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銘
茶

と

野
村
佐
平
冶 

 

境 町 歴 史 民 俗 資 料 館 だ よ り 
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さ
し
ま
茶｣

改
良
の
道 

 
 

 
 

 

江
戸
か
ら
世
界
へ
渡
っ
た
お
茶 

江
戸
時
代
中
頃
に
栽
培
さ
れ
て
い
た
さ
し
ま
茶
は
、
日
乾
法

ひ
ぼ
し
ほ
う

と
い
わ
れ
る
粗
悪
な
製
法
で
生

産
さ
れ
て
市
場
に
出
さ
れ
て
い
た
た
め
、
大
消
費
都
市
江
戸
で
は
ま
っ
た
く
売
り
物
に
な
ら
ず
、

そ
の
ほ
と
ん
ど
は
下
野
・
上
野
・
武
蔵
・
信
濃
地
方
に
送
ら
れ
た
の
で
し
た
。 

   

さ
し
ま
茶
を
江
戸
の
市
場
で
も
売
り
出
せ
る
よ
う
な
品
質
に
す
る
た
め
、
さ
し
ま
茶
の
改
良
に

尽
力
し
て
功
績
を
残
し
た
の
が
山
崎
村
の
野
村

の
む

ら

佐 さ

平
治

へ
い

じ

で
し
た
。
こ
の
頃
、
境
の
村
々
だ
け
で
な

く
、
猿
島
地
方
全
体
で
精
力
的
に
製
茶
の
改
良
が
す
す
め
ら
れ
、
天
保
五
年
（
一
八
三
四
）
に
は
、

辺
田
（
坂
東
市
）
で
茶
商
を
営
ん
で
い
た
中
山
元

な
か
や
ま
も
と

成 な
り

が
京
都
の
宇
治
か
ら
製
茶
師
を
招
い
て
、
京

都
の
銘
茶
で
知
ら
れ
る
宇
治
茶
の
製
法
を
導
入
し
ま
し
た
。 

こ
う
し
た
中
山
元
成
の
製
茶
改
良
に
刺
激
を
う
け
た
当
時
十
五
歳
の
野
村
佐

平
治
は
、
天
保

て
ん
ぽ
う

八
年
（
一
八
三
七
）
に
江
戸
の
茶
商
で
あ
っ
た
山
本

や
ま
も
と

嘉 か

兵
衛

へ

え

（
山
本

山
）
を
訪
ね
、
宇
治
茶
の
栽
培
と
製
茶
法
を
学
び
ま
し
た
。
さ
ら
に
佐
平
冶
は
「
山

本
山
」
や
「
喜
撰
」
な
ど
の
製
茶
を
購
入
し
て
帰
郷
し
、
山
崎
村
で
製
茶
法
の
改
良

に
尽
く
し
た
の
で
し
た
。
そ
の
後
も
製
法
の
研
究
に
勉
め
た
結
果
、
江
戸
茶
商
の

古
木
屋

ふ

る

き

や

佐 さ

平 へ
い

の
店
先
に
「江
戸
の
花
」
と
呼
ば
れ
る
商
品
名
で
陳
列
さ
れ
る
ま
で
に

な
り
ま
し
た
。 

 

 

 

