
 

● 

大
正
１５
年
本
格
的
に
狭
山
茶
製

造
を
は
じ
め
る 

江
戸
時
代
初
期
に
狭
山
市
沢
地
区
に
農
地

を
開
い
た
。
当
初
は
農
家
の
食
料
作
り
を
主

体
に
、
手
も
み
で
茶
を
作
っ
て
い
た
。
大
正

15
年
に
製
茶
機
械
を
導
入
。
昭
和
56
年
よ
り

「
横
田
園
」
の
屋
号
で
、
問
屋
任
せ
の
販
売

か
ら
自
園
、
自
製
、
自
販
に
切
り
替
え
、
自

社
ブ
ラ
ン
ド
製
品
で
販
売
。
昭
和
61
年
「
有

限
会
社 

東
阜
（
と
う
ぶ
）
」
へ
法
人
化
し
た
。 

       
 ● 

手
作
業
の
時
代 

茶
葉
の
確
保
は

大
変
だ
っ
た 

茶
摘
み
は
手
作
業
だ
っ
た
。
自
園
の
茶
葉

を
摘
む
た
め
近
所
の
人
を
頼
ん
だ
が
、
待
遇

の
良
い
茶
農
家
に
人
が
集
ま
り
、
確
保
が
難

し
か
っ
た
。
売
葉
農
家
か
ら
収
集
し
た
茶
葉

に
は
、
籠
に
ギ
ュ
ー
ギ
ュ
ー
詰
め
さ
れ
た
も

の
や
、
管
理
状
態
が
悪
い
も
の
な
ど
も
あ
り
、

使
い
物
に
な
ら
な
い
こ
と
も
多
く
あ
っ
た
。

当
時
の
燃
料
・
備
長
炭
は
貨
車
で
狭
山
市
駅

（
当
時
の
入
間
川
駅
）
に
着
き
、
馬
車
、
荷

車
な
ど
で
製
茶
場
ま
で
運
ん
だ
。 

人 

● 

機
械
に
よ
る
お
茶
作
り 

お
茶
摘
み

機
に
よ
り
収
穫
し
た
茶
葉
は
、
そ
の
日
の
内

に
製
品
に
仕
上
げ
る 

蒸
し
機
に
通
し
、
粗
揉
機
（
そ
じ
ゅ
う
き
）、
揉

捻
機（
じ
ゅ
う
ね
ん
き
）、中
揉
機
と
揉
み
な
が
ら
、

葉
の
水
分
を
少
し
ず
つ
外
に
出
し
、
徐
々
に
乾
燥

さ
せ
、さ
ら
に
精
揉
機
で
形
を
整
え
な
が
ら
揉
み
、

乾
燥
機
で
乾
か
し
て
仕
上
げ
る
。
約
５
時
間
の
工

程
で
あ
る
。
時
に
は
１
日
１
ト
ン
も
製
造
す
る
こ

と
が
あ
る
。
現
在
の
製
造
は
す
べ
て
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
ー
で
制
御
さ
れ
て
い
る
。 

広
い
工
場
内
を
機
械
一
つ
一
つ
の
説
明
を
受
け

な
が
ら
見
学
し
た
。
昔
は
こ
の
機
械
作
業
が
ほ
と

ん
ど
手
作
業
だ
っ
た
と
思
う
と
、
頭
が
下
が
る
。

手
も
み
茶
は
手
の
加
減
が
大
事
だ
っ
た
が
、
機
械

も
同
様
に
温
度
、
湿
度
、
時
間
な
ど
微
妙
な
計
器

類
操
作
の
調
整
が
さ
れ
て
い
る
。 

    

  

● 

狭
山
茶
の
自
園
、
自
製
、
自
販
の
仕
組

み
を
大
切
に
、
作
り
手
の
顔
が
見
え
る
お
茶

を
作
っ
て
い
き
た
い 

当
初
か
ら
減
農
薬
栽
培
に
取
り
組
み
、
現
在
Ｊ

Ｇ
Ａ
Ｐ
（
農
薬
管
理
、
肥
料
管
理
、
環
境
保
全
に

関
係
す
る
農
作
業
に
つ
い
て
の
基
準
）
に
合
う
お

茶
作
り
に
も
取
り
組
ん
で
い
る
。
お
茶
離
れ
と
言

わ
れ
て
い
る
若
い
世
代
に
お
茶
に
親
し
ん
で
も
ら

う
方
法
も
模
索
中
だ
。ク
ッ
キ
ー
な
ど
と
と
も
に
、

手
軽
に
飲
め
る
お
茶
を
提
供
し
た
い
と
、
６
代
目

貴
弘
さ
ん
は
夢
を
語
る
。
貴
弘
さ
ん
は
、
昔
の
手

も
み
茶
の
伝
統
を
繋
ぐ
た
め
、「
手
も
み
茶
製
法
」

の
資
格
も
取
っ
て
若
い
人
に
伝
え
て
い
る
。 

 

● 

お
茶
は
た
だ
喉
を
潤
す
だ
け
の
も
の

で
は
な
い
。
そ
こ
に
会
話
が
生
ま
れ
る
場
を

提
供
し
た
い 

 

お
茶
を
通
じ
て
人
と
の
付
き
合
い
を
深
め
て
頂

き
た
い
と
、
４
代
目
洋
志
さ
ん
は
に
こ
や
か
に
語

っ
た
。
お
店
の
一
隅
に
設
け
ら
れ
た
炉
辺
の
床
の

間
に
は
「
一
期
一
会
」
の
掛
け
軸
が
掛
か
っ
て
い

る
。
そ
こ
で
《
至
福
の
一
滴
》
を
い
た
だ
い
た
。

舌
で
味
わ
う
。
ア
ミ
ノ
酸
が
凝
縮
さ
れ
た
と
い
う

濃
厚
な
味
。
二
煎
目
は
甘
み
と
軽
い
渋
み
が
舌
に

広
が
っ
た
。「
日
本
茶
イ
ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー
」
の
資

格
を
持
つ
５
代
目
泰
宏
さ
ん
か
ら
の
素
敵
な
お
も

て
な
し
で
あ
っ
た
。 

 

横田園の皆さん 狭山茶の発展に心を尽くす 

 
狭山市沢で、大正１５年に本格的に狭山茶製造を始めた。今年

で９０年目を迎える。４代目の横田洋志さん（79 歳）は、お茶

摘み、手作業のお茶作りの苦労を経験している。５代目泰宏さ

ん（54歳）は有限会社「東阜（とうぶ）」の代表取締役として活

動し、インターネットなどでも情報展開をしている。６代目貴

弘さん（25歳）は、同世代の人達にお茶好きになってほしいと、

いろいろアイデアを出して狭山茶の普及に心がけている。 

手もみ製茶に
用いる乾燥炉
である培炉（ホ
イロ）と茶甕
（冷蔵庫が無
かった時代の
保存庫） 

揉捻機 

乗用型摘採機 

 

横田園茶畑 

試作栽培中のアサツユ 

２６ 


