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広報いるま　平成29年8月1日号

入間市役所　☎04－2964－1111

この冊子は、『広報いるま』

平成29年７月１日号・８月

１日号に特集記事として掲

載した「狭山茶のいろは」

「続 狭山茶のいろは」に、

加筆・修正の上、抜き刷り・

合本したものです。

　

「
色
は
静
岡
、
香
り
は
宇
治
よ
、
味
は
狭
山
で
と
ど

め
さ
す
」
と
う
た
わ
れ
る
銘
茶
「
狭
山
茶
」
。
埼
玉
県

内
や
一
部
の
東
京
都
内
で
生
産
さ
れ
る
お
茶
の
呼
称

で
す
。
そ
し
て
、
「
入
間
市
と
い
え
ば
狭
山
茶
」
の
イ

メ
ー
ジ
も
す
っ
か
り
定
着
。
各
種
の
品
評
会
で
最
高

賞
の
受
賞
者
を
輩
出
す
る
な
ど
、
品
質
の
高
い
茶
づ

く
り
が
自
慢
で
す
。
で
も
、
そ
も
そ
も
、
ど
う
し
て

入
間
茶
じ
ゃ
な
く
て
狭
山
茶
な
の
？  

ど
う
や
っ
て
作

っ
て
い
る
の
？　

せ
っ
か
く
狭
山
茶
ど
こ
ろ
入
間
市

に
住
ん
で
い
る
の
に
、
知
ら
ず
に
い
る
こ
と
も
案
外

多
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

こ
の
小
冊
子
で
は
、
今
さ
ら
聞
け
な
い
、
狭
山
茶

の
基
礎
知
識
か
ら
、
狭
山
茶
を
め
ぐ
る
最
新
の
ト
ピ

ッ
ク
ま
で
、
い
ろ
は
か
る
た
風
に
幅
広
く
楽
し
く
ご

紹
介
し
ま
す
。
飲
ん
で
お
い
し
く
、
知
っ
て
楽
し
い

狭
山
茶
の
世
界
へ
、
い
ざ
出
発
！

　



 ●い
入
間
市
が
主
産
地

【
い
】
現
在
の
「
狭
山
茶
」

は
、
江
戸
時
代
後
期
に
市

域
の
宮
寺
地
区
で
始
め
ら

れ
た
茶
作
り
が
直
接
の
起

源
。
入
間
市
は
、
昭
和
41

年
の
市
制
施
行
以
来
、
埼

玉
県
内
最
大
の
狭
山
茶
産

地
で
あ
り
続
け
て
い
ま
す
。

●に
二
番
茶

●へ●と
鳥
と
い
え
ば
…

●は
発
酵
さ
せ
る
か

　
　
さ
せ
な
い
か

【
は
】
緑
茶
も
紅
茶
も
ウ
ー
ロ
ン
茶
も
、
全
て
茶
の
葉
か
ら
つ
く
ら
れ

ま
す
。
茶
葉
に
含
ま
れ
る
酸
化
酵
素
の
働
き
に
よ
り
、
発
酵
（
酸
化
）

さ
せ
た
も
の
が
紅
茶
、
発
酵
さ
せ
な
い
の
が
緑
茶
、
そ
の
中
間
が
ウ
ー

ロ
ン
茶
で
す
。
酸
化
酵
素
は
熱
に
弱
い
の
で
、
緑
茶
は
、
摘
ん
だ
茶
葉

を
す
ぐ
に
加
熱
し
て
酸
化
酵
素
の
働
き
を
止
め
て
つ
く
り
ま
す
。

●ほ
北
限

地
帯
で

茶
づ
く
り

【
ほ
】
茶
は
、
温
暖
多
雨
な
環
境
に

生
育
す
る
照
葉
樹
。
埼
玉
県
は
、
茶

の
栽
培
が
経
済
的
に
成
り
立
つ
産
地

　

の
北
限
地
帯
に
位
置
し
ま
す
。
一

　
　

番
茶
の
摘
採
時
期
が
他
産
地
よ

　
　
　

り
遅
く
、
年
に
１
～
２
回
し

　
　
　
　

か
収
穫
で
き
ま
せ
ん
。
そ 

　
　
　
　

の
分
、
寒
さ
に
耐
え
た
肉

　
　
　
　
　

厚
の
茶
葉
を
原
料
と
し

　
　
　
　
　
　

て
、
強
い
蒸
し
と
火

　
　
　
　
　
　

入
れ
加
工
で
、
甘
く

　
　
　
　
　
　
　

濃
厚
な
味
の
茶
に

　
　
　
　
　
　
　
　

