
昭和
しょうわ

４１年
ねん

 

いよいよ市
し

に！ 

 

 

①この辺
あた

りは、 昔
むかし

から「入間
い る ま

野
の

」と呼
よ

ばれていたこと。（「吾妻
あ ず ま

鏡
かがみ

」による） 

また、ここで作
つく

られている生産物
せいさんぶつ

に「入間
い る ま

」の文字
も じ

が盛
さか

んに使
つか

われていて一般的
いっぱんてき

 

であることから。 

②漢字
か ん じ

も、「入」は豊
ゆた

かな 収 入
しゅうにゅう

、「間」は「太陽
たいよう

を囲
かこ

んだ平和
へ い わ

な生活
せいかつ

を 営
いとな

むこと」を 表
あらわ

す。 

―――――このような理由
り ゆ う

で 選
えら

ばれた名前
な ま え

です――――― 

 

いるま・こども郷土
きょうど

資料
しりょう

 

どんなところ？ぼくのまち 

Ｎｏ.１ 入間市
い る ま し

の誕生
たんじょう

  

 

 

     とんちゃん 

 

 

 

 ここ、埼玉県
さいたまけん

 入間市
い る ま し

です。 

地図
ち ず

のなかでは、 

北緯
ほ く い

35度
ど

49分
ふん

・東経
とうけい

139度
ど

23分
ふん

（市
し

役所
やくしょ

の位置
い ち

） 

面積
めんせき

は、４４．６９ ㎢
ヘイホウキロメートル

（平成
へいせい

２７年
ねん

３月
がつ

６日現在
げんざい

） 

 

 

 

入間市
い る ま し

は、いろいろな町
まち

や村
むら

が一緒
いっしょ

に 

なってできた市
し

です。 

 

・そのときの人口
じんこう

は、4万
まん

6,234人
にん

 

        

・次
つぎ

の年
とし

、西武
せ い ぶ

町
まち

（現在
げんざい

の仏子
ぶ し

、野田
の だ

、新光
しんこう

） 

が一緒
いっしょ

になって、 5万
まん

5,158人
にん

 

        

・平成
へい せい

25年
ね ん

７月
が つ

現在
げん ざい

１５万
ま ん

２４３人
に ん

 

 

 

 

 

そこで、 新
あたら

しい市
し

の名前
な ま え

を広
ひろ

く募集
ぼしゅう

したところ… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昭和
しょうわ

56年
ねん

には、市民
し み ん

アンケート調査
ちょうさ

の結果
け っ か

をもとに、次
つぎ

のものも決
き

まりました。 
市
し

の花
はな

…茶
ちゃ

の花
はな

     市
し

の鳥
とり

…ヒバリ    市
し

の木
き

…けやき 

 

 

 

 

参考
さんこう

資料
しりょう

「入
いる

間
ま

市
し

史
し

近
きん

代
だい

２・現代
げんだい

史料編
しりょうへん

」  「埼玉
さいたま

大百科
だいひゃっか

事典
じ て ん

」 

    「入間市史
い る ま し し

近代
きんだい

２・通史編
つうしへん

」    「市
し

報
ほう

いるま」 

    「いるま 1996市制
し せ い

施行
し こ う

30周 年
しゅうねん

記念
き ね ん

市勢
し せ い

要覧
ようらん

」 

「入間市
い る ま し

」が誕 生
たんじょう

したのは、昭和
しょうわ

41年
ねん

11月
がつ

1
つい

日
たち

のことでした。 

 

－入間
い る ま

市立
し り つ

図書館
としょかん

－ 

協 力
きょうりょく

・入間市
い る ま し

博物館
はくぶつかん

 

 

 

・入間
い る ま

 ・入間
い り ま

 ・入間
い る ま

野
の

 ・金子
か ね こ

 

・埼玉
さいたま

 ・ 修
しゅう

武
ぶ

 ・豊
とよ

武
たけ

 ・東豊岡
ひがしとよおか

 

・武州
ぶしゅう

 ・武蔵
む さ し

 ・武蔵
む さ し

豊岡
とよおか

 ・ 豊
ゆたか

 など 

 

こんな名前
な ま え

が寄
よ

せられました。 

選
えら

ばれた「入間
い る ま

」という名前
な ま え

は？ 

 

応募点
おうぼてん

数
すう

１，０２４点
てん

の中
なか

から兵庫県
ひょうごけん

に住
す

む主婦
し ゅ ふ

の方
かた

がデザイン

したマークになりました。 

入間
い る ま

の「入」を若
わか

鷲
わし

の 形
かたち

にし、円
えん

は、市
し

の円満
えんまん

・融和
ゆ う わ

と団結
だんけつ

を、

中 央
ちゅうおう

の白
しろ

い部分
ぶ ぶ ん

は、市
し

の躍進
やくしん

・向 上
こうじょう

を 表
あらわ

したもの。 

 

一緒
いっしょ

に<市
し

章
しょう

>（市
し

のマーク）も決
き

まる！ 

 

うわ～っ 約
やく

３倍
ばい

になったんだ 

いるまニュース！！ 

応募
お う ぼ

市名
し め い

 ２９７点
てん

 応募者
おうぼしゃ

数
すう

２，３３２人
にん

 

僕
ぼく

の住
す

んでいる 

所
ところ

は… 

 

金子
か ね こ

村
むら

 

宮寺村
みやでらむら

 

藤沢村
ふじさわむら

 

豊岡町
とよおかまち

 西武
せ い ぶ

町
まち

 

元狭山村
もとさやまむら

 

 

東金子
ひがしかねこ

村
むら

 

 

合併
がっぺい

状 況
じょうきょう

 

東京都
とうきょうと

へ 

 

平成
へいせい

２８年
   ねん

には新た
あら  

な観光
かんこう

大使
た い し

「いるティー」が誕 生
たんじょう

しました。 

お相撲
  すもう

好き
ず  

 

なひばりの 

男
おとこ

の子
こ

です。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いるまの文化
ぶ ん か

財
ざい

 

国
くに

指定
し て い

重 要
じゅうよう

文化
ぶ ん か

財
ざい

 

入間市
い る ま し

には数多く
かずおおく

の指定
し て い

・登録
とうろく

文化
ぶ ん か

財
ざい

があります。 

 

・国
くに

指定
し て い

重 要
じゅうよう

文化
ぶ ん か

財
ざい

 ２件
けん

 

・埼玉県
さいたまけん

指定
し て い

文化
ぶ ん か

財
ざい

 ２件
けん

 

・入間市
い る ま し

指定
し て い

文化
ぶ ん か

財
ざい

 70件
けん

 

・国
くに

登録
とうろく

有形
ゆうけい

文化
ぶ ん か

財
ざい

 3件
けん

 

（201６年
ねん

６月
がつ

現在
げんざい

） 

埼玉県
さいたまけん

指定
し て い

文化
ぶ ん か

財
ざい

 

入間市
い る ま し

指定
し て い

文化
ぶ ん か

財
ざい

 

国
くに

登録
とうろく

有形
ゆうけい

文化
ぶ ん か

財
ざい

 

文化
ぶ ん か

財
ざい

の読
よ

み方
かた

は、一部
い ち ぶ

はっき

りしない 所
ところ

があります。 

「 付
つけたり

」は「及
およ

び」の意味です。 

文化
ぶ ん か

財
ざい

のうち一部
い ち ぶ

は、「いる

ま・こども郷土
きょうど

資料
しりょう

」の中
なか

で詳
くわ

しく説明
せつめい

しています。 

①高倉寺
こう そうじ

観音堂
かんのんどう

付 棟 札
つけたりむなふだ

一枚
いちまい

 

②円
えん

照寺
しょうじ

の板碑
い た び

 

⑦製茶
せいちゃ

用具
よ う ぐ

一式
いっしき

 

㊳ 旧
きゅう

西
にし

沢
ざわ

家
け

住
じゅう

宅
たく

 

○54宮寺
みやでら

旧坊村
きゅうぼうむら

八雲
や く も

神社
じんじゃ

祭礼
さいれい

古文書
こも んじょ

および太子堂
たい しどう

大般若経
だいはんにゃきょう

付
つけたり

神輿
み こ し

、 幟
のぼり

と原書
げんしょ

、般若心経
はんにゃしんぎょう

供
く

養
よう

塔
とう

、奉納
ほうのう

俳句
は い く

額
がく

、版木
は ん ぎ

、木像上宮
もくぞうじょうぐう

皇太子
こう たいし

憲法
けんぽう

扁額
へんがく

 

○72西久保家
に し く ぼ け

旧 蔵
きゅうぞう

古今
こ き ん

雛
びな

 

⑤東光寺
とう こうじ

の梵 鐘
ぼんしょう

 

㉟東光寺
とう こうじ

の多
た

羅
ら

葉
よう

 

⑥藤沢
ふじさわ

の獅子舞
し し ま い

 

㉖熊野
く ま の

神社
じんじゃ

の大杉
おおすぎ

 

⑧ 重
かさねて

闢
ひらく

茶
ちゃ

場
じょう

碑
のひ

及
およ

び茶場後碑
ちゃじょうこうひ

 

⑬出雲
い ず も

祝
いわい

神社
じんじゃ

文書
もんじょ

 

○62西
にし

三ツ木
み つ ぎ

ばやし 

④西久保
に し く ぼ

観世音
かん ぜおん

の鉦
かね

はり 

 

○56宮寺
みやでら

大日山
だいにちやま

の石造
せきぞう

大日如来像
だいにちにょらいぞう

 

⑪蓮花院
れん げいん

の鰐
わに

口
ぐち

 

㊵蓮花院
れん げいん

観音堂
かんのんどう

付
つけたり

勧進帳
かんじんちょう

 

○73木造
もくぞう

千手観音
せんじゅかんのん

菩薩
ぼ さ つ

立像
りつぞう

 

○74 千日
せんにち

回向
え こ う

名号塔
みょうごうとう

 

㉝長谷部家
は せ べ け

箱書
はこがき

付
つけたり

古文書
こも んじょ

  

 
○69春日

か す が

神社本
じんじゃほん

殿
でん

付
つけたり

棟札
むねふだ

 

㊲ 旧
きゅう

黒
くろ

須
す

銀
ぎん

行
こう

 

○75○76 旧
きゅう

石川組
いしかわぐみ

製糸
せ い し

西洋館
せいようかん

（本館
ほんかん

・別館
べっかん

） 

○68歌舞伎
か ぶ き

｢九変化
く へ ん げ

扁額
へんがく

｣ 

㉑高倉
たかくら

祇園
ぎ お ん

太鼓
だ い こ

 

㊸高倉
たかくら

氷川
ひ か わ

神社
じんじゃ

の懸 仏
かけほとけ

 

○63高倉
たかくら

ばやし  

○65高倉
たかくら

氷川
ひ か わ

神社本
じんじゃほん

殿
でん

付 棟 札
つけたりむなふだ

 

㊽豊岡
とよおか

温故
お ん こ

公園
こうえん

の道 標
どうひょう

 

○58 彰
しょう

義
ぎ

隊
たい

遭
そう

難
なん

者
しゃ

の碑
ひ

付
つけたり

地
じ

蔵
ぞう

 

 
㊼ 扇

おうぎ

町屋
ま ち や

下 町
しもちょう

の道祖神
どう そしん

道 標
どうひょう

 

㉒手
て

もみ狭山
さ や ま

茶
ちゃ

 

㉓志茂
し も

町
ちょう

屋台
や た い

 

○66鉄造
てつぞう

不動明王
ふどうみょうおう

立像
りつぞう

 

○51小谷田
こ や た

氷川
ひ か わ

神社
じんじゃ

 

本殿
ほんでん

付 棟 札
つけたりむなふだ

一枚
いちまい

 ㉜橋
はし

本
もと

家
け

文
もん

書
じょ

 

㊴斉藤家
さい とうけ

の灯台
どうだん

躑躅
つ つ じ

 

⑲沢
さわ

田家
だ け

文書
もんじょ

 

㉚十三仏結
じゅうさんぶつけち

衆
じゅう

板碑
い た び

 

○60藤沢
ふじさわ

橋
ばし

石造物群
せきぞうぶつぐん

 

⑰上藤沢
かみふじさわ

の六道
ろくどう

地蔵
じ ぞ う

 

㉞川
かわ

口
ぐち

家
け

の大
おお

榎
えのき

 

㉘宮
みや

寺
でら

氏
し

館
やかた

跡
あと

 

⑮大森
おおもり

氏
し

・加藤
か と う

氏
し

の宝篋印塔
ほうきょういんとう

 

⑱栗
くり

原
ばら

家
け

文書
もんじょ

 

○53 石造
せきぞう

閻魔
え ん ま

大王像
だいおうぞう

 

㊺二
に

本
ほん

木
ぎ

上
かみ

宿
しゅく

の道
どう

標
ひょう

 

⑭金子
か ね こ

氏
し

一族
いちぞく

の宝 篋
ほうきょう

印塔
いんとう

付
つけたり

位牌
い は い

 

⑨西
にし

三ツ木
み つ ぎ

の高札場
こう さつば

 

㊱百万遍
ひゃくまんべん

念仏
ねんぶつ

数珠
じ ゅ ず

一式
いっしき

 

㊶寺
てら

竹
だけ

白
しら

鬚
ひげ

神社
じんじゃ

の懸 仏
かけぼとけ

 

 

⑯上
かみ

谷
や

ヶ
が

貫
ぬき

の獅
し

子
し

舞
まい

 

㊷八幡
はちまん

神社
じんじゃ

の懸 仏
かけほとけ

 

㉛滝
たき

澤
ざわ

家
け

文
もん

書
じょ

 

㊿豊泉寺
ふ せ ん じ

の庭園
ていえん

（ていえん）  

㉛滝
たき

澤
ざわ

家
け

文
もん

書
じょ

 

○57三輪
み わ

神社
じんじゃ

の天 井
てんじょう

絵
え

、 幟
のぼり

原書
げんしょ

および 

旧
きゅう

本
ほん

殿
でん

付
つけたり

幟
のぼり

、 旧
きゅう

本
ほん

殿
でん

棟札
むねふだ

 

○61中島家
なか じまけ

文書
もんじょ

および千人
せんにん

同心
どうしん

道 中
どうちゅう

着
ぎ

 

㉔新
あら

久
く

窯跡
かまあと

 

㊹ 明
みょう

王
おう

寺
じ

の鰐
わに

口
ぐち

 

○67 明
みょう

王
おう

寺
じ

の｢献
けん

春
しゅん

の部
ぶ

発句
ほ っ く

｣俳句
は い く

額
がく

 

⑳新
あら

久
く

ばやし 

 
㊻ 扇

おうぎ

町
まち

屋
や

上
かみ

町
ちょう

の道
どう

標
ひょう

 

㉗円
えん

照
しょう

寺
じ

不
ふ

動
どう

堂
どう

付 棟 札
つけたりむなふだ

 

㉙建
けん

長
ちょう

五
ご

年
ねん

銘
めい

板
いた

碑
び

 

○59野田
の だ

白
しら

髭
ひげ

神社
じんじゃ

旧 本
きゅうほん

殿
でん

  

○64野田
の だ

ばやし  

⑫新
あら

井
い

家
け

文
もん

書
じょ

付
つけたり

鑓
やり

一
ひと

口
くち

 

㉕高正寺
こうしょうじ

の板碑
い た び

 

○70野田
の だ

山王
さんのう

塚
づか

石造物群
せきぞうぶつぐん

 

③円
えん

照寺
しょうじ

裏墓跡
うらはかあと

出土
しゅつど

蔵
ぞう

骨
こつ

器
き

及
およ

び 

板石塔婆
いたいしとうば

付
つけたり

板石塔婆残欠
いたいしとうばざんけつ

6 

○77狭山
さ や ま

茶
ちゃ

の生産
せいさん

用具
よ う ぐ

 

○55旗
はた

本
もと

土
つち

屋
や

氏
し

の墓
はか

付
つけたり

墓
はか

石
いし

１基
き

 

㊾中神
なかがみ

の百万遍
ひゃくまんべん

供養塔
くよ うとう

道 標
どうひょう

 

○52 納 経
のうきょう

帳
ちょう

付
つけたり

巡 礼
じゅんれい

供養
く よ う

塔
とう

 

⑩西久保
に し く ぼ

観世音
かん ぜおん

の榧
かや

 

 

○71久保
く ぼ

稲荷
い な り

神社
じんじゃ

の狐 塚
きつねづか

 

及び
およ  

手水
ちょうず

鉢
ばち

 



いるま・こども郷土
きょうど

資料
しりょう

 

どんなところ？ぼくのまち   

Ｎｏ.２ 入間市
い る ま し

の地名
ち め い

（１） 

― 地名
ち め い

の由来
ゆ ら い

 ―  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五十音
ごじゅうおん

順
じゅん

に並
なら

んでいます！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※嘉名
か め い

…良
よ

い名前
な ま え

・立派
り っ ぱ

な 

名前
な ま え

のこと。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－入間
い る ま

市立
し り つ

図書館
としょかん

－ 

協 力
きょうりょく

・入間市
い る ま し

博物館
はくぶつかん

 

 

市
し

の名前
な ま え

としての「入間
い る ま

」は、市制
し せ い

施行
し こ う

にあたって、一般
いっぱん

公募
こ う ぼ

により決
き

められたもの。名前
な ま え

の由来
ゆ ら い

は、昔
むかし

から、越
おっ

辺
ぺ

川
がわ

と多摩
た ま

丘 陵
きゅうりょう

に挟
はさ

まれた、この辺
あた

りのことを「入間郡
いるまぐん

」と呼
よ

んでいたことによる。（記録
き ろ く

としては「続日本
しょくにほん

紀
ぎ

」にみることができます） 

「入間
い る ま

」の意味
い み

は、 

①地形
ち け い

から来
き

たものといわれる。 

 谷
たに

の奥
おく

の狭間
は ざ ま

という意味
い み

。 「さいたまの地名
ち め い

」より 

②「間
ま

に入
はい

ること」を意味
い み

する。 

 高麗
こ ま

本郷
ほんごう

の中央
ちゅうおう

に割
わ

りこんでいたから。 「日本
に ほ ん

地名
ち め い

ルーツ辞典
じ て ん

」より 

③アイヌ語
ご

で「熊
くま

の道
みち

」という意味
い み

だという。 「さいたまの地名
ち め い

」より 

など、いろいろな説
せつ

があります。 

 

