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	 表紙：	染め場で藍色に染め上げられたストールが柔らかな光に透ける。寛政年
間（1789-1801）創業の紺屋「日下田（ひげた）藍染工房」は、タデ科の一年
草「蓼藍（たであい）」の葉からつくった染料「 （すくも）」を発酵させて染め
るという、昔ながらの方法を今も守る（撮影：川本聖哉）

	 裏表紙上：	 をつくる土間の作業場「寝床」で、発酵を促すために水をかける
BUAISOUの結城研さん。4～5日ごとに水をかけて混ぜ合わせては積み
上げる「切り返し」など、 づくりにはさまざまな手作業が必要だ（撮影：
鈴木拓也）

	 裏表紙下：	ベロ藍（プルシアンブルー）という人工絵の具が大量に輸入されるようになった
文政年間（1818-1830）、藍色の微妙な濃淡で刷る「藍摺絵（あいずりえ）」が登
場する。　歌川国貞『元柳橋　雪の光景』（北海道近代美術館蔵）
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港 

千
尋

エ
レ
ガ
ン
ス
を
認
め
る
理
由
は
、
お
そ
ら

く
彼
が
一
生
涯
職ア

ル
チ
ザ
ン人
を
貫
い
た
こ
と
と
関

係
が
あ
る
。
そ
れ
は
「
日
々
の
活
動
」
に

結
び
つ
い
た
色
な
の
で
あ
る
。

　

日
本
人
と
し
て
も
納
得
の
い
く
答
え
だ

っ
た
。
藍
色
ほ
ど
日
本
人
の
生
活
に
密
着

し
た
色
は
な
い
だ
ろ
う
。
着
物
に
浴
衣
、

手
ぬ
ぐ
い
に
風
呂
敷
。
夏
は
涼
し
く
、
冬

は
温
か
い
木
綿
の
色
。
子
ど
も
の
頃
か
ら

わ
た
し
は
剣
道
を
習
っ
て
い
た
の
で
、
藍

染
め
道
着
に
は
特
別
な
感
覚
が
あ
り
、
濃

い
藍
色
は
い
ま
も
竹
刀
の
音
と
結
び
つ
い

て
い
る
。
だ
が
ジ
ヴ
ァ
ン
シ
ー
的
な
意
味

で
の
ブ
ル
ー
が
も
っ
と
も
美
し
か
っ
た
の

は
、
野
良
着
、
仕
事
着
の
世
界
に
ち
が
い

な
い
。
そ
れ
は
自
然
を
前
に
し
た
人
間
の

永
き
に
わ
た
る
活
動
の
色
で
あ
る
。

　

も
っ
と
も
同
じ
ブ
ル
ー
が
、
フ
ラ
ン
ス

と
日
本
で
は
か
な
り
差
異
が
あ
る
こ
と
も

事
実
だ
。
わ
た
し
は
『
フ
ラ
ン
ス
の
色
景
』

と
い
う
本
で
、
写
真
か
ら
色
名
を
抽
出
す

自
然
の
エ
レ
ガ
ン
ス

　

か
れ
こ
れ
30
年
ほ
ど
前
に
な
る
が
、
ユ

ベ
ー
ル
・
ド
・
ジ
ヴ
ァ
ン
シ
ー
氏
を
パ
リ

の
ア
ト
リ
エ
に
訪
ね
た
こ
と
が
あ
る
。
20

世
紀
を
代
表
す
る
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
デ
ザ
イ

ナ
ー
の
ひ
と
り
で
あ
り
、
フ
ラ
ン
ス
人
に

と
っ
て
「
ジ
ヴ
ァ
ン
シ
ー
」
の
名
は
、
エ

レ
ガ
ン
ス
の
代
名
詞
だ
っ
た
。
で
も
具
体

的
に
そ
れ
は
何
な
の
だ
ろ
う
。
わ
た
し
の

や
や
直
截
な
質
問
を
受
け
て
、
ジ
ヴ
ァ
ン

シ
ー
氏
は
、
自
分
が
エ
レ
ガ
ン
ト
と
感
じ

る
の
は
馬
に
乗
る
人
の
身
ぶ
り
と
答
え
た
。

オ
ー
ド
リ
ー
・
ヘ
ッ
プ
バ
ー
ン
が
馬
上
で

ぐ
っ
と
背
筋
を
伸
ば
す
凛
と
し
た
姿
が
浮

か
ん
で
く
る
。
で
は
服
で
は
ど
う
で
し
ょ

う
。
し
ば
ら
く
考
え
て
彼
は
マ
リ
ン
ブ
ル

ー
の
服
、
と
答
え
た
。

　

わ
た
し
は
そ
の
日
た
ま
た
ま
紺
の
ジ
ャ

ケ
ッ
ト
を
羽
織
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
が
理

由
で
は
あ
る
ま
い
。
ブ
ル
ー
は
フ
ラ
ン
ス

で
も
っ
と
も
好
ま
れ
る
色
で
あ
る
。
現
代

フ
ラ
ン
ス
の
色
彩
論
を
代
表
す
る
ミ
シ
ェ

ル
・
パ
ス
ト
ゥ
ロ
ー
著
『
青
』
に
は
、
時

代
と
社
会
の
変
遷
を
超
え
て
い
か
に
ブ
ル

ー
が
国
民
色
と
な
る
に
至
っ
た
か
が
、
明

快
に
語
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
ジ
ヴ
ァ
ン
シ

ー
が
「
マ
リ
ン
ブ
ル
ー
の
服
」
に
究
極
の
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フランス大西洋岸にある世界遺産モン・サン＝ミシェルの大階段からの眺め。島に夕暮れが訪れると、
空と海が美しいブルーのパレットをつくる。　『フランスの色景』より　撮影：港 千尋

港 千尋（みなと ちひろ）

1960年神奈川県生まれ。「群衆」「移動」などをテーマに写真を撮りながら多彩な評論を行なう。写真展「市民の色 chromatic 
citizen」で第 31回伊奈信男賞受賞。2007年イタリアで行なわれたヴェネツィア・ビエンナーレで日本館コミッショナーを、2016
年のあいちトリエンナーレ2016では芸術監督を務める。主な著書に『記憶』（講談社 1996）、『パリを歩く』（NTT出版 2011）、
『革命のつくり方』（インスクリプト 2014）、『フランスの色景―写真と色彩を巡る旅』（編著／青幻社 2014）などがある。

る
ソ
フ
ト
を
使
い
、
色
名
と
色
彩
の
分
布

を
比
較
し
て
み
た
。
日
本
と
の
差
は
歴
然

で
、
た
と
え
ば
ピ
ン
ク
や
ム
ラ
サ
キ
系
の

色
名
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
ほ
う
が
圧
倒
的
に

豊
か
で
あ
る
。
逆
に
グ
レ
ー
系
統
に
は
、

和
名
の
ほ
う
に
微
妙
な
表
現
が
多
い
。
日

本
の
伝
統
色
に
は
植
物
起
源
の
も
の
が
多

い
が
、
ブ
ル
ー
系
統
の
フ
ラ
ン
ス
語
に
は
、

鉱
物
や
使
用
の
歴
史
に
由
来
す
る
も
の
が

あ
る
。「
デ
ニ
ム
」
も
そ
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

　

も
と
も
と
南
仏
の
都
市
ニ
ー
ム
産
の
サ

ー
ジ
生
地
に
由
来
す
る
と
言
わ
れ
る
。
イ

ン
デ
ィ
ゴ
染
め
の
経
糸
を
使
っ
た
生
地
の

名
称
だ
が
、
そ
れ
が
ジ
ー
ン
ズ
の
同
義
語

に
な
り
、
さ
ら
に
色
の
名
と
し
て
定
着
し

て
し
ま
う
ほ
ど
の
大
流
行
に
な
っ
た
。
デ

ニ
ム
を
身
に
つ
け
た
若
者
た
ち
の
姿
は
、

特
に
1 

9 

6 

8
年
に
宇
宙
か
ら
撮
影
さ
れ

た
一
枚
の
写
真
、
ア
ポ
ロ
8
号
の
宇
宙
船

か
ら
見
た
月
面
の
彼
方
に
浮
か
ぶ
青
い
地

球
の
イ
メ
ー
ジ
と
重
な
り
、
ま
さ
に
グ
ロ

ー
バ
ル
な
環
境
意
識
を
生
む
こ
と
に
な
っ

た
。
地
球
は
ブ
ル
ー
に
染
め
上
げ
ら
れ
た

と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
21
世
紀

の
現
在
、
か
け
が
え
の
な
い
「
生
命
の
星
」

の
色
は
、
そ
こ
で
活
動
す
る
わ
た
し
た
ち

人
間
に
、
果
た
し
て
エ
レ
ガ
ン
ス
が
あ
る

の
か
ど
う
か
と
、
問
う
て
い
る
よ
う
な
気

も
す
る
の
で
あ
る
。
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年
2
月

私
た
ち
の
身
の
ま
わ
り
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
色
が
あ
る
。
で
は
「
水
」

を
色
で
表
す
と
何
色
な
の
か
。
す
ぐ
に
思
い
浮
か
ぶ
の
は
「
水
色
」

だ
ろ
う
。
水
色
は
青
系
統
の
色
だ
。
そ
の
青
系
統
の
色
の
な
か
で

も
、
特
に
庶
民
の
暮
ら
し
に
多
く
用
い
ら
れ
た
の
は
藍
色
で
あ
る
。

明
治
時
代
の
初
め
に
日
本
を
訪
れ
た
ロ
バ
ー
ト
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
・

ア
ト
キ
ン
ソ
ン
が
、
藍
色
の
衣
服
を
身
に
つ
け
た
日
本
人
を
数
多

く
目
に
し
て
、「
ジ
ャ
パ
ン
・
ブ
ル
ー
」
と
称
し
た
の
は
有
名
な
話

だ
。
外
国
人
の
目
に
印
象
深
く
映
っ
た
藍
色
は
、
日
本
人
の
生
活

を
彩
る
代
表
的
な
色
だ
っ
た
の
だ
。

あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
が
、
藍
色
に
は
非
常
に
多
く
の
種
類
が