仕
上
が
る
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　

わ
れ
て
い
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

す
。

日本の
主な茶産地

●ろ
六
次
産
業

　
　

【
ろ
】
狭
山
茶
は
、
全
国
的
に
も
珍
し
い

「
自
園
・
自
製
・
自
販
」
が
特
徴
。
市
内
の

茶
農
家
の
多
く
が
、
自
家
の
茶
園
で
栽
培
し

た
茶
葉
を
自
家
の
工
場
で
製
造
加
工
し
、
自

家
の
店
舗
で
販
売
す
る
ま
で
を
一
貫
し
て
手

が
け
て
い
ま
す
。
茶
産
地

と
し
て
は
比
較
的
規
模
の

小
さ
い
狭
山
茶
産
地
で
、

収
益
性
の
高
い
業
態
と
し

て
構
築
さ
れ
て

き
た
独
特
の
ス

タ
イ
ル
で
す
。

近
年
、
一
次
・

二
次
・
三
次
産
業

を
一
貫
し
て
行
う

産
業
形
態
は
「
六

次
産
業
」
と
呼
ば

れ
、
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。

●り
林
立
す
る
防
霜
フ
ァ
ン

【
り
】
収
穫
前
の
遅

霜
は
、
茶
農
家
の
大

敵
。

防

霜

フ

ァ

ン

は
、
地
上
６
～
７
ｍ

付
近
の
温
か
い
空
気

を
、
地
表
近
く
の
冷

た
い
空
気
の
層
に
吹

き
下
ろ
す
こ
と
で
霜

を
防
ぎ
ま
す
。

【
と
】
入
間
市
の
鳥
は
ひ
ば
り
。

春
に
な
る
と
茶
畑
の
上
で
盛
ん
に

さ
え
ず
る
姿
が
見
ら
れ
ま

す
。
市
の
マ
ス
コ
ッ
ト

キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

「
い
る
テ
ィ
ー
」
も

ひ
ば
り
の
男
の
子
。

●ち
新
妻
の

お
茶

【
に
】
こ
の
地
域

で
は
、
披
露
宴

の
席
の
最
後
に

新
婦
が
客
に
お

茶
を
ふ
る
ま
う

「
嫁
の
お
茶
」

と
い
う
風
習
が

受
け
継
が
れ
て

き
ま
し
た
。

【
ち
】
植
物

と
し
て
の

茶
の
学
名
は

C
am

ellia

 sin
en

sis

（
カ

メ
リ
ア
・
シ
ネ
ン
シ
ス
）

と
い
い
、
中
国
の
カ
メ
リ
ア

（
椿

つ
ば
き

）
の
意
。
中
国
南
部
が

原
産
地
と
考
え
ら
れ
て

い
ま
す
。

中国が
ふるさと

緑　茶

紅　茶

ウーロン茶

変
化
す
る

茶
葉

【
へ
】
茶
の
葉
は
、
摘

ん
で
か
ら
加
熱
せ
ず

に
時
間
を
お
く
と
茶

色
く
変
化
し
、
花
の

よ
う
な
香
り
が
し
て

き
ま
す
。
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●る
ル
ー
ツ
は

お
寺

【
る
】
県
内
の
茶
産
地
と
し

て
は
、
「
河か

わ
ご
え越
茶ち

ゃ

」
「
慈じ

光こ
う

茶ち
ゃ

」
な
ど
が
中
世
の
文
献
に

見
ら
れ
、
狭
山
茶
の
ル
ー
ツ

と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
い

ず
れ
も
当
時
有
力
な
寺
院
と

し
て
知
ら
れ
た
無
量
寿
寺

（
現
在
の
中
院
・
喜
多
院
の

前
身
／
川
越
市
）
・
慈
光
寺

（
と
き
が
わ
町
）
な
ど
の
所

在
地
で
す
。
中
院
の
境
内
に

は
「
狭
山
茶
発
祥
之
地
」
の

碑
が
あ
り
ま
す
。

【

よ

】

二

本

木

村

西

久

保

（
現
・
宮
寺
）
の
宮
大
工
。
坊

村
（
現
・
東
京
都
瑞
穂
町
）
の

村む
ら

野の

盛も
り

政ま
さ

と
