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特
集
　
協
働
と
納
得
の
ま
ち
づ
く
り

存
続
が
危
ぶ
ま
れ
る
茶
畑

約
２
８
０
年
前
に
、
京
都
か
ら
檜
山
に
伝

え
ら
れ
た
檜
山
茶
は
、
後
に
武
士
の
内
職
と

し
て
栽
培
が
広
が
り
、
最
盛
期
に
は
２
０
０

戸
、
栽
培
面
積
に
し
て
10
●
に
も
達
し
て
い

ま
し
た
。
し
か
し
、
時
代
の
変
遷
と
と
も
に
、

明
治
以
降
、
そ
れ
ま
で
栽
培
し
て
い
た
武
士

が
住
み
慣
れ
た
土
地
を
離
れ
る
こ
と
に
な
っ

地
域
に
は
、
檜
山
城
跡
や
多
宝
院
を
は
じ

め
、
多
く
の
文
化
財
や
史
跡
の
ほ
か
、
雰
囲

気
の
あ
る
街
並
み
な
ど
、
歴
史
的
な
資
源
が

数
多
く
残
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ら
は
、
檜
山

に
生
ま
れ
育
っ
た
人
に
と
っ
て
、
地
域
に
愛

着
を
感
じ
る
源
に
な
っ
て
い
ま
す
。

茶
畑
を
守
っ
て
い
く
こ
と
は
、
地
域
の
人

の
愛
着
や
誇
り
と
い
っ
た
人
の
思
い
を
大
切

た
こ
と
、
食
糧
難
時
代
に
は
イ
モ
や
大
豆
に

植
え
替
え
ら
れ
た
こ
と
な
ど
に
よ
っ
て
、
現

在
の
面
積
は
わ
ず
か
50
●
ほ
ど
に
な
っ
て
し

ま
い
ま
し
た
。

こ
の
ま
ま
で
は
、
種
と
し
て
も
貴
重
な
茶

畑
そ
の
も
の
の
存
続
が
危
ぶ
ま
れ
る
こ
と

や
、
昔
な
が
ら
の
製
法
、
伝
統
が
途
切
れ
て

し
ま
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
地
域
の
貴
重
な
宝

を
存
続
さ
せ
よ
う
と
、
檜
山
地
域
ま
ち
づ
く

り
協
議
会
が
地
域
の
人
に
呼
び
か
け
た
と
こ

ろ
、
42
人
の
住
民
が
保
存
活
動
の
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
に
手
を
挙
げ
ま
し
た
。

茶
畑
を
守
っ
て
い
く
こ
と
の
意
義

檜
山
地
域
ま
ち
づ
く
り
協
議
会
で
は
、

﹁
自
然
に
生
か
さ
れ
た
文
化
が
か
お
る
歴
史

の
ま
ち
﹂
を
地
域
の
将
来
像
に
掲
げ
、
各
種

ま
ち
づ
く
り
活
動
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

に
し
て
い
く
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
か
ら
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
﹁
人
﹂

こ
れ
か
ら
の
ま
ち
づ
く
り
は
、
﹁
モ
ノ
﹂

で
は
な
く
﹁
人
﹂
が
キ
ー
ワ
ー
ド
に
な
っ
て

く
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

少
子
高
齢
化
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
希
薄
化

で
、
人
の
結
び
つ
き
が
今
後
さ
ら
に
な
く
な

っ
て
く
る
こ
と
が
ど
こ
の
地
域
で
も
危
ぐ
さ

れ
て
い
ま
す
。

茶
畑
の
保
存
活
動
は
、
地
域
で
脈
々
と
受

け
継
が
れ
て
き
た
営
み
を
通
じ
て
、
過
去
と

現
在
、
そ
し
て
未
来
の
檜
山
の
﹁
人
﹂
を
結

ぶ
活
動
と
言
え
ま
す
。

檜
山
地
域
の
人
た
ち
が
、
人
の
結
び
つ
き

を
強
め
、
ま
ち
づ
く
り
活
動
を
実
践
し
て
い

る
こ
と
に
は
、
頼
も
し
さ
を
覚
え
ま
す
。
地

域
の
将
来
を
作
っ
て
い
く
の
は
、
そ
こ
で
暮

ら
す
住
民
の
力
。
そ
の
こ
と
を
強
く
感
じ
ま

し
た
。

茶
畑
を
保
存
し
て
い
く
こ
と
は
、
地
域
の
人
の
思
い
を

大
切
に
す
る
こ
と

桧
山
地
域
ま
ち
づ
く
り
協
議
会

各地域のまちづくり活動から①

檜山茶の保存活動
檜山茶は、1730年ごろに京都の宇治から檜

山に伝えられました。

改良も改植もされることなく、昔ながらの手

作業により守られてきた檜山茶は、古来の宇治

茶の遺伝子を引き継いでいる茶として、希少な

ものとなっています。

茶の保存活動は、地域にとってどんな意味が

あるのでしょうか。

檜山地域まちづくり
協議会
副会長　野呂進さん

こ
れ
ま
で
檜
山
茶
の
伝
統
は
、
檜
山

に
住
む
梶
原
さ
ん
と
大
高
さ
ん
の
継
承

者
と
し
て
の
意
気
地
の
み
に
頼
っ
て
き

ま
し
た
が
、
こ
の
先
も
安
泰
な
わ
け
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
ま
ち
づ
く
り

協
議
会
で
は
、
檜
山
茶
を
歴
史
の
語
り

に
終
わ
ら
せ
る
こ
と
な
く
、
技
術
の
保

存
と
伝
承
に
、
和
の
心
を
も
っ
て
取
り

組
む
べ
く
立
ち
上
が
ろ
う
と
し
て
い
ま

す
。先

人
が
風
流
と
し
て
導
入
し
た
お
茶

が
、
さ
ま
ざ
ま
な
経
緯
を
経
て
商
業
的

に
成
り
立
た
な
く
な
っ
た
今
、
こ
れ
を

地
域
再
生
の
機
会
と
と
ら
え
、
郷
土
の

自
然
や
伝
統
、
先
祖
の
意
志
に
向
き
合

い
、
昔
な
が
ら
の
製
法
を
後
世
ま
で
伝

え
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、
将
来
再
び
檜
山
の
後
輩
た

ち
が
時
々
の
時
代
と
向
き
合
い
な
が

ら
、
新
し
い
創
造
へ
と
向
か
っ
て
く
れ

る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。


