
の
消
費
拡

大
と
、
地
元
で
採
れ
る
食
材
を
活
か
し
た
地
元

に
根
づ
く
伝
統
食
文
化
の
継
承
を
し
た
い
、
と

い
う
思
い
か
ら
有
限
責
任
事
業
組
合
「
お
ふ
く

ろ
亭
」
の
活
動
を
開
始
し
、
早
12
年
目
に
入
り

ま
す
。

　
今
で
は
、
ご

飯
も
の
や
惣
菜
、

漬
物
、
餅
な
ど
、

季
節
限
定
商
品

も
含
め
て
55
種

類
の
加
工
を

行
っ
て
い
ま
す
。

な
か
で
も
、
人

気
No.
１
商
品
は

「
戦
国
い
な
り
」

で
す
。

「
戦
国
い
な
り
」…
そ
の
名
前
の
由
来
と
は
？

　
こ
の
人
気
No.
１
商
品
。
戦
国
大
名
・
浅
井
長

政
が
戦
地
に
赴
く
と
き
持
参
し
た
握
り
飯
の
故

事
に
習
い
、「
戦
国
い
な
り
」
と
命
名
し
ま
し
た
。

戦
国
時
代
の
握
り
飯
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
、
市
販

お
に
ぎ
り
よ
り
大
き
い
の
が
特
徴
で
す
。

　
発
売
当

初
は
な
か

な
か
売
れ

ず
、
悩
み

や
苦
労
の

連
続
で
し

看板商品「戦国いなり」

作り手は、私達です

愛情込めて
作っています

お
問
い
合
わ
せ
先

湖
北
み
ず
ど
り
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

長
浜
市
湖
北
町
今
西
１
７
３
１
の
１

☎
０
７
４
９（
７
９
）８
０
６
０

湖
北
み
ず
ど
り
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
看
板
商
品

　「
戦
国
い
な
り
」ぜ
ひ
食
べ
に
来
て
く
だ
さ
い

有
限
責
任
事
業
組
合
　
お
ふ
く
ろ
亭
　
北
村
　
洋
子
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近
江
野
菜
の
魅
力
を
届
け
た
い
！

　
私
は
、〝
滋
賀
県
産
の
野
菜
の
魅
力
を
も
っ

と
知
っ
て
も
ら
い
、
生
産
者
と
消
費
者
を
つ

な
ぐ
仕
事
が
し
た
い
〟
と
考
え
２
０
１
５
年

４
月
に
起
業
し
ま
し
た
。
滋
賀
県
に
は
、
美

味
し
く
て
安
全
で
、
か
つ
新
鮮
な
野
菜
が
た

く
さ
ん
あ
る
の
に
、
地
元
の
方
が
近
江
野
菜

を
買
う
機
会
や
食
べ
る
機
会
が
少
な
い
こ
と

を
常
々
残
念
に
思
っ
て
い
た
か
ら
で
す
。

　
現
在
、
も
う
１
人
の
農
家
と
協
力
し
て
１
ha

の
畑
で
、
少
量
多
品
目
の
野
菜
を
栽
培
し
て
い

ま
す
。
そ
れ
ら
の
野
菜
を
直
接
販
売
、
レ
ス
ト

ラ
ン
等
へ
の
卸
売
を
す
る
ほ
か
、
週
に
２
回
、

近
江
野
菜
を
使
っ
た
お
弁
当
等
の
販
売
を
お
こ

な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
複
数
の
事
業
を
す
る

理
由
は
全
て
、
地
元
の
方
に
近
江
野
菜
を
も
っ

と
食
べ
て
も
ら
う
機
会
を
増
や
す
た
め
で
す
。

安
心
し
て
食
べ
て
も
ら
い
た
い
！

　

私
た
ち
は
、
安
心
し
て
食
べ
て
も
ら
う
た

め
に
、
農
薬
や
化
学
肥
料
を
で
き
る
だ
け
使

「
彦
根
市
立
病
院
　
栄
養
科
」
と
は
？

　
当
院
は
琵
琶
湖
の
東
に
位
置
す
る
急
性
期
病

院
で
、
湖
東
地
域
の
中
核
病
院
で
す
。
明
治
24

年
に
開
設
し
、
今
年
で
創
立
125
年
を
迎
え
ま
す
。

　
私
た
ち
栄
養
科
で
は
、「
住
み
な
れ
た
地
域

で
健
康
を
さ
さ
え
、
安
心
と
ぬ
く
も
り
の
あ

る
病
院
」
の
基
本
理
念
の
も
と
、
安
心
安
全

で
お
い
し
い
病
院
食
の
提
供
を
め
ざ
し
て
い

ま
す
。

地
産
地
消
　
取
組
の
経
緯

　