共
に
、
「
蒸
し
製

煎
茶
」
の
技
術
を
関
東
に
初
め

て
導
入
し
て
茶
作
り
を
復
興
さ

せ
、
今
日
に
つ
な
が
る
「
狭
山

茶
」
の
歴
史
を
切
り
ひ
ら
き
ま

し
た
。
今
年
は
生
誕
２
５
０
年

に
当
た
り
ま
す
。

吉
よ

し

か

わ川
温

よ

し

ず

み恭

１
７
６
７
～

１
８
４
６

慈光寺の境内には現在も茶園が
あるほか、山内のいたるところに茶の木が見られます。
山門へ続く参道脇にも茶の木が多数。

●わ
若
い
力
で

魅
力
を
発
信

【
わ
】
若

手

茶

業
者
が
集
ま
っ

て
結
成
し
た
グ

ル
ー
プ 

茶チ
ャ
ッ
ト人 

。

各
種
の
イ
ベ
ン

ト
や
子
ど
も
達

へ
の
お
い
し
い

お
茶
の
入
れ
方

指
導
な
ど
を
通

じ
て
、
狭
山
茶

の
魅
力
を
拡
散

中
！

●か
カ
ク
ガ
リ
か
、

カ
マ
ボ
コ
か

【
か
】
近
年
少
な
く

な
っ
て
き
た
可
搬
式

摘

採

機
（

茶

刈

り

機
）
。
乗
用
の
機
械

が
主
流
と
な
り
、
茶

畑
の
う
ね
の
形
も
カ

マ
ボ
コ
形
か
ら
角
刈

り
風
に
変
わ
っ
て
き

て
い
ま
す
。

●た
【
た
】
現
在
の
日
高
市
出
身
の
医
師
。
47
歳
か
ら

70
歳
ま
で
製
茶
機
械
の
発
明
改
良
一
筋
に
歩
ん

だ
「
近
代
製
茶
機
の
祖
」
。
日
本
の
特
許
第
２
号

～
４
号
ま
で
は
高
林
の
製
茶
機
械
で
す
。

そ
の
後
明
治
31
（
１
８
９
８
）
年

に
発
明
し
た
高
林
式

粗そ

揉
じ
ゅ
う

機き

は
人

気
を
博
し
、

現
代
の
粗

揉
機
に
も
そ

の
基
本
動
作
が

応
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

高
た

か

林
ば
や
し

謙
け

ん

ぞ

う三

１
８
３
２
～

１
９
０
１

●よ

宮寺の出
いずも

雲祝
いわい

神社にある重
かさねて

闢
ひらく

茶
ちゃ

場
じょう

碑。一度は途絶えた茶作りが再び
始まったことを記念して、天保３
（1832）年に建てられました。

●ぬ
ぬ
る
目
の
お
湯
で

【
ぬ
】
高
級
な

お
茶
ほ
ど
お
湯

の
温
度
を
下
げ

て
い
れ
る
と
、

う
ま
み
を
存
分

に

味

わ

え

ま

す
。

●を
【
を
】
今
も
昔
も
、

茶
摘
み
に
活
躍

す
る
の
は
女
性
。

を
と
め
の

お
し
ご
と

●れ
連
覇
記
録

更
新
中

【
れ
】
全
国
手
も
み

茶
品
評
会
で
、
入
間

市
は
通
算
17
回
、
12

年
連
続
産
地
賞
を
受

賞
。
個
人
で
も
最
高

賞
で
あ
る
農
林
水
産

大
臣
賞
を
５
年
連
続

受
賞
。
入
間
市
手て

揉も
み

狭
山
茶
保
存
会
の
み

な
さ
ん
の
た
ゆ
み
な

い
努
力
と
協
力
が
、

名
実
と
も
に
日
本
一

の
手
も
み
の
技
術
を

支
え
て
い
ま
す
。
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中国式の釜炒り製茶のようす

●つ土
に
注
目

●そ
染
め
る

【
そ
】
お
茶
は
古
く
か
ら

染
料
と
し
て
も
利
用
さ
れ

て
き
ま
し
た
。
飯
能
大お

お

し

ま島

紬
つ
む
ぎ

や
野の

だ田
双ふ

た

子こ

織
お

り

な
ど
、

市
を
代
表
す
る
伝
統
的
な

織
物
に
用
い
ら
れ
る
こ
と

も 

。
文
化
創
造
ア
ト
リ
エ

ア
ミ
ー
ゴ
で
は
手
軽
に
茶
染

め
の
体
験
が
で
き
ま
す
。

夏
も

近
づ
く

八
十
八
夜

【
な
】
毎
年
、
市
役
所
を
会
場
に

に
ぎ
わ
