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農
民
の
知
恵
か
ら
生
ま
れ
た
さ
し
ま
茶

　
さ
し
ま
茶
の
由
来
は
、
古
河
市
が
下し

も
ふ
さ総

国の
く
に

と
呼
ば
れ
て
い
た
頃
に
さ
か
の
ぼ
り
ま

す
。
鬼
怒
川
と
利
根
川
に
挟
ま
れ
た
台
地

で
あ
っ
た
猿さ

島し
ま
地
域
。
そ
こ
で
は
、
冬
場

乾
燥
し
空
っ
風
が
吹
く
た
め
、
畑
へ
の
土

壌
侵
食
な
ど
作
物
へ
の
悪
影
響
が
あ
り
ま

し
た
。
困
っ
た
農
民
た
ち
が
畑
や
作
物
を

守
る
た
め
に
、
お
茶
の
木
を
畑
の
境
界
に

植
え
た
の
が
始
ま
り
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

江
戸
時
代
に
入
り
、
猿
島
郡
辺へ

田た

村

(

現
・
坂
東
市)

の
豪
農
で
あ
っ
た
中
山
元

成
が
、
茶
製
法
向
上
の
た
め
京
都
の
宇
治

か
ら
製
茶
師
を
呼
び
寄
せ
、
茶
の
改
良
と

「
焙ほ

い

炉ろ

法ほ
う

」
と
い
う
製
法
の
教
え
を
受
け

ま
し
た
。
自
身
が
学
ん
だ
知
識
と
技
術
を

地
域
の
人
た
ち
に
教
え
、
お
茶
の
品
質
向

上
や
普
及
に
力
を
注
い
だ
そ
う
で
す
。

　
そ
の
か
い
あ
っ
て
、
猿
島
地
域
で
採
れ

る
お
茶
は
、
江
戸
の
茶
商
た
ち
に
高
く
評

価
さ
れ
「
江
戸
の
花
」
と
い
う
商
品
名
で

人
気
を
博
し
ま
し
た
。

　
そ
の
後
、
江
戸
川
や
利
根
川
の
水
運
要

衝
の
地
に
生
ま
れ
た
銘
茶
と
し
て
、
江
戸

に
運
ば
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、
武む

さ

し蔵
国の

く
に

(

東
京
・
埼
玉)

・
上こ

う
づ
け野
国の

く
に(

群
馬)

・
信し

な
の濃

国の
く
に(

長
野)

な
ど
、
当
時
と
し
て
は
驚
く
ほ

ど
広
範
囲
に
流
通
し
、
下
総
の
名
産
と
し

て
多
く
の
人
に
親
し
ま
れ
ま
し
た
。

初
め
て
海
外
へ
輸
出
さ
れ
た
お
茶

　
１
８
５
３(

嘉
永
６)

年
、
ペ
リ
ー
が
浦

賀
に
来
航
。
幕
府
に
開
港
と
交
易
の
開
始

を
強
く
迫
り
ま
す
。
そ
の
折
衝
が
行
わ
れ

た
場
所
に
居
合
わ
せ
た
の
が
中
山
元
成
で

し
た
。
彼
は
そ
の
様
子
を
見
て
、
猿
島
地

域
の
お
茶
を
輸
出
す
る
こ
と
を
思
い
つ
き

ま
し
た
。
そ
し
て
、
江
戸
へ
の
ペ
リ
ー
来

航
を
機
に
海
外
へ
の
新
規
開
拓
に
向
け
て

い
ち
早
く
動
き
出
し
ま
し
た
。

　
海
外
交
易
の
必
要
性
を
強
く
説
い
た
中

山
は
ア
メ
リ
カ
総
領
事
ハ
リ
ス
に
も
接
触

し
、
お
茶
の
宣
伝
な
ど
に
奔
走
。

１
８
５
９(

安
政
６)

年
、
日
米
修
好
通
商

条
約
発
効
と
同
時
に
、
全
国
の
名
産
地
に

先
駆
け
、
お
茶
の
ア
メ
リ
カ
輸
出
に
成
功

し
ま
し
た
。

　