入間（いるま） 

 

地名
ち め い

において「新久
あ ら く

」は新開墾地
しんかいこんち

の意味
い み

なので、ここも新田
しんでん

開発
かいはつ

にちなんで付
つ

けられたものと思
おも

われる。 

 

新久
あ ら く

  

①愛宕
あ た ご

神社
じんじゃ

の御神体
ごしんたい

が五本
ご ほ ん

骨
ぼね

の扇
おうぎ

であること

によるという説
せつ

。（新編武蔵風土記稿
し ん ぺ ん む さ し ふ ど き こ う

） 

②町
まち

の形
かたち

が扇形
おうぎがた

であることによるという説
せつ

。

（愛宕
あ た ご

神社
じんじゃ

縁起
え ん ぎ

） 

③町
まち

の前途
ぜ ん と

を祝
しゅく

した嘉名
か め い

※であるという説
せつ

。 

町
まち

が末広
すえひろ

がりに栄
さか

えていくことを祈
いの

って

「扇
おうぎ

」の字
じ

をつけた。 

「さいたまの地名
ち め い

」より 

 

扇
おうぎ

町屋
ま ち や

 

新久
あ ら く

 

 

鍛冶屋
か じ や

やたたら師
し

などの金工
きんこう

が多
おお

く

住
す

んでいたので、その「金工
きんこう

」がな

まって「金子
か ね こ

」になったという。 

（入間市史
い る ま し し

・さいたまの地名
ち め い

）より 

金子
か ね こ

 
① 黒洲

く ろ す

のあて字
じ

。入間
い る ま

川
がわ

を遠望
えんぼう

した印象
いんしょう

からつ

けられたという説
せつ

。（埼玉県
さいたまけん

地名誌
ち め い し

） 

②この場所
ば し ょ

で入
いる

間
ま

川
がわ

が大
おお

きく曲
ま

がっているため、

「くるり（矢冊）」あるいは、「くるわ（曲輪・郭）」

などの半円
はんえん

形
けい

の屈曲
くっきょく

をしめす用語
よ う ご

から派生
は せ い

し

たという説
せつ

。（黒須
く ろ す

地誌
ち し

） 

③「畔
はん

」の意味
い み

で、「畔
くろ

洲
す

」を「黒須
く ろ す

」の文字
も じ

に

あてはめたという説
せつ

。（豊岡町史
とよおかちょうし

） 

 

黒須
く ろ す

 

 

 

 

 

 

 

 

この 2 つの村
むら

が合併
がっぺい

した際
さい

にで

きた地名
ち め い

。 

 

駒形
こまがた

富士山
ふ じ や ま

 

 

この地区
ち く

にある三輪
み わ

神社
じんじゃ

の祭神
さいしん

、国津
く に つ

神
かみ

を社伝
しゃでん

の

中
なか

で「中神
なかがみ

」と称
しょう

してい

たことによるという。

（埼玉県
さいたまけん

地名誌
ち め い し

） 

 

中神
なかがみ

 

 

明治
め い じ

22年
ねん

、黒須
く ろ す

・高倉
たかくら

・

扇
おうぎ

町屋
ま ち や

・善蔵
ぜんぞう

新田
しんでん

の４ヶ

村
そん

が合併
がっぺい

して、町
まち

となっ

たとき、新
あたら

しい町
まち

の将来
しょうらい

を祝福
しゅくふく

するための嘉名
か め い

として名付
な づ

けられたもの

であるという。                

      （豊岡町史
とよおかちょうし

） 

豊岡
とよおか

 

どれが本当
ほんとう

かな？  

①鎮守
ちんじゅ

「高根
た か ね

明神
みょうじん

」を

まつっていたことによ

るという説
せつ

。

（新編武蔵風土記稿
しんぺんむさしふうどきこう

） 

②土地
と ち

の高
たか

い、山
やま

の根
ね

 

に位置
い ち

していること

によるという説
せつ

。 

（武蔵野
む さ し の

歴史
れ き し

地理
ち り

） 

 

高根
た か ね

 

 

①渡来人
とらいじん

にちなむもので、

「高倉
たかくら

」は「高麗
か く り

」の音
おと

を

国語化
こ く ご か

して呼
よ

んだものと

いう説
せつ

。（埼玉県
さいたまけん

地名誌
ち め い し

） 

②言
い

い伝
つた

えによると、ここに

昔
むかし

、「高倉
たかくら

御所
ご し ょ

」というも

のがあったことによると

いう説
せつ

。（豊岡町史
とよおかちょうし

） 

 

高倉
たかくら

 

 

享保
きょうほう

年間
ねんかん

（1716-1736）に、

扇
おうぎ

町屋
ま ち や

村
むら

の名主
な ぬ し

、粕谷
か す や

善蔵
ぜんぞう

らが中心
ちゅうしん

となっ

て、この土地
と ち

を開発
かいはつ

し

たことによるという。 

 

善蔵
ぜんぞう

新田
しんでん

 

 

駒形
こまがた

村
むら

 村
むら

の鎮守
ちんじゅ

の「駒形
こまがた

明神
みょうじん

」によるという。

（新編武蔵風土記稿
しんぺんむさしふうどきこう

） 

 

富士
ふ じ

山村
やまむら

 かつてここに

「富士
ふ じ

浅間
せんげん

神社
じんじゃ

」があった 

ことによるという。（合併史
がっぺいし

） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考
さんこう

資料
しりょう

 

「角川
かどかわ

日本
にっぽん

地名
ち め い

大辞典
だいじてん

⑪埼玉県
さいたまけん

」角川
かどかわ

書店
しょてん

 

「日本
にっぽん

地名
ち め い

ルーツ辞典
じ て ん

」創
そう

拓社
たくしゃ

 

「さいたまの地名
ち め い

」埼玉県
さいたまけん

 

「埼玉県
さいたまけん

地名誌
ち め い し

」韮塚一三郎著
にらつかひとさぶろうちょ

 北辰
ほくしん

図書
と し ょ

 

「地名
ち め い

語源
ご げ ん

辞典
じ て ん

」山中襄太著
やまなかじょうたちょ

 校倉
あぜくら

書房
しょぼう

 

「新編武蔵風土記稿
し ん ぺ ん む さ し ふ ど き こ う

」雄山閣
ゆうざんかく

出版
しゅっぱん

 

「武蔵野
む さ し の

歴史
れ き し

地理
ち り

」高橋
たかはし

源一郎編
げんいちろうへん

 有
あり

峰
みね

書店
しょてん

 

文中
ぶんちゅう

に、出典
しゅってん

が「 」で示
しめ

 

されていないものは、すべて

「角川
かどかわ

地名
ち め い

大辞典
だいじてん

」の内容
ないよう

を

抄録
しょうろく

（抜
ぬ

き書
か

き）したもので

す。興味
きょうみ

をもった人
ひと

は、ぜひ

一度
い ち ど

見
み

てみてください。 

 

地名
ち め い

には 

いろいろな歴史
れ き し

が 

かくれているんだね 

 

「新編武蔵風土記稿
しんぺんむさしふうどきこう

」によると、高麗郡
こ ま ぐ ん

、

阿須
あ ず

村
むら

（現在
げんざい

の飯能市阿須
は ん の う し あ ず

）の方
ほう

より望
のぞ

む

と、山続
さんぞく

の内
うち

に嶺
みね

の如
ごと

く見
み

えるところから

「峯村
みねむら

」といったという。それが高麗郡
こ ま ぐ ん

峯村
みねむら

（現在
げんざい

の坂戸市
さ か ど し

）と同名
どうめい

であることか

ら、「南
みなみ

」の字
じ

をつけて「南峯村
みなみみねむら

」とし

たという。     （南峯村
みなみみねむら

地誌
ち し

） 

 

南峯
みなみみね

南峰
みなみみね

 

 

 

鎌倉
かまくら

武士
ぶ し

、金子
か ね こ

十郎家
じゅうろういえ

忠
ただ

の妻
つま

の 諡
おくりな

※「木蓮院
もくれんいん

」

あるいは「木蓮寺
もくれんじ

殿
どの

」にちなんで、この地
ち

にある

曹洞宗
そうとうしゅう

瑞
ずい

泉寺
せ ん じ

を「木蓮院
もくれんいん

」、「木蓮寺
もくれんじ

」と呼
よ

んだ

ことから、それが村
むら

の名前
な ま え

になったという。 

（新編武蔵風土記稿
し ん ぺ ん む さ し ふ ど き こ う

） 

※ 諡
おくりな

…死
し

んでからおくる呼
よ

び名
な

のこと。 

 

木蓮寺
もくれんじ

 

 

①「フジ」とは、多
おお

く、小
ちい

さな

平地
へ い ち

や河岸
か が ん

段丘
だんきゅう

、谷頭
やつがしら

、鈍
どん

頂
ちょう

の山
やま

などにみられる地名
ち め い

なので、地形
ち け い

によるものであ

るという説
せつ

。（埼玉県
さいたまけん

地名誌
ち め い し

） 

②昔
むかし

、ここに「仏師
ぶ っ し

」が住
す

ん

でいて、それが元
もと

になったと

いう説
せつ

。 

（武蔵野
む さ し の

歴史
れ き し

地理
ち り

） 

③昔
むかし

、ここに「武士
ぶ し

」が住
す

ん

でいて、それが元
もと

になったと

いう説
せつ

。 （入間郡誌
い る ま ぐ ん し

） 

 

仏子
ぶ し

 

 

昔
むかし

、ここに 2本
ほん

の榎
えのき

の大木
たいぼく

があり、

「二本
に ほ ん

榎
えのき

」と呼
よ

んでいたものが、後
のち

に

「二本木
に ほ ん ぎ

」となったという。 

（新編武蔵風土記稿
し ん ぺ ん む さ し ふ ど き こ う

） 

二本木
に ほ ん ぎ

 

新久
あ ら く

 
 

武蔵七党
むさししちとう

の一
ひと

つ、丹党
たんとう

の野田
の だ

氏
し

が開拓
かいたく

したことによるという。         

         （郷土
きょうど

紹介
しょうかい

） 

野田
の だ

 

 

不老川
としとらずがわ

流域
りゅういき

に、クズやフジの植物
しょくぶつ

が、多
おお

く自生
じ せ い

していることに由来
ゆ ら い

するという。 

（藤沢
ふじさわ

郷土
きょうど

資料
しりょう

） 

現在
げんざい

は、不老川
としとらずがわ

の上 流
じょうりゅう

地域
ち い き

が上藤沢
かみふじさわ

、

下流
かりゅう

地域
ち い き

が下藤沢
しもふじさわ

、林
はやし

川
がわ

地域
ち い き

が東藤沢
ひがしふじさわ

に

なっています。 

藤沢
ふじさわ

 

①「宮
みや

」と「寺
てら

」の文字
も じ

から考えて
かんが    

、矢寺
や で ら

の西勝院
さいしょういん

と西久保
に し く ぼ

の寄木宮
よりきのみや

（出雲
い ず も

祝
いわい

神社
じんじゃ

）

が、この地
ち

にあったことからついた地名
ち め い

であるという説
せつ

。 （武
む

蔵
さし

野
の

話
ばなし

による説
せつ

） 

②西勝院
さいしょういん

が寄木宮
よりきのみや

の神宮寺
じんぐうじ

（神社
じんじゃ

に付属
ふ ぞ く

してたてられた寺
てら

のこと）であると考
かんが

え、

「神宮寺
じんぐうじ

」が略
りゃく

されて「宮寺
みやでら

」になったという説
せつ

。 （入間郡誌
い る ま ぐ ん し

による説
せつ

） 

③狭山
さ や ま

丘 陵
きゅうりょう

の平坦地
へいたんち

に宮
みや

があったため「宮平
みやでら

」と称
しょう

したものが、変化
へ ん か

して「宮寺
みやでら

」

になったという説
せつ

。 

①②③ともに「埼玉県
さいたまけん

地名誌
ち め い し

」より 

 

宮寺
みやでら

 

 

 

「ハナノキ（花木）」（カエデ科
か

の

落葉
らくよう

高木
こうぼく

、「ハナカエデ」ともい

う。）が、この地
ち

にあったことに

よるという。 

      （埼玉県
さいたまけん

地名誌
ち め い し

） 

花
はな

ノ木
き

 



いるま・こども郷土
きょうど

資料
しりょう

 

どんなところ？ぼくのまち       

Ｎｏ．３ 入間市
い る ま し

の地名
ち め い

（２） 

――町
まち

や村
むら

の名前
な ま え

のうつりかわり―― 

 

これは、現在
げんざい

の入間市
い る ま し

の地図
ち ず

です。きみのすんでいるところは、どこですか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下
した

の地図
ち ず

は、おなじ場所
ば し ょ

 

のむかしの地図
ち ず

です。 

まだ、入間市
い る ま し

はなくて、 

たくさんの小
ちい

さな村
むら

に 

わかれていました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

江戸
え ど

時代
じ だ い

～明治
め い じ

21年
ねん

の地図
ち ず

（「入間市史
い る ま し し

・民
みん

俗文化
ぞくぶんか

財編
ざいへん

」 参考
さんこう

）

－入間
い る ま

市立
し り つ

図書館
としょかん

－ 

協 力
きょうりょく

・入間市
い る ま し

博物館
はくぶつかん

 

 

明治
め い じ

時代
じ だ い

から現在
げんざい

までのあいだ、地方
ち ほ う

自治
じ ち

（そこに住
す

んでいる人
ひと

たち

が、自分
じ ぶ ん

たちの手
て

で町
まち

づくりをすること）をすすめるために、いろいろ

な制度
せ い ど

や法律
ほうりつ

ができました。 

このように、国
くに

の制度
せ い ど

や法律
ほうりつ

がかわることによって、わたしたちの住
す

む

町
まち

や村
むら

のかたちもだんだんかわっていったのです。 

※宮寺村
みやでらむら

の旧村
きゅうそん

の村境
むらざかい

と、藤沢村
ふじさわむら

のこまかい上
かみ

・中
なか

・下
しも

の村境
むらざかい

につ

いては、現在
げんざい

よくわかっていません。 

 

入間市
い る ま し

の地名
ち め い

はどのようにかわっていったのでしょうか？ 

（次
つぎ

のページで表
ひょう

にしてまとめました。） 

大
森 

矢
寺 

 

萩
原 

 

中
野 

  

小
ケ
谷
戸 

坊 

参考
さんこう

資料
しりょう

 

「入間市史
い る ま し し

」「入間市
い る ま し

のあゆみ」 

「日本史
に ほ ん し

辞典
じ て ん

」「國史
こ く し

大辞典
だいじてん

」 

「日本
に ほ ん

歴史
れ き し

地名
ち め い

大系
たいけい

⑪埼玉県
さいたまけん

 

の地名
ち め い

」 



 

・表
ひょう

にある「武蔵
む さ し

田園簿
でんえんぼ

」「武蔵
むさしの

国
こく

郷
ごう

帳
ちょう

」とは、年貢
ね ん ぐ

を徴 収
ちょうしゅう

するために村
むら

ごとにつくられた基礎
き そ

台帳
だいちょう

のことです。                          「日本
に ほ ん

歴史
れ き し

地名
ち め い

体系
たいけい

⑪埼玉県
さいたまけん

の地名
ち め い

」に加筆
か ひ つ

しました。 

武蔵
む さ し

田園簿
でんえんぼ

 

 

慶安
けいあん

２～３年
ねん

 

(1649～50年
ねん

) 

武蔵国
むさしのくに

郷帳
ごうちょう

 

［元禄
げんろく

郷帳
ごうちょう

］ 

元禄
げんろく

１２年
ねん

 

（1699年
ねん

） 

武蔵国
むさしのくに

郷帳
ごうちょう

 

［天保
てんぽう

郷帳
ごうちょう

］ 

天保
てんぽう

５年
ねん

 

（1834年
ねん

） 

大区
だ い く

小区制
しょうくせい

 

 

明治
め い じ

５～１１年
ねん

 

（1872～1878年
ねん

） 

地方
ち ほ う

行政
ぎょうせい

区画
く か く

便覧
びんらん

 

 

明治
め い じ

１９年
ねん

 

(1886年
ねん

) 

市町村制
しちょうそんせい

施行
し こ う

 

による町村名
ちょうそんめい

 

明治
め い じ

２２年
ねん

 

(1889年
ねん

) 

町村
ちょうそん

合併
がっぺい

促進法
そくしんほう

 

公布
こ う ふ

当時
と う じ

の町村名
ちょうそんめい

 

昭和
しょうわ

２８年
ねん

 

(1953年
ねん

) 

町村
ちょうそん

合併
がっぺい

促進法
そくしんほう

 

合併後
がっぺいご

の町村名
ちょうそんめい

 

昭和
しょうわ

３１年
ねん

 

(1956年
ねん

) 

市制
し せ い

施行
し こ う

 

 

昭和
しょうわ

４１年
ねん

 

(1966年
ねん

) 

江戸
え ど

時代
じ だ い

（前期
ぜ ん き

） 江戸
え ど

時代
じ だ い

（中期
ちゅうき

） 江戸
え ど

時代
じ だ い

（後期
こ う き

） 明治
め い じ

 大正
たいしょう

 昭和
しょうわ

 

扇子
お う ぎ

町屋
ま ち や

村
むら

 扇
おうぎ

町
まち

谷
や

村
むら

 
扇
おうぎ

町屋
ま ち や

村
むら

 

第
だい

3大区
だ い く

 

第
だい

4小区
しょうく

 

扇
おうぎ

町屋
ま ち や

村
むら

 

豊岡町
とよおかまち

 豊岡町
とよおかまち

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

武蔵町
むさしまち

 

 

 

豊岡
とよおか

地区
ち く

 

扇
おうぎ

町屋
ま ち や

新田
しんでん

 

黒須村
くろすむら

 黒須村
くろすむら

 黒須村
くろすむら

 黒須村
くろすむら

 

高倉村
たかくらむら

 高倉村
たかくらむら

 
高倉村
たかくらむら

 高倉村
たかくらむら

 

善蔵
ぜんぞう

新田
しんでん

 善蔵
ぜんぞう

新田
しんでん

 