病
院
の
食
事
は
、
患
者
さ
ん
の
楽
し
み
で

あ
る
と
と
も
に
、
治
療
の
一
環
で
も
あ
り
ま

す
。
し
か
し
以
前
は
、
冷
凍
の
野
菜
や
既
製

品
の
お
か
ず
が
中
心
で
、
患
者
さ
ん
か
ら
食

事
の
味
に
つ
い
て
ご
意
見
を
い
た
だ
く
こ
と

も
あ
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
平
成
24
年
度
か
ら
、

〝
安
心
安
全
で
お
い
し
い
病
院
食
〟
を
テ
ー
マ

に
、
地
産
地
消
の
取
組
を
始
め
ま
し
た
。

　
彦
根
市
農
林
水
産
課
や
Ｊ
Ａ
、
生
産
者
と
連

携
し
、
彦
根
市
近
郊
の
お
米
を
は
じ
め
、
１
年

を
通
し
て
地
元
の
旬
の
野
菜
や
果
物
を
使
用
し

て
い
ま
す
。
ま
た
、
現
地
を
訪
問
し
生
産
者
と

顔
の
見
え
る
関
係
を
築
い
て
い
ま
す
。
春
か
ら

つ
く
る
か
ら
販
売
ま
で
を
通
し
て
届
け
た
い  

  

「
近
江
野
菜
の
魅
力
」

 

～
生
産
者
と
消
費
者
を
つ
な
ぐ
取
組
～

　
食し

ょ
く

ま
ち
ア
グ
リ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
　
渡わ

た

辺な
べ

　
維ゆ

い

子こ

安
心
安
全
で
お
い
し
い
病
院
食

 

～
地
産
地
消
の
取
組
～

彦
根
市
立
病
院
　
栄
養
科
・
栄
養
治
療
室

わ
な
い
方
法
で
野
菜
を
栽
培
し
て
い
て
、
そ

の
半
数
以
上
が
県
の
〝
環
境
こ
だ
わ
り
農
産

物
〟
の
認
証
を
受
け
て
い
ま
す
。
認
証
を
積

極
的
に
受
け
る
こ
と
で
、
少
し
で
も
制
度
の

こ
と
を
Ｐ
Ｒ
で
き
た
ら
と
考
え
て
い
ま
す
。

近
江
野
菜
で
人
・
ま
ち
を
元
気
に

　

毎
週
月
曜
日
と
火
曜
日
の
２
回
、
大
津
駅

近
く
に
あ
る
店
舗
の
定
休
日
を
お
借
り
し
て
、

〝
近
江
野
菜
た
っ
ぷ
り
弁
当
〟
等
を
販
売
し
て

い
ま
す
。
生
産
者
と
消
費
者
を
つ
な
ぐ
拠
点

に
し
た
い
と
の
思
い
か
ら
、
店
名
を
〝
つ
な

ぐ
キ
ッ
チ
ン
〟
に
し
ま
し
た
。
野
菜
本
来
の

う
ま
み
を
味
わ
っ
て
も
ら
い
た
い
の
で
、
素

朴
な
味
の
家
庭
料
理
に
し
て
い
ま
す
。
お
弁

当
を
食
べ
て
み
な
さ
ん
が
元
気
に
な
っ
て
も

ら
う
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
食
べ
た
こ
と
を
き
っ

か
け
に
、
近
江
野
菜
の
美
味
し
さ
に
出
会
っ

て
欲
し
い
と
願
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
か
ら
は
も
っ
と
多
く
の
方
と
連
携
し
て
、

滋
賀
県
の
農
業
、
人
、
ま
ち
が
元
気
に
な
る
事

業
を
展
開
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

初
夏
に
は
ア
ス
パ
ラ

ガ
ス
や
き
ゅ
う
り
、

ト
マ
ト
な
ど
、
秋
は

彦
根
梨
、
冬
は
大
根
、

白
菜
、
ほ
う
れ
ん
草
、

菜
の
花
な
ど
、
多
種

の
野
菜
を
使
用
し
て

い
ま
す
。

　
ま
た
年
４
回
、
す

べ
て
の
料
理
に
地
元

の
食
材
を
使
用
し
た

料
理
を
提
供
す
る

「
地
産
地
消
イ
ベ
ン

ト
食
」
を
実
施
し
て

い
ま
す
。
患
者
さ
ん

に
も
大
変
好
評
で
、

食
事
の
ア
ン
ケ
ー
ト

で
は
70
％
以
上
の
方

が
美
味
し
い
と
答
え
て
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
う
し
た
取
組
が
評
価
さ
れ
、
一
般
財
団
法

人 

都
市
農
山
漁
村
活
性
化
機
構
主
催　
第
８

回
地
産
地
消
メ
ニ
ュ
ー
コ
ン
テ
ス
ト
で
、
最
優

秀
賞
の
農
林
水
産
大
臣
賞
を
受
賞
す
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。