い
を
見
せ
る
八
十
八
夜

新
茶
ま
つ
り
。
来
場
者
が
茶
摘

み
を
楽
し
む
茶
園
は
、
昭
和
49
年

の
市
役
所
落
成
の
際
に
、
当
時
の
市
長

三
吉
道
雄
氏
の
発
案
に
よ
り
整
備
さ
れ
た
も
の
。

昭
和
52
年
か
ら
茶
摘
み
も
開
始
さ
れ
ま
し
た
。
現
在
で

は
、
小
学
生
の
茶
摘
み
体
験
な
ど
に
も
利
用
さ
れ
て
い

ま
す
。
茶
園
を
見
下
ろ
す
三
吉
氏
の
胸
像
も
満
足
そ
う
。

●な

●ら
来
年
、

実
に
な
り
ま
す

【
ら
】
秋
に
な
る
と
開
花
す
る
茶
の
花
。
同
じ
頃
、

枝
に
実
が
な
っ
て
い
る
の
が
見
ら
れ
ま
す
が
、

こ
れ
は
前
年
咲
い
た
花
が
結
実
し
た
も
の
。
茶
の

花
は
、
１
年
か
け
て
油
分
を
豊
富
に
含
ん
だ
実
に
な
り

ま
す
。
現
在
、
茶
の
木
は
挿
し
木
で
増
や
す
の

で
、
繁
殖
の
た
め
に
結

実
さ
せ
る
必
要
は

あ
り
ま
せ
ん
。
可

憐
な
茶
の
花
で
す

が
、
茶
農
家
で
は

栄
養
が
葉
の
方

に
十
分
届
く

よ
う
、
花

が
咲
か
な

い
よ
う
に

栽
培
管
理

し
ま
す
。

●む蒸
し
て
つ
く
る

【
む
】
江
戸
時
代
初
め
ご
ろ
、
中
国
か
ら
伝

え
ら
れ
た
煎
茶
は
、
釜
で
炒
っ
て
作
る
「
釜

炒
り
製
」
で
し
た
。
こ
れ
を
江
戸
時
代
中
ご

ろ
に
日
本
で
改
良
し
、
蒸
し
て
か
ら
揉
ん
で

作
る
「
蒸
し
製
煎
茶
」
が
誕
生
し
ま
し
た
。

狭
山
茶
は
も
ち
ろ
ん
、
現
在
日
本
で
作
ら
れ

る
緑
茶
の
大
部
分
は
蒸
し
製
煎
茶
で
す
。

昭和52年の八十八夜新茶まつり昭和52年の八十八夜新茶まつり

茶の花と実
J.C.Lettsom "The natural history 
of the tea-tree" 1772年(入間市博物館所蔵) 挿図

【
つ
】
茶
畑
が
集
中
的
に
広
が
る

金
子
台
。
関
東
ロ
ー
ム
層
（
赤

土
）
が
10
メ
ー
ト
ル
以
上
と
、

「
武
蔵
野
台
地
」
の
中
で
も
最

も
厚
く
積
も
っ
た
場
所
で
す
。

こ
の
ロ
ー
ム
層
の
下
に
は
、
砂

や
石
こ
ろ
の
層
（
砂さ

礫れ
き

層
）
が

あ
り
、
水
は
け
の
良
い
の
が
特

徴
。
茶
の
栽
培
に
適
し
た
水
は

け
の
良
い
土
壌
条
件
の
場
所
な

の
で
す
。

●ね
熱
に
弱
い

酸
化
酵
素

【
ね
】
緑
茶
を
作
る
に
は
、
酸
化
酵
素
の
働
き

を
止
め
る
た
め
に
、
摘
み
取
っ
た
茶
葉
を
素

早
く
加
熱
し
ま
す
。
煎
茶
発
祥
の
地
中
国
で

は
、
鉄
の
釜
で
炒
っ
て
加
熱
し
て
い
ま
す
。
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特 集

【
の
】
「
六
次
産
業
」
で
紹
介
し
た
と
お

り
、
狭
山
茶
産
地
の
特
色
は
、
「
自
園
・

自
製
・
自
販
」
の
ス
タ
イ
ル
。
園
ご
と
に

こ
だ
わ
り
の
味
わ
い
を
生
み
出
し
、
消
費

者
と
直
接
対
面
し
て
販
売
ま
で
行
う
の
が

主
流
で
す
。
そ
の
中
心
地
、
入
間
市
を
含

む
狭
山
茶
産
地
（
所
沢
市
・
狭
山
市
・
飯

能
市
・
日
高
市
ほ
か
）
や
、
埼
玉
県
な
ど

が
中
心
と
な
り
、
７
月
26
日
に
「
狭
山
茶

農
業
遺
産
推
進
協
議
会
」
が
発
足
。
狭
山

茶
の
「
農
業
遺
産
」
認
定
を
目
指
し
て
、

本
格
始
動
し
ま
し
た
。

「
農
業
遺
産
」
を

 