藤沢村
ふじさわむら

 藤沢村
ふじさわむら

 藤沢村
ふじさわむら

 
第
だい

3大区
だ い く

 

第
だい

５小区
しょうく

 

上藤沢村
かみふじさわむら

 
藤沢村
ふじさわむら

 藤沢村
ふじさわむら

 藤沢
ふじさわ

地区
ち く

 
下藤沢村
しもふじさわむら

 

宮寺町
みやでらまち

 

宮寺
みやでら

大森
おおもり

新田村
しんでんむら

 
宮寺
みやでら

荻原
おぎわら

村
むら

 

第
だい

3大区
だ い く

 

第
だい

３小区
しょうく

 

※宮寺村
みやでらむら

 宮寺村
みやでらむら

 宮寺村
みやでらむら

 
宮寺
みやでら

・二本木
に ほ ん ぎ

地区
ち く

 

宮寺
みやでら

荻原
おぎわら

村
むら

 

宮寺
みやでら

矢
や

寺村
でらむら

 宮寺
みやでら

矢
や

寺村
でらむら

 

宮寺
みやでら

小谷戸
こ が や と

村
むら

 宮寺
みやでら

小谷戸
こ が や と

村
むら

 

宮寺
みやでら

中野村
なかのむら

 

宮寺
みやでら

中野村
なかのむら

 

宮野
み や の

新田
しんでん

 

宮寺
みやでら

新田
しんでん

 

宮寺坊村
みやでらぼうむら

 宮寺坊村
みやでらぼうむら

 

宮寺
みやでら

二本木村
に ほ ん ぎ む ら

 宮寺
みやでら

二本木村
に ほ ん ぎ む ら

 ※二
に

本
ほん

木
ぎ

村
むら

 ※元狭山村
もとさやまむら

 ※元狭山村
もとさやまむら

 

小谷田村
こ や た む ら

 小谷田
こ や た

村
むら

 
小谷田
こ や た

村
むら

 

第
だい

3大区
だ い く

 

第
だい

4小区
しょうく

 

小
こ

谷
や

田
た

村
むら

 
東金子
ひがしかねこ

村
むら

 東金子
ひがしかねこ

村
むら

 
西 せ

い

武 ぶ

町 ま
ち 

東金子
ひがしかねこ

地区
ち く

 小谷田
こ や た

武蔵
む さ し

野
の

新田
しんでん

 

新
あ

ラ
ら

久
く

村
むら

 新久村
あらくむら

 新久村
あらくむら

 新久
あ ら く

村
むら

 

上根岸村
かみねぎしむら

小谷内
こ や う ち

 小谷田
こ や た

村
むら

 
小谷田
こ や た

新田
しんでん

 
根
ね

岸
ぎし

村
むら

 

金子
か ね こ

村
むら

 

 

 

 

 

 

金子
か ね こ

村
むら

 

 

 

 

 

 

金子
か ね こ

地区
ち く

 

根
ね

岸
ぎし

新田
に っ た

・小谷田
こ や た

新田
しんでん

 

中神村
なかがみむら

 中神村
なかがみむら

 中神村
なかがみむら

 中神村
なかがみむら

 

花ノ木村
は な の き む ら

 花ノ木
は な の き

村
むら

 花ノ木
は な の き

村
むら

 花
はな

ノ
の

木
き

村
むら

 

谷ヶ貫村
や が ぬ き む ら

 
下
しも

谷
や

ヶ
が

貫
ぬき

村
むら

 下
しも

谷
や

ヶ
が

貫
ぬき

村
むら

 下
しも

谷
や

ヶ
が

貫
ぬき

村
むら

 

上
かみ

谷
や

ヶ
が

貫
ぬき

村
むら

 上
かみ

谷
や

ヶ
が

貫
ぬき

村
むら

 上
かみ

谷
や

ヶ
が

貫
ぬき

村
むら

 

三
み

ツ
つ

木
ぎ

村
むら

 三
み

ツ
つ

木
ぎ

村
むら

 三
み

ツ
つ

木
ぎ

村
むら

 三
み

ツ
つ

木
ぎ

村
むら

 

寺竹村
てらだけむら

 寺
てら

竹村
だけむら

 寺
てら

竹村
だけむら

 寺
てら

竹村
だけむら

 

峰村
みねむら

 峯村
みねむら

 峯村
みねむら

 南
なん

峯村
みねむら

 

木
もく

蓮
れん

寺
じ

村
むら

 木
もく

蓮
れん

寺
じ

村
むら

 木
もく

蓮
れん

寺
じ

村
むら

 木
もく

蓮
れん

寺
じ

村
むら

 

仏
ぶ

子
し

村
むら

 仏
ぶ

子
し

村
むら

 仏
ぶ

子
し

村
むら

 第
だい

４大区
だ い く

 

第
だい

３小区
しょうく

 

仏
ぶ

子
し

村
むら

 
元加治
も と か じ

村
むら

 
飯能町
はんのうまち

に合併
がっぺい

 

(昭和
しょうわ

１８年
ねん

～) 

西武
せ い ぶ

町
まち

 

(昭
しょう

和
わ

２９年
ねん

～) 
西武
せ い ぶ

地区
ち く

 
野
の

田
だ

村
むら

 野
の

田
だ

村
むら

 野
の

田
だ

村
むら

 野
の

田
だ

村
むら

 

入間郡
いるまぐん

 入間県
いるまけん

 入間郡
いるまぐん

 入間市
い る ま し

 

西武
せ い ぶ

町
まち

は、

昭和
しょうわ

４２年
ねん

に

入間市
い る ま し

に合併
がっぺい

 

昭和
しょうわ

２９年
ねん

 

※元狭山村
もとさやまむら

は、 

昭和
しょうわ

３３年
ねん

に

武蔵町
むさしまち

に合併
がっぺい

 

 

※のところは、

今
いま

では他
ほか

の市
し

や

町
まち

になっている

ところを含
ふく

んで

います。 



いるま・こども郷土
きょうど

資料
しりょう

 

どんなところ？ぼくのまち        

Ｎｏ．４ 狭山
さ や ま

茶
ちゃ

のはなし（１） 

――狭山
さ や ま

茶
ちゃ

の歴史
れ き し

―― 

 

年
ねん

 事項
じ こ う

 くわしい説明
せつめい

 

紀元前
きげんぜん

 

２７３７年
ねん

 

 

７００年
ねん

代
だい

～ 

８００年
      ねん

代
だい

 

 

 

１２１１年
ねん

 

（承元
じょうげん

５年
ねん

） 

 

１３５６年
ねん

～ 

１３７５年
ねん

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このころすでに、中国
ちゅうごく

でお茶
ちゃ

の木
き

が

発見
はっけん

されていたことが記録
き ろ く

に残
のこ

ってい

る。 

このころ、中国
ちゅうごく

から日本
にっぽん

にお茶
ちゃ

が伝
つた

わ

る。 

 

 

栄
よう

西
さい

禅師
ぜ ん じ

が日本
にっぽん

で最初
さいしょ

の茶書
ちゃしょ

（お茶
ちゃ

の

本
ほん

）とされる『喫茶
き っ さ

養生記
ようじょうき

』を書
か

く。         

 

このころ書
か

かれた『異制
い せ い

庭訓
ていきん

往来
おうらい

』に

は、全国
ぜんこく

の銘茶
めいちゃ

の産
さん

地
ち

のひとつとして、 

「武蔵
む さ し

河越
かわごえ

」があげられている。 

（※「武蔵
む さ し

河越
かわごえ

」地方
ち ほ う

ということで、

埼玉県
さいたまけん

南西部
なんせいぶ

のこのあたりです

でに茶
ちゃ

の栽培
さいばい

が行
おこな

われていた

ことがわかる。） 

 

 

 

 

・お茶
ちゃ

の木
き

の原産地
げんさんち

は、中国
ちゅうごく

雲南省
うんなんしょう

、チベッ

ト、ミャンマーあたりといわれている。 

 

・お茶
ちゃ

は仏教
ぶっきょう

と関係
かんけい

が深
ふか

く、当
とう

時
じ

の中国
ちゅうごく

（唐
とう

）

へ留学
りゅうがく

した遣
けん

唐
とう

使
し

のお坊
ぼう

さんたちが茶
ちゃ

をも

ち帰
かえ

ったといわれている。のみ方
かた

は、沸
ふっ

騰
とう

し

たお湯
ゆ

の中
なか

で煮
に

出
だ

す「煎
せん

じ茶
ちゃ

」だった。 

・栄
よう

西
さい

禅師
ぜ ん じ

は『喫茶
き っ さ

養生記
ようじょうき

』の中
なか

で茶
ちゃ

の効用
こうよう

を

紹介
しょうかい

し、また、当
とう

時
じ

の中
ちゅう

国
ごく

（宋
そう

）で飲
の

まれ

ていた抹
まっ

茶
ちゃ

の製
せい

法
ほう

や飲
の

み方
かた

を紹介
しょうかい

した。 

・あげられている銘茶
めいちゃ

の産
さん

地
ち

は、現在
げんざい

の京都
きょうと

府
ふ

に６ヶ
か

所
しょ

、奈良
な ら

県
けん

２ヶ
か

所
しょ

、三
み

重
え

県
けん

２ヶ
か

所
しょ

、静岡
しずおか

県
けん

１ヶ
か

所
しょ

、埼玉
さいたま

県
けん

1ヶ所
か し ょ

の、計
けい

12ヶ
か

所
しょ

。い

ずれも当
とう

時
じ

の有
ゆう

力
りょく

なお寺
てら

のあった場
ば

所
しょ

で、

お茶
ちゃ

は、おもにお寺
てら

で栽
さい

培
ばい

されていた。 

・河越
かわごえ

茶
ちゃ

の栽培
さいばい

がはじまった時期
じ き

は、 

①平安
へいあん

時代
じ だ い

に、川越
かわごえ

の中
なか

院
いん

・喜
き

多
た

院
いん

の前
ぜん

身
しん

であ

る無
む

量
りょう

寿
じゅ

寺
じ

が、開
ひら

かれたときにはじまった。 

②平安
へいあん

時代
じ だ い

から南
なん

北
ぼく

朝
ちょう

時代
じ だ い

にかけて栄
さか

えてい

た武蔵
む さ し

武士
ぶ し

の河越
かわごえ

氏
し

をとおしてはじまった。 

などの説
せつ

があります。 

１５０７年
ねん

 

 

 

 

 

 

 

 

戦
せん

国
ごく

時代
じ だ い

 

 

 

 

１７３８年
ねん

 

（元文
げんぶん

３年
ねん

） 

 

 

 

 

１８０２年
ねん

 

（享和
きょうわ

２年
ねん

） 

 

 

 

 

１８１９年
ねん

 

（文政
ぶんせい

２年
ねん

） 

 

 

 

 

このころ書
か

かれた『旅
りょ

宿
しゅく

問
もん

答
どう

』
」

には、

全国
ぜんこく

の銘茶
めいちゃ

の産
さん

地
ち

のひとつとして、

「武蔵
む さ し

の慈
じ

光
こう

茶
ちゃ

」があげられている。 

（※埼玉県
さいたまけん

ときがわ町
まち

にある慈
じ

光
こう

寺
じ

で

作
つく

られたお茶
ちゃ

と考
かんが

えられている。） 

 

 

 

戦乱
せんらん

で、茶園
ちゃえん

を管
かん

理
り

するお寺
てら

が荒
あ

れ、河
かわ

越
ごえ

茶
ちゃ

や慈
じ

光
こう

茶
ちゃ

の生
せい

産
さん

は途絶
と だ

えてしまっ

た。 

 

京都
きょうと

の宇治
う じ

で、茶師
ち ゃ し

 永谷
ながたに

宗
そう

円
えん

により、

「煎茶
せんちゃ

」の製法
せいほう

が考案
こうあん

される。 

宋
そう

の抹茶
まっちゃ

製法
せいほう

   の２つを組
く

み合
あわ

せ 

明
みん

の釜炒
か ま い

り製法
せいほう

  たもの。 

 

 

狭山
さ や ま

丘 陵
きゅうりょう

において、吉川
よしかわ

温
よし

恭
ずみ

（二本木村
に ほ ん ぎ む ら

西久保
に し く ぼ

）と村野
む ら の

盛
もり

政
まさ

（宮寺坊村
みやでらぼうむら

）は、とだえていた河越
かわごえ

茶
ちゃ

を

復活
ふっかつ

させようと、茶
ちゃ

の栽培
さいばい

と製造
せいぞう

にと

りくみはじめる。 

 

吉川
よしかわ

温
よし

恭
ずみ

と村野
む ら の

盛
もり

政
まさ

は、江戸
え ど

の茶商
ちゃしょう

山本
やまもと

嘉
か

兵衛
へ え

（徳
とく

潤
じゅん

）らと販売
はんばい

する契約
けいやく

をむすび、狭山
さ や ま

茶
ちゃ

は江戸
え ど

で売
う

られるよ

うになる。 

 

 

・慈
じ

光
こう

茶
ちゃ

の栽培
さいばい

は、 

①
１

平安
へいあん

時代
じ だ い

に、茶
ちゃ

を儀
ぎ

式
しき

に使
つか

う天
てん

台
だい

宗
しゅう

が慈
じ

光
こう

寺
じ

に伝
つた

えられ、茶
ちゃ

の栽
さい

培
ばい

がはじまった。 

②
２

鎌
かま

倉
くら

時
じ

代
だい

に、栄
よう

西
さい

禅
ぜん

師
じ

の弟
で

子
し

の栄
えい

朝
ちょう

が慈
じ

光
こう

寺
じ

の住
じゅう

職
しょく

となった時
とき

に、抹
まっ

茶
ちゃ

の飲
の

み方
かた

が伝
つた

わり、茶
ちゃ

の栽
さい

培
ばい

がさらに盛
さか

んになった。 

と考
かんが

えられています。 

 

・川
かわ

越
ごえ

の無
む

量
りょう

寿
じゅ

寺
じ

や、ときがわの慈
じ

光
こう

寺
じ

が、戦
せん

国
ごく

時
じ

代
だい

に焼
や

き討
う

ちにあって衰
すい

退
たい

したため、茶
ちゃ

の

栽
さい

培
ばい

もすたれてしまったと考
かんが

えられます。 

 

・社会
しゃかい

背景
はいけい

として、このころには経済的
けいざいてき

にゆた

かな商人
しょうにん

の文化
ぶ ん か

がさかんになり、人々
ひとびと

の

生活
せいかつ

にも茶
ちゃ

をのむようなゆとりがうまれて

いた。 

 

 

・吉川
よしかわ

温
よし

恭
ずみ

は、１８１４年
ねん

（文化
ぶ ん か

１１年
ねん

）伊勢
い せ

まいりのついでに、宇治
う じ

などの茶
ちゃ

の産地
さ ん ち

をた

ずね、お茶
ちゃ

の製法
せいほう

を学
まな

んだ。 

 

 

 

・吉川家
よしかわけ

と村野家
む ら の け

が作
つく

った茶
ちゃ

は、山本山
やまもとやま

では、

宇治
う じ

茶
ちゃ

（高級
こうきゅう

茶
ちゃ

とされる）とおなじように

扱
あつか

われた。 

・また、このころ、狭山
さ や ま

丘 陵
きゅうりょう

・加治
か じ

丘 陵
きゅうりょう

の

村々
むらむら

では茶
ちゃ

の栽培
さいばい

がさかんになった。 

 

－入間
い る ま

市立
し り つ

図書館
としょかん

－ 

協 力
きょうりょく

・入間市
い る ま し

博物館
はくぶつかん

 

 

川
かわ

越
ごえ

の中
なか

院
いん

には「狭山
さ や ま

茶
ちゃ

発
はっ

祥
しょう

の地
ち

」の碑
ひ

があるよ。 



江戸
え ど

時代
じ だ い

末期
ま っ き

       

     ～ 

明治
め い じ

時代
じ だ い

 

 

 

 

 

 

 

１８７５年
ねん

 

（明治
め い じ

8年
ねん

） 

 

 

 

 

 

 

１８８３年
ねん

 

（明治
め い じ

１６年
ねん

） 

 

 

 

 

 

 

１８８４年
ねん

 

（明治
め い じ

１７年
ねん

） 

 

１８９８年
ねん

 

（明治
め い じ

３１年
ねん

） 

江戸
え ど

幕府
ば く ふ

が鎖国
さ こ く

をとき、外国
がいこく

との貿易
ぼうえき

がはじまると、茶
ちゃ

は生糸
き い と

とともに日本
にっぽん

の重要
じゅうよう

な輸出品
ゆしゅつひん

となる。 

狭山
さ や ま

茶は貿易港
ぼうえきこう

、横浜
よこはま

に近い
ち か い

ことから

アメリカにむけて輸出
ゆしゅつ

されるようにな

った。狭山
さ や ま

茶
ちゃ

は味
あじ

が良
よ

く色
いろ

も特
とく

に澄
す

ん

でいたので、「水澄
み ず す

みの茶
ちゃ

」とよばれ、

外国人
がいこくじん

に好評
こうひょう

だった。 

 

狭山
さ や ま

茶
ちゃ

の生産者
せいさんしゃ

と茶商
ちゃしょう

により、黒須
く ろ す

に、「狭山
さ や ま

会社
がいしゃ

」が設立
せつりつ

される。 

 

 

 

 

 

 

狭山
さ や ま

会社
がいしゃ

の経営
けいえい

は、困難
こんなん

も多
おお

く、この年
とし

会社
かいしゃ

は解散
かいさん

する。 

このころから、アメリカでの人気
に ん き

が、茶
ちゃ

からコーヒーにうつったこともあり、

輸出量
ゆしゅつりょう

は減少
げんしょう

していく。 

狭山
さ や ま

茶
ちゃ

の出荷先
しゅっかさき

は、だんだん国内
こくない

市場
しじょう

へうつっていった。 

 

「狭山
さ や ま

元山
もとやま

茶業
ちゃぎょう

組合
くみあい

」が結成
けっせい

される。 

より品質
ひんしつ

の良
よ

いお茶
ちゃ

をつくろうという

動
うご

きがおこってきた。 

高林
たかばやし

謙
けん

三
ぞう

が茶葉粗揉機
ちゃばそじゅうき

を発明
はつめい

し、特許
とっきょ

をとる。 

・１８６８年
ねん

（明治
め い じ

元年
がんねん

）の日本
にっぽん

から輸出
ゆしゅつ

した

品物
しなもの

 