あ
る
。
今
は
藍
色
と
い
え
ば
濃
い
め
の
紺
色
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
か

も
し
れ
な
い
が
、「
水
色
」「
縹は

な
だ色

」「
甕か

め
の
ぞ覗

き
」「
水み

ず
あ
さ
ぎ

浅
葱
」
と
い
っ

た
淡
い
色
も
藍
色
の
範
疇
に
含
ま
れ
る
。

明
治
時
代
中
期
に
合
成
藍
が
輸
入
さ
れ
る
ま
で
、
日
本
の
藍
色
は

蓼た
で
あ
い藍

を
発
酵
さ
せ
て
つ
く
る
「
蒅す

く
も」

と
い
う
染
料
を
用
い
て
染
め

ら
れ
、
色
の
濃
淡
は
染
め
る
回
数
な
ど
で
調
整
し
て
い
た
。
先
人

た
ち
が
さ
ま
ざ
ま
な
技
術
と
工
夫
で
多
様
な
藍
色
を
生
み
出
し
た

よ
う
に
、
今
も
藍
色
に
こ
だ
わ
っ
た
も
の
づ
く
り
を
続
け
る
人
た

ち
が
い
る
。
藍
色
に
は
日
本
人
特
有
の
何
か
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

識
者
、
そ
し
て
藍
を
も
の
づ
く
り
に
活
か
し
て
い
る
現
場
を
訪
ね

歩
い
た
。
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日本に溢れる自然が
多彩な藍色を育んだ

古
代
エ
ジ
プ
ト
ま
で

遡
る
藍
染
め
の
歴
史

　

水
色
、
浅あ

さ
ぎ葱

色
、
空
色
、
露
草
色
、
縹

は
な
だ

色
、
紺
色
な
ど
、
藍
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
色

が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
美
し
い
藍
の
色
を

生
み
出
す
の
は
、
藍
色
の
色
素
を
含
む

含が
ん
ら
ん藍

植
物
で
す
。
藍
色
の
色
素
を
も
つ
植

物
は
、
枯
れ
て
も
葉
が
藍
色
を
し
て
い
る

の
で
識
別
で
き
ま
す
。

　

藍
染
め
に
用
い
ら
れ
る
含
藍
植
物
は
世

界
に
広
く
自
生
し
、
ま
た
栽
培
さ
れ
て
い

ま
す
が
、
日
本
で
は
主
に
タ
デ
科
の
一
年

草
の
蓼た

で
あ
い藍

が
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。
蓼
藍

は
か
な
り
昔
に
中
国
か
ら
日
本
へ
渡
来
し

た
染
料
植
物
で
す
。
ま
た
、
沖
縄
や
台
湾
、

東
南
ア
ジ
ア
で
は
キ
ツ
ネ
ノ
マ
ゴ
科
の
琉

球
藍
が
、
イ
ン
ド
を
中
心
と
し
た
熱
帯
・

亜
熱
帯
地
域
で
は
マ
メ
科
の
イ
ン
ド
藍
が
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
か
つ
て
ア
ブ
ラ
ナ
科
の

ウ
ォ
ー
ド
（
大
青
﹇
た
い
せ
い
﹈）
が
用
い
ら

総論

明
治
時
代
に
来
日
し
た
外
国
人
が
「
ジ
ャ
パ
ン
・
ブ
ル
ー
」
と
絶
賛
し

た
「
藍
色
」
は
「
甕か

め
の
ぞ覗

き
」
と
呼
ば
れ
る
淡
い
藍
色
か
ら
、
黒
く
見
え

る
ほ
ど
の
濃
紺
ま
で
、
実
に
さ
ま
ざ
ま
な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
る
。

そ
こ
に
は
日
本
人
の
ど
ん
な
感
性
が
働
い
て
い
た
の
か
。
全
国
の
藍

染
め
に
ま
つ
わ
る
地
を
歩
い
て『
藍
―
風
土
が
生
ん
だ
色
』『
藍
Ⅱ
―

暮
ら
し
が
育
て
た
色
』
を
上
梓
し
た
民
俗
学
者
の
竹
内
淳
子
さ
ん
に
、

藍
染
め
の
起
源
を
含
め
て
「
藍
と
日
本
人
」
に
つ
い
て
お
聞
き
し
た
。

れ
て
い
ま
し
た
。

　

藍
染
め
の
歴
史
は
、
紀
元
前
2 

0 

0 

0

年
の
エ
ジ
プ
ト
に
遡
る
と
い
わ
れ
て
い
ま

す
。
エ
ジ
プ
ト
の
古
代
都
市
テ
ー
ベ
の
古

墳
か
ら
出
土
し
た
ミ
イ
ラ
に
巻
か
れ
て
い

た
麻
布
が
藍
染
め
と
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

含
藍
植
物
は
葉
を
ち
ぎ
っ
て
布
に
こ
す
り

付
け
て
も
染
ま
り
ま
す
の
で
、
私
は
生な

ま
ば葉

染
め
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
す
。

　

ま
た
、
紀
元
前
2
〜
3
世
紀
に
ペ
ル
ー

中
部
の
太
平
洋
岸
で
栄
え
た
パ
ラ
カ
ス
文

明
の
遺
跡
か
ら
、
藍
染
め
の
木
綿
の
布
が

出
土
し
て
い
ま
す
。

　

そ
の
次
は
紀
元
前
1
世
紀
の
中
国
で
す
。

儒
教
の
経
書
の
一
つ
で
あ
る
『
礼ら

い
き記

』
に

「
民
ニ
令
シ
テ
藍
ヲ
刈
リ　

以
テ　

染
ム

ル
コ
ト   

毋
な
か
らノ            

シ
ム
」
と
あ
り
ま
す
。
民
に

令
し
て
と
あ
る
の
で
、「
藍
を
刈
ら
せ
る
が
、

染
め
に
使
っ
て
は
な
ら
な
い
」
と
藍
染
め

を
禁
止
し
た
よ
う
で
す
。
藍
は
染
料
だ
け

で
な
く
薬
用
と
し
て
も
利
用
さ
れ
て
い
た

の
で
、
そ
の
た
め
の
禁
止
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。

　

も
う
一
つ
付
け
加
え
る
な
ら
ば
、
紀
元

後
40
年
か
ら
70
年
ご
ろ
に
成
立
し
た
と
さ

れ
る
、
古
代
の
イ
ン
ド
洋
近
辺
に
お
け
る

海
洋
貿
易
に
つ
い
て
記
し
た
航
海
案
内
書

『
エ
リ
ュ
ト
ゥ
ラ
ー
海
案
内
記
』
に
は
、

含
藍
量
の
高
い
イ
ン
ド
の
藍
が
カ
リ
カ
ッ

ト
（
コ
ー
ジ
コ
ー
ド
の
旧
称
）
か
ら
地
中
海
方
面

さまざまな藍色が溢れる美しい海岸
（長崎・五島列島「小値賀島」）
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に
輸
出
さ
れ
て
い
た
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

少
し
遡
り
ま
す
が
、
紀
元
前
3
世
紀
の

中
国
で
は
、
思
想
家
・
儒
学
者
の
荀じ

ゅ
ん
し子

が

「
青
ハ
コ
レ
ヲ
藍
ニ
取
リ
テ 

藍
ヨ
リ
モ
青

シ
」
と
書
き
残
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
よ

く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
「
出
藍ら

ん

の
誉

れ
」
で
す
ね
。
藍
草
で
染
め
た
布
は
藍
草

よ
り
も
鮮
や
か
な
青
色
と
な
る
こ
と
を
弟

子
と
師
匠
の
関
係
に
あ
て
は
め
、
弟
子
が

師
匠
の
学
識
や
技
術
を
越
え
る
と
い
う
意

味
で
す
。

　

こ
の
よ
う
な
痕
跡
を
辿
る
こ
と
で
、
私

た
ち
は
古
代
の
藍
の
こ
と
を
ほ
ん
の
少
し

知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

『
万
葉
集
』
に
見
る

日
本
の
藍
染
め

　

で
は
、
日
本
の
藍
染
め
は
い
つ
始
ま
っ

た
の
で
し
ょ
う
か
。「
日
本
の
植
物
学
の

父
」
と
呼
ば
れ
る
牧
野
富
太
郎
は
「
藍
は

非
常
に
古
く
日
本
に
入
っ
て
き
た
植
物

だ
」
と
述
べ
て
い
ま
す
が
、
正
確
な
年
代

は
わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。

　

奈
良
県
天
理
市
成
願
寺
町
に
あ
る
古
墳

時
代
前
期
の
下
池
山
古
墳
か
ら
、
鏡
と
一

緒
に
絳こ

う
せ
い
け
ん

青
縑
と
い
う
赤
と
青
の
絹
織
物
が

出
土
し
ま
し
た
。
こ
の
青
は
藍
で
染
め
た

も
の
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
う
し
た
証

拠
は
な
か
な
か
出
て
き
ま
せ
ん
。
そ
こ
で

重
要
に
な
る
の
が
『
万
葉
集
』
で
す
。

　

実
は
『
万
葉
集
』
に
は
藍
に
関
す
る
句

が
い
く
つ
か
あ
る
の
で
す
。
例
え
ば
「
麻あ

さ

衣ご
ろ
もに

青あ
お
く
び衿

著つ

け
…
…
」（
九
巻 

一
八
〇
七
）。

こ
の
青
衿
と
は
、
麻
の
着
物
の
衿
だ
け
を

絹
に
し
て
、
藍
を
生
葉
染
め
し
た
も
の
だ

と
私
は
考
え
ま
す
。
衿
元
が
麻
だ
と
痛
い

で
す
か
ら
、
絹
に
し
た
の
で
は
な
い
で
し

竹内 淳子 さん　民俗学者
たけうち じゅんこ

東京生まれ。大妻女子大学卒業後、同大学に勤務。現
在、大学講師（専門は民俗学）。「ものと人間の文化を
研究する会」主宰。各地への講演のほか、執筆活動を
続ける。『藍―風土が生んだ色』（法政大学出版局 
1991）、『藍Ⅱ―暮らしが育てた色』（法政大学出版局 
1999）など著書多数。また、『日本民俗大辞典　上
巻・下巻』（吉川弘文館 1999,2000）に分担執筆。