目
指
し
て
い
ま
す

●や

●う
「
運
」
が
開
け
る

 
入
間
の
狭
山
茶

【
う
】
「
い
る
ま
」
の
地
名
に
は
、
そ
の

昔
、
人
々
を
困
ら
せ
た
魔
物
を
弓
の
名
人

が
射
落
と
し
た
場
所
、
と
い
う
意
味
で

「
射
留
魔
（
い
る
ま
）
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
と
い
う
伝
承
が
あ
り
ま
す
。
ま

た
、
「
朝
茶
は
そ
の
日
の
難
逃
れ
」
と
い

わ
れ
る
よ
う
に
、
お
茶
は
古
来
よ
り
身
体

に
良
く
、
縁
起
の
良
い
飲
み
物
と
さ
れ
て

き
ま
し
た
。
良
い
こ
と
づ
く
め
の
入
間
の

狭
山
茶
は
、
ま
さ
に
「
開
運
緑
茶
」
。
自

分
で
飲
ん
で
も
良
し
、
贈
り
物
に
も
良
し
。

●お
音
頭
で

踊
ろ
う

【
や
】
新
芽
の
出
る
頃
、
茶
園
に
覆
い
を
し
て

日
光
を
遮
る
と
、
う
ま
み
や
甘
み
が
強
く
、
緑

の
濃
い
お
茶
を
作
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま

た
、
保
温
効
果
に
よ
り
霜
の
害
を
防
い
だ
り
、

育
成
を
早
め
た
り
す
る
効
果
も
あ
り
ま
す
。
そ

も
そ
も
抹
茶
や
玉
露
を
作
る
た
め
の
手
法
で
す

が
、
市
内
で
も
特
に
高
級
茶
用
の
畑
な
ど
で
見

か
け
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。 屋

根
を

か
け
る
と
…

【おことわり】
※「い」～「ま」は、平成29年７月１日現在、 「あ」 
　  ～「ん」は８月１日現在の情報を掲載しています
　  が、一部加筆・修正した箇所があります。
※ 現代仮名遣いにない文字は省いていますが、 「をと
　 め」の「を」は旧仮名遣いを用いています。

【
お
】
狭
山
茶
の
歌
も
い
ろ

い
ろ
。
仕
事
歌
と
し
て
歌

い
継
が
れ
て
き
た
狭
山
茶

造
り
唄
な
ど
の
ほ
か
、
昭

和
期
に
宣
伝
の
た
め
に
作

ら
れ
た
歌
の
レ
コ
ー
ド
な

ど
も
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
茶
ッ
茶
小
唄
」
や
「
狭
山

茶
音
頭
」
な
ど
、
振
り
付

け
の
つ
い
た
歌
は
盆
踊
り

会
場
で
踊
ら
れ
る
こ
と
も
。

●の

●ま
ま
ん
が
の

ま
ん
じ
ゅ
う

【
ま
】
入
間
市
出
身
の
２
人
の
漫
画
家
が
コ
ラ

ボ
し
た
作
品
（
入
間
市
が
舞
台
！
）
に
登
場
す

る
狭
山
茶
を
使
っ
た
架
空
の
ま
ん
じ
ゅ
う
「
い

る
ま
ん
じ
ゅ
う
」
。
商
品
化
し
て
ほ
し
い
、
と

市
内
の
中
学
生
が
市
長
に
送
っ
た
手
紙
が
き
っ

か
け
と
な
り
、
商
品
化
が
実
現
し
ま
し
た
。
今

で
は
入
間
市
名
物
と
し
て
す
っ
か
り
定
着
。

手紙を送った
カピー・アレクスィーさん

●く
【
く
】
平
成
19
年
、

入
間
市
博
物
館

ア
リ
ッ
ト
所
蔵
の

「
狭
山
茶
の
生
産
用

具
」
２
５
５
点
が
、
他

の
茶
産
地
に
先
駆
け
て

国
登
録
有
形
民
俗
文
化

財
に
な
り
ま
し
た
。
長
年

に
わ
た
り
多
く
の
市
民
か

ら
寄
贈
し
て
い
た
だ
い
た
茶
の
栽
培
と

加
工
に
関
す
る
用
具
の
貴
重
な
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
す
。
各

工
程
で
使
う
道
具
が
幅
広
い
年
代
に
わ
た
り
網
羅
的
に
収

集
さ
れ
た
点
も
評
価
さ
れ
て
い
ま
す
。
現
在
そ
の
一
部
が

ア
リ
ッ
ト
で
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

国
登
録

有
形
民
俗
文
化
財

5 広報いるま　平成29年7月1日号
入間市役所　☎04－2964－1111
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研
究
所
、

