
緑茶の健康パワー！

慈光茶の歴史も詳しくわかる！入間市博物館ALIT

お話してくれた方

和田政裕教授
城西大学薬学部医療栄養学科食毒
性学研究室農学博士。東京都出身。
好きなお茶は南米原産のマテ茶。
マテ茶の研究を進め他のお茶と比
較検討していくうちに、お茶全般
の専門家となる。ときがわ町には
食材を買いに行くことも。

特集　お茶とときがわ町

教
え
て緑

茶
の
健
康
パ
ワ
ー
！

『
茶
葉
に
は
、
カ
テ
キ
ン
や
カ
フ
ェ
イ

ン
の
他
、
ビ
タ
ミ
ン
Ｃ
や
食
物
繊
維

な
ど
の
成
分
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。

な
の
で
、
本
当
は
抹
茶
の
よ
う
に
粉

に
し
て
飲
む
の
が
一
番
成
分
を
摂
取

で
き
る
の
で
す
が
、
普
段
皆
さ
ん
が

飲
ま
れ
る
煎
茶
で
す
と
、
カ
テ
キ
ン

と
カ
フ
ェ
イ
ン
類
が
摂
取
で
き
ま
す
。

　

カ
テ
キ
ン
は
ポ
リ
フ
ェ
ノ
ー
ル
の

一
種
で
、
渋
み
の
由
来
で
す
。
緑
茶

の
カ
テ
キ
ン
は
重
合
さ
れ
て
い
な
い

の
で
抗
酸
化
作
用
が
高
く
、
動
脈
硬

化
の
予
防
や
糖
尿
病
の
予
防
、
肥
満

の
予
防
な
ど
、
生
活
習
慣
病
の
予
防

に
つ
な
が
り
ま
す
。
こ
れ
が
ウ
ー
ロ

ン
茶
や
紅
茶
な
ど
発
酵
さ
せ
た
茶
に

な
る
と
、
カ
テ
キ
ン
が
重
合
さ
れ
て

し
ま
っ
て
い
る
の
で
、
カ
テ
キ
ン
直

接
の
効
果
は
薄
れ
ま
す
。
最
近
の
研

究
で
は
、
糖
が
た
ん
ぱ
く
質
と
結
び

つ
く
「
糖
化
反
応
」
を
抑
え
る
こ
と

も
わ
か
っ
て
い
ま
す
。
糖
化
反
応

も
動
脈
硬
化
な
ど
様
々
な
病
気
の

原
因
と
な
る
の
で
、
そ
れ
ら
の
予

防
に
つ
な
が
り
ま
す
。

　
次
に
、
カ
フ
ェ
イ
ン
は
興
奮
さ

せ
る
作
用
が
あ
り
、
目
が
覚
め
る

効
果
や
、利
尿
作
用
が
あ
り
ま
す
。

　
そ
の
他
、
う
ま
み
成
分
で
あ
る

テ
ア
ニ
ン
に
は
リ
ラ
ッ
ク
ス
効
果

が
あ
り
、
ス
ト
レ
ス
を
緩
和
さ
せ

て
く
れ
ま
す
。
こ
れ
は
玉
露
に
多

く
含
ま
れ
ま
す
ね
。

　
飲
み
方
と
し
て
は
、
1
日
に
３

～
４
杯
、
毎
日
の
習
慣
と
し
て
飲

ん
で
も
ら
え
れ
ば
効
果
が
期
待
で

き
ま
す
。朝
や
食
後
の
一
服
な
ど
、

コ
ー
ヒ
ー
と
同
じ
よ
う
に
飲
め
ば

大
丈
夫
で
す
。
た
だ
し
、
成
分
は

お
茶
だ
け
で
摂
取
す
る
の
で
は

な
く
、
同
じ
く
糖
化
反
応
を
抑
え

る
柿
や
リ
ン
ゴ
な
ど
と
あ
わ
せ
て

摂
っ
て
も
ら
え
る
と
、
よ
り
効
果

が
期
待
で
き
ま
す
よ
。』

こ
れ
か
ら
の
寒
い
季
節
。

と
き
が
わ
町
と
お
茶
の
関
わ
り
に

思
い
を
は
せ
な
が
ら
、

お
茶
を
飲
ん
で
温
ま
っ
て
は

い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

入間市博物館ALIT
〒 358-0015　入間市大字二本木 100 番地 
☎ 04-2934-7711 

特別展 ― 狭山茶取引開始 200 周年記念 ―
史料で読み解く・狭山茶の歴史

「慈光茶」についても大きく取り上げられています。実際に慈光
寺で採取されたお茶を、室町時代の製法で再現してみる取り組