生糸
き い と

43％ 茶
ちゃ

24％ 

 

（輸出量
ゆしゅつりょう

の第
だい

２位
い

となっている） 

・狭山
さ や ま

茶
ちゃ

は、八王子
はちおうじ

経由
け い ゆ

で横浜
よこはま

に送
おく

られたので、

横浜
よこはま

の商人
しょうにん

たちからは「八
はっ

茶
ちゃ

」とよばれて

いた。 

 

・茶
ちゃ

の輸出量
ゆしゅつりょう

がふえるにしたがい、質
しつ

の悪
わる

い

お茶
ちゃ

がでまわるようになり、外国
がいこく

での評判
ひょうばん

が悪
わる

くなってきた。流通
りゅうつう

ルートのとちゅう

で粗悪
そ あ く

茶
ちゃ

をまぜられないように直接
ちょくせつ

外国
がいこく

で

狭山
さ や ま

茶
ちゃ

を販売
はんばい

するために、「狭山
さ や ま

会社
がいしゃ

」がつ

くられた。 

 

 

・狭山
さ や ま

茶
ちゃ

の名
な

まえの由来
ゆ ら い

は？ 

 狭山
さ や ま

会社
がいしゃ

がとりあつかったお茶
ちゃ

であること

から、「狭山
さ や ま

茶
ちゃ

」という名
な

が定着
ていちゃく

した、とさ

れています。 

（「茶
ちゃ

の歴史
れ き し

」大護八郎著
だいごはちろうちょ

より） 

 

 

 

・私立
し り つ

の製茶
せいちゃ

伝習所
でんしゅうじょ

も各地
か く ち

につくられた。 

（１８９３年
ねん

黒須
く ろ す

の繁田家
は ん だ け

など） 

 

・狭山
さ や ま

茶
ちゃ

業界
ぎょうかい

は、以前
い ぜ ん

、機械製
きかいせい

の茶
ちゃ

を不良品
ふりょうひん

と

された苦
にが

い経験
けいけん

から機械化
き か い か

には慎重
しんちょう

な立場
た ち ば

 

 

 

 

１９２８年
ねん

 

（昭和
しょうわ

３年
ねん

） 

 

第二次
だ い に じ

世界
せ か い

大戦
たいせん

 

 

 

 

１９４７年
ねん

 

（昭和
しょうわ

２２年
ねん

） 

 

１９５０年
ねん

 

（昭和
しょうわ

２５年
ねん

） 

 

１９９５年
ねん

 

（平成
へいせい

７年
ねん

） 

 

製茶
せいちゃ

にかかる費用
ひ よ う

を安
やす

くするため、

製茶
せいちゃ

の機械化
き か い か

を考
かんが

える人
ひと

たちもあら

われた。 

 

県立
けんりつ

茶業
ちゃぎょう

研究所
けんきゅうじょ

が豊岡
とよおか

に設立
せつりつ

され

る。 

 

戦争中
せんそうちゅう

は、食 糧
しょくりょう

増産
ぞうさん

優先
ゆうせん

の国家
こ っ か

政策
せいさく

により、茶畑
ちゃばたけ

は農作物
のうさくぶつ

の栽培
さいばい

にかえら

れ、また茶
ちゃ

業者
ぎょうしゃ

の徴兵
ちょうへい

により人
ひと

手
で

不
ふ

足
そく

となり、茶業
ちゃぎょう

は大打撃
だいだげき

をうけた。 

 

「狭山
さ や ま

茶
ちゃ

振興
しんこう

５ヶ年
ねん

計画
けいかく

」の実施
じ っ し

。 

 

 

「埼玉県
さいたまけん

茶業
ちゃぎょう

協会
きょうかい

」の設立
せつりつ

。 

 

 

全国
ぜんこく

のお茶
お ち ゃ

の生産
せいさん

において 

埼玉県
さいたまけん

は、 

・茶
ちゃ

栽培
さいばい

面積
めんせき

 第
だい

５位
い

 

・荒
あら

茶
ちゃ

生産量
せいさんりょう

 第
だい

１０位
い

 

を占
し

め、お茶
ちゃ

は埼玉県
さいたまけん

の特
とく

産品
さんひん

の一つ
ひと  

となっている。 

 

をとった。そのため機械
き か い

導入
どうにゅう

に積極的
せっきょくてき

だっ

た静岡県
しずおかけん

などにくらべて技術的
ぎじゅつてき

に遅
おく

れをと

ってしまった。 

 

・手揉
て も

み製茶
せいちゃ

に劣
おと

らない、機械製
きかいせい

のお茶
ちゃ

づくり

をめざして技術
ぎじゅつ

の研究
けんきゅう

を行
おこな

った。 

 

 

 

 

・昭和
しょうわ

２１年
ねん

には、茶畑
ちゃばたけ

は戦前
せんぜん

の３分
ぶん

の２に

まで減少
げんしょう

してしまった。 

・戦後
せ ん ご

、ふたたび茶業
ちゃぎょう

をたてなおすため、

このような施策
し さ く

をいちはやく行
おこな

った。 

これにより、昭和
しょうわ

２４年
ねん

には茶畑
ちゃばたけ

もほぼ

戦前
せんぜん

の面積
めんせき

にもどり、昭和
しょうわ

３０年
ねん

ごろから

生産量
せいさんりょう

も大
おお

きく伸
の

びはじめる。 

 

・茶
ちゃ

栽培
さいばい

面積
めんせき

 １７５０ヘクタール 

・荒
あら

茶
ちゃ

生産量
せいさんりょう

 １４００トン 

 

 

 

 

参考
さんこう

資料
しりょう

 

「改
かい

訂
てい

版
ばん

 狭
さ

山
やま

茶
ちゃ

の歴
れき

史
し

と現
げん

在
ざい

」（入
いる

間
ま

市
し

博
はく

物
ぶつ

館
かん

） 

「入間市史
い る ま し し

・民
みん

俗文化
ぞくぶんか

財編
ざいへん

」「お茶
ちゃ

と日本人
にほんじん

」「茶
ちゃ

の生
お

い立
た

ちと狭山
さ や ま

茶
ちゃ

のこと」（入間市刊
い る ま し か ん

） 

「茶
ちゃ

の歴史
れ き し

」（大護八郎著
だいごはちろうちょ

）「狭山
さ や ま

茶業史
ちゃぎょうし

」（埼玉県
さいたまけん

茶業
ちゃぎょう

協会
きょうかい

） 

「狭山茶史考
さやまちゃしこう

」（中島幸太郎著
なかじまこうたろうちょ

）「狭山
さ や ま

茶業史
ちゃぎょうし

実録
じつろく

」（正
せい

・続
ぞく

）（吉川忠八著
よしかわちゅうはちちょ

） 

狭山
さ や ま

茶
ちゃ

は入間市
い る ま し

の 

特
とく

産品
さんひん

にもなっているよ。 

県立
けんりつ

茶業
ちゃぎょう

研究所
けんきゅうじょ

は、昭和
しょうわ

２５年
ねん

に「農業
のうぎょう

試験場
しけんじょう

茶業支場
ちゃぎょうしじょう

」、昭和
しょうわ

４６年
ねん

に「茶業
ちゃぎょう

試験場
しけんじょう

」、平成
へいせい

２２年に埼玉県
さいたまけん

農林
のうりん

総合
そうごう

研究
けんきゅう

センター茶業
ちゃぎょう

研究所
けんきゅうじょ

と名前
な ま え

がかわりました。 

 



 

いるま・こども郷土
き ょ う ど

資料
し り ょ う

 

どんなところ？ぼくのまち 

Ｎｏ．５ 狭山
さ や ま

茶
ちゃ

のはなし（２） 

――お茶
ちゃ

をつくった人
ひと

たち―― 

 

 

最
さい

澄
ちょう

（伝
でん

教
ぎょう

大
だい

師
し

） [７６７－８２２] 

天
てん

台
だい

宗
しゅう

の開祖
か い そ

。８０４年
ねん

（延
えん

暦
りゃく

２３年
ねん

）に遣
けん

唐
とう

使
し

として唐
とう

（中国
ちゅうごく

）に渡
わた

り、天
てん

台
だい

宗
しゅう

を学
まな

んで翌
よく

年
とし

帰
き

国
こく

した。比
ひ

叡
えい

山
ざん

（京
きょう

都
と

府
ふ

・滋
し

賀
が

県
けん

境
ざかい

）に延
えん

暦
りゃく

寺
じ

を開
ひら

き、比
ひ

叡
えい

山
ざん

のふもとの日
ひ

吉
よし

茶
ちゃ

園
えん

（滋
し

賀
が

県
けん

大
おお

津
つ

市
し

）で茶
ちゃ

を栽
さい

培
ばい

したとされる。８１６年
ねん

（弘
こう

仁
にん

７年
ねん

）5月
がつ

1日
たち

に、空
くう

海
かい

（弘
こう

法
ぼう

大
だい

師
し

）へお茶
ちゃ

を約
やく

６

ｋｇ贈
おく

っている。唐
とう

から伝
つた

わったお茶
ちゃ

は、沸
ふっ

騰
とう

した湯
ゆ

の中
なか

で煮出
に だ

す「煎
せん

じ茶
ちゃ

」（煮出
に だ

し茶
ちゃ

）だった。 

 

円
えん

仁
にん

（慈
じ

覚
かく

大
だい

師
し

） [７９４－８６４] 

天
てん

台
だい

宗
しゅう

の僧
そう

侶
りょ

で、最
さい

澄
ちょう

の弟
で

子
し

。８３０年
ねん

（天
てん

長
ちょう

７年
ねん

）に無
む

量
りょう

寿
じゅ

寺
じ

（川
かわ

越
ごえ

市
し

小
こ

仙
せん

波
ば

町
ちょう

。現在
げんざい

の中
なか

院
いん

・喜
き

多
た

院
いん

の前
ぜん

身
しん

にあたる）を開
ひら

いたとされる。８３８年
ねん

（承
じょう

和
わ

５年
ねん

）に遣
けん

唐
とう

使
し

として唐
とう

（中国
ちゅうごく

）

に渡
わた

り、天
てん

台
だい

密
みっ

教
きょう

を学
まな

んで８４７年
ねん

（承
じょう

和
わ

１４年
ねん

）に帰
き

国
こく

した。８５４年
ねん

（仁
にん

寿
じゅ

４年
ねん

）に比
ひ

叡
えい

山
ざん

延
えん

暦
りゃく

寺
じ

の第
だい

３世
せい

住 職
じゅうしょく

（天
てん

台
だい

座
ざ

主
す

）となる。 

 

栄
よう

西
さい

（明
みん

庵
なん

栄
よう

西
さい

） [１１４１－１２１５]  

臨済宗
りんざいしゅう

の開祖
か い そ

。「えいさい」とも呼
よ

ぶ。現在
げんざい

の岡山県
おかやまけん

の地
ち

に生
う

まれ、比叡山
ひえいざん

延暦寺
えんりゃくじ

などで天台宗
てんだいしゅう

の勉強
べんきょう

をした後
のち

、宋
そう

（中国
ちゅうごく

）に渡
わた

り、禅宗
ぜんしゅう

（臨
りん

済
ざい

宗
しゅう

）

を学
まな

んで帰国
き こ く

した。宋
そう

（中国
ちゅうごく

）で抹茶
まっちゃ

についての知識
ち し き

を得
え

て、１２１１年
ねん

『
「

喫茶
き っ さ

養生記
ようじょうき

』という書物
しょもつ

を書
か

き、そこに茶
ちゃ

の効用
こうよう

や、抹茶
まっちゃ

の製
せい

法
ほう

・飲
の

み方
かた

を記
しる

してい

る。１２１４年
ねん

（健
けん

保
ぽう

２年
２ ね ん

）、二日
ふ つ か

酔
よ

いに苦
くる

しむ鎌
かま

倉
くら

幕
ばく

府
ふ

の将
しょう

軍
ぐん

・ 源
みなもとの

実
さね

朝
とも

に抹
まっ

茶
ちゃ

を点
た

てて差
さ

し上
あ

げている。 

 

栄
えい

朝
ちょう

 [１１６５－１２４７] 

天
てん

台
だい

宗
しゅう

・臨
りん

済
ざい

宗
しゅう

の僧
そう

で、栄
よう

西
さい

の弟
で

子
し

。都
と

幾
き

山
さん

慈
じ

光
こう

寺
じ

（ときがわ町
まち

西
にし

平
だいら

）

の住 職
じゅうしょく

を務
つと

め、１１９７年
ねん

（建
けん

久
きゅう

8
８

年
ねん

）に慈
じ

光
こう

寺
じ

山
さん

内
ない

に霊
りょう

山
ぜん

院
いん

（ときがわ町
まち

西
にし

平
だいら

）を開
ひら

く。１２２１年
ねん

（承
じょう

久
きゅう

３年
ねん

）に、長
ちょう

楽
らく

寺
じ

（群
ぐん

馬
ま

県
けん

太
おお

田
た

市
し

）を開
ひら

き、そこに移
うつ

る。栄
えい

朝
ちょう

の弟
で

子
し

には、円
えん

爾
に

（円
えん

爾
に

弁
べん

円
ねん

・聖
しょう

一
いち

国
こく

師
し

）がおり、円
えん

爾
に

は静
しず

岡
おか

茶
ちゃ

の栽
さい

培
ばい

を始
はじ

めた人
ひと

とされている。 

 

 

 

吉川
よしかわ

温
よし

恭
ずみ

（忠八
ちゅうはち

） [１７６７－１８４６] 

 

宮寺
みやでら

の西久保村
に し く ぼ む ら

の名主
な ぬ し

、吉川半
よしかわはん

右
え

衛門
も ん

の五男
ご な ん

に生
う

まれる。砂川村
すながわむら

 

（現在
げんざい

の立川市
たちかわし

）の大工
だ い く

の棟梁
とうりょう

のもとに弟子入
で し い

りして 宮大工
みやだいく

と 

なり、１８０７年
ねん

（文化
ぶ ん か

４年
ねん

）には、烏帽子
え ぼ し

、狩
かり

衣
ぎぬ

という宮大工
みやだいく

の 

正装
せいそう

の着用
ちゃくよう

を許
ゆる

されている。 

吉川
よしかわ

温
よし

恭
ずみ

による、狭山
さ や ま

丘 陵
きゅうりょう

での茶
ちゃ

の栽培
さいばい

の復興
ふっこう

については、次
つぎ

のように言
い

い伝
つた

えられている。 

吉川
よしかわ

温
よし

恭
ずみ

は宮大工
みやだいく

のかたわら農業
のうぎょう

を営
いとな

んでいた。 

１８０２年
ねん

（享和
きょうわ

２年
ねん

）の夏
なつ

、稲荷沢
いなりさわ

で畑
はたけ

に出
で

ていてにわか雨
あめ

にあい、雨
あま

やどりをしていた時
とき

に茶
ちゃ

の

新芽
し ん め

を見
み

つけた。その新芽
し ん め

をもち帰
かえ

り、聞
き

き覚
おぼ

えていた方法
ほうほう

で茶
ちゃ

を作
つく

って飲
の

んでみたところ、お茶
ちゃ

と

して通用
つうよう

することがわかった。そこで、友人
ゆうじん

の村野
む ら の

盛
もり

政
まさ

と二人
ふ た り

で、本格的
ほんかくてき

に茶
ちゃ

の栽培
さいばい

にとりかかった

という。 

１８０７年
ねん

（文化
ぶ ん か

４年
ねん

）には、伊勢
い せ

参
まい

りの途中
とちゅう

、上方
かみがた

で、宇治
う じ

茶
ちゃ

の製法
せいほう

を学
まな

んで製茶
せいちゃ

の研究
けんきゅう

にあた

り、また江戸
え ど

の茶
ちゃ

商人
しょうにん

、山本
やまもと

嘉
か

兵衛
へ え

（徳
とく

潤
じゅん

）らと契約
けいやく

して茶
ちゃ

の販路
は ん ろ

を広
ひろ

めた。吉川家
よしかわけ

の茶
ちゃ

は「東野
あずまの

」・

「吾妻
あ づ ま

野
の

」という銘茶
めいちゃ

で、宇治
う じ

茶
ちゃ

なみに取
と

り引
ひ

きされて好評
こうひょう

を得
え

たという。 

また、地元
じ も と

宮寺
みやでら

においても、茶
ちゃ

の栽培
さいばい

の奨励
しょうれい

につとめたので、この地方
ち ほ う

で茶
ちゃ

の栽培
さいばい

が急速
きゅうそく

に広
ひろ

まっ

た。 

そのため「 重 闢
かさねてひらく

茶場
ちゃじょう

碑
のひ

」（出雲
い ず も

祝
いわい

神社
じんじゃ

 境内
けいだい

）には、「狭山
さ や ま

茶
ちゃ

再興
さいこう

の功労者
こうろうしゃ

」三人
さんにん

のうちのひと

りとして名
な

をあげている。 

 

－入間
い る ま

市立
し り つ

図書館
としょかん

－ 

協 力
きょうりょく

・入間市
い る ま し

博物館
はくぶつかん

 

 



村野
む ら の

盛
もり

政
まさ

（弥七
や し ち

） [１７６４－１８１９] 

 

入間郡坊村
いるまぐんぼうむら

（現在
げんざい

 東京都
とうきょうと

西多摩郡
に し た ま ぐ ん

瑞穂町
みずほまち

）の人
ひと

。 

小野派
お の は

一刀流
いっとうりゅう

・甲源
こうげん

一刀流
いっとうりゅう

の剣道
けんどう

師範
し は ん

で、俳人
はいじん

としても知
し

られ（俳号
はいごう

は「瓢
ひょう

志
し

」）、茶道
さ ど う

の教養
きょうよう

も 

深
ふか

かった。 

寛政
かんせい

年間
ねんかん

（１７８９年
ねん

から１８０１年
ねん

の間
あいだ

）から茶
ちゃ

の栽培
さいばい

をしていたが、その後
ご

、友人
ゆうじん

の吉川
よしかわ

温
よし

恭
ずみ

 