あ
り
ま
す

●け

【
け
】
市
内
上
谷
ケ
貫
に
あ
る
埼
玉
県

茶
業
研
究
所
は
、
茶
の
栽
培
・
製
茶

技
術
や
品
種
改
良
な
ど
の
研
究
を
行

う
県
内
唯
一
の
機
関
で
す
。
昭
和
３

年
に
入
間
市
の
前
身
の
一
つ
で
あ
る

豊
岡
町
に
設
立
さ
れ
た
の
が
始
ま
り

で
す
。
そ
の
後
、
移
転
や
名
称
・
組

織
の
変
更
な
ど
を
経
て
現
在
に
至
り

ま
す
。
入
間
市
役
所
は
、
茶
業
研
究

所
の
跡
地
に
建
っ
て
い
ま
す
。

●ふ 深
蒸
し

●え
江
戸
へ

【
え
】
江
戸
時
代
後
期
、
吉よ

し
か
わ川

温よ
し
ず
み恭

ら
に
よ
っ
て
復
興
さ

れ
た
狭
山
茶
。
そ
の
販
路
は
江
戸
の
山や

ま
も
と本
嘉か

へ

え

兵
衛
（
山

本
山
）
ら
の
茶
商
で
し
た
。
文
政
2
（
１
８
１
９
）
年

６
月
に
、
初
め
て
の
取
り
引
き
が
行
わ
れ
、
宇
治
な
ど

の
高
級
煎
茶
に
も
劣
ら
な
い
品
質
と
評
価
さ
れ
た
も
の

も
あ
り
ま
し
た
。
大
消
費
地
へ
の
販
路
を
得
て
、
本
格

的
な
茶
産
地
と
し
て
の
地
歩
を
固
め
て
い
き
ま
し
た
。浮世絵（山本茶店前美人）歌川国芳画　入間市博物館蔵

日本橋の山本山の店先を描いた作品。山本嘉兵衛が宣伝用に描かせたものと考えられます

現在の入間市役所の場所にあった埼玉県
茶業研究所。昭和46年に現在地に移転

カラー写真：現在の埼玉県茶業研究所

【
ふ
】
蒸
す
時
間
を

普
通
の
煎
茶
よ
り
も
２
～
３
倍
ほ
ど
長
く
、

60
～
120
秒
蒸
し
た
お
茶
が
「
深
蒸
し
茶
」
。
長
く
蒸

す
こ
と
で
渋
み
が
抑
え
ら
れ
て
甘
み
が
増
し
、
葉

が
細
か
く
な
る
の
で
、
い
れ
た
時
に
は
濃
い
緑
色

に
。
狭
山
茶
の
主
流
は
こ
の
タ
イ
プ
。

●て
手
も
み

の
技

【
て
】
製
茶
は
、
茶
葉
に
75
～
80
％

含
ま
れ
る
水
分
を
４
～
５
％
ま
で
乾

燥
さ
せ
て
い
く
作
業
で
す
。
手
も
み

茶
で
は
、
焙ほ

い

炉ろ

と
呼
ば
れ
る
乾
燥
台

の
上
で
、
蒸
し
た
茶
葉
を
５
時
間
ほ

ど
か
け
も
み
、
乾
燥
さ
せ
ま
す
。
手

も
み
の
各
工
程
は
、
そ
の
ま
ま
機
械

製
茶
の
基
礎
と
な
っ
て
い
ま
す
。

紅
茶
や

コ
ー
ラ
や
…

●こ
【
こ
】
二
番
茶
の
利
用
拡
大

は
狭
山
茶
業
に
と
っ
て
も
大

き
な
課
題
。
近
年
、
こ
の

二
番
茶
を
利
用
し
た
紅
茶
の

製
造
に
取
り
組
む
生
産
者
が

増
え
、
「
和
紅
茶
」
な
ら
で

は
の
や
さ
し
い
味
わ
い
と
香

り
に
フ
ァ
ン
も
増
え
て
い
ま

す
。
四
番
茶
を
利
用
し
た
狭

山
茶
コ
ー
ラ
も
人
気
で
す
。

蒸機へ送られる茶葉

▼

▼

▼

回転もみもみ切り

でんぐり

葉ぶるい

■５



●あ
ア
リ
ッ
ト
で

学
ぶ
狭
山
茶

【
あ
】
入
間
市
博
物
館
Ａ
Ｌ
Ｉ
Ｔ
（
ア
リ

ッ
ト
）
は
、
全
国
で
も
珍
し
い
お
茶
の
博

物
館
。
狭
山
茶
は
も
ち
ろ
ん
、
世
界
各
地

の
お
茶
の
こ
と
ま
で
幅
広
く
資
料
を
収
集

し
、
調
査
研
究
を
行
っ
て
い
ま
す
。
煎
茶

道
具
や
お
茶