今
後
の
取
組
…
こ
ん
な
こ
と
を
考
え
て
い
ま
す

　

病
院
の
地
産
地
消
の
取
組
を
患
者
さ
ん
や

地
域
の
方
々
に
も
っ
と
知
っ
て
も
ら
え
る
よ

う
、
新
た
な
食
材
の
使
用
を
検
討
し
た
り
、
地

元
の
野
菜
を
利
用
し
た
新
メ
ニ
ュ
ー
の
考
案

な
ど
も
行
っ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
か
ら
も
、
患
者
さ
ん
に
お
い
し
い
食
事

を
召
し
上
が
っ
て
い
た
だ
け
る
よ
う
、
栄
養
科

一
同
、
頑
張
っ
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

のぼりやパンフレットで
地産地消を PR しています

近江野菜たっぷりのお弁当

お
問
い
合
わ
せ
先

食
ま
ち
ア
グ
リ
ゲ
ー
シ
ョ
ン

☎
０
７
７（
５
９
６
）５
６
８
０

患者さんへの案内ポスター

農林水産大臣賞受賞メニュー秋の地産地消メニュー
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東
近
江
支
部

〝
お
に
ぎ
ら
ず
〟
で
近
江
米
消
費
促
進
！

　
東
近
江
支
部
で
は
、
お
米
と
大
豆
を
中
心
に
、
農
家
を
訪

ね
て
活
動
を
広
げ
て
い
ま
す
。

　
小
学
校
の
食
育
に
も
出
向
き
、
子
ど
も
達
が
育
て
た
お
米

で
お
に
ぎ
ら
ず
に
挑
戦
し
て
も
ら
い
、
大
変
好
評
で
し
た
。

無
農
薬
の
大
豆
も
生
産
者
か
ら
わ
け
て
も
ら
い
、
手
造
り
み

そ
を
作
っ
た
り
、
大
豆
レ
シ

ピ
を
考
え
て
和
風
に
し
た
り

洋
風
に
し
た
り
、
い
ろ
い
ろ

チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
か
ら
も
、
よ
り
安
全

な
米
・
野
菜
が
つ
く
ら
れ
、

い
つ
ま
で
も
健
康
で
い
ら
れ

る
よ
う
に
し
た
い
も
の
で
す
。

湖
北
・
湖
東
支
部

第
11
回
新
春
農
産
物
持
ち
寄
り
農
談
会 

 
 

～
今
回
の
テ
ー
マ
は「
に
ん
じ
ん
」と「
ぼ
た
餅
」～

　
定
例
活
動
と
し
て
デ
ィ
リ
パ
彦
根
の
キ
ッ
チ
ン
で
開
催
す

る
「
農
談
会
」。
持
ち
寄
っ
た
農
産
物
を
そ
の
場
で
調
理
し
、

会
食
す
る
こ
と
で
農
と
食
に
つ
い
て
楽
し
く
学
ぶ
こ
と
を
目

指
し
て
い
ま
す
。

　
１
月
24
日
は
、
昨
年
と
同
じ
「
に
ん
じ
ん
」
と
今
回
は
「
ぼ

た
餅
」
を
テ
ー
マ
と
し
て
、
冬
野
菜
と
あ
わ
せ
て
調
理
し
ま
し

た
。
甘
く
て
美
味
な
「
に
ん
じ
ん
ジ
ュ
ー
ス
」。
あ
ん
こ
と
き

な
こ
の
「
ぼ
た
餅
」。
た
く
さ
ん
の
料
理
を
頂
き
な
が
ら
、
農

と
食
に
つ
い
て
話
し
合
い
を
持
ち
ま
し
た
。
ま
た
、
今
後
の
支

部
活
動
に
つ
い
て
も
話
を
す

る
こ
と
が
で
き
、
有
意
義
な
一

日
に
な
り
ま
し
た
。
今
後
は
、

外
に
向
け
た
発
信
活
動
に
も

力
を
入
れ
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
「
農
談
会
」
は
、
ど
な
た
で

も
参
加
で
き
ま
す
。
お
気
軽

に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

大
津
・
高
島
支
部

今
年
も
様
々
に
活
動
し
て
い
ま
す

 