と協 力
きょうりょく

して狭山
さ や ま

茶
ちゃ

をおこした。 

そのため、「 重 闢
かさねてひらく

茶場
ちゃじょう

碑
のひ

」には、吉川
よしかわ

温
よし

恭
ずみ

・山本
やまもと

嘉
か

兵衛
へ え

とともに、「狭山
さ や ま

茶
ちゃ

再興
さいこう

の功労者
こうろうしゃ

」とし

てあげられている。 

自製
じ せ い

の茶
ちゃ

を江戸
え ど

の俳諧師
はいかいし

、柳隣
りゅうりん

庵
あん

吉田
よ し だ

国
こく

甫
ほ

に贈
おく

ったところ、国
こく

甫
ほ

はこれをほめ、「若草
わかくさ

」、「君
きみ

が梅
うめ

」

の名
な

（茶
ちゃ

銘
めい

）を贈
おく

った。 

村野家
む ら の け

でも、これを江戸
え ど

の茶商
ちゃしょう

山本山
やまもとやま

などへ売
う

り出
だ

し、吉川家
よしかわけ

の茶
ちゃ

とともに好評
こうひょう

を得
え

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高林謙三
たかばやしけんぞう

 [１８３２－１９０１] 

高麗郡
こ ま ぐ ん

平沢村
ひらさわむら

（現在
げんざい

、日高市
ひ だ か し

）に、小久保
こ く ぼ

忠
ちゅう

吾
ご

の子
こ

として生
う

まれる。１６歳
さい

の時
とき

、権田
ご ん だ

直
なお

助
すけ

の塾
じゅく

 

にはいり、国学
こくがく

と医学
い が く

を学
まな

び、さらに佐倉
さ く ら

順天堂
じゅんてんどう

で外科
げ か

医術
いじゅつ

を学
まな

んだ。 

１８５６年
ねん

（安政
あんせい

３年
ねん

）、小仙波村
こ せ ん ば む ら

（現在
げんざい

、川越市
かわごえし

）で医院
い い ん

を開業
かいぎょう

、その後
ご

、姓
せい

を高林
たかばやし

と改
あらた

めた。 

その頃
ころ

、日本
にっぽん

は鎖国
さ こ く

をといて、諸外国
しょがいこく

と貿易
ぼうえき

をはじめていたが、その状 況
じょうきょう

について謙
けん

三
ぞう

は、「海外
かいがい

からはたくさんの輸入品
ゆにゅうひん

がはいってくるのに対
たい

し、日本
にっぽん

からの輸出品
ゆしゅつひん

は製糸
せ い し

と茶
ちゃ

の二品
ふたしな

だけで、その

量
りょう

もわずかである。このままでは国
くに

の財政
ざいせい

はいきづまってしまう 

だろう。」と心配
しんぱい

し、輸出
ゆしゅつ

のために茶業
ちゃぎょう

をもっと発展
はってん

させようと 

決意
け つ い

した。 

１８６９年
ねん

（明治
め い じ

２年
ねん

）から、自
みずか

ら茶園
ちゃえん

をつくり、技術
ぎじゅつ

の改善
かいぜん

 

につとめたが、手間
て ま

のかかる手
て

づくりの茶
ちゃ

の限界
げんかい

を感
かん

じて、製茶機
せいちゃき

 

の発明
はつめい

にとりくんだ。           

                                 

・１８８５年
ねん

 焙
ほう

茶
ちゃ

器械
き か い

（ほうじ茶
ちゃ

を作
つく

る機械
き か い

）特許
とっきょ

第
だい

３号
ごう

取得
しゅとく

。 

       生
なま

茶
ちゃ

葉
ば

蒸
むし

器械
き か い

（つんだ茶
ちゃ

の葉
は

をむす機械
き か い

）特許
とっきょ

第
だい

２号
ごう

取得
しゅとく

。 

       製茶
せいちゃ

まさつ器械
き か い

（茶
ちゃ

の葉
は

につやを出
だ

す機械
き か い

）特許
とっきょ

第
だい

４号
ごう

取得
しゅとく

。 

・１８９８年
ねん

 高林式茶葉粗揉機
たかばやししきちゃばそじゅうき

（茶
ちゃ

もみを行う
おこな  

機械
き か い

）特許
とっきょ

第
だい

３３０１号
ごう

取得
しゅとく

。 

 

などを発明
はつめい

し、生涯
しょうがい

に６つの特許
とっきょ

をとった。特
とく

に、「自立
じ り つ

軒
けん

製茶
せいちゃ

機械
き か い

」（１８８６年
ねん

、製茶
せいちゃ

のすべての工程
こうてい

を行
おこな

う機械
き か い

）が機械
き か い

になれない人
ひと

に使
つか

いこなせず不良品
ふりょうひん

とされた後
あと

、謙
けん

三
ぞう

は製茶
せいちゃ

の工程
こうてい

で最
もっと

も大変
たいへん

な

茶
ちゃ

もみの機械化
き か い か

にとりくんだ。長
なが

い年月
ねんげつ

をかけ、資金難
しきんなん

に苦
くる

しみながら完成
かんせい

させた高林式茶葉粗揉機
たかばやししきちゃばそじゅうき

は、

茶
ちゃ

の命
いのち

である「香
かお

り・味
あじ

・色
いろ

」を少
すこ

しもそこなわずに大量生産
たいりょうせいさん

ができるものであった。しかし狭山
さ や ま

茶
ちゃ

業界
ぎょうかい

は、茶
ちゃ

の品質
ひんしつ

が落
お

ちるのを恐
おそ

れてこれを受
う

け入
い

れなかった。 

そのため、この機械
き か い

は静岡県
しずおかけん

の工場
こうじょう

で作
つく

られることになり、謙
けん

三
ぞう

も静岡
しずおか

へ移
うつ

って、１９０１年
ねん

（明治
め い じ

３４年
ねん

）その地
ち

で亡
な

くなった。 

 

参考
さんこう

資料
しりょう

 「改
かい

訂
てい

版
ばん

 狭
さ

山
やま

茶
ちゃ

の歴
れき

史
し

と現
げん

在
ざい

」（入
いる

間
ま

市
し

博
はく

物
ぶつ

館
かん

） 

「埼玉
さいたま

大百科
だいひゃっか

事典
じ て ん

」「埼玉
さいたま

人物
じんぶつ

小百科
しょうひゃっか

」「みどりのしずくを求
もと

めて」（青木雅子著
あおきまさこちょ

） 

「高林
たかばやし

謙
けん

三
ぞう

翁
おきな

の生涯
しょうがい

とその周辺
しゅうへん

」（森
もり

薗市二著
ぞのいちじちょ

）「狭山
さ や ま

茶場史
ちゃじょうし

実録
じつろく

」（吉川忠八著
よしかわちゅうはちちょ

） 

高林謙三
たかばやしけんぞう

 埼玉県
さ い た ま け ん

茶業
ちゃぎょう

試験場
し け ん じ ょ う

提供
ていきょう

 

重 闢
かさねてひらく

茶場
ちゃじょう

碑
のひ

がある、出雲
い ず も

祝
しゅく

神社
じんじゃ

映画
え い が

『ほったらけの島
しま

』の舞台
ぶ た い

になり

ました。 

重 闢
かさねてひらく

茶場
ちゃじょう

碑
のひ

（市
し

指定
し て い

文化
ぶ ん か

財
ざい

） 

（宮寺
みやでら

・出雲
い ず も

祝
いわい

神社
じんじゃ

 境内
けいだい

） 



    

いるま・こども郷土
きょうど

資料
しりょう

 

どんなところ？ぼくのまち 

Ｎｏ．６ 狭山
さ や ま

茶
ちゃ

のはなし（３） 

――お茶
ちゃ

をつくる―― 

 

お茶
ちゃ

は、ツバキ科
か

の常 緑 樹
じょうりょくじゅ

である「茶
ちゃ

」の木
き

 

（学名
がくめい

Camellia
カ メ リ ア

 sinensis
シ ネ ン シ ス

）の葉
は

から作
つく

られます。 

茶
ちゃ

の木
き

の原産地
げんさんち

は、中国
ちゅうごく

の雲南省
うんなんしょう

あたりとされ、 

紀元前
きげんぜん

２７００年
ねん

頃
ごろ

には、すでに発見
はっけん

されていた 

といわれます。 

 

 

 

 

 

 

１．茶
ちゃ

の木
き

を育
そだ

てる（栽培
さいばい

） 

良い
よ  

茶
ちゃ

の木
き

を育
そだ

てないと、良
よ

いお茶
ちゃ

はできません。そのためには、 

①良
よ

い品種
ひんしゅ

の茶
ちゃ

の木
き

を植
う

える。 

   茶
ちゃ

の品種
ひんしゅ

 ・「やぶきた」・・・・・煎茶
せんちゃ

としては最
もっと

もすぐれた品種
ひんしゅ

で全国
ぜんこく

の栽培
さいばい

面積
めんせき

の 8割
わり

近
ちか

く

を占
し

めます。埼玉
さいたま

県内
けんない

でも生産
せいさん

の８割
わり

を占
し

める。藪
やぶ

の北側
きたがわ

に植
う

え

たお茶
ちゃ

がおいしかったので、この名
な

がつきました 

        ・「さやまかおり」・・・昭和
しょうわ

４６年
ねん

に埼玉県
さいたまけん

で成育
せいいく

された品種
ひんしゅ

。県内
けんない

で２番
ばん

めに多
おお

く 

栽培
さいばい

されている。「やぶきた」より寒
さむ

さに強
つよ

く、早
はや

く茶
ちゃ

をつむこ

とができます。 

        ・「ゆめわかば」・・・・生育
せいいく

・収 量
しゅうりょう

ともやぶきた並
なみ

ですが、味
あじ

がよく、寒
さむ

さや病気
びょうき

に

強
つよ

い、平成
へいせい

２２年
ねん

に加
くわ

わった新
あたら

しい品種
ひんしゅ

です。 

 

②一年
いちねん

に何回
なんかい

か、畑
はたけ

の土
つち

に肥料
ひりょう

をやり、茶
ちゃ

の木
き

に十分
じゅうぶん

な栄養
えいよう

をあたえる。 

③虫
むし

や病気
びょうき

で茶
ちゃ

の木
き

がいたまないように、一年
いちねん

に何度
な ん ど

も茶畑
ちゃばたけ

の消毒
しょうどく

をする。 

④春
はる

の低温
ていおん

や遅
おそ

霜
じも

で 

新芽
し ん め

が枯
か

れないように、 

防霜
ぼうそう

ファンをつけるなどの 

対策
たいさく

をとる。 

 

 

 

このように育
そだ

てられた茶
ちゃ

の木
き

から、５月
がつ

と６～７月
がつ

頃
ごろ

の２回
かい

、新芽
し ん め

をつみとります。（茶摘
ち ゃ つ

み） 

むかしは、全
すべ

て手
て

で摘
つ

んでいましたが、今
いま

はほとんど機械
き か い

でかりとっています。それでもお茶
ちゃ

 

をつくる農家
の う か

ではこの時期
じ き

は大
おお

いそがしです。 

 

仕事
し ご と

ごよみ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・肥料
ひりょう

やり、消毒
しょうどく

、草
くさ

とりなどをつづける。 

                ・古
ふる

くなった茶
ちゃ

の木
き

からは、良
よ

いお茶
ちゃ

がとれなくなるため、 

古
ふる

い木
き

をぬいて新
あたら

しい苗
なえ

に植
う

えかえたりする。 

 

「茶
ちゃ

の木
き

」の葉
は

から、 

おいしいお茶
ちゃ

をつくるには・・・ 

 

 

 

 

 

 

茶摘
ち ゃ つ

みのあとも来年
らいねん

の

ためにまだまだ仕事
し ご と

が 

あります。 

－入間
い る ま

市立
し り つ

図書館
としょかん

－ 

協 力
きょうりょく

・入間市
い る ま し

博物館
はくぶつかん

 

 

１２月４月 ５月 ６月１月
がつ

２月 ３月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月

ひりょう

しょうどく

茶
ちゃ

かり

茶
ちゃ

つみ

くさとり



２．積
つ

んだ茶の花
はな

から、お茶
ちゃ

をつくる（製茶
せいちゃ

） 

  製茶
せいちゃ

は、昔
むかし

はすべて手揉
て も

み製法
せいほう

でしたが、 

今
いま

ではほとんど機械
き か い

で行
おこな

われています。  

揉
も

む 

葉打
は う

ち 

葉
は

を「ほいろ」に入
い

れ、拾
ひろ

っては散
ち

ら

し、葉
は

の表面
ひょうめん

にあ

る水分
すいぶん

を乾
かわ

かす。 

給
きゅう

葉機
よ う き

 

集
あつ

められた

茶
ちゃ

の葉
は

を

自動的
じどうてき

に

蒸機
む し き

に送
おく

る。 

回
かい

転
てん

揉
も

み 

葉
は

を転
ころ

がして水分
すいぶん

を出
だ

す。「ほいろ」

の底
そこ

は和紙
わ し

で、火力
かりょく

は１６０度
ど

。 

 

撚
よ

り切
ぎ

り 

（揉
も

み切
ぎ

り） 

葉
は

を手
て

のひら

で挟
はさ

み、揉
も

み

落
お

とす。 

 

荒
あら

茶
ちゃ

のできあがり 

休
やす

みなしに４時間
じ か ん

仕上
し あ

げ揉
も

みを行
おこな

う

と、細
こまか

く濃緑
のうりょく

の荒
あら

茶
ちゃ

ができます。 

仕上
し あ げ

茶
ちゃ

乾燥機
かんそうき

 

（火入
ひ い

れ機
き

） 

茶
ちゃ

をさらに良
よ

く

乾燥
かんそう

させ、火入
ひ い

れ

茶
ちゃ

独特
どくとく

の香
かお

りをつ

くりだす。 

仕上
し あ げ

総合機
そうごうき

 

まだ形
かたち

が大
だい

小様々
しょうさまざま

なので「ふるいわけ」

「切断
せつだん

」「木
もっ

茎
けい

分離
ぶ ん り

」

「風撰
ふうせん

」して形
かたち

を

整
ととの

える。 

 

乾燥機
かんそうき

 

茶
ちゃ

の葉
は

を

充分
じゅうぶん

に乾
かわ

かす。 

精揉機
せいじゅうき

 

茶
ちゃ

の葉
は

に熱
ねつ

と

力
ちから

を加
くわ

え、

形
かたち

を整
ととの

えな

がら乾かす。 

中揉機
ちゅうじゅうき

 

茶
ちゃ

の葉
は

を再
ふたた

び熱風
ねっぷう

で揉
も

みながら乾
かわ

かす。 

揉捻機
じゅうねんき

 

茶
ちゃ

の葉
は

に力
ちから

を

加
くわ

えて水分
すいぶん

の

むらがなくな

るように揉
も

む。 

粗
そ

揉
じゅう

機
き

 

茶
ちゃ

の葉
は

を

熱
ねっ

風
ぷう

で揉
も

みながら

乾
かわ

かす。 

冷却機
れいきゃくき

 

冷風
れいふう

または

温風
おんぷう

で、葉
は

の

表面
ひょうめん

の水分
すいぶん

を取
と

り除
のぞ

く。 

 

蒸
むし

機
き

 

茶
ちゃ

の葉
は

を蒸気
じょうき

で蒸
む

す。 

 

仕
し

上
あ

げ揉
も

み 

（転
てん

繰
ぐ

り） 

葉
は

を揃
そろ

えつつ回転
かいてん

させ、形
かたち

を整
ととの

え

てつやを出
だ

す。 

 

茶
ちゃ

蒸
む

し 

摘
つ

んだ茶
ちゃ

の葉
は

を蒸
む

す。 

蒸
む

しが足
た

りないと、茶
ちゃ

の色
いろ

が赤
あか

くなり、蒸
む

し

が長
なが

すぎると、形
かたち

が

崩
くず

れてしまう。 

火入
ひ い

れ 

（狭山
さ や ま

火入
ひ い

れ） 

再製
さいせい

がすんだ茶
ちゃ

を

乾燥
かんそう

することで、

長期
ちょうき

保存
ほ ぞ ん

ができ、ま

た、火入
ひ い

れ茶
ちゃ

独特
どくとく

の

香
かお

りが付
つ

く。 

再製
さいせい

 

荒
あら

茶
ちゃ

から、古
ふる

い葉
は

や、粉
こな

、木
もっ

茎
けい

などを

取
と

り除
のぞ

き、大
おお

きさ長
なが

さを揃
そろ

える。 

・ぬきぶるい 

・まわしぶるい 

・切断
せつだん

 

・みぶき 

など 

できあがったお茶
ちゃ

は、茶箱
ちゃばこ

に入
い

れて小売店
こうりてん

や問屋
と ん や

に出荷
しゅっか

されます。 

※製茶
せいちゃ

農家
の う か

がお茶
ちゃ

の栽培
さいばい

・製茶
せいちゃ

・販売
はんばい

のすべてを 

行
おこな

うことを、「産地
さ ん ち

直売
ちょくばい

」方式
ほうしき

といいます。 

この方式
ほうしき

が狭山
さ や ま

茶
ちゃ

の特徴
とくちょう

です。 

蒸
む

す 

合組機
ごうくみき

 

製品
せいひん

の均一化
きんいつか

と、茶
ちゃ

の

調整
ちょうせい

・配合
はいごう

が

行
おこな

われます。 

仕上
し あ げ

茶
ちゃ

の 

できあがり。 

仕上
し あ げ

茶
ちゃ

の 

できあがり。 

乾
かわ

かす 選別
せんべつ

 仕上
し あ

げ 

〈参考
さんこう

資料
しりょう

〉 

「入間市
い る ま し

のお茶
ちゃ

・狭山
さ や ま

茶
ちゃ

」 

「お茶
ちゃ

と日本人
にほんじん

」 

「農政課
のうせいか

資料
しりょう

」 

手揉
て も

み製茶
せいちゃ

 

機械
き か い

製茶
せいちゃ

 



いるま・こども郷土
きょうど

資料
しりょう

 