の
浮
世
絵
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
も

充
実
。
公
開
講
座
Ａ
Ｌ
Ｉ
Ｔ
お
茶
大
学
や

さ
ま
ざ
ま
な
体
験
事
業
を
通
じ
て
、
お
茶

に
つ
い
て
楽
し
く
学
べ
る
機
会
も
提
供
し

て
い
ま
す
。
学
校
と
の
連
携
も
充
実
。

●み
【
み
】
茶
の
実
の
中
に
は

１
～
４
個
の
種
が
入
っ
て
い

ま
す
。
茶
園
を
示
す
地
図
記
号

は
、
こ
の
茶
の
実
を
か
た
ど
っ
た
も

の
で
す
。
茶
業
が
国
の
重
要
な
産
業

で
あ
っ
た
こ
と
を
背
景
に
、
明
治
時

代
に
定
め
ら
れ
ま
し
た
。

実
か
ら

地
図
記
号

大
坂
城
に
利
休
が
建
て
た

茶
室
（
原
寸
大

復
元
模
型
）

「
∴
」

田能村竹田ゆかりの煎茶道具（江戸時代）

特 集

●さ
「
狭
山
会
社
」 

か
ら

「
狭
山
茶
」

【
さ
】
明
治
８
（
１
８
７
５
）
年
、
製
茶

業
者
30
名
に
よ
っ
て
黒
須
村
（
現
・
入
間

市
）
に
設
立
さ
れ
た
狭
山
会
社
。
外
国
商

館
を
通
さ
ず
、
日
本
人
だ
け
で
お
茶
の
直

輸
出
を
行
う
日
本
初
の
会
社
で
し
た
。
活

動
期
間
は
わ
ず
か
８
年
余
り
で
し
た
が
、

こ
の
狭
山
会
社
に
よ
っ
て
「
狭
山
茶
」
の

名
称
と
ブ
ラ
ン
ド
が
確
立
し
た
の
で
す
。

●き
【
き
】
煎
茶
を
い
れ
る
の
に
欠
か
せ
な
い

道
具
、
急
須
。
江
戸
時
代
に
中
国
の
湯
わ

か
し
を
ヒ
ン
ト
に
日
本
で
発
明
さ
れ
た
道

具
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
入
間
市
で

は
、
窓
口
で
婚
姻
届
を
出
し
た

方
に
急
須
と
狭
山
茶
を

プ
レ
ゼ
ン
ト
し
て

い
ま
す
。

急
須
で
い
れ
る

「狭山会社」輸出茶用ラベル
繁田昌利氏蔵

▶

●め
名
人
芸

【
め
】
毎
年
全
国
手
も
み

茶
品
評
会
で
も
高
い
評
価

を
得
て
い
る
手
も
み
狭
山

茶
。
味
や
香
り
は
も
ち
ろ

ん
の
こ
と
、
針
の
よ
う
に

細
く
美
し
く
仕
上
げ
ら
れ

た
そ
の
姿
は
、
さ
な
が
ら

「
味
わ
う
工
芸
品
」
で
す
。

5
広報いるま　平成29年8月1日号

入間市役所　☎04－2964－1111

普
通
の
煎
茶
よ
り
も
２
～
３
倍
ほ
ど
長
く
、

に
。
狭
山
茶
の
主
流
は
こ
の
タ
イ
プ
。

●ゆ
【
ゆ
】
幕
末
の
開
国

後
、
茶
は
生
糸
に
次

ぐ
主
要
な
輸
出
品
で

し
た
。
狭
山
茶
も
ア

メ
リ
カ
な
ど
へ
輸
出

さ
れ
、
砂
糖
や
ミ
ル

ク
を
入
れ
て
飲
ま
れ

て
い
た
そ
う
で
す
。

輸
出
の

歴
史

■６
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小
学
生
も

お
茶
づ
く
り

【
し
】
入
間
市
で
は
、
全
て
の

小
中
学
校
で
「
狭
山
茶
と
ふ

れ
あ
う
教
育
」
を
実
践
。
小

学
校
で
は
、
地
場
産
業
と
し

て
の
狭
山
茶
を
体
験
や
博
物

館
見
学
な
ど
を
交
え
て
学
び

ま
す
。
写
真
は
市
役
所
茶
園

で
の
茶
摘
み
。
学
校