ょ
う
か
。
絹
は
高
貴
な
も
の
だ
か
ら
庶
民

は
着
な
い
と
思
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
ん

な
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
絹
は
木
綿
よ
り

も
ず
っ
と
昔
か
ら
あ
る
の
で
す
。

「
青
に
よ
し 

奈
良
の
山
の
…
…
」（
巻
一 

一

七
）
や
「
青
に
よ
し 

奈
良
山
越
え
て
」（
巻

一 

二
九
）
な
ど
は
有
名
で
す
が
、
こ
れ
は

山
の
緑
、
つ
ま
り
「
青
々
と
し
た
緑
」
の

意
味
で
、
藍
と
は
関
係
あ
り
ま
せ
ん
。「
あ

た
か
も
似
る
か
青
き
ぬ
が
さ
」（
一
九
巻 

四

二
〇
四
）
と
い
う
句
は
、
藍
を
指
す
か
ど

う
か
で
文
学
者
と
意
見
が
割
れ
て
い
ま
す
。

当
時
、
傘
は
貴
人
が
使
う
も
の
で
し
た
し
、

絹
も
ま
だ
貴
重
品
で
し
た
。
で
す
か
ら

「
青
き
ぬ
が
さ
」
と
は
「
緑
の
木
の
下
に

い
る
状
態
」
を
指
し
て
い
る
の
か
も
し
れ

な
い
し
、「
青
い
絹
の
傘
の
下
」
と
い
う
意

味
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
わ
か
ら
な
い
ん

で
す
ね
。
で
す
か
ら
「
青
衿
」
の
句
は
貴

重
な
の
で
す
。

『
万
葉
集
』
の
成
立
時
期
に
は
諸
説
あ
り

ま
す
が
、
仁
徳
天
皇
の
皇
后
磐い

わ
の
ひ
め姫の

作
と

い
わ
れ
る
歌
か
ら
7 

5 

9 

年
（
天
平
宝
字

3
）
の
大
伴
家
持
の
歌
ま
で
約
4 

0 

0 

年

に
わ
た
る
全
国
各
地
、
各
階
層
の
人
の
歌

が
収
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
私
た
ち
は
学
校

で
習
う
『
万
葉
集
』
を
身
近
な
も
の
と
感

じ
ま
す
が
、
実
は
『
古
事
記
』
や
『
日
本

書
紀
』
よ
り
も
古
い
文
献
な
の
で
す
。

漢
字
で
は
な
い
「
蒅す
く
も」

は

日
本
独
自
の
も
の

　

日
本
で
藍
染
め
が
い
ち
ば
ん
盛
ん
に
行

な
わ
れ
た
の
は
、
室
町
時
代
末
期
だ
っ
た

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
明み

ん

か
ら
木
綿
の
種
が

入
っ
て
き
た
か
ら
で
す
。
麻
よ
り
も
温
か

く
、
そ
し
て
肌
触
り
の
よ
い
木
綿
は
ど
ん
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ど
ん
広
が
り
、
庶
民
も
木
綿
の
衣
服
が
着

ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

1 
5 

5 

2
年
（
天
文
21
）
に
青あ

お
や屋

四し

ろ

べ
郎
兵

衛え

と
い
う
藍
染
め
職
人
が
上
方
か
ら
阿
波

国
（
徳
島
県
）
へ
や
っ
て
き
て
、
木
綿
と
藍

を
一
緒
に
栽
培
し
て
人
気
を
博
し
ま
す
。

こ
れ
は
、
四
郎
兵
衛
が
「
蒅す
く
も」

と
呼
ば
れ

る
染
料
を
用
い
た
か
ら
だ
と
伝
わ
っ
て
い

ま
す
。

　

蒅
と
は
、
蓼
藍
の
葉
を
採
っ
て
乾
燥
さ

せ
て
細
か
く
切
り
、
寝ね

ど
こ床

と
い
う
土
間
に

広
げ
て
寝
か
せ
て
、
水
を
か
け
な
が
ら
発

酵
さ
せ
る
作
業
を
お
よ
そ
90
日
続
け
て
つ

く
る
も
の
で
す
。
発
酵
さ
せ
す
ぎ
る
と
藍

色
の
色
素
が
傷
む
の
で
、
ひ
っ
く
り
返
し

て
ま
た
水
を
打
つ
。
春
に
種
を
蒔
い
て
、

ま
る
で
土
の
よ
う
に
見
え
る
蒅
が
完
成
す

る
の
は
12
月
か
ら
1
月
で
す
。

　

蒅
は
各
地
で
つ
く
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、

特
に
阿
波
国
の
吉
野
川
流
域
で
つ
く
ら
れ

た
も
の
が
質
・
量
と
も
に
秀
で
て
い
た
た

め
「
阿
波
藍
」
と
呼
ば
れ
、
全
国
に
出
荷

さ
れ
て
い
き
ま
し
た
。

　

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
蒅
と
い
う
文

字
で
す
。「
草
冠
に
染
め
る
」
と
書
き
ま
す

が
、
こ
の
文
字
は
漢
字
で
は
な
く
国
字
で

す
。
つ
ま
り
蒅
は
大
陸
渡
来
の
も
の
で
は

な
く
、
日
本
人
が
つ
く
っ
た
も
の
な
の
で

す
。
た
だ
し
、
い
つ
蒅
が
つ
く
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
の
か
は
詳
ら
か
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。

「
紺
屋
の
白
袴
」
の
意
味

　

蒅
は
藍
染
め
を
専
門
と
す
る
「
紺こ

う
や屋

」

が
仕
入
れ
、
土
の
な
か
に
埋
め
込
ん
だ
藍あ

い

甕が
め

に
発
酵
の
栄
養
源
と
な
る
ふ
す
ま
や
木き

灰ば
い

（
ア
ル
カ
リ
）
を
入
れ
、
1
週
間
ほ
ど
発

酵
さ
せ
ま
す
。
こ
の
発
酵
は
熟
練
を
要
す

る
作
業
で
、
蒅
の
イ
ン
ジ
ゴ
（
注
）
を
水

溶
性
に
し
て
繊
維
に
い
っ
た
ん
吸
着
さ
せ

て
、
再
び
イ
ン
ジ
ゴ
に
戻
す
こ
と
で
染
め

る
の
で
す
。

　

藍
染
め
が
盛
ん
に
な
っ
た
の
は
、
江
戸

時
代
に
繰
り
返
し
出
さ
れ
た
幕
府
の
奢し

ゃ
し侈

禁
止
令
の
影
響
も
あ
り
ま
し
た
。
庶
民
は

麻
か
木
綿
を
着
る
こ
と
を
強
い
ら
れ
、
ま

た
光
沢
を
帯
び
る
よ
う
な
加
工
、
そ
し
て

紫
色
や
紅
梅
色
を
用
い
る
こ
と
も
禁
じ
ら

れ
ま
し
た
。
天
保
の
大
飢
饉
の
あ
と
は
白

の
木
綿
も
禁
止
さ
れ
る
の
で
、
紺
屋
は
ま

す
ま
す
増
え
て
い
き
ま
す
。
険
し
い
山
の

な
か
の
村
に
も
、
か
つ
て
立
派
な
藍
甕
を

た
く
さ
ん
備
え
た
紺
屋
が
あ
り
ま
し
た
。

　

藍
甕
の
染
液
は
28
℃
が
限
度
、
で
き
れ

ば
25
℃
が
い
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ

う
す
る
と
夏
だ
け
し
か
染
め
る
こ
と
が
で

き
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
染
液
を
28
℃
に
保

つ
た
め
に
藍
甕
を
四
つ
置
き
、
そ
の
中
心

に
籾
殻
な
ど
に
火
を
つ
け
て
保
温
す
る
方

法
を
編
み
出
し
た
こ
と
で
、
冬
期
で
も
染

め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

「
紺
屋
の
白
袴
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま

す
ね
。
紺
屋
が
自
分
の
袴
は
染
め
な
い
で
、

い
つ
も
白
袴
を
は
い
て
い
る
―
―
つ
ま
り

「
他
人
の
こ
と
に
忙
し
く
て
自
分
自
身
の
こ

（注）インジゴ

本来はインドで栽培される含藍植物からと
れる天然藍（インド藍）を指すが、そのなか
に含まれる色素の物質名にもなっている。

栃木県芳賀郡益子町にある「日下田（ひげた）
藍染工房」の染め場。180L入る常滑焼の藍
甕が72個並ぶ。藍甕に湯を張り、蓼藍からつ
くった 、栄養分となるふすまや木灰などを入
れると発酵が始まり、藍染めが可能になる。4
個の藍甕の中央には「火床」と称する穴があり、
籾殻などを燃やして温度を保つ。写真右は、藍
甕にゆっくり布を浸けて色を染めている職人の
小島卓磨さん（関連記事 pp.28-31）
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　藍
あいじろ

白　

　甕
かめのぞき

覗き　

　空
そらいろ

色　

　水
みずいろ

色　

　水
みずあさぎ

浅葱　

　浅
あさぎいろ

葱色　

　露
つゆくさいろ

草色　

　縹
はなだいろ

色　

　藍
あいいろ

色　

　瑠
るりいろ

璃色　

　紺
こんじょう

青　

　勝
かちいろ

色　

　紺
こんいろ

色　

　濃
こいあい

藍　

　濃
のうこん

紺　

と
に
は
手
が
回
ら
な
い
こ
と
」
の
た
と
え

と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
実
は
紺
屋
が
白
い

袴
で
仕
事
を
し
て
も
染し

み
は
で
き
ま
せ
ん
。

藍
染
め
は
布
や
糸
を
藍
甕
へ
そ
っ
と
下
ろ

し
、
静
か
に
引
き
上
げ
る
も
の
。
飛
び
散

る
よ
う
に
パ
シ
ャ
パ
シ
ャ
し
た
ら
、
藍
甕

の
な
か
の
イ
ン
ジ
ゴ
が
弱
っ
て
繊
維
に
食

い
つ
け
な
く
な
る
の
で
す
。
つ
ま
り
、
染

液
を
扱
う
け
れ
ど
自
分
の
白
袴
に
は
染
み

一
つ
つ
け
な
い
と
い
う
「
職
人
の
意
気
」

を
表
し
た
言
葉
な
の
で
す
。

「
ジ
ャ
パ
ン
・
ブ
ル
ー
」
と

称
さ
れ
た
深
く
濃
い
藍
色

　