みも行われます。町民は一見の価値あり！
狭山茶が江戸で取引されるようになって満 200 年となることに
合わせて開催される、埼玉県域での茶づくりを辿った特別展で
す。中世に武蔵国の銘茶として名を馳せた「河越茶」・「慈光茶」
がその名を消してから数百年、廃れていた茶作りの場を狭山丘陵
の麓に開き、関東以北で初の「宇治製法」の蒸し製煎茶として「狭
山茶」が誕生しました。本展では、狭山茶が初取引された 200
年前を中心に、その「前」と「後」の時代を取り上げます。埼
玉県における茶作りの「発祥」と「復興」の歴史を、古文書な
どの史料から再検証し、新しい狭山茶の歴史像を描き出します。

　 観覧料　一般 200 円、大学生以下無料

　 日　程　10 月 31 日㈭～ 12 月 8 日㈰

特集　お茶とときがわ町

ま
た
、
二
日
酔
い
に
苦
し
む
将
軍

源み
な
も
と
の
さ
ね
と
も

実
朝
に
、
茶
一
服
と
と
も
に
献

上
さ
れ
た
と
い
う
逸
話
も
。

　
当
時
、
茶
は
貴
族
や
武
士
、
僧
な

ど
の
一
部
の
上
流
階
級
し
か
口
に
で

き
な
い
高
級
な
も
の
で
し
た
。
そ
の

頃
に
は
、
位
の
高
い
人
物
の
間
で
薬

と
し
て
も
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が

わ
か
り
ま
す
。

昔
は
薬
と
し
て
も
使
用
さ
れ
て

い
た
お
茶
。
科
学
の
進
ん
だ

現
代
で
は
、
ど
の
よ
う
な
研
究
結
果

が
出
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
お
茶

の
専
門
家
に
聞
い
て
み
ま
し
た
。

慈光寺山内にはいた
るところに多種多様
の茶の木が見られま
す。由来は中国系の
ものが多いのが特徴
です。茶の栽培は現
在も行われています。

　

慈
光
寺
は
、
そ
の
栄
西
の
弟
子

「
栄え
い
ち
ょ
う朝
」
が
住
職
だ
っ
た
こ
と
も
あ

り
、
栄
西
の
茶
の
手
法
が
慈
光
寺
で

用
い
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と

考
え
ら
れ
ま
す
。（
そ
の
栄
朝
の
弟

子
で
あ
る
「
円え
ん
に爾
」
は
、
静
岡
茶
の

祖
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
）

　
茶
を
摂
取
す
る
際
に
は
、
薬
効
の

ほ
か
、
禅
を
行
う
た
め
の
眠
気
覚
ま

し
と
し
て
も
使
わ
れ
て
い
た
の
で
は

な
い
か
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
全
国
で
も
有
数
の
有
力
な
寺
院
で

あ
っ
た
慈
光
寺
。
そ
こ
で
使
用
さ
れ

る
茶
の
量
が
相
当
量
で
あ
っ
た
こ
と

は
想
像
に
難
く
あ
り
ま
せ
ん
。
田
や

畑
と
違
い
、
山
で
も
栽
培
で
き
る
茶

は
、
と
き
が
わ
町
と
相
性
が
良
い
と

考
え
ら
れ
ま
す
。
現
在
、
と
き
が
わ

町
で
茶
が
栽
培
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ

で
は
、
か
つ
て
慈
光
寺
と
取
引
し
て

い
た
歴
史
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

出
典　

 『
改
定
版　

狭
山
茶
の
歴
史
と
現

在
』
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