で
の
お

茶
づ
く
り
に
使
い
ま
す
。

●し

背
筋
を

の
ば
し
て

●せ
【
せ
】
「
狭
山
茶
と
ふ
れ
あ

う
教
育
」
の
一
環
と
し
て

全
中
学
校
で
実
施
さ
れ
て

い
る
「
盆ぼ

ん

点て

前ま

え

」
の
授

業
。
茶
道
の
先
生
の
指
導

で
、
茶
の
湯
の
精
神
と
作

法
を
学
び
ま
す
。
仕
上
げ

に
生
徒
が
自
ら
の
点
前
で

お
も
て
な
し
す
る
授
業
も

●ひ
品
種

い
ろ

い
ろ

【
ひ
】
米
に
コ
シ
ヒ
カ
リ

な
ど
の
品
種
が
あ
る
よ
う

に
、
茶
に
も
品
種
が
あ
り

ま
す
。
全
国
で
最
も
多
く
栽

培
さ
れ
て
い
る
品
種
は
「
や

ぶ
き
た
」
。
埼
玉
県
で
も
７
割

近
く
を
占
め
ま
す
。
優
れ
た
性

質
を
持
っ
た
茶
の
木
を
品
種
と

し
て
増
や
す
た
め
に
は
、
茶
の

木
に
自
然
に
実
っ
た
種
か
ら
で

は
な
く
、
挿
し
木
で
増
や
し
ま

す
。
県
茶
業
研
究
所
で
は
、
多

様
な
性
質
の
茶
の
木
同
士
を
交

配
し
、
長
い
年
月
を
か
け
て
品
種

の
育
成
を
行
っ
て
い
ま
す
。
現
在
、

「
さ
や
ま
か
お
り
」
「
ふ
く
み
ど
り
」

「
お
く
は
る
か
」
な
ど
10
品
種
が
埼
玉

県
の
育
成
成
果
と
し
て
登
録
さ
れ
て

い
ま
す
。

●ん
ん
～
、

お
い
し
い
ね
。

【
ん
】
色
は
静
岡
、
香
り
は
宇
治

よ
、
味
は
狭
山
で
ト
ド
メ
さ
す
…

な
ん
て
っ
た
っ
て
や
っ
ぱ
り

お
い
し
い
の
は
狭
山
茶
！ 。

●も
も
ま
な
い
狭
山
茶

【
も
】
抹
茶
は
、
蒸
し

た
茶
葉
を
も
ま
ず
に

乾
燥
さ
せ
て
作
り
ま

す
。
ス
イ
ー
ツ
な
ど
の

新
需
要
に
対
応
し
、
県

茶
業
研
究
所
で
は
、
今

年
度
か
ら
抹
茶
製
造

設
備
の
整
備
に
取
り

組
む
計
画
で
す
。
博
物

館
で
は
、
慈
光
寺
の
茶

葉
で
中
世
の
抹
茶
再

現
実
験
に
挑
戦
中
。

ゆ ス
イ
ッ
チ
Ｏ
Ｎ
！

●す

【
す
】
現
在
、
通
常

の
製
茶
は
自
動
化

さ
れ
た
機
械
で
行

わ
れ
ま
す
。
そ
れ

で
も
、
生
葉
の
状

態
、
当
日
の
気
象

条
件
な
ど
に
合
わ

せ
、
さ
ま
ざ
ま
な

調
整
が
行
わ
れ
ま

す
。
手
も
み
で
培

っ
た
勘
や
経
験
も

も
の
を
言
い
ま
す
。

製茶機械は、基本的に手もみの各
工程を機械に置き換え、組み合せ
たもの。茶工場の中で大量の茶葉
が順次処理されていきます。

企画・編集

入間市企画部広報課

●？
狭
山
茶
の
こ
と
を

も
っ
と
詳
し
く

知
り
た
く
な
っ
た
ら
…

改訂版

『 狭山茶の歴史と現在』
博物館アリット、市役所

市政情報コーナーで販売中

（300円）

取材協力・写真提供（敬称略・順不同）

カピー・アレクスィー　繁田昌利　比留間嘉章

文字山保雄　東町小学校　東町中学校　入間市茶

業協会　入間市手揉狭山茶保存会　入間市博物館

アリット　入間市博物館ボランティア会（八木手揉

み狭山茶道場）斉木園   （一社）埼玉県茶業協会　埼玉

県茶業研究所　茶人　都幾山慈光寺　豊岡小学校

　 中島園　㈱増田園本店　入間市文化創造アトリエ

アミーゴ
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