1 

8 

7 

4
年
（
明
治
7
）
に
来
日
し
た
お

雇
い
外
国
人
の
ロ
バ
ー
ト
・
ウ
ィ
リ
ア

ム
・
ア
ト
キ
ン
ソ
ン
が
藍
染
め
の
衣
服
を

着
て
い
る
日
本
人
が
多
い
こ
と
に
驚
い
て
、

藍
を
「
ジ
ャ
パ
ン
・
ブ
ル
ー
」
と
表
現
し

た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

た
し
か
に
藍
染
め
は
多
か
っ
た
と
思
い

ま
す
が
、
ア
ト
キ
ン
ソ
ン
が
驚
い
た
理
由

に
は
「
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
す
で
に

天
然
の
藍
染
め
が
失
わ
れ
て
い
た
こ
と
」

も
あ
っ
た
は
ず
だ
と
私
は
思
い
ま
す
。

　

し
か
も
、
日
本
の
藍
染
め
は
濃
い
藍
が

中
心
で
す
。
本
来
、
藍
の
中
間
色
は
「
縹は

な
だ」

で
、
そ
れ
よ
り
も
濃
け
れ
ば
紺
色
、
薄
け

れ
ば
水
色
で
す
が
、
特
に
江
戸
時
代
の
日

本
人
は
濃
い
藍
、
つ
ま
り
紺
色
を
好
ん
で

着
ま
し
た
。
な
ぜ
で
し
ょ
う
か
？ 

農
作

業
で
も
っ
と
も
大
事
な
の
は
豊
作
で
す
ね
。

豊
饒
な
世
界
を
望
む
わ
け
で
す
。
そ
の
世

界
は
「
藍
を
深
く
深
く
染
め
る
こ
と
で
可

能
に
な
る
の
で
は
な
い
か
」
と
考
え
た
。

で
す
か
ら
藍
色
を
ど
ん
ど
ん
濃
く
し
て
い

っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

農
作
業
を
す
る
と
き
に
土
が
付
く
の
で
、

汚
れ
を
目
立
た
せ
な
い
よ
う
に
、
と
い
う

工
夫
も
あ
っ
た
で
し
ょ
う
。
今
で
こ
そ
水

色
や
空
色
は
き
れ
い
な
色
と
さ
れ
て
い
ま

す
が
、
そ
う
い
っ
た
色
だ
と
汚
れ
が
目
立

つ
の
で
田
畑
に
は
入
れ
ま
せ
ん
。
だ
か
ら

濃
い
藍
色
を
好
ん
だ
の
で
す
。
今
の
日
本

人
が
見
て
も
、
濃
い
藍
色
は
安
定
し
た
も

の
に
見
え
ま
す
。

　

あ
る
い
は
瞳
の
色
も
関
係
し
て
い
る
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
例
え
ば
日
本
人
か
ら

見
る
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
染
織
は
き
れ
い
で

華
や
か
で
す
。
日
本
人
の
衣
服
は
黒
っ
ぽ

く
て
渋
い
。
渋
い
は
地
味
と
は
違
う
深
み

藍系統の主な色と名称

が
あ
り
ま
す
。
濃
い
藍
色
を
見
る
と
「
や

っ
ぱ
り
こ
の
色
が
落
ち
着
く
わ
ね
」
と
感

じ
る
の
が
、
日
本
人
特
有
の
感
性
な
の
だ

と
思
い
ま
す
。

藍
色
を
育
て
た

列
島
の
多
彩
な
自
然

　　

蓼
藍
か
ら
効
率
よ
く
色
素
を
取
り
出
し

て
藍
色
に
染
め
る
た
め
に
蒅
を
生
み
出
し
、

ま
た
藍
甕
を
温
め
る
工
夫
で
季
節
を
問
わ

ず
染
め
ら
れ
る
よ
う
に
し
た
藍
染
め
は
、

日
本
人
の
知
恵
の
結
晶
で
す
。
ま
た
、
江

戸
時
代
に
は
藍
染
め
の
布
を
煮
出
し
て
藍

を
回
収
し
、
煮
詰
め
て
棒
状
に
し
た
絵
具

「
藍あ

い
ろ
う蝋

」
を
書
画
や
浮
世
絵
な
ど
の
彩
色

に
も
使
う
な
ど
再
利
用
も
し
て
き
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
今
は
蒅
か
ら
染
め
よ
う
と
す
る

人
は
少
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た

文
化
を
ど
う
残
す
か
は
、
私
た
ち
全
員
の

問
題
だ
と
思
い
ま
す
。

　

蒅
を
製
造
す
る
藍
師
や
藍
染
め
の
作
家

を
人
間
国
宝
に
す
る
こ
と
も
大
事
で
す
が
、

そ
う
す
る
と
個
人
の
問
題
に
終
始
し
て
し

ま
う
。
カ
ギ
と
な
る
の
は
、
技
を
も
つ
人

た
ち
を
地
域
で
総
合
的
に
指
定
す
る
こ
と

で
す
。
例
え
ば
1 

9 

7 

4
年
（
昭
和
49
）
に

国
の
重
要
無
形
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
沖

縄
県
大
宜
味
村
喜
如
嘉
の
芭ば

し
ょ
う
ふ

蕉
布
の
よ
う

な
事
例
も
必
要
で
し
ょ
う
。
綿
織
物
で
藍

染
め
が
主
体
の
久
留
米
絣が

す
りも

総
合
指
定
さ

れ
て
い
ま
す
。

　

私
は
藍
色
が
好
き
で
日
本
の
各
地
を
巡

り
歩
き
、
本
を
書
き
ま
し
た
。「
ど
の
地
域

が
よ
か
っ
た
で
す
か
」
と
よ
く
尋
ね
ら
れ

ま
す
が
、
一
つ
に
な
ん
て
絞
れ
ま
せ
ん
。

日
本
は
ど
こ
に
行
っ
て
も
美
し
い
で
す
ね
。

雪
深
い
北
海
道
で
雪
の
な
か
に
手
を
入
れ

た
ら
、
雪
は
水
色
に
見
え
ま
し
た
。
渚
も

薄
い
水
色
で
す
が
、
沖
に
行
く
に
し
た
が

っ
て
濃
い
色
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
沖
縄

で
見
た
黒
潮
は
、
そ
れ
は
そ
れ
は
深
い
藍

色
で
し
た
。
今
日
は
東
京
に
い
ま
す
が
、

空
を
見
上
げ
る
と
き
れ
い
な
空
色
で
す
ね
。

　

南
北
に
長
く
、
海
に
囲
ま
れ
た
日
本
列

島
は
さ
ま
ざ
ま
な
色
で
溢
れ
て
い
ま
す
。

今
、
藍
と
い
う
色
を
あ
ら
た
め
て
考
え
る

と
、
こ
の
日
本
の
自
然
が
淡
い
青
色
か
ら

紺
色
に
近
い
ほ
ど
の
濃
い
藍
色
に
至
る
多

彩
な
表
現
を
育
て
て
き
た
の
だ
と
感
じ
ま

す
。

　
（
2  

0  

1   

6
年
12
月
2
日
取
材
）

総論
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時代 西暦 和暦 出来事

紀元前2000年 エジプトの古代都市テーベの古墳から出土したミイラの麻布が藍染めとされる

紀元前3世紀 中国の荀子（じゅんし）が「青ハコレヲ藍ニ取リテ 藍ヨリモ青シ」と書き残す

紀元前2～3世紀 ペルー中部の太平洋岸で栄えたパラカス文明の遺跡から、藍染めの木綿の布が出土

紀元前１世紀 中国の経書『礼記（らいき）』に藍染めを禁じた記述がある

紀元前40～70年 インド洋近辺の航海案内書によると、このころインドの藍は地中海方面に輸出されていた

古墳時代

4世紀中ごろ 下池山古墳から鏡と一緒に出土した赤と青の絹織物の青は、藍で染めたものとされる

400～450 渡来人たちから養蚕や製織の技術が伝わり、絹織物が発達

5世紀ごろ 中国から紅花と紫根染めが伝来

飛鳥時代 603 推古 11
聖徳太子が冠位十二階を制定。冠には紫・青・赤・黄・白・黒の 6色を配する。衣服の色も
冠と同じ色が用いられたが、これは染色技術が発達したため可能になったという

鎌倉時代

1248 宝治 2
吉野川下流（藍住町）の見性寺の開祖・翠桂（すいけい）和尚が、「唐から輸入した藍の苗を栽
培して衣を染めた」と『見性寺記録』に記す。これが阿波藍の始まりともいわれる

12～14世紀
黒に近い濃い藍色「搗色」「褐色」（ともに「かちいろ」と読む）が「勝つ色」として縁起のい
い色と見なされ、武士の服や武具はこの色で染められて「勝色」が生まれた

室町時代

1445 文安 2
阿波国麻植（おえ）郡から大量の葉藍が兵庫北関（きたのせき）という港に運び出された記録がある
（兵庫北関入船納帳）。1447年（文安 4）という説も

1498
バスコ・ダ・ガマが喜望峰を回ってインドのカリカット（現・コージコード）に達し、東洋航路を発
見。ここからインド藍がヨーロッパに持ち込まれ、「ウォード」に代わって普及していく