どんなところ？ぼくのまち 

Ｎｏ．７ 狭山
さ や ま

茶
ちゃ

のはなし（４） 

――くらしのなかのお茶
ちゃ

―― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お茶
ちゃ

の中
なか

には、次
つぎ

のような成分
せいぶん

が含
ふく

まれています。 

・タンニン（お茶
ちゃ

のタンニンの主成分
しゅせいぶん

はカテキンといいます。） → お茶
ちゃ

の渋
しぶ

みの成分
せいぶん

 

・カフェイン → お茶
ちゃ

の苦
にが

みの成分
せいぶん

 

・テアニン（アミノ酸
さん

の一種
いっしゅ

） → お茶
ちゃ

の甘味
あ ま み

と風味
ふ う み

の成分
せいぶん

 

・クロロフィル、フラボノール → お茶
ちゃ

の色
いろ

を出
だ

します。 

・サポニン → 強い苦みとエグみをもっています。 

・その他
た

、ビタミンA
エイ

・B
ビー

・C
シー

・E
イー

、フッ素
そ

  

ミネラル類
るい

（カリウム、カルシウム、リン、マンガン）など 

 

 

 

 

 

 

 

お茶
ちゃ

の成分
せいぶん

がもっている主
おも

なはたらき 

タンニン（カテキン） 抗
こう

酸化
さ ん か

作用
さ よ う

（老化
ろ う か

防止
ぼ う し

）、解毒
げ ど く

、殺菌
さっきん

作用
さ よ う

 

カフェイン 大脳
だいのう

のはたらきを活発
かっぱつ

にする、強心
きょうしん

、利尿
りにょう

作用
さ よ う

 

ビタミンC
シー

 壊血病
かいけつびょう

の予防
よ ぼ う

（１
いっ

煎目
せ ん め

のお茶
ちゃ

には、とくにたくさんのビタミンC
シー

がはいっ

ています。） 

ビタミンE
イー

 老化
ろ う か

を防
ふせ

ぐ 

ミネラル類
るい

 血液
けつえき

を弱
じゃく

アルカリ性
せい

に保
たも

つ 

フッ素
そ

 むし歯
ば

の予防
よ ぼ う

 

サポニン 血圧
けつあつ

降下
こ う か

・肥満
ひ ま ん

防止
ぼ う し

作用
さ よ う

・インフルエンザ予防
よ ぼ う

 

フラボノール 消 臭
しょうしゅう

作用
さ よ う

 

 

このような はたらきから、 

お茶
ちゃ

には、 ・疲労
ひ ろ う

回復
かいふく

 

      ・成人病
せいじんびょう

やガン
が ん

の予防
よ ぼ う

 

      ・整腸
せいちょう

、利尿
りにょう

作用
さ よ う

 

      ・健康
けんこう

維持
い じ

、老化
ろ う か

防止
ぼ う し

 

      ・タバコ
た ば こ

や酒
さけ

の害
がい

を軽
かる

くする 

      ・口臭
こうしゅう

、虫歯
む し ば

の予防
よ ぼ う

 

 の効果
こ う か

があるといわれています。 

 

 

 

 

 

＜参考
さんこう

資料
しりょう

＞ 

「入間市
い る ま し

のお茶
ちゃ

・狭山
さ や ま

茶
ちゃ

」 

「健康
けんこう

を食
た

べる・お茶
ちゃ

」加藤
か と う

みゆき著
ちょ

 

「茶
ちゃ

・茶
ちゃ

・茶
ちゃ

」南廣子著
みなみひろこちょ

 

「新
しん

・日本
に ほ ん

の緑茶
りょくちゃ

」清水清輔著
しみずきよすけちょ

 

 

「お茶
ちゃ

は健康
けんこう

にいい」って 

ほんとうですか？ 
お茶

ちゃ

は O
オー

-
－

１５７
イチゴーナナ

にもきくんじゃ！！ 

お茶
ちゃ

と健康
けんこう

について、もっとくわしくしりたい人
ひと

は、 

「お茶
ちゃ

の科学
か が く

」山西貞著
やまにしさだちょ

、「お茶
ちゃ

の百科
ひゃっか

」松下智著
まつしたさとるちょ

、「お

茶
ちゃ

の効
き

き目
め

」林栄一著
はやしえいいちちょ

、「茶
ちゃ

・茶
ちゃ

・茶
ちゃ

」南廣子著
みなみひろこちょ

、「健康
けんこう

を食
た

べるお茶
ちゃ

」加藤
か と う

みゆき著
ちょ

 

などが、図書館
としょかん

にあります。大人
お と な

むけの本
ほん

ですが、よ

んでみてください。 

－入間
い る ま

市立
し り つ

図書館
としょかん

－ 

協 力
きょうりょく

・入間市
い る ま し

博物館
はくぶつかん

 

 



茶
ちゃ

の種類
しゅるい

 お茶
ちゃ

の葉
は

は、つくりかたのちがいによって、いろいろな種類
しゅるい

のお茶
ちゃ

になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

玉
たま

緑茶
りょくちゃ

 

じゃあ、「ほうじ茶
ちゃ

」や「玄米
げんまい

茶
ちゃ

」はどんなお茶
 ち ゃ

？ 

番茶
ばんちゃ

を、さらに強い
つ よ  

火
ひ

で焦がす
こ   

ように焙じた
ほう    

ものが 

「ほうじ茶
ちゃ

」、玄米
げんまい

などを加えて
くわ    

焙じた
ほう    

のが「玄米
げんまい

茶
ちゃ

」です。 

…酸化
さ ん か

酵素
こ う そ

をはたらかせて作られた
つく      

お茶
  ちゃ

。 

 インド・スリランカで多く
おお  

作られて
つく      

いる。 

茶
ち ゃ

 

不発酵
ふはっこう

茶
ちゃ

（緑茶
りょくちゃ

） 

製造
せいぞう

のはじめに、茶
ちゃ

の葉
は

を

蒸したり
む    

釜
かま

で炒る
い  

など、熱
ねつ

を

加えて
くわ    

、茶
ちゃ

の葉
は

に含まれる
ふく      

 

酸化
さ ん か

酵素
こ う そ

のはたらきをとめ

たもの。 

茶
ちゃ

の葉
は

の成分
せいぶん

は原料
げんりょう

に近く
ちか  

色
いろ

は緑色
みどりいろ

。 

半発酵
はんはっこう

茶
ちゃ

 

茶
ちゃ

の葉
は

を日
ひ

に干す
ほ  

などして

しおれさせ、揉んで
も   

茶
ちゃ

の葉
は

の

中
なか

の酸化
さ ん か

酵素
こ う そ

のはたらきを

７０ ％
パーセント

ぐらいのところで

とめたあと、釜
かま

で炒る
い  

。 

色
いろ

は紅茶
こうちゃ

にくらべて赤味
あ か み

が

うすい。 

酸化
さ ん か

発酵
はっこう

茶
ちゃ

 

茶
ちゃ

葉
ば

をしおれさせ、よく揉
も

ん

で、酸化
さ ん か

酵素
こ う そ

をじゅうぶんは

たらかせて作る
つく  

。色
いろ

は紅
こう

褐色
かっしょく

であまいかおり。 

 

蒸し製
む   せい

（日本式
にほんしき

） 

茶
ちゃ

の葉
は

を蒸気
じょうき

で

蒸して
む   

作
つく

る。 

釜炒製
かまいりせい

（中国式
ちゅうごくしき

） 

茶
ちゃ

の葉
は

を釜
かま

で

炒って
い   

作
つく

る。 

煎茶
せんちゃ

 

玉露
ぎょくろ

 

かぶせ茶
ちゃ

 

番茶
ばんちゃ

 

玉
たま

緑茶
りょくちゃ

 

 

碾
てん

茶
ちゃ

（抹茶
まっちゃ

） 

紅茶
こうちゃ

 

包
ほう

種
しゅ

茶
ちゃ

 

ウーロン茶
ちゃ

 

…最も
もっと  

よく飲まれて
の    

いる茶
ちゃ

で、新芽
し ん め

を蒸して
む   

揉
も

んで乾燥
かんそう

させたお茶
  ちゃ

。 

（深蒸
ふ か む

し茶
ちゃ

は、蒸し
む  

を強
つよ

くしたもの。） 

…新芽
し ん め

ののびる時期
じ き

に、こもなどで日
ひ

おおいをして作った
つく    

お茶
  ちゃ

。 

…かたくなった新芽
し ん め

や茎
くき

などを原料
げんりょう

としたお茶
  ちゃ

。 

…煎茶
せんちゃ

と玉露
ぎょくろ

との中間的
ちゅうかんてき

なお茶
  ちゃ

。 

…精揉
せいじゅう

工程
こうてい

を省いて
はぶ    

乾燥
かんそう

させたもの。形
かたち

が曲がって
ま    

いて、丸い
まる  

。 

…玉露
ぎょくろ

と同じ
おな  

ように栽培
さいばい

し、蒸した
む   

ものを、揉まないで
も    

乾燥
かんそう

させたお茶
  ちゃ

。 

（それを茶
ちゃ

うすでひいたものが抹茶
まっちゃ

。） 

…茶
ちゃ

の葉
は

を蒸す
む  

かわりに、釜
かま

で炒った
い   

あと揉み
も  

、かつ乾燥
かんそう

させたもの。 

 （九 州
きゅうしゅう

の嬉野
うれしの

茶
ちゃ

や、中国
ちゅうごく

・東南
とうなん

アジアの緑茶
りょくちゃ

など） 

…緑茶
りょくちゃ

と紅茶
こうちゃ

の中間
ちゅうかん

で、中国
ちゅうごく

で多
おお

く作られて
つく      

いるお茶
  ちゃ

。 

 包
ほう

種
しゅ

茶
ちゃ

は花
はな

の香り
かお  

をつけてある。 



いるま・こども郷土
きょうど

資料
しりょう

 

どんなところ？ぼくのまち     

Ｎｏ．８ 狭山
さ や ま

茶
ちゃ

のはなし（５） 

――入間市
い る ま し

の特産品
とくさんひん

・狭山
さ や ま

茶
ちゃ

―― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

埼玉県
さいたまけん

の茶
ちゃ

の栽培
さいばい

面積
めんせき

の変化
へ ん か

 

＜参考
さんこう

資料
しりょう

＞「埼玉県史
さ い た ま け ん し

別編
べつへん

５」 「埼玉
さいたま

統計
とうけい

年鑑
ねんかん

」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

入間市
い る ま し

が第
だい

１位
い

だよ。 

－入間
い る ま

市立
し り つ

図書館
としょかん

－ 

協 力
きょうりょく

・入間市
い る ま し

博物館
はくぶつかん

 

 

 

主
おも

に、狭山
さ や ま

丘 陵
きゅうりょう

と加治
か じ

丘 陵
きゅうりょう

を中心
ちゅうしん

とした地域
ち い き

でつくられているお茶
ちゃ

のこと。 

味
あじ

は滋味
じ み

（うま味
み

）が濃厚
のうこう

で、独特
どくとく

の香気
こ う き

があるといわれる。 

「狭山
さ や ま

茶
ちゃ

」って、どんなお茶
ちゃ

？ 

 

 

埼玉県
さいたまけん

の茶
ちゃ

栽培
さいばい

面積
めんせき

 

 [平成
へいせい

１８年度
ね ん ど

] 

１． 入間市
い る ま し

 ５００ヘクタール 

２． 所沢市
ところざわし

 ２１２ヘクタール 

３． 狭山市
さ や ま し

 １３３ヘクタール 

 

（埼玉県
さいたまけん

ホームページより） 

 

狭山
さ や ま

茶
ちゃ

の主
おも

な生産地
せいさんち

 

 

茶
ちゃ

の木
き

は、あたたかい地方
ち ほ う

、なかでも 

日当
ひ あ

たりと水
みず

はけのよい台地
だ い ち

や

丘陵地
きゅうりょうち

が栽培
さいばい

に適
てき

している。 

入間市
い る ま し

は、関東
かんとう

ローム層
そう

とその下
した

の

武蔵野
む さ し の

礫層
れきそう

が、「上湿下
じょうしつか

乾
かん

」を好
この

む茶
ちゃ

の

栽培
さいばい

に適
てき

しているといわれている。 

 

茶
ちゃ

の栽培
さいばい

にむいているところ 

 

 

埼玉県
さいたまけん

の茶
ちゃ

の栽培
さいばい

面積
めんせき

の変化
へ ん か

 

 

 

平成
へいせい

１７年度
ね ん ど

 埼玉県
さいたまけん

 入間市
い る ま し

 

栽培
さいばい

面積
めんせき

 １，１７０ h a
ヘクタール

 ５００ h a
ヘクタール

 

荒
あら

茶
ちゃ

生産量
せいさんりょう

 １，０４０ｔ
トン

 ５９０ｔ
トン

 

（入間市
い る ま し

博物館
はくぶつかん

資料
しりょう

より） 

 

埼玉県
さいたまけん

のお茶
ちゃ

の生産
せいさん

で、入間市
い る ま し

がしめる割合
わりあい

 

 

（１） お茶
ちゃ

の消費
しょうひ

の減少
げんしょう

 

[コーヒーや紅茶
こうちゃ

などを好
この

む人
ひと

もふえて 

きました。] 

（２） 茶畑
ちゃばたけ

の減少
げんしょう

 

[後継者
こうけいしゃ

不足
ぶ そ く

や都市化
と し か

により、茶畑
ちゃばたけ

が少
すく

 

なくなってきました。] 

（３） 外国
がいこく

からの茶
ちゃ

の輸入量
ゆにゅうりょう

の増加
ぞ う か

。 

 

狭山
さ や ま

茶
ちゃ

をつくっている人
ひと

たちは、これら 

の問題
もんだい

を解決
かいけつ

するために、 

①合理化
ご う り か

（機械化
き か い か

） 

②品質
ひんしつ

向上
こうじょう

を、めざしています。 

「入間市史
い る ま し し

民
みん

俗文化
ぞくぶんか

財編
ざいへん

」より 

 

狭山
さ や ま

茶
ちゃ

の今後
こ ん ご

の課題
か だ い

 

 

 

地区
ち く

 平成
へいせい

１７年の面積
めんせき

 平成
へいせい

２年の面積
めんせき

 昭和
しょうわ

５０年
ねん

の面積
めんせき

 

１．金子
か ね こ

 １８４ h a
ヘクタール

 ２４９ h a
ヘクタール

 ３１８ h a
ヘクタール

 

２．宮寺
みやでら

 ６８ h a
ヘクタール

 １１７ h a
ヘクタール

 １６５ h a
ヘクタール

 

３．東金子
ひがしかねこ

 ６４ h a
ヘクタール

 ９９ h a
ヘクタール

 １４４ h a
ヘクタール

 

４．藤沢
ふじさわ

 ５０ h a
ヘクタール

 ７６ h a
ヘクタール

 １０１ h a
ヘクタール

 

５．豊岡
とよおか

 ２６ h a
ヘクタール

 ４２ h a
ヘクタール

 ６８ h a
ヘクタール

 

６．西武
せ い ぶ

 ９ h a
ヘクタール

 ２０ h a
ヘクタール

 ３１ h a
ヘクタール

 

入間市
い る ま し

合計
ごうけい

 ４０１ h a
ヘクタール

 ６０３ h a
ヘクタール

 ８２９ h a
ヘクタール

 

＜参考
さんこう

資料
しりょう

＞「統計
とうけい

いるま 1997年
ねん

」 「入間市
い る ま し

統計書
とうけいしょ

・第
だい

１３回
かい

」より 

 

入間
い る ま

市内
し な い

の地区
ち く

別
べつ

にみる茶
ちゃ

の栽培
さいばい

 



お茶
ちゃ

は、北海道
ほっかいどう

や東北
とうほく

などの一部
い ち ぶ

地域
ち い き

を除
のぞ

き、全国
ぜんこく

で生産
せいさん

されています。主
おも

な産地
さ ん ち

は日本
に ほ ん

列島
れっとう

の南半分
みなみはんぶん

に集 中
しゅうちゅう

しています。 

 

日本
に ほ ん

全国
ぜんこく

のお茶
ちゃ

と狭山
さ や ま

茶
ちゃ

 「お茶
  ちゃ

と日本人
にほんじん

」[入間市
い る ま し

博物館
はくぶつかん

編集
へんしゅう

・発行
はっこう

 1996年刊
ねんかん

]より 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三重県
み え け ん

 

伊勢
い せ

茶
ちゃ

 

石榑
いしぐれ

茶
ちゃ

 

水沢
みずさわ

茶
ちゃ

 

鈴鹿
す ず か

茶
ちゃ

 

亀山
かめやま

茶
ちゃ

 

美杉
み す ぎ

茶
ちゃ

 

大台
おおだい

茶
ちゃ

 

度会
わたらい

茶
ちゃ

 

飯南
いいなん

茶
ちゃ

 

香
か

肌
はだ

茶
ちゃ

 

大宮
おおみや

茶
ちゃ

 

深山
み や ま

茶
ちゃ

 

伊賀
い が

茶
ちゃ

 

愛知県
あいちけん

 

西尾
に し お

の抹茶
まっちゃ

 

吉良
き ら

の茶
ちゃ

 

額田
ぬ か た

茶
ちゃ

 

とよた茶
ちゃ

 

三好
み よ し

茶
ちゃ

 

しもやま茶
ちゃ

 

奥
おく

三河
み か わ

茶
ちゃ

 

三河
み か わ

しんしろ茶
ちゃ

 

豊橋
とよはし

の茶
ちゃ

 

本宮
ほんぐう

茶
ちゃ

 

田原
た は ら

深蒸
ふ か む

し茶
ちゃ

 

 

和歌山県
わ か や ま け ん

 

色川
いろかわ

茶
ちゃ

 

音無茶
おとなしちゃ

 

川添
かわぞえ

茶
ちゃ

 

 

奈良県
な ら け ん

 

大和
や ま と

茶
ちゃ

 

柳生
やぎゅう

茶
ちゃ

 

福住
ふくすみ

茶
ちゃ

 

月ヶ瀬
つ き が せ

茶
ちゃ

 

徳島県
とくしまけん

 

阿波番
あ わ ば ん

(晩
ばん

)茶
ちゃ

 

相生
あいおい

番茶
ばんちゃ

 

 

高知県
こうちけん

 

土佐
と さ

茶
ちゃ

 

碁石
ご い し

茶
ちゃ

 

土佐
と さ

番茶
ばんちゃ

 

福岡県
ふくおかけん

 