輸
出
さ
れ
て
い
た
港
で
あ
る
横
浜
で

は
、
生
糸
と
合
わ
せ
て
お
茶
が
貿
易
の
中

心
と
な
り
、大
盛
況
だ
っ
た
と
い
い
ま
す
。

時
代
の
流
れ
と
と
も
に
変
わ
る

　
長
ら
く
、
私
た
ち
と
共
に
歩
ん
で
き
た

「
緑
茶
」。
今
で
も
日
本
の
飲
み
物
と
い
え

ば
緑
茶
と
答
え
る
人
は
多
く
い
ま
す
。

　
し
か
し
、
時
代
の
流
れ
に
よ
る
ラ
イ
フ

ス
タ
イ
ル
の
大
き
な
変
化
に
伴
い
、
緑
茶

の
生
産
量
も
約
１
０
０
万
ト
ン(

平
成
16

年)

か
ら
約
80
万
ト
ン(

平
成
28
年)

ま
で

減
少
し
て
い
ま
す
。
原
因
と
し
て
考
え
ら

れ
る
の
が
、
紅
茶
や
ウ
ー
ロ
ン
茶
、
ジ
ャ

ス
ミ
ン
茶
な
ど
の
輸
入
茶
葉
の
増
加
や

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
飲
料
の
普
及
だ
と
言
わ
れ

て
お
り
、
緑
茶
を
め
ぐ
る
状
況
は
大
き
く

変
動
し
て
き
て
い
ま
す
。

自
由
な
発
想
で
楽
し
む

　
「
ワ
イ
ン
グ
ラ
ス
で
緑
茶
の
香
り
を
楽

し
む
」「
緑
茶
や
ほ
う
じ
茶
を
ラ
テ
に
す

る
」
な
ど
、
一
昔
前
で
は
考
え
ら
れ
な

か
っ
た
よ
う
な
お
茶
の
楽
し
み
方
が
広
が

り
つ
つ
あ
り
ま
す
。

　
生
産
者
も
昔
な
が
ら
の
製
法
に
こ
だ
わ

る
わ
け
で
は
な
く
、
消
費
者
の
ニ
ー
ズ
に

合
わ
せ
た
新
た
な
取
り
組
み
を
行
う
な

ど
、
既
成
概
念
に
と
ら
わ
れ
な
い
挑
戦
を

続
け
て
い
ま
す
。

　
そ
こ
に
は
「
お
茶
を
よ
り
多
く
の
人
に

飲
ん
で
も
ら
い
た
い
」「
日
本
に
昔
か
ら

続
く
文
化
を
絶
や
さ
ず
継
続
し
た
い
」
と

い
う
、
地
元
の
さ
し
ま
茶
に
か
け
る
強
い

思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
お
茶
と
い
え
ば
、
静
岡
茶
や
宇
治
茶
、

狭
山
茶
と
一
般
的
に
は
言
わ
れ
ま
す
が
、

古
河
で
生
ま
れ
育
っ
た
さ
し
ま
茶
を
知

り
、
味
わ
う
こ
と
で
静
岡
や
宇
治
に
負
け

な
い
豊
か
な
香
り
と
味
わ
い
の
お
茶
が
古

河
に
も
あ
る
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
欲
し

い
と
思
い
ま
す
。

立春から数えて88日目は「八十八夜」と呼ばれています。昔、農家で
は八十八夜を迎えると種まきや茶摘みが行われており、間もなく訪れ
る夏の準備を迎える時期とされていました。寒い冬の経過とともに新
芽が芽吹き、太陽に向かい成長するさしま茶は5月が収穫の最盛期です

新しいお茶の楽しみ方

マイボトルでの楽しみ方
・緑茶は温かいままだと味が変わるので、冷茶にすると
　おいしいまま飲めます。
・ほうじ茶は温かいままでも味が変わりません。
手間いらずの冷茶の楽しみ方
・フィルター付きのボトルに茶葉を入れて冷蔵庫に入れ
　れば出来上がり。緑茶だけでなく、ほうじ茶でもおい
　しく出来ます。

　お茶は栽培や製造方法、焙煎
によって味や香りそして色まで
も全く違う変化を見せてくれま
す。古河で約150年前から栽培
されてきた「さしま茶」には、
先人たちの知恵や努力が加わ
り、飲む人の心を優しく包み込
む奥ゆかしさがありました。
　今月は、新緑の季節に旬を迎
えるさしま茶の歴史と生産農家
の情熱を特集します。

日本の飲み物といえば
「緑茶」。どのようにして
古河で栽培されるように
なったのか。そのルーツ
に迫ります。

歴史
×

さしま茶