1532～56 天文・弘治年間 木綿の栽培が本格的に始まり、木綿布が織られるようになる

1552 天文年間
上方から藍染め職人・青屋四郎兵衛（あおやしろべえ）が阿波国・三好氏の居城・勝瑞（しょうず
い）城下に移り住み、藍染めを始める。四郎兵衛は （すくも）を使用したといわれる

安土桃山時代 1585 天正 13 蜂須賀家政が藩主として阿波国に入る。これ以降、藍作を保護・奨励する

江戸時代

1625 寛永 2 徳島藩が藍方役所を置く。藍の統制の始まり

18世紀初頭 ドイツ・ベルリンで「ベロ藍（プルシアンブルー）」が発見される

江戸時代中期 元禄～享保
藍甕 4つを一組として土間に埋め、その中央に「火壺（火床）」を設けてもみ殻などを燃やして染液を
温めることで、冬も藍染めが可能となった

1756 宝暦 6
玉師（藍師）株を制定し運上金を徴収する一方、藍作農家には葉を育てるだけで に加工す
ることすら許さなかった徳島藩に対する農民の怒りが爆発し、「藍玉一揆」が起こる

1781 天明元 犬伏久助（いぬぶしきゅうすけ）が の加工技術を改良。阿波藍の質が高まる

1800前後 寛政年間 12～13歳だった農家の娘・井上伝が藍染めの古着の色落ちを見て「久留米絣」を考案（古
着ではなく古むしろだったという説もある）

1818～30 文政年間 ベロ藍が大量に輸入され、藍色の微妙な濃淡で刷る浮世絵版画「藍摺絵」が登場

1856 イギリスの化学者、W・H・パーキンが紫色の人工染料「モーブ」を見出し、合成染料工業が起こる

明治時代

1868 明治元 このころからインド藍の輸入が始まる（主にイギリスから輸入）

1870 明治 3 合成染料が初めて輸入される

1873 明治 6 藍の製造販売が自由化される

1874 明治 7 ロバート・ウィリアム・アトキンソンが来日。藍色の衣服を身に付けた日本人を見て「ジャパン・ブルー」と称する

1890 明治 23
パトリック・ラフカディオ・ハーン（日本名・小泉八雲）が衣服のみならず、のれんなどにも濃い藍
色が使われているのを見て、「この国日本は神秘なブルーに満ちた国」と書き残す

1903 明治 36
徳島県の藍の生産量が 2万 1958トン（作付面積 1万 5099ha）と過去最高を記録する。しかし、
同年ドイツから合成染料（合成藍）が本格的に輸入され、国内の藍作は急激に衰退していく

大正時代 1910年代 国内でも合成藍の研究・生産が始まる

昭和時代
1932 昭和 7 三井鉱山（株）三池染料工業所（現・三井化学［株］大牟田工場）が合成藍の工業化に成功

1977 昭和 52 ジーンズブームが中年層にも浸透。東京都内のジーンズショップが 100軒を超える

　藍
あいじろ

白　

　甕
かめのぞき

覗き　

　空
そらいろ

色　

　水
みずいろ

色　

　水
みずあさぎ

浅葱　

　浅
あさぎいろ

葱色　

　露
つゆくさいろ

草色　

　縹
はなだいろ

色　

　藍
あいいろ

色　

　瑠
るりいろ

璃色　

　紺
こんじょう

青　

　勝
かちいろ

色　

　紺
こんいろ

色　

　濃
こいあい

藍　

　濃
のうこん

紺　

日
本
の
藍
・
藍
染
め
略
年
表

今
号
の
特
集
に
関
す
る
史
料
・
資
料
お
よ
び
取
材
時
に
見
聞
き
し
た
こ
と
か
ら
、
日
本
の

藍
・
藍
染
め
に
関
す
る
略
年
表
と
天
然
染
料
に
よ
る
「
藍
染
め
」
に
つ
い
て
ま
と
め
た
。
な

お
、
藍
・
藍
染
め
の
歴
史
に
関
す
る
ま
と
ま
っ
た
史
料
・
資
料
が
な
い
う
え
、
記
述
が
異
な

る
点
も
多
い
の
で
、
あ
く
ま
で
も
参
考
程
度
と
し
て
ほ
し
い
。（
徳
島
県
の
藍
染
め
に
ま
つ
わ
る
歴
史

に
つ
い
て
は
、「
藍
住
町
歴
史
館 

藍
の
館
」
の
ご
協
力
で
同
館
の
展
示
パ
ネ
ル
お
よ
び
資
料
を
参
考
と
し
た
）

参考文献（50音順）

『藍―風土が生んだ色』（法政大学出版局 1991）
『藍Ⅱ―暮らしが育てた色』（法政大学出版局 1999）
『阿波藍　豪商―奥村家と吉野川―』（藍住町歴史館 藍の館）
『昭和・平成家庭史年表（増補版）』（河出書房新社 2001）
『日本の色・世界の色』（ナツメ社 2010）
『日本の伝統染織事典』（東京堂出版 2013）
『日本民俗大辞典（上）』（吉川弘文館 1999）
「藍住町歴史館 藍の館」の展示パネル
「北九州イノベーションギャラリー（産業技術継承センター）」Webサイト
※今号の取材で見聞きした内容も一部反映している

※紫アミ部分は国外の藍染め動向

藍ミニ図鑑

用語解説
 阿波藍 江戸時代、徳島藩領で生産した藍染めの元となる染料「 （すくも）」は、品質がよ

く、しかも大量に供給していたため、阿波の藍を「本藍（ほんあい）」、ほかの地方の
藍を「地藍（じあい）」と呼ぶほど別格の扱いをされていた。

 藍作農家 蓼藍を栽培する農家のこと。
 藍師 蓼藍の葉に水をかけ、さらにむしろをかけて自然発酵させて藍染めの染料「 」をつ

くる人。明治時代になってから、自分で商いもできるようになった。
 藍商 や蓼藍の葉（葉藍）などを売買する人。徳島藩の藍商の多くは新町川の畔に藍蔵を

もち、港まで小船で運び、さらに廻船によって藩外の市場に出荷した。また、その際
に干鰯などを購入して廻船に積み込んで持ち帰り、藍作農家に肥料として貸し付けた。
藍商は、 をつくるときに水を打つ「水師（みずし）」を養成する学校もつくった。
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天
然
染
料
に
よ
る「
藍
染
め
」

合
成
藍
が
登
場
す
る
以
前
、
日
本
で
は
蓼た

で
あ
い藍

、
琉
球
藍
な
ど
の
植
物
の
葉

か
ら
色
素
を
取
り
出
し
て
藍
色
に
染
め
て
き
た
。
こ
こ
で
は
、
蓼
藍
の
栽

培
か
ら
染
料
「
蒅す
く
も」

に
至
る
過
程
と
、
蒅
を
染
液
に
す
る
工
程
を
見
る
。

3
月 

種
蒔
き

 

か
つ
て
は
節
分
直
後
の
2
月
上
旬
が
最

適
と
さ
れ
て
い
た
。
今
は
3
月
中
旬
の

大
安
の
日
に
種
を
蒔
く

4
月 

間
引
き

 

苗
が
2
〜
3 

cm
に
な
っ
た
こ
ろ
、
間
引

き
す
る

5
月 

苗
取
り
・
移
植

 

苗
が
20 

cm
程
度
の
大
き
さ
に
な
る
と
、

別
の
畑
（
本
畑
）
に
移
植
（
定
植
）
す
る

6
月 
施
肥

 

土
寄
せ
し
て
根
元
に
肥
料
を
与
え
る
。

か
つ
て
は
干
鰯
や
に
し
ん
粕
な
ど
金
肥

（
か
ね
ご
え
）
も
用
い
た

7
月 

藍
葉
刈
り
収
穫

 

苗
が
60 

cm
程
度
に
成
長
す
る
と
晴
天
の

日
を
見
計
ら
っ
て
刈
り
取
る
（
一
番
刈
り
）。

7
月
下
旬
か
ら
は
刈
り
株
か
ら
伸
び
た

も
の
を
刈
る
「
二
番
刈
り
」
を
行
な
う

8
月 

藍
こ
な
し

 

葉
の
乾
燥
や
茎
と
選
別
す
る
「
藍
こ
な

し
」
を
行
な
う

9
〜
11
月

 

寝
せ
込
み
・
切
り
返
し
・
ふ
と
ん
か
け

 

9
月
上
旬
、
一
番
刈
り
の
葉
を
寝
床

（
土
間
の
作
業
場
）
で
発
酵
さ
せ
る
「
寝
せ

込
み
」
を
行
な
う
。
9
月
中
旬
か
ら
12

月
上
旬
は
、
4
〜
5
日
ご
と
に
積
み
上

げ
た
葉
を
崩
し
、
水
を
か
け
て
混
ぜ
合

わ
せ
て
は
再
び
積
み
上
げ
る
「
切
り
返

し
」
を
約
20
回
行
な
う
。
10
月
中
旬
以

降
は
一
定
の
温
度
で
発
酵
さ
せ
る
た
め

に
「
ふ
と
ん
（
む
し
ろ
）」
を
掛
け
る

12
月 

の
完
成
・
出
荷

 

12
月
中
旬
以
降
、
染
料
と
な
る

が
完

成
。
む
し
ろ
の
袋
に
詰
め
て
出
荷
す
る

1 

 

蓼
藍
の
葉
を
発
酵
さ
せ
て
つ
く
る
土
状
の
染
料
。

た
だ
し
、
こ
の
ま
ま
で
は
染
め
ら
れ
な
い
の
で
、

「
藍
建
（
だ
）
て
」
と
呼
ば
れ
る
作
業
が
必
要

2 

藍
建
て

 