福岡
ふくおか

の八女
や め

茶
ちゃ

 

白
しろ

茶
ちゃ

 

島根県
しまねけん

 

島根
し ま ね

出雲
い ず も

茶
ちゃ

 

大東
だいとう

番茶
ばんちゃ

 

ぼてぼて茶
ちゃ

 

空山
ぞらやま

番茶
ばんちゃ

 

兵庫県
ひょうごけん

 

丹波
た ん ば

茶
ちゃ

 

母子
も う し

茶
ちゃ

 

仙
せん

霊
れい

茶
ちゃ

 

出石
い ず し

乙女
お と め

 

あさぎり茶
ちゃ

 

朝来
あ さ ご

みどり 

大和
や ま と

茶
ちゃ

 

静岡県
しずおかけん

      

静岡
しずおか

茶
ちゃ

      藤枝
ふじえだ

茶
ちゃ

 

沼津
ぬ ま づ

茶
ちゃ

      榛原
はいばら

茶
ちゃ

 

富士
ふ じ

のやぶきた茶
ちゃ

  川根
か わ ね

茶
ちゃ

 

両河内
りょうかわち

茶
ちゃ

     島田
し ま だ

茶
ちゃ

 

庵原
い は ら

茶
ちゃ

      掛川
かけがわ

茶
ちゃ

 

本山
ほんやま

茶
ちゃ

      菊川
きくがわ

茶
ちゃ

 

藁科
わらしな

茶
ちゃ

      小笠
お が さ

茶
ちゃ

  

梅ヶ島
うめがしま

茶
ちゃ

     袋井
ふくろい

茶
ちゃ

 

玉川
たまがわ

茶
ちゃ

      磐田
い わ た

茶
ちゃ

  

井川
い か わ

茶
ちゃ

      天竜
てんりゅう

茶
ちゃ

 

足
あし

久保
く ぼ

茶
ちゃ

     森
もり

茶
ちゃ

 

朝比奈
あ さ ひ な

玉露
ぎょくろ

    春野
は る の

茶
ちゃ

 

岡部
お か べ

茶
ちゃ

 

 

滋賀県
し が け ん

 

近江
お う み

の茶
ちゃ

 

朝宮
あさみや

茶
ちゃ

 

政所
まんどころ

茶
ちゃ

 

土山
つちやま

茶
ちゃ

 

志賀
し が

かおり 

 

岐阜県
ぎ ふ け ん

 

美濃
み の

揖斐
い び

茶
ちゃ

 

美濃
み の

白川
しらかわ

茶
ちゃ

 

郡上
ぐじょう

茶
ちゃ

 

養老
ようろう

茶
ちゃ

 

奥
おく

養老
ようろう

茶
ちゃ

 

津
つ

保
ぼ

茶
ちゃ

 

山梨県
やまなしけん

 

甲斐
か い

のみどり 

南部
な ん ぶ

茶
ちゃ

 

下部
しものべ

茶
ちゃ

 

身
み

延茶
のぶちゃ

 

中富
なかとみ

茶
ちゃ

 

富沢
とみざわ

茶
ちゃ

 

早川
はやかわ

茶
ちゃ

 

 
茨城県
いばらきけん

 

奥
おく

久慈
く じ

茶
ちゃ

 

猿島
さるしま

茶
ちゃ

 

古内
ふるうち

茶
ちゃ

 

埼玉県
さいたまけん

 

狭山
さ や ま

茶
ちゃ

 

児玉
こ だ ま

茶
ちゃ

 

秩父
ち ち ぶ

銘茶
めいちゃ

 

武
ぶ

甲
こう

の香
かおり

 

霧
きり

の香
かおり

 

名栗
な ぐ り

銘茶
めいちゃ

 

東京都
とうきょうと

 

東京
とうきょう

狭山
さ や ま

茶
ちゃ

 

神奈川県
か な が わ け ん

 

足柄
あしがら

茶
ちゃ

 

香川県
かがわけん

 

香川
か が わ

茶
ちゃ

 

高瀬
た か せ

茶
ちゃ

 

愛媛県
えひめけん

 

伊予
い よ

茶
ちゃ

 

鬼
き

北茶
ほくちゃ

 

宇和
う わ

茶
ちゃ

 

久万
く ま

茶
ちゃ

 

周桑
しゅうそう

茶
ちゃ

 

新宮
しんぐう

茶
ちゃ

 

富郷
とみさと

茶
ちゃ

 

石
いし

鎚
づち

茶
ちゃ

 

伊予
い よ

みどり 

伊予
い よ

のかおり 

 

宮崎県
みやざきけん

 

宮崎
みやざき

茶
ちゃ

 

みやざき香り
かお  

 

都 城
みやこのじょう

茶
ちゃ

 

高千穂
た か ち ほ

かまいり茶
     ちゃ

 

五ヶ瀬
ご か せ

みどり 

日南
にちなん

茶
ちゃ

 

児湯茶
こ ゆ ち ゃ

 

鹿児島県
か ご し ま け ん

 

鹿児島
か ご し ま

茶
ちゃ

(かごしま茶
さ

） 

さつまみどり  知覧
ち ら ん

茶
ちゃ

 

さつま路
ろ

    枕崎
まくらざき

茶
ちゃ

 

栗野
く り の

茶
ちゃ

     有明
ありあけ

茶
ちゃ

 

財部
たからべ

茶
ちゃ

     みぞべ茶
ちゃ

 

末吉
すえきち

茶
ちゃ

     伊集院
いじゅういん

茶
ちゃ

 

鹿屋
か の や

茶
ちゃ

     田代
た し ろ

茶
ちゃ

 

川辺
か わ べ

茶
ちゃ

     宮之城
みやのじょう

茶
ちゃ

 

加世田
か せ だ

茶
ちゃ

    薩摩
さ つ ま

茶
ちゃ

 

大浦
おおうら

茶
ちゃ

     松本
まつもと

茶
ちゃ

 

えい茶
ちゃ

     牧園
まきぞの

茶
ちゃ

 

熊本県
くまもとけん

 

くまもと茶
ちゃ

 

岳間
た け ま

茶
ちゃ

 

水源
すいげん

茶
ちゃ

 

矢部
や べ

茶
ちゃ

 

泉
いずみ

茶
ちゃ

 

相良
さ が ら

みどり 

肥後
ひ ご

茶
ちゃ

 

水俣
みなまた

茶
ちゃ

 

長崎県
ながさきけん

 

長崎
ながさき

茶
ちゃ

 

彼杵
そ の ぎ

茶
ちゃ

 

世知原
せ ち ば る

茶
ちゃ

 

大分県
おおいたけん

 

耶
や

馬渓
ば け い

茶
ちゃ

 

きつき茶
ちゃ

 

因
いん

尾
び

茶
ちゃ

 

日田
ひ た

茶
ちゃ

 

津江
つ え

茶
ちゃ

 

千
せん

茶
ちゃ

 

くにさき茶
ちゃ

 

吉四六
きっちょむ

の里
さと

 

宇目
う め

茶
ちゃ

 

山香
や ま が

茶
ちゃ

 

東植田
ひがしうえだ

のお茶
ちゃ

 

京都府
きょうとふ

 

宇治
う じ

茶
ちゃ

 

綾部
あ や べ

茶
ちゃ

 

和束
わ づ か

茶
ちゃ

 

宇治
う じ

玉露
ぎょくろ

 

田辺
た な べ

玉露
ぎょくろ

 

両丹
りょうたん

玉露
ぎょくろ

 

飯岡
いのおか

玉露
ぎょくろ

 

京
きょう

番茶
ばんちゃ

 

両丹
りょうたん

茶
ちゃ

 

宇治田原
う じ た は ら

茶
ちゃ

 

山口県
やまぐちけん

 

山口
やまぐち

茶
ちゃ

 

岡山県
おかやまけん

 

岡山
おかやま

茶
ちゃ

 

日干
にちぼし

番茶
ばんちゃ

 

美作
みまさか

番茶
ばんちゃ

 

武蔵
む さ し

番茶
ばんちゃ

 

作州
さくしゅう

番茶
ばんちゃ

 

佐賀県
さ が け ん

 

嬉野
うれしの

茶
ちゃ

 

いろんな種類
しゅるい

のお茶
  ちゃ

が

あるんだね！ 

 

お茶
ちゃ

生産
せいさん

 

主要
しゅよう

府県
ふ け ん

 

栽培
さいばい

面積
めんせき

 

(ｈａ
ﾍ ｸ ﾀ ｰ ﾙ

) 

荒
あら

茶
ちゃ

生
せい

産
さん

量
りょう

（ｔ
トン

） 

茨城
いばらき

県
けん

 260 222 

埼玉
さいたま

県
けん

 666 537 

岐阜
ぎ ふ

県
けん

 554 571 

静岡
しずおか

県
けん

 16,500 32,200 

愛知
あ い ち

県
けん

 489 884 

三重
み え

県
けん

 2,850 7,130 

滋賀
し が

県
けん

 377 685 

京都
きょうと

府
ふ

 1,400 3,020 

奈良
な ら

県
けん

 650 1,760 

高知
こ う ち

県
けん

 331 282 

福岡
ふくおか

県
けん

 1,450 2,290 

佐賀
さ が

県
けん

 853 1,510 

長崎
ながさき

県
けん

 641 758 

熊本
くまもと

県
けん

 1,250 1,300 

宮崎
みやざき

県
けん

 1,300 4,100 

県
けん

鹿児島
か ご し ま

 8,110 25,600 

平
へい

成
せい

２５年
ねん

度
ど

 農林
のうりん

水産省
すいさんしょう

統計
とうけい

 



いるま・こども郷土
き ょ う ど

資料
し り ょ う

 

どんなところ？ぼくのまち 

Ｎｏ．９ 狭山
さ や ま

茶
ちゃ

のはなし（６） 

――お茶
ちゃ

に関
かん

する文化
ぶ ん か

財
ざい

―― 

 

 

 

 

 

 

 

① 重 闢
かさねてひらく

茶 場
ちゃじょう

碑
のひ

  

② 茶場後
ちゃじょうこう

碑
ひ

 

③ 北狭山
きたさやま

茶 場
ちゃじょう

碑
ひ

 

④ 狭山
さ や ま

茶 場
ちゃじょう

碑
ひ

 

⑤ 北狭山
きたさやま

茶 場
ちゃじょう

碑入
ひ い

り道
みち

碑
のひ

 

⑥ 入間市
い る ま し

博物館
はくぶつかん

（アリット） 

 

 

 

 

 

 

  

「狭山茶史考
さ や まち ゃし こ う

」中島幸太郎著
なかじまこうたろうちょ

 「狭山
さ や ま

茶場史
ち ゃ ば し

実録
じつろく

」正
せい

・続
ぞく

 吉川忠八著
よしかわただはちちょ

 

「入間市
い る ま し

の文化
ぶ ん か

財
ざい

」第１
だ い  

～８ 集
しゅう

 「入間市
い る ま し

の指定
し て い

文化
ぶ ん か

財
ざい

案内
あんない

」 

「いるま市制
し せ い

施行
し こ う

３０周 年
しゅうねん

記念
き ね ん

要覧
ようらん

」「入間
い る ま

 茶
ちゃ

の里
さと

 ハイキング～東金子
ひがしかねこ

・金子
か ね こ

コース」 

 

[狭山
さ や ま

茶
ちゃ

の茶 場
ちゃじょう

碑
ひ

（お茶
ちゃ

の産地
さ ん ち

であることを示
しめ

す石碑
せ き ひ

）] 

① 重 闢
かさねてひらく

茶 場
ちゃじょう

碑
のひ

（宮寺
みやでら

・出雲
い ず も

祝
いわい

神社
じんじゃ

 境内
けいだい

） 

・題
だい

の字
じ

は、松 平
まつだいら

定常
さだつね

（前縫殿頭
さきのぬいどのかみ

） 

・文 章
ぶんしょう

は、 林 煒
はやしあきら

（後
あと

の大学頭
だいがくのかみ

） 

・文 章
ぶんしょう

の字
じ

は、巻
まき

大任
たいにん

《 菱
りょう

りょう湖
こ

》 

＜天保
てんぽう

３年（１８３２）の銘
めい

（日付
ひ づ け

）＞ 

狭山
さ や ま

丘 陵
きゅうりょう

において茶 業
ちゃぎょう

が復活
ふっかつ

し、盛
さか

んになってきたため、茶 業
ちゃぎょう

復興
ふっこう

につくした人
ひと

た

ち（村野
む ら の

盛
もり

政
まさ

・吉川
よしかわ

温
よし

恭
ずみ

・山本
やまもと

徳
とく

潤
じゅん

らの名
な

が記
しる

されている）の功績
こうせき

を石碑
せ き ひ

にきざんで後
のち

の 

世
よ

にのこそうとたてられた。昭和
しょうわ

４２年
ねん

、入間市
い る ま し

の指定
し て い

文化
ぶ ん か

財
ざい

に指定
し て い

された。 

 

 

 

 

 

 

 

②茶場後
ちゃじょうこう

碑
ひ

（宮寺
みやでら

・出雲
い ず も

祝
いわい

神社
じんじゃ

 境内
けいだい

） 

・題
だい

・文 章
ぶんしょう

の字
じ

は、萩原
はぎわら

秋
しゅう

巌
げん

 

・文 章
ぶんしょう

は、中村
なかむら

正直
まさなお

（貴族
き ぞ く

院議員
いんぎいん

） 

＜明治
め い じ

９年
ねん

（１８７６）にたてられた。＞ 

別名
べつめい

「 重 建
かさねてたてる

茶 場
ちゃじょう

碑
のひ

」。 

宮寺村
みやでらむら

の茶
ちゃ

業 者
ぎょうしゃ

一同
いちどう

によりたてられた碑
ひ

。 

「重
かさ

ねて（狭山
さ や ま

）茶 場
ちゃじょう

碑
ひ

を建
た

てる」という意味
い み

。 

平成２６年に「 重 闢
かさねてひらく

茶 場
ちゃじょう

碑
のひ

及
およ

び茶場後
ちゃじょうこう

碑
ひ

」として 

市
し

の指定
し て い

文化
ぶ ん か

財
ざい

になりました。 

 

 

 

 

 

内容
ないよう

：河越
かわごえ

茶
ちゃ

の発 祥
はっしょう

と、狭山
さやま

の 

地
ち

における、茶 業
ちゃぎょう

復興
ふっこう

の

由緒
ゆいしょ

などが書
か

かれている。 

内容
ないよう

：茶 業
ちゃぎょう

がさかんになっているようすと、貿易
ぼうえき

による狭山
さ や ま

茶
ちゃ

の海外
かいがい

進 出
しんしゅつ

のことなどが書
か

かれている。 

 

 

－入間
い る ま

市立
し り つ

図書館
としょかん

－ 

協 力
きょうりょく

・入間市
い る ま し

博物館
はくぶつかん

 

 

「狭山
さ や ま

茶
ちゃ

のはなし」（１）～（５）をよんで、お茶
ちゃ

はかせになったみんな！ 

市内
し な い

には、いろいろな狭山
さ や ま

茶
ちゃ

ゆかりの文化
ぶ ん か

財
ざい

が残
のこ

っています。 

興味
きょうみ

があるひとは、たずねてみよう！ 

＜参考
さんこう

資料
しりょう

＞ 

 

左
ひだり

が「 重 闢
かさねてひらく

茶 場
ちゃじょう

碑
のひ

」 

右
みぎ

が「茶場後
ちゃじょうこう

碑
ひ

」 

出雲
い ず も

祝
いわい

神社
じんじゃ

の境内
けいだい

に 

ならべてたてられています。 

① 重 闢
かさねてひらく

茶 場
ちゃじょう

碑
のひ

 

②茶場後
ちゃじょうこう

碑
ひ

 

出雲
い ず も

祝
いわい

神社
じんじゃ

 境内
けいだい

 

③北狭山
きたさやま

茶 場
ちゃじょう

碑
ひ

 

龍
りゅう

円寺
え ん じ

 境内
けいだい

 

④狭山
さ や ま

茶 場
ちゃじょう

碑
ひ

 

豊泉寺
ふ せ ん じ

 境内
けいだい

 

⑤北狭山
きたさやま

茶 場
ちゃじょう

碑入
ひ い

り道
みち

碑
のひ

 

⑥入間市
い る ま し

博物館
はくぶつかん

(アリット) 



だいしゅんこう 

 

③北狭山
きたさやま

茶 場
ちゃじょう

碑
ひ

（新久
あ ら く

・ 龍
りゅう

円寺
え ん じ

 境内
けいだい

） 

・題
だい

の字
じ

は、清浦奎
きようらけい

吾
ご

（総理
そ う り

大臣
だいじん

） 

・文 章
ぶんしょう

は、重野安繹
しげのやすつぐ

（文学
ぶんがく

博士
は く し

） 

・文 章
ぶんしょう

の字
じ

は、松本
まつもと

英一
えいいち

≪芳
ほう

翠
すい

≫ 

＜明治
め い じ

２０年
ねん

（１８８７）の銘
めい

（日付
ひ づ け

）で、 

昭和
しょうわ

１２年
ねん

（１９３７）、除幕式
じょまくしき

＞ 

金子
か ね こ

地区
ち く

でも、過去
か こ

に４回
かい

、茶 場
ちゃじょう

碑
ひ

をたてる計画
けいかく

があり、 

文 章
ぶんしょう

がつくられたものの、どれも実現
じつげん

しなかった。 

そこで昭和
しょうわ

１０年
ねん

に、第
だい

３回
かい

めの計画
けいかく

の文 章
ぶんしょう

をもって  

この碑
ひ

をたてることとなった。この碑
ひ

の石
いし

は茶 場
ちゃじょう

碑
ひ

の中
なか

で 

もっとも大
おお

きく、約
やく

３メートル。 

 

 

 

 

④狭山
さ や ま

茶 場
ちゃじょう

碑
ひ

（中神
なかがみ

・豊泉寺
ふ せ ん じ

 境内
けいだい

） 

・題
だい

の字
じ

は、佐藤
さ と う

栄作
えいさく

（総理
そ う り

大臣
だいじん

） 

・文 章
ぶんしょう

は、佐藤一
さとういっ

斎
さい

（儒学者
じゅがくしゃ

） 

・文 章
ぶんしょう

の字
じ

は大舜旲
／  

 