是
非
ご
参
加
く
だ
さ
い
！

　
２
０
１
５
年
11
月
29
日
、
昨
年
に
続
き
２
回
目
と
な
る
し
め

な
わ
づ
く
り
を
大
津
市
八
屋
戸
の
守
山
公
民
館
で
実
施
し
ま
し

た
。
農
薬
・
化
学
肥
料
を
使
わ
ず
栽
培
し
た
も
ち
米
の
わ
ら
を

使
い
、
16
名
が
稲
作
に
ま
つ
わ
る
文
化
を
体
験
し
ま
し
た
。
１

月
20
日
、
作
っ
て
食
べ
る
シ

リ
ー
ズ
３
回
目
の
料
理
講
習
を

実
施
。
大
雪
の
中
18
名
が
参
加

し
ま
し
た
。
メ
ニ
ュ
ー
は
野
菜

の
具
だ
く
さ
ん
ポ
ト
フ
、
ス
パ

ゲ
テ
ィ
の
サ
ラ
ダ
、
み
ず
か
が

み
の
ご
飯
、
漬
物
、
デ
ザ
ー
ト

な
ど
。
２
月
は
味
噌
づ
く
り
、

３
月
に
大
津
農
業
祭
へ
の
参
加

を
予
定
し
て
お
り
ま
す
。

南
部
・
甲
賀
支
部

環
境
こ
だ
わ
り
農
産
物
で
飾
り
巻
き
寿
司
づ
く
り

　
１
月
24
日
、
草
津
市
の
デ
ィ
リ
パ
草
津
に
て
「
新
春 

飾
り

巻
き
寿
司
を
作
ろ
う
」
を
開
催
し
、
チ
ビ
ッ
子
と
そ
の
保
護

者
ら
20
組
52
名
に
ご
参
加
い
た
だ
き
ま
し
た
。
か
わ
い
い
鬼

模
様
の
飾
り
巻
き
寿
司
を
、

支
部
管
内
の
環
境
こ
だ
わ

り
農
産
物
を
使
っ
て
楽
し

く
作
り
ま
し
た
。

　
ま
た
、「
㈱
は
た
け
の
み

か
た
」
の
武
村
幸
奈
さ
ん

か
ら
、
滋
賀
県
産
の
有
機

農
産
物
等
を
使
っ
た
離
乳

食
製
造
・
販
売
の
取
組
も

ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
当
日
の
模
様
は
、
南
部
・
甲
賀
支
部
の
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク

ペ
ー
ジ
で
も
お
伝
え
し
て
い
ま
す
。

https://w
w

w
.facebook.com

/kshiganet.nanbukoka もはや恒例行事 !? のしめなわづくり

　日本人の主食である米の消費量は、年々減っていま
す。１人当たりでみると、1962 年度のピーク時の年
間 118.3㌔から 2014 年度には 55.2㌔と半分以下に
減少。その主な理由は、食生活の欧米化などライフス
タイルの変化などがあります。国内全体では、少子高
齢化によって人口そのものが減少していることもあ
り、毎年７万～８万㌧ずつ需要が減っています。
　米の消費量減少にあわせて、米の生産量も減少して
います。水田で稲を育てることが減っていくと、多面

的機能と呼ばれる、水田が雨水を一時的に貯える役割
や生き物のすみかとしての働きが失われることにつ
ながります。
　日本の食料自給率を高めるために
も、米は重要な作物です。日本の国
土と食料を守るため、JA グループ
は、日本型食生活の普及・啓発や米
飯学校給食の推進など、米消費拡大
に向けた様々な取組を行っています。

もっと食べよう「近江米」！
現在「55.2㌔」。国民一人当たりの年間米消費量はピークの半分以下に…

ＪＡ滋賀中央会

環境こだわり農産物を
使って作りました！

「おにぎらず」で米の消費促進！
「農」と「食」について

楽しく学んでいます
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特集記事にもあるように、お茶は茶種にあった湯の温度で淹れると、
同じ茶葉とは思えないぐらい味が変わるものです。私も以前、その
違いを実感して、本当に驚きました。生産者のみなさんが大切に栽
培された茶葉を、大切に淹れて、おいしく味わいたいですね。 （M）

『環境こだわり農産物』とは!?
滋賀県は、生産者・販売者・消費者の方々と力を合わせ、
農薬・化学肥料の使用量を通常の半分以下に減らすなどして
びわ湖の環境を守る「環境こだわり農業」を推進しています。

びわ湖を守るために始めました
びわ湖の水質は、家庭・工業・農業排水により 1970 年頃から急激に悪
化してきました。滋賀県では、県民が一体となってびわ湖を守るために、
環境こだわり農業を始めました。

環境のために出来ることを工夫しています
滋賀県の農地で使われる水は、びわ湖へと流れていきます。農薬と化学
肥料の使用量を減らすことはもちろん、びわ湖やその周辺環境に配慮し
ている環境こだわり農業。工夫を重ね、出来ることを一歩ずつ実行して
います。

条例で消費者の役割を位置づけています
びわ湖の環境保全は、生産者と販売者、そして消費者の理解と協力によっ
て大きな一歩を踏み出せます。「滋賀県環境こだわり農業推進条例」では、
県民が力を合わせて環境に配慮した農業を支援することを全国で初めて
定めています。