藍
の
染
液
を
つ
く
る
に
は
、

が
含
む
イ
ン
ジ

ゴ
（
色
素
）
を
溶
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し

か
し
、
イ
ン
ジ
ゴ
は
水
に
溶
け
な
い
の
で
、
ア

ル
カ
リ
液
（
石
灰
、
木
灰
汁
な
ど
）
を
用
い
て
水
に

溶
け
る
よ
う
に
す
る
。
発
酵
が
進
み
、
水
面
に

コ
バ
ル
ト
色
の
泡
「
藍
の
華
（
は
な
）」
が
浮
か
ぶ

よ
う
に
な
る
と
染
め
ら
れ
る
。
発
酵
を
安
定
さ

せ
る
た
め
に
、
ふ
す
ま
（
小
麦
粉
を
つ
く
る
と
き
に
で

き
る
く
ず
粉
）
な
ど
の
栄
養
分
も
必
要

3 

染
め

 

綿
や
絹
の
糸
、
ま
た
は
布
を
液
に
浸
け
る
。
数
分

間
浸
け
、
引
き
上
げ
て
は
空
気
に
さ
ら
し
て
酸
化

さ
せ
る
。
こ
れ
を
繰
り
返
し
て
染
め
て
い
く

4 

水
洗
い
・
乾
燥

 

染
め
上
げ
た
糸
や
布
は
、
十
分
に
水
洗
い
し
た

あ
と
、
天
日
で
乾
か
す

苦
し
い
時
期
は
兼
業
で
乗
り
越
え
た

　

徳
島
で
蓼
藍
の
栽
培
が
こ
れ
ほ
ど
盛
ん
に
な
っ
た
の
は
、

吉
野
川
の
お
か
げ
で
す
。
堤
防
の
な
い
昔
、
吉
野
川
は
よ

く
氾
濫
し
ま
し
た
が
、
お
か
げ
で
肥
沃
な
土
が
運
ば
れ
ま

し
た
。
こ
の
あ
た
り
の
家
の
土
台
が
高
い
の
は
、「
水
は
来

る
も
の
」
と
思
っ
て
備
え
て
い
た
か
ら
で
す
。

　

私
は
藍
師
と
し
て
六
代
目
に
あ
た
り
ま
す
。

の
商
売

は
明
治
6
年
以
降
で
す
。
三
代
目
の
八
十
太
（
や
そ
た
）
が

小
さ
な
藍
商
を
始
め
ま
し
た
。
そ
れ
ま
で
は
限
ら
れ
た
家

し
か
商
い
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
す
。
今
、
藍
師
は
私
を

含
め
て
徳
島
県
内
で
5
軒
、
作
付
面
積
は
15 

ha
く
ら
い
。

最
盛
期
の
明
治
36
年
が
1
万
5 

0 

0 

0 

ha
で
し
た
か
ら
1 

0 

0 

0
分
の
1
で
す
ね
。
合
成
藍
が
主
流
に
な
り
、
そ
の

流
れ
に
乗
れ
な
い
小
規
模
な
藍
商
は
一
気
に
消
え
ま
し
た
。

　

の
需
要
が
減
り
つ
づ
け
る
な
か
、
そ
れ
で
も
や
め
な

か
っ
た
の
は

を
必
要
と
す
る
染
め
屋
さ
ん
が
い
た
か
ら
。

私
が
こ
の
仕
事
を
継
ご
う
と
思
っ
た
昭
和
40
年
代
は

だ

け
で
は
生
活
で
き
ず
、
牛
や
豚
を
飼
い
、
野
菜
を
育
て
て

し
の
ぎ
ま
し
た
。
今
残
っ
て
い
る
藍
師
5
軒
は
、
み
ん
な

兼
業
で
苦
し
い
時
期
を
乗
り
越
え
た
ん
で
す
よ
。

　

づ
く
り
で
一
番
難
し
い
の
は
、
そ
の
年
の
天
候
で
す
。

よ
い
状
態
で
蓼
藍
の
葉
を
刈
り
取
っ
て
、
晴
天
が
続
い
て

乾
燥
で
き
れ
ば
い
い
原
料
が
で
き
る
の
で
す
が
、
台
風
や

大
雨
は
避
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

　

昔
か
ら
「

づ
く
り
を
や
り
た
い
」
と
い
う
人
を
受
け

入
れ
て
き
ま
し
た
が
、
続
け
て
い
る
人
は
ほ
と
ん
ど
い
ま

せ
ん
。
自
分
で

を
つ
く
っ
て
染
め
る
の
は
た
い
へ
ん
な

労
力
な
の
で
「

を
買
っ
た
方
が
安
い
」
と
言
い
ま
す
。

ま
た
、
化
学
薬
品
で
藍
建
て
す
る
人
も
い
ま
す
が
、
見
る

人
が
見
た
ら
木
の
灰
で
建
て
た
の
か
、
化
学
薬
品
な
の
か

わ
か
る
よ
う
で
す
。
つ
ま
り
大
変
だ
け
ど
、
そ
れ
だ
け
の

価
値
は
あ
る
と
い
う
こ
と
。
昔
な
が
ら
の
や
り
方
っ
て
、

や
は
り
理
に
か
な
っ
て
い
る
ん
で
す
ね
。
今
、
自
分
で

を
つ
く
り
、
自
然
の
素
材
で
藍
建
て
し
て
染
め
る
若
い
人

た
ち
が
出
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
が
楽
し
み
で
す
。

（
2 

0 

1 

6
年
12
月
9
日
取
材
）

蓼藍

世
界
の
主
な
藍
草

タデ科の一年草。高さは 60～70cmに
なる。日本、韓国、中国など東アジアで
盛んに利用された。藍染めの染料にする
場合は、花が咲く前に葉を刈り取る。

キツネノマゴ科に属する低木状の草。沖
縄、台湾、東南アジアの染織品を青に染
める。藍葉を水に浸し、泥状に沈殿させ
て使う製法は、インドを起源とする。

アブラナ科の越年草。高さは約 90cm。
ヨーロッパの繊維の青色を染めていた。
国内では北海道でも染料として栽培され
ている。

マメ科のコマツナギ属（Indigofera）の数
種を指す。インドを中心に、西はアラビア、
東はマレーシア、インドネシア、さらに中
南米まで熱帯・亜熱帯に広い文化圏をもつ。

琉球藍ウォードインド藍

蓼た
で
あ
い藍

か
ら
染
料
「

す
く
も

」
が
で
き
る
ま
で

を
「
染
液
」
に
し
て
染
め
る

藍
師
に
聞
く
「
阿
波
藍
」
の
今
昔

有
限
会
社 

新
居
製
藍
所 

代
表
取
締
役
　
新
居 

修
さ
ん

 

世
界
の
主
な
藍
草 

写
真
・
資
料
提
供
：
紺
屋
「
日
下
田
藍
染
工
房
」
九
代
目
・
日
下
田
正
さ
ん
、
藍
住
町
歴
史
館 

藍
の
館

 

蓼
藍
か
ら
染
料
「

」
が
で
き
る
ま
で 

資
料
提
供
・
撮
影
協
力
：
藍
住
町
歴
史
館 

藍
の
館

 
 

参
考
資
料
：
阿
波
藍
製
造
技
術
保
存
会
『
阿
波
藍
だ
よ
り
』（
平
成
28
年
3
月
31
日
発
行
）

 

を
「
染
液
」
に
し
て
染
め
る 

資
料
提
供
・
撮
影
協
力
：
日
下
田
藍
染
工
房
、
藍
住
町
歴
史
館 

藍
の
館
、
B 

U 

A 

I 

S 

O 

U

づくり　　　　　「阿波藍紙人形」（河野 操さん制作／藍住町歴史館 藍の館 蔵）　　　　　苗取り

「藍の華」 左から石灰、木灰汁、ふすま

乾燥させた
蓼藍の葉



水の文化 55号　特集「その先の藍へ」 12

快―不快感情による
普遍的嗜好
（生得的）

環境要因による
社会的嗜好
（獲得的）

個体要因による
個人的嗜好

（生得的＋獲得的）

人口学的要因（年齢・性等）
心理学的要因（パーソナリティー等）

生育歴や生活史等の要因

社会文化的要因（流行・慣習等）
歴史的要因（歴史的事象等）
地理的要因（気候・風土等）

日本

嫌悪色
Dislike

1位 2位 3位 1位 2位 3位

中国

韓国

台湾

インドネシア

アメリカ合衆国

ドイツ

デンマーク

オーストラリア

パプアニューギニア

南アフリカ共和国

日系アメリカ人

在日外国人

嗜好色
Like

（＝は同じ順位を示す）

色
の
名
前
か
ら

そ
の
国
の
文
化
が
見
え
る

　

私
た
ち
の
身
の
ま
わ
り
に
は
、
さ
ま
ざ

ま
な
色
が
あ
ふ
れ
て
い
ま
す
。
今
日
で
こ

そ
化
学
染
料
に
よ
っ
て
多
様
な
色
を
つ
く

り
出
す
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
か
つ
て
は

そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
圏
で
、
何
を
染
色
の
原

料
と
す
る
か
に
よ
っ
て
、
生
み
出
さ
れ
る

色
は
異
な
っ
て
い
ま
し
た
。

　

例
え
ば
ク
レ
オ
パ
ト
ラ
は
、
旗
艦
の
帆

を
紫
に
染
め
上
げ
て
い
た
と
い
う
逸
話
が

あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
貝

か
い
む
ら
さ
き

紫
と
い
う
赤
み
よ

り
の
紫
で
す
。
小
さ
な
巻
貝
の
わ
ず
か
な

分
泌
液
を
た
く
さ
ん
集
め
て
丁
寧
に
糸
に

染
み
込
ま
せ
、
そ
れ
を
太
陽
光
に
当
て
る

と
化
学
反
応
を
起
こ
し
、
美
し
い
紫
色
に

な
る
の
で
す
。
糸
を
染
め
上
げ
る
に
は
大

変
な
労
力
が
必
要
な
た
め
、
こ
の
貴
重
な

色
を
使
う
こ
と
が
で
き
る
の
は
ご
く
限
ら

れ
た
「
時
の
権
力
者
」
で
し
た
。
つ
ま
り

ク
レ
オ
パ
ト
ラ
は
、
自
身
の
力
の
象
徴
と

し
て
紫
色
を
利
用
し
た
の
で
す
。

　