＜安政
あんせい

４年
ねん

（１８５７）の銘
めい

（日付
ひ づ け

）で、 

昭和
しょうわ

４６年
ねん

（１９７１）にたてられた。＞ 

昭和
しょうわ

４５年
ねん

の県立
けんりつ

茶 業
ちゃぎょう

試験場
しけんじょう

の金子
か ね こ

地区
ち く

への移転
い て ん

を機
き

に、 

先人
せんじん

の努力
どりょく

をたたえ 後世
こうせい

にのこすためにたてられた。 

文 章
ぶんしょう

は過去
か こ

４回
かい

の計画
けいかく

のうちの最初
さいしょ

の安政
あんせい

４年
ねん

（１８５７） 

のものである。 

 

 

 

 

 

⑤北狭山
きたさやま

茶 場
ちゃじょう

碑入
ひ い

り 道
みちの

碑
ひ

 

（茶
ちゃ

どころ通
どお

りといちょう通
どお

りの交差
こ う さ

点
てん

わき） 

昭和
しょうわ

１１年
ねん

、「北狭山
きたさやま

茶 場
ちゃじょう

碑
ひ

」の道 標
どうひょう

として、 

龍
りゅう

円寺
え ん じ

の山門
さんもん

にたてられた。書
しょ

は「茶 場
ちゃじょう

碑
ひ

」 

と同
おな

じ松本
まつもと

英一
えいいち

。高
たか

さ４．１メートル（台石
だいいし

も 

ふくめると５．２メートル）重
おも

さ２０トンの 

日本一
にほんいち

大
おお

きな道 標
どうひょう

である。 

昭和
しょうわ

５９年
ねん

に現在
げんざい

の場所
ば し ょ

にうつされた。 

 

 
 

⑥入間市
い る ま し

博物館
はくぶつかん

（アリット）（二本木
に ほ ん ぎ

） 

「入間市
い る ま し

の名産品
めいさんひん

はお茶
  ちゃ

！」ということで、博物館
はくぶつかん

では「お茶
  ちゃ

」のコーナーが特別
とくべつ

に 

作
つく

ってあります。お茶
  ちゃ

の歴史
れ き し

や文化
ぶ ん か

、狭山
さ や ま

茶
ちゃ

について、実際
じっさい

に見て
み  

知る
し  

ことができるんだ！ 

休 館
きゅうかん

日
び

は毎 週
まいしゅう

月曜日
げつようび

ほか。 入 館 料
にゅうかんりょう

 小
しょう

・中学生
ちゅうがくせい

は５０円
    えん

 

開館
かいかん

時間
じ か ん

は午前
ご ぜ ん

９時
 じ

～午後
ご ご

５時
 じ

 くわしいことは電話
で ん わ

２９３４－７７１１へ 

 

 

 

 

 

手
て

もみ狭山
さ や ま

茶
ちゃ

（保存会
ほぞんかい

） 

手揉
て も

み茶
ちゃ

は 約
やく

４キログラムしあげるのに、２時間半
じかんはん

以上
いじょう

もかかる重労働
じゅうろうどう

だったので、製茶
せいちゃ

機械
き か い

が発明
はつめい

されると、大 正
たいしょう

末期
ま っ き

ごろから、しだいに機械
き か い

製茶
せいちゃ

にとってかわられていった。

そのため、手揉
て も

み製茶
せいちゃ

の技術
ぎじゅつ

を知
し

る人
ひと

が少
すく

なくなってしまい、昭和
しょうわ

４７年
ねん

、「手揉
て も

み狭山
さ や ま

茶
ちゃ

保存会
ほぞんかい

」をつくり、技術
ぎじゅつ

の伝 承
でんしょう

・保存
ほ ぞ ん

につとめるようになった。昭和
しょうわ

５２年
   ねん

には入間市
い る ま し

の無形
む け い

民
みん

俗文化
ぞくぶんか

財
ざい

に指定
し て い

され、「八十八夜
はちじゅうはちや

新茶
しんちゃ

まつり」（５月
がつ

ごろ・市
し

役所まえ
やくしょ    

）などで、手揉み
て も   

製茶
せいちゃ

の実演
じつえん

を見
み

ることができる。 

 

 

内容
ないよう

：狭山
さ や ま

茶 場
ちゃじょう

の紹 介
しょうかい

と、宇治
う じ

と肩
かた

をなら

べる狭山
さ や ま

茶
ちゃ

の今日
こんにち

をきずいた 昔
むかし

の人
ひと

たちをたたえている。 

 

内容
ないよう

：狭山
さ や ま

茶
ちゃ

の由緒
ゆいしょ

と、当時
と う じ

の茶 業
ちゃぎょう

のさかんなようす

や、お茶
ちゃ

の効用
こうよう

などがかかれている。 



外国
がいこく

の都市
と し

と特別
とくべつ

な親善
しんぜん

関係
かんけい

を結
むす

ぶこと。 

姉妹
し ま い

都市
と し

の 間
あいだ

では、文化
ぶ ん か

・人
ひと

・物
もの

の交 流
こうりゅう

など、お互
たが

いの理解
り か い

を

深
ふか

めるために、さまざまな活動
かつどう

が行われています。英語
え い ご

では

“sister
シ ス タ ー

 city
シティ

”といい、訳
やく

すと「姉妹
し ま い

都市
と し

」となりますが、姉妹
し ま い

だと上下
じょうげ

関係
かんけい

があるので、中 国
ちゅうごく

では、姉妹
し ま い

都市
と し

のことを「友好
ゆうこう

都市
と し

」といいます。 

 

佐渡市
さ ど し

の市
し

章
しょう

 

いるま・こども郷土
きょうど

資料
しりょう

 

どんなところ？ぼくのまち 

Ｎｏ．10 姉妹
し ま い

都市
と し

・友好
ゆうこう

都市
と し

めぐり 

－佐
さ

渡
ど

市
し

・ｳﾞｫﾙﾌﾗｰﾂﾊｳｾﾞﾝ市
し

・奉
ほう

化
か

市
し

－ 

「姉妹
し ま い

都市
と し

・友好
ゆうこう

都市
と し

」ってなに？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入間市
い る ま し

には、３つの姉妹
し ま い

都市
と し

・友好
ゆうこう

都市
と し

があります。２つの姉妹
し ま い

都市
と し

は、入間市
い る ま し

の市制
し せ い

施行
し こ う

 

２０周 年
しゅうねん

事業
じぎょう

（入間市
い る ま し

が市
し

となってから２０年
ねん

たったことを記念
き ね ん

する事業
じぎょう

）の一
ひと

つとして結
むす

ば

れました。友好
ゆうこう

都市
と し

は、奉化
ほ う か

市
し

と市民
し み ん

の交 流
こうりゅう

が活発
かっぱつ

になったことにより結
むす

ばれました。 

 

新潟県
にいがたけん

 佐渡市
さ ど し

（ 昔
むかし

は両津市
りょうつし

）[昭和
しょうわ

６１年
ねん

（１９８６）１０月
がつ

１２日
にち

に姉妹
し ま い

都市
と し

となる。] 

姉妹
し ま い

都市
と し

となった理由
り ゆ う

 

入間市
い る ま し

と自然
し ぜ ん

環 境
かんきょう

が違
ちが

うところと交 流
こうりゅう

したい（特
とく

に埼玉県
さいたまけん

には海
うみ

が

ないので海
うみ

があるところ）という意見
い け ん

が多
おお

かったこと、また関
かん

越
えつ

自動車
じどうしゃ

道
どう

や上 越
じょうえつ

新幹線
しんかんせん

の開通
かいつう

によって日本
に ほ ん

海側
かいがわ

の地域
ち い き

がより身近
み ぢ か

になったこ

と、という理由
り ゆ う

から選
えら

ばれました。その時
とき

は両津市
りょうつし

でしたが、現在
げんざい

は合併
がっぺい

して佐渡市
さ ど し

になっています。 

 平成
へいせい

１６年
   ねん

（２００４年
      ね ん

）３月
  がつ

１日
ついたち

、佐渡
さ ど

島内
とうない

の１０市町村
しちょうそん

が合併
がっぺい

し

て佐渡市
さ ど し

が誕 生
たんじょう

しました。島
しま

全体
ぜんたい

が佐渡市
さ ど し

です。 
 

佐渡市
さ ど し

って どんなところ？ 

大和
や ま と

朝 廷
ちょうてい

時代
じ だ い

には、佐渡
さ ど

は国
くに

の北方
ほっぽう

を守る
まも  

場所
ば し ょ

とされ、8世紀
せ い き

には国分寺
こくぶんじ

も置
お

かれていま

した。やがて佐渡
さ ど

は遠流
お ん る

の島
しま

と定
さだ

められ、 都
みやこ

から政治犯
せいじはん

が流
なが

されてくるようになりました。 

（ 順
じゅん

徳
とく

上 皇
じょうこう

、日蓮
にちれん

聖 人
しょうにん

、世阿弥
ぜ あ み

など） 

古
ふる

くから金
きん

が出
で

ると知
し

られていた佐渡
さ ど

は、徳川
とくがわ

幕府
ば く ふ

によって天 領
てんりょう

とされ、17世紀
せ い き

には、世界
せ か い

最大
さいだい

の産 出 量
さんしゅつりょう

を誇
ほこ

っていたとみられます。金山
きんざん

の開発
かいはつ

にともなって奉行
ぶぎょう

や役人
やくにん

が江戸
え ど

から

派遣
は け ん

されたため、武家
ぶ け

文化
ぶ ん か

が佐渡
さ ど

へ 流 入
りゅうにゅう

しました。 

また、江戸期
え ど き

には、上方
かみがた

（大阪
おおさか

方面
ほうめん

）と北海道
ほっかいどう

を結ぶ
むす  

日本海
にっぽんかい

航路
こ う ろ

が開
ひら

かれ、北陸
ほくりく

や西日本
にしにほん

の

文化
ぶ ん か

が 流 入
りゅうにゅう

しました。このため島内
とうない

の方言
ほうげん

も実
じつ

に多様
た よ う

で、能
のう

や鬼
おに

太鼓
だ い こ

をはじめとする伝統
でんとう

芸能
げいのう

も豊富
ほ う ふ

です。 

現在
げんざい

の農 業
のうぎょう

は米作
こめづく

りが中 心
ちゅうしん

で、約
やく

65 万人分相当（島内
とうない

人口
じんこう

の 9倍
ばい

以上
いじょう

）の生産量
せいさんりょう

を誇
ほこ

っ

ています。柿
かき

や干
ほ

し椎茸作
しいたけづく

りも盛
さか

んで、特
とく

に干
ほ

し椎茸
しいたけ

の生産量
せいさんりょう

は新潟
にいがた

県内
けんない

合計
ごうけい

の 95％を占
し

め

ています（1997年
ねん

）。漁 業
ぎょぎょう

ではイカ、ブリが多く
おお  

水揚
み ず あ

げされます。 

見
み

どころとしては、トキ・金山
きんざん

・佐渡
さ ど

おけさ・鬼
おに

太鼓
た い こ

・能
のう

などがあります。 

新潟県
にいがたけん

の鳥
とり

でもあるトキは 順 調
じゅんちょう

に個体数
こたいすう

を伸
の

ばしており、遠
とお

くない将 来
しょうらい

、きっとこの佐渡
さ ど

の空
そら

にトキがたくさん舞
ま

う日
ひ

が来
く

ることでしょう。 

「トキふれあいプラザ」のマスコットキャラクター 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

入間市
い る ま し

からは、上 越
じょうえつ

新幹線
しんかんせん

、または関
かん

越
えつ

 

自動
じ ど う

車道
しゃどう

で、新潟港
にいがたこう

へ行
い

き、佐渡
さ ど

汽船
き せ ん

で 

佐渡市
さ ど し

両津港
りょうつこう

まで行
い

くのが一般的
いっぱんてき

です。 

 

－入間
い る ま

市立
し り つ

図書館
としょかん

－ 

協 力
きょうりょく

・入間市
い る ま し

博物館
はくぶつかん

 

 

佐渡市
さ ど し

には、入間市
い る ま し

と契約
けいやく

して

いる保養所
ほようじょ

もありますよ！ 

入間市
い る ま し

 



 

佐渡市
さ ど し

の人口
じんこう

６１．２９２人
           にん

（2013年
ねん

6月
がつ

1
つい

日
たち

現在
げんざい

） 

面積
めんせき

は、855．27平方
へいほう

キロメートル（東 京
とうきょう

23区
く

の約
やく

1.4倍
ばい

） 

 

 

 

 

 

 

ヴォルフラーツハウゼン市（ドイツ連邦
れんぽう

共和
きょうわ

国
こく

バイエルン州
           しゅう

） 

[昭和
しょうわ

６２年
ねん

（１９８７）１０月
がつ

１４日
にち

に姉妹
し ま い

都市
と し

となる。] 

姉妹
し ま い

都市
と し

となった理由
り ゆ う

                     

入間
い る ま

市内
し な い

にある武蔵野
む さ し の

音楽
おんがく

大学
だいがく

とミュンヘン音楽
おんがく

大学
だいがく

との交 流
こうりゅう

がきっかけと 

なって、ミュンヘンに近
ちか

いヴォルフラーツハウゼン市
し

と姉妹
し ま い

都市
と し

になりました。 

またヴォルフラーツハウゼン市
し

のようすが、入間市
い る ま し

のシンボル・テーマである 

「香
かお

り豊
ゆた

かな 緑
みどり

の文化
ぶ ん か

都市
と し

」というイメージにぴったりであったことも理由
り ゆ う

となりました。 

 

ヴォルフラーツハウゼン市
し

ってどんなところ？ 

イタリアとドイツとのあいだの交易
こうえき

都市
と し

として１２世紀
せ い き

ごろから発展
はってん

してきた、中 世
ちゅうせい

の面影
おもかげ

を残
のこ

す街
まち

なみの歴史
れ き し

ある町
まち

です。 

また標 高
ひょうこう

７００メートルの緩
ゆる

やかな 丘 陵
きゅうりょう

地帯
ち た い

 

にあり、郊外
こうがい

にはアルプスを臨
のぞ

む 美
うつく

しい田園
でんえん

 

地帯
ち た い

が広
ひろ

がります。 

 現在
げんざい

では、大都市
だ い と し

ミュンヘンに近い
ちか  

ことから、 

自動車
じどうしゃ

や電気
で ん き

などの製造業
せいぞうぎょう

がさかんになってい 

ますが、環 境
かんきょう

を大切
たいせつ

にした生活
せいかつ

と自然
し ぜ ん

が調和
ちょうわ

した町
まち

づくりが 行
おこな

われています。 

１９６１年
ねん

に市
し

となり、面積
めんせき

は８．７４㎞２（豊岡
とよおか

地区
ち く

より少
すこ

し広
ひろ

いぐらいの広
ひろ

さ）、 

人口
じんこう

は約１万
まん

７４００人
にん

（平成
へいせい

２５年
ねん

現在
げんざい

）です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

奉化
ほ う か

市
し

（中華人民共和国
ちゅうかじんみんきょうわこく

浙江省
せっこうしょう

） 

[平成
へいせい

12年
ねん

（2000年
ねん

）5 月 16日
にち

に友好
ゆうこう

都市
と し

となる。]  

友好
ゆうこう

都市
と し

となった理由
り ゆ う

 

平成
へいせい

8年
ねん

に、市民
し み ん

による「入間市
い る ま し

・奉化
ほ う か

市
し

友好
ゆうこう

交 流
こうりゅう

協 会
きょうかい

」がつくられてから、市民
し み ん

交 流
こうりゅう

が

年々
ねんねん

盛
さか

んになっていました。そこで、日 中
にっちゅう

両 国
りょうこく

および入間市
い る ま し

、奉化
ほ う か

市
し

の繁栄
はんえい

と友好
ゆうこう

関係
かんけい

の発展
はってん

を願
ねが

い、平成
へいせい

12年
ねん

に「友好
ゆうこう

都市
と し

締結
ていけつ

議定書
ぎていしょ

」が結
むす

ばれました。 

 

奉化
ほ う か

市
し

はこんな街
まち

 

奉化
ほ う か

市
し

は、上 海
しゃんはい

から 南
みなみ

へ約
やく

300 キロメートル、人口
じんこう

約
やく

48

万人
まんにん

、面積
めんせき

1253平方
へいほう

キロメートル（入間市
い る ま し

の約
やく

28倍
ばい

）です。 

長
なが

い歴史
れ き し

をもつ洋服
ようふく

など衣料
いりょう

産 業
さんぎょう

の故郷
ふるさと

であり、年間
ねんかん

3000

万 着
まんちゃく

のいろいろな種類
しゅるい

の衣料品
いりょうひん

を生産
せいさん

しています。また、農 業
のうぎょう

分野
ぶ ん や

では、お茶
  ちゃ

、水蜜
すいみつ

桃
とう

、里芋
さといも

などが特産物
とくさんぶつ

です。 

<参考
さんこう

にした資料
しりょう

> 

「入間市
い る ま し

の姉妹
し ま い

都市
と し

」「国際
こくさい

交流
こうりゅう

ニュース（姉妹
し ま い

都市
と し

ニュース）」「市
し

報
ほう

いるま５１２・５３７・５３９号
ごう

」 

「入間市
い る ま し

統計書
とうけいしょ

 平成
へいせい

９年版
ねんばん

」「みんなの市町村
しちょうそん

③中部
ちゅうぶ

地方
ち ほ う

」「県別
けんべつ

シリーズ・郷土
きょうど

資料
しりょう

辞典
じ て ん

⑮新潟県
にいがたけん

」 

写真
しゃしん

は「入間市
い る ま し

の姉妹
し ま い

都市
と し

」から、両津市
り ょ う つ し

の木
き

・花
はな

・魚
さかな

の図
ず

は「姉妹
し ま い

都市
と し

ニュース」から転載
てんさい

しました。 

       

市
し

の木
き

…アテビ    市
し

の花
はな

…カンゾウ     市
し

の 魚
さかな

…ブリ     市
し

の鳥
とり

…トキ 

ドイツ語
ご

で えーっと… 

Ｗｏｌｆｒａｔｓｈａｕｓｅｎ 

 とかきます。 

 

市
し

章
しょう
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