境
町
に
お
け
る
茶
の
歴
史
は
、
江
戸
時
代
に
始
ま
り
ま
す
。
史
料
（
町
内
諸
家
文
書
）

に
よ
れ
ば
、
明
暦

め
い
れ
き

二
年
（
一
六
五
六
）
、
百
戸
村
の
「
野 の

銭 ぜ
に

、
茶 ち

ゃ

銭 せ
ん

高
永

た
か
な
が

二
貫

２

か

ん

四
一
六
文

よ
ん
い
ち
ろ
く
ぶ
ん

茶
地

ち

ゃ
ち

ニ に

引 い
ん

」
に
始
ま
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
寛 か

ん

文 ぶ
ん

十
三
年
（
一
六
七
三
）
の
大
歩

わ

ご

村
茶
検
地
の
際
に
は
、
大
歩
村
の
村
役
人
と
内
門

う
ち
か
ど

村
・
栗
山
村
の
村
役
人
も
立
ち
会

い
、
複
数
の
村
で
一
緒
に
茶
検
地
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。 

さ
し
ま
茶
の
栽
培
を
人
々
に
推
奨
し
た
の
は
、
下
総
国
猿
島
郡
・
葛
飾
郡
の
領
主
で
あ

る
関
宿
藩
で
し
た
。
当
時
、 

茶
畑
に
か
か
る
税
（
茶
銭
）
は
、
畑
地
に
か
か
る
税
に
比
べ

て
は
る
か
に
重
く
、
寛
文
十
三
年
の
検
地
で
は
、
志
鳥
村
で
畑
の
約
十
三
倍
、
百
戸
村
で

約
十
倍
の
税
を
徴
収
し
て
い
ま
し
た
。
税
収
の
増
加
は
領
主
側
に
と
っ
て
魅
力
的
で
あ
っ

た
こ
と
か
ら
、
各
地
の
領
主
か
ら
茶
の
栽
培
が
推
奨
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

江
戸
を
目
指
し
て 

さ
し
ま
茶
の
始
ま
り 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

や
が
て
佐
平
治
が
猿
島
地
方
の
人
々
に
宇
治
茶
の
栽
培
と
そ
の
製
法
を
熱
心
に

伝
授
し
て
い
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
さ
し
ま
茶
の
改
良
は
急
速
に
進
展
し
て
い
き
ま
し

た
。
「
さ
し
ま
茶
」の
名
声
が
し
だ
い
に
高
ま
る
と
、
野
村
佐
平
治
は
そ
の
功
績
が
認
め

ら
れ
、
万 ま

ん

延 え
ん

元
年
（一
八
六
一
）、
関
宿
藩
か
ら
苗
字

み
ょ
う
じ

帯
刀

た
い
と
う

が
許
さ
れ
ま
し
た
。 

 

☆
苗
字
帯
刀
と
は
？ 

 
 

 
 

江
戸
時
代
の
武
士
の
特
権
で
苗
字
を
名
乗
り
、
刀
を
腰
に
差
す

こ
と
。
武
士
以
外
の
身
分
で
あ
っ
て
も
特
別
な
功
績
を
残
し
た

者
な
ど
に
は
こ
う
し
た
権
利
が
与
え
ら
れ
ま
し
た
。 

  

製
茶
法
の
改
良
に
よ
っ
て
、
さ
し
ま
茶
が
よ
う
や
く
念
願
の
江
戸
の
市
場
に
進
出

す
る
よ
う
に
な
っ
た
頃
、
江
戸
幕
府
に
よ
る
鎖
国
外
交
が
終
焉
を
迎
え
て
い
ま
し
た
。

江
戸
幕
府
は
欧
米
列
強
諸
国
か
ら
の
強
硬
な
外
圧
に
屈
し
、
つ
い
に
ア
メ
リ
カ
合
衆

国
の
ペ
リ
ー
提
督
と
日
米
和
親
条
約
を
締
結
し
ま
す
。
こ
う
し
て
二
〇
〇
年
以
続
い

た
鎖
国
政
策
は
転
換
し
、
条
約
の
影
響
で
下
田
・
函
館
な
ど
の
港
が
開
港
す
る
と
、

茶
は
生
糸
に
次
ぐ
日
本
の
重
要
輸
出
品
と
な
っ
た
の
で
す
。 

 

 