西
洋
で
は
、
貝
紫
の
よ
う
に
動
物
性
の

原
料
か
ら
色
を
つ
く
る
こ
と
も
多
い
の
に

対
し
、
日
本
で
は
古
来
、
植
物
か
ら
と
っ

た
色
を
重
用
し
て
き
ま
し
た
。
藍
色
、
紅

色
、
紫
色
は
日
本
の
染
色
の
三
大
色
と
い

わ
れ
ま
す
が
、
藍
は
蓼た

で
あ
い藍

か
ら
、
紅
は

色
と
文
化
と
心
―
―
色
彩
嗜
好
の
国
際
比
較
か
ら

私たちの身のまわりにはさまざまな「色」がある。色は人
間にどのような影響を及ぼすのだろうか。心理学における
「色の嗜好の研究」は伝統的な分野で、「日本人の色の
好み」については古くから研究されていた。しかし、日本
を他の国と比較したのは早稲田大学教授の齋藤美穂さ
んが初。その結果、日本人の色彩嗜好は世界的に見ても
大変特徴的であることがわかったという。齋藤さんに、「藍
をはじめとする色と日本人の嗜好」について伺った。

 さん齋藤 美穂 さん
さいとう みほ

早稲田大学教授・博士（人間科学）

聖心女子大学文学部心理学専攻を卒業後、早稲田大学
大学院文学研究科博士後期課程心理学専攻を修了。
1996年に早稲田大学人間科学部助教授。2001年より
早稲田大学教授。平成四年度「色彩学論文賞」を受賞。
色彩嗜好および色白肌嗜好の国際比較研究で知られる。

Interview

図 1 齋藤さんが考える「嗜好の3層構造モデル」。
外側にいくほど変動しやすい好みとなる

©1997 Miho SAITO

図 2 齋藤さんが調査・報告した「各国の嗜好色一覧表」。
       共通して「青」が好まれる傾向であることがわかる
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紅べ
に
ば
な花

か
ら
、
そ
し
て
紫
は
紫し

こ
ん根

か
ら
つ
く

り
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
日
本
は
豊
か
な
自

然
に
恵
ま
れ
た
国
で
す
。
だ
か
ら
植
物
に

由
来
す
る
色
が
多
く
、
そ
れ
が
色
名
に
も

な
っ
て
い
る
の
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
色
の
名
前
に
は
、
そ
の
国

の
環
境
や
文
化
が
表
れ
て
い
ま
す
。
例
え

ば
中
国
で
は
、
紫
水
晶
、
銅
緑
色
な
ど
、

鉱
物
資
源
か
ら
つ
け
ら
れ
た
色
名
が
多
い
。

あ
る
い
は
イ
ヌ
イ
ッ
ト
の
人
た
ち
は
、
白

を
表
す
言
葉
を
た
く
さ
ん
も
っ
て
い
ま
す
。

白
一
面
の
雪
原
の
な
か
で
生
き
て
い
く
た

め
に
、
微
妙
な
白
の
違
い
を
識
別
し
、
そ

れ
を
表
現
す
る
色
名
が
必
要
だ
か
ら
で
す
。

ま
た
、
お
も
し
ろ
い
こ
と
に
フ
ラ
ン
ス
で

は
、
シ
ャ
ン
パ
ン
色
や
焦
げ
た
パ
ン
の
色

（
パ
ン
・
ブ
リ
ュ
レ
）
な
ど
、
食
べ
も
の
と
関

連
し
た
色
名
が
他
国
よ
り
多
い
と
い
う
特

徴
が
あ
り
ま
す
。
食
文
化
を
大
切
に
す
る

フ
ラ
ン
ス
の
風
土
が
、
色
の
名
前
か
ら
読

み
取
れ
る
の
で
す
。

国
に
よ
っ
て
異
な
る

色
の
好
み

　

で
は
、
人
は
ど
の
よ
う
に
色
を
認
識
す

る
の
で
し
ょ
う
か
？

　

薄
暗
い
光
の
な
か
で
白
い
紙
を
見
て
も
、

私
た
ち
は
そ
れ
を
白
だ
と
認
識
で
き
ま
す
。

実
際
に
は
グ
レ
ー
な
の
で
す
が
、
心
理
的

に
白
だ
と
感
じ
さ
せ
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
働

い
て
い
る
。
こ
れ
を
「
色
の
恒
常
性
」
と

い
い
ま
す
。
ま
わ
り
の
も
の
と
比
較
し
て

い
ち
ば
ん
反
射
率
が
高
い
か
ら
白
で
あ
る

と
、
脳
が
高
次
な
判
断
を
し
て
い
る
の
で

す
。

　

ま
た
、
色
を
見
た
と
き
に
は
き
れ
い
と

か
汚
い
、
好
き
、
嫌
い
と
い
っ
た
感
情
を

も
っ
た
り
、
自
分
の
知
っ
て
い
る
具
体
的

な
も
の
や
情
景
な
ど
を
連
想
し
た
り
も
し

ま
す
。
こ
れ
も
脳
の
働
き
で
す
。
見
た
色

を
最
終
的
に
判
断
す
る
ま
で
に
は
、
そ
の

人
の
記
憶
、
経
験
、
学
習
し
た
こ
と
な
ど

す
べ
て
が
関
係
し
て
く
る
わ
け
で
す
。

　

そ
れ
で
は
、
私
た
ち
の
色
の
好
み
を
決

め
る
要
素
は
な
ん
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
カ

ギ
を
探
る
一
つ
の
方
法
と
し
て
、
私
は
色

彩
嗜
好
の
国
際
比
較
研
究
を
行
な
っ
て
き

ま
し
た
。

　

実
は
、
こ
の
テ
ー
マ
に
着
目
す
る
き
っ

か
け
と
な
っ
た
の
は
、
私
の
学
生
時
代
の

体
験
で
し
た
。
父
の
仕
事
の
関
係
で
シ
ド

ニ
ー
大
学
に
留
学
し
た
際
、
日
本
か
ら
持

っ
て
い
っ
た
洋
服
の
色
が
、
こ
と
ご
と
く

ま
わ
り
か
ら
浮
い
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。

あ
ち
ら
の
方
た
ち
は
皆
、
鮮
や
か
で
は
っ

き
り
し
た
色
の
服
を
着
て
い
て
、
日
本
人

が
好
む
よ
う
な
中
間
色
は
ま
っ
た
く
見
か

け
ま
せ
ん
で
し
た
。
も
ち
ろ
ん
太
陽
の
光

が
違
う
の
で
、
色
の
見
え
方
自
体
も
違
っ

て
い
る
は
ず
で
す
が
、
そ
れ
に
し
て
も
国

に
よ
っ
て
、
こ
ん
な
に
も
色
の
好
み
の
感

覚
が
違
う
も
の
な
の
か
と
、
衝
撃
を
受
け

ま
し
た
。
そ
こ
か
ら
、
色
の
嗜
好
を
各
国

で
比
較
し
て
み
た
い
と
考
え
た
の
で
す
。

世
界
中
ど
こ
で
も

好
ま
れ
る
「
青
」

　

色
や
音
、
匂
い
な
ど
、
五
感
す
べ
て
に

関
し
て
人
は
好
み
を
も
っ
て
い
ま
す
。
そ

の
好
み
の
要
因
は
、
3
層
構
造
で
考
え
る

こ
と
が
で
き
ま
す
（
図
1
）。
中
心
に
は
人

間
が
も
つ
普
遍
的
な
嗜
好
が
あ
り
、
そ
の

外
側
に
性
別
、
年
齢
、
性
格
な
ど
に
よ
っ

て
異
な
る
個
人
的
嗜
好
、
さ
ら
に
外
側
に

歴
史
や
気
候
風
土
、
流
行
な
ど
の
環
境
要

因
に
よ
る
社
会
的
な
嗜
好
が
あ
り
ま
す
。

層
の
内
側
ほ
ど
そ
の
嗜
好
は
変
動
が
少
な

く
、
外
側
へ
行
く
ほ
ど
変
動
し
や
す
く
な

り
ま
す
。

　

実
際
に
色
の
嗜
好
を
各
国
で
比
較
す
る

と
、
地
域
や
時
代
を
超
え
て
共
通
す
る
色

の
好
み
が
存
在
す
る
一
方
、
そ
れ
ぞ
れ
の

文
化
が
も
つ
固
有
の
好
み
が
あ
る
こ
と
が

わ
か
り
ま
し
た
（
図
2
）。

　

も
し
世
界
中
ど
こ
へ
行
っ
て
も
好
ま
れ

る
色
を
一
つ
選
ぶ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
間

違
い
な
く
青
で
し
ょ
う
。
色
彩
嗜
好
の
調

査
で
は
、
ど
こ
の
国
で
も
嗜
好
色
の
上
位

に
必
ず
青
が
入
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
国

に
よ
っ
て
タ
ブ
ー
と
さ
れ
る
色
は
さ
ま
ざ

ま
で
す
が
、
唯
一
、
青
だ
け
は
タ
ブ
ー
色

に
な
り
に
く
い
と
い
う
研
究
も
あ
り
ま
す
。

　

青
か
ら
連
想
さ
れ
る
の
は
、
水
の
色
、

海
や
空
の
色
で
す
。
そ
う
い
っ
た
生
命
の

オープンカフェでくつろぐ人 （々アメ
リカ・カリフォルニア州サンディエゴ）
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藍
、
紅
、
紫
の
三
大
色
の
な
か
で
も
、

特
に
藍
色
は
色
名
が
細
分
化
さ
れ
て
い
ま

す
。
そ
れ
は
、
藍
色
を
日
常
着
や
正
装
、

あ
る
い
は
武
具
に
使
う
な
ど
、
い
ろ
い
ろ

な
場
面
で
さ
ま
ざ
ま
に
利
用
し
て
い
た
か

ら
で
あ
り
、
細
か
い
色
の
区
別
を
す
る
必

要
が
あ
っ
て
色
名
が
増
え
て
い
っ
た
の
で

す
。

　