▲野村佐平治 

文久二年（１８２２）に山崎村の七

軒に生まれ、佐平治を名乗るま

では佐五右衛門と呼ばれていま

した。 

こ
の
頃
、
茶
の
人
気
に
目
を
つ
け
た
悪
徳
業
者
に
よ
っ
て
、
異
物
を
用
い
た
偽
茶
や
薬
品
で
着
色
し

た
不
正
茶
が
横
行
し
て
い
た
た
め
に
、
明
治
政
府
の
農
商
務
省
や
県
は
取
締
り
を
強
行
し
て
い
ま
し

た
。
こ
う
し
た
状
況
の
下
、
佐
平
治
は
「
製
茶

せ
い
ち
ゃ

指
針
論

し
し
ん
ろ
ん

」
（
野
村
武
家
文
書
）
を
著
し
、
正
し
い
製
茶
の

改
良
法
を
説
い
て
い
ま
す
。 

か
つ
て
境
か
ら
江
戸
・
世
界
へ
渡
っ
た
さ
し
ま
茶
は
、
こ
う
し
た
幾
多
の
転
換
期
を
経
て
、
現
在
ま

で
多
く
の
人
に
親
し
ま
れ
て
い
ま
す
。
世
代
を
超
え
て
愛
さ
れ
る
さ
し
ま
茶
の
今
後
の
発
展
に
期
待

が
高
ま
り
ま
す
。
（
境
町
歴
史
民
俗
資
料
館 

野
村
正
昭
） 

開
国
と
躍
進

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

境町歴史民俗資料館 
〒306-0431 茨城県猿島郡境町西泉田 1326－1  Tel．0280－81－3353  Fax．0280－81－335４ 

利用案内                                         
［入 館 料］ 無料            ［休館日］○毎週月曜日 

［開館時間］ 9：00 ～ 16：3０          （月曜日は祝祭日の場合は開館し、翌火曜日が休館） 
○年末年始（12/28 ～ 1/4） 

交通案内                                         
［自 動 車］ 国道４号バイパス     塚崎交差点（境町）から  約 4.5 キロ 約 10 分 

       首都圏中央連絡自動車道  境古河 IC から       約 1.5 キロ 約 5 分 
［交通機関］ JR宇都宮線             古河駅 
       東武スカイツリーライン（伊勢崎線） 東武動物公園駅  下車 

朝日バス 境車庫ゆき 約 45 分 
終点 境車庫 下車 徒歩約 15 分 

■境町歴史民俗資料館だより 河岸町の歴史 第９号  ■発行・編集 / 境町歴史民俗資料館  ■平成２９年７月２１日発行 

 ５月２０日、境町歴史民俗資料館運営ボランティア「下総さかい河岸の会」

第７回学習会を実施しました。今回の学習会のテーマは「高度経済成長期

の日本と境町」です。 

学習会前半は１９５５～７３年（昭和３０～４８年）ごろに起こった日本の急激

な経済成長とそれに伴う私たちの生活の変化について学び、後半は体験

学習として資料館２階に展示されている民具資料の調査を行いました。 

後半の民具調査では、境町で使われていた明治・大正・昭和期の生活

道具や家具家電を観察し、前半で学習した日本の歴史を元に、使用方法

や使用年代を調査しました。 

調査中には、ボランティアメンバー内で道具の使い方を教えあう場面や

道具にまつわる昔の思い出や体験談を聞く場面も見られ、温故知新（故
ふる

き

を温
たず

ね、新
あたら

しきを知
し

る）の精神を肌で感じることができました。 

境町歴史民俗資料館では現在、境の歴史を広く皆様に知ってもらい、資料館を

利用しやすい環境に整えるための取り組みとして、資料館運営ボランティア「下総さ

かい河岸の会」のメンバーを募集しています。 

かつて宿場町として栄えた境町・境河岸の歴史を楽しく学びながら、町史編纂委

員、学芸員と一緒に資料館運営に携わってみませんか。 

詳しくは境町歴史民俗資料館までお気軽にお問い合わせください。（℡0280－81

－3353） 

▲▼資料館２階に展示してある民具 

日  光  東  街  道   と   境  河  岸   

む か し の 暮 ら し に 触 れ る ・ 懐 か し む 