こ
う
し
た
同
系
色
の
微
妙
な
違
い
を
上

手
に
使
い
こ
な
す
の
は
、
日
本
人
独
特
の

感
性
で
す
。
そ
れ
が
よ
く
わ
か
る
エ
ピ
ソ

ー
ド
が
あ
り
ま
す
。

　

江
戸
時
代
後
期
、
豊
か
に
な
っ
た
町
人

は
色
と
り
ど
り
の
着
物
を
楽
し
ん
で
い
ま

し
た
が
、
幕
府
が
町
人
に
奢し

ゃ
し侈

禁
止
令
を

出
し
、
茶
色
、
鼠ね

ず
み色

、
藍
色
以
外
の
色
を

身
に
つ
け
る
こ
と
を
禁
じ
ま
し
た
。
す
る

と
町
人
た
ち
は
、
も
と
も
と
多
様
だ
っ
た

藍
色
に
加
え
、
茶
色
、
鼠
色
に
非
常
に
多

く
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
つ
く
り
出
し
た

の
で
す
。
こ
れ
を
四

し
じ
ゅ
う
は
っ
ち
ゃ
ひ
ゃ
く
ね
ず
み

十
八
茶
百
鼠
と
い
い

ま
す
。
一
見
華
や
か
で
は
な
い
茶
色
や
鼠

色
、
そ
の
微
妙
な
色
味
の
な
か
に
、
江
戸

の
人
々
は
粋
を
見
出
し
、
新
た
な
フ
ァ
ッ

シ
ョ
ン
を
生
み
出
し
て
い
っ
た
の
で
す
。

　

オ
ラ
ン
ダ
の
デ
ル
フ
ト
陶
器
な
ど
、
日

本
の
藍
染
め
陶
器
か
ら
影
響
を
受
け
た
も

の
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
は
い
く
つ
も
あ
り
ま

す
。
日
本
文
化
が
西
洋
に
渡
っ
て
い
っ
た

と
き
、
日
本
ら
し
さ
を
象
徴
す
る
も
の
の

営
み
に
と
っ
て
大
切
で
不
可
欠
な
も
の
の

色
を
、
人
間
は
人
種
や
文
化
、
環
境
要
因

を
超
え
て
普
遍
的
に
快
く
感
じ
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

一
方
の
嫌
悪
色
に
つ
い
て
は
、
多
く
の

国
が
共
通
し
て
く
す
ん
だ
茶
色
を
挙
げ
て

い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
な
か
で
デ
ン

マ
ー
ク
な
ど
は
特
異
で
す
。
図
2
を
見
て

く
だ
さ
い
。
茶
色
で
は
な
く
、
ペ
ー
ル
ト

ー
ン
の
淡
い
色
が
嫌
悪
色
の
上
位
を
占
め

て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
色
は
日
本
人
、
特

に
女
性
か
ら
は
比
較
的
好
ま
れ
る
色
で
す

が
、
デ
ン
マ
ー
ク
の
人
に
と
っ
て
は
不
健

康
、
病
的
と
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
よ

う
で
す
。

日
本
人
に
と
っ
て

特
別
な
色
は
「
白
」

　　

日
本
人
の
色
の
好
み
で
私
が
着
目
し
て

い
る
の
が
、
白
の
嗜
好
で
す
。
私
の
初
期

の
研
究
で
、
欧
米
、
ア
フ
リ
カ
、
オ
セ
ア

ニ
ア
地
域
6
カ
国
と
日
本
を
対
象
に
ア
ン

ケ
ー
ト
調
査
を
行
な
い
ま
し
た
。
そ
の
結

果
、
他
の
国
で
は
白
は
10
位
内
に
も
入
ら

な
い
の
に
、
日
本
で
は
高
い
選
択
率
で
白

が
嗜
好
色
の
1
位
だ
っ
た
の
で
す
。
こ
れ

は
白
だ
け
に
見
ら
れ
る
特
徴
で
し
た
。
そ

の
後
、
ア
ジ
ア
を
含
め
て
よ
り
広
範
囲
に

行
な
っ
た
調
査
で
は
、
日
本
を
は
じ
め
ア

ジ
ア
の
国
々
だ
け
、
嗜
好
色
の
上
位
に
白

が
入
っ
て
い
ま
し
た
。

　

な
ぜ
日
本
人
は
白
が
好
き
な
の
か
。
日

本
に
は
、
昔
か
ら
あ
る
種
の
太
陽
信
仰
が

あ
り
ま
し
た
。
神
話
の
な
か
で
は
、
太
陽

の
神
で
あ
る
天
照
大
御
神
が
日
本
を
つ
く

っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
天
の
光

を
表
す
色
こ
そ
白
で
、
そ
れ
が
白
を
神
聖

視
す
る
土
壌
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

神
社
の
素
木
造
り
は
、
素
木
と
書
い
て

「
し
ら
き
」
と
読
み
ま
す
。
神
道
の
神
官

の
装
束
も
、
祭
祀
に
使
う
御ご

へ
い幣

も
白
で
す
。

白
は
、
嘘
い
つ
わ
り
な
く
あ
り
の
ま
ま
に

神
様
に
向
き
合
う
た
め
の
、
神
聖
な
色
と

な
っ
て
い
っ
た
の
で
す
。
今
で
は
信
仰
的

な
意
味
合
い
は
少
な
く
な
り
ま
し
た
が
、

日
本
人
が
白
を
好
む
背
景
に
は
、
そ
う
し

た
歴
史
が
影
響
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

「
藍
」
と
「
白
」
こ
そ

日
本
ら
し
い
組
み
合
わ
せ

　

藍
色
も
、
日
本
の
文
化
に
根
づ
い
た
親

し
み
深
い
色
で
す
。
藍
色
の
場
合
、
士
農

工
商
と
い
っ
た
身
分
を
問
わ
ず
よ
く
使
わ

れ
て
い
た
と
い
う
特
徴
が
あ
り
ま
す
。
当

時
、
天
然
の
藍
に
は
虫
よ
け
効
果
が
あ
る

と
い
わ
れ
て
い
た
こ
と
も
、
自
然
の
な
か

で
生
き
て
い
く
た
め
に
誰
も
が
藍
色
を
身

に
つ
け
た
理
由
の
一
つ
で
し
ょ
う
。

一
つ
に
藍
が
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
あ
り

ま
せ
ん
。
し
か
し
残
念
な
が
ら
今
日
、
ジ

ャ
パ
ン
・
ブ
ル
ー
と
し
て
の
藍
色
は
、
世

界
的
に
み
る
と
認
知
度
は
低
い
よ
う
に
感

じ
ま
す
。

　

心
理
学
の
用
語
に
「
単
純
接
触
効
果
」

と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
人
は
何
度
も

目
に
す
る
も
の
、
接
触
の
頻
度
が
多
い
も

の
に
対
し
て
、
好
み
を
感
じ
る
よ
う
に
な

る
の
で
す
。
藍
に
置
き
換
え
て
言
う
な
ら

ば
、
藍
色
を
ど
ん
ど
ん
使
い
、
日
本
人
に

も
他
の
国
の
人
に
も
ど
ん
ど
ん
接
触
し
て

も
ら
う
頻
度
を
高
く
す
る
こ
と
。
こ
れ
が

藍
と
い
う
色
を
文
化
と
し
て
保
存
し
て
い

く
こ
と
に
も
な
る
し
、
心
理
的
に
も
好
み

に
密
着
し
た
形
で
藍
色
が
存
続
す
る
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

私
は
、
藍
色
を
引
き
立
て
る
色
は
、
絶

対
に
白
だ
と
思
う
の
で
す
。
普
通
は
藍
色

の
反
対
色
と
な
る
黄
色
の
は
ず
で
す
が
、

藍
色
の
場
合
、
白
と
合
わ
せ
る
方
が
、
互

い
の
色
が
際
立
っ
て
見
え
ま
す
。
日
本
人

が
と
て
も
好
き
な
白
は
、
日
本
に
昔
か
ら

根
づ
い
て
い
る
ジ
ャ
パ
ン
・
ブ
ル
ー
を
い

ち
ば
ん
引
き
立
て
る
色
な
の
で
す
。

　

そ
う
考
え
る
と
、
白
と
藍
、
こ
の
二
つ

の
色
の
組
み
合
わ
せ
こ
そ
、
日
本
文
化
を

表
す
の
に
最
適
な
色
な
の
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。　

（
2  

0  

1   

6
年
11
月
25
日
取
材
）

Interview
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藍
染
め
新
世
代　
　
　
の
挑
戦

「 B U A I S O U 」

徳島県の吉野川流域は、江戸時代から明治時代中期にかけて藍染めの染料となる「蒅
すくも
」を供給したことで知られる。

徳島の蒅は品質の高さ、そして圧倒的な量から「阿波藍」と称され、全国へ供給された。今も蒅をつくりつづける
藍師が数人いる。その一人、新

に い

居修さんに蒅づくりを学び、自らの手で藍染めを行なう若者たちがいる。伝統のうえ
に新しい発想を盛り込みながら、藍染めを世界に送り込もうとする四人組「BUAISOU（ぶあいそう）」の実像を追った。

現場 1
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一
人
だ
っ
た
ら

挫
折
し
て
い
た
か
も

　

熊
手
で
切
り
崩
す
た
び
に
、
も
う
も
う

と
湯
気
が
あ
が
る
。
む
あ
っ
と
し
た
、
息

が
詰
ま
る
よ
う
な
匂
い
が
立
ち
込
め
る
な

か
、
若
者
た
ち
は
蒅
を
つ
く
る
た
め
の

「
切
り
返
し
」
と
呼
ば
れ
る
作
業
を
黙
々

と
行
な
っ
て
い
た
―
―
。

　

こ
こ
徳
島
県
板
野
郡
の
上
板
町
は
、「
四

国
三
郎
」
と
の
異
名
を
も
つ
暴
れ
川
・
吉

野
川
の
左
岸
に
あ
る
。
氾
濫
に
よ
っ
て
運

ば
れ
た
肥
え
た
土
が
客
土
（
注
1
）
の
役

割
を
果
た
し
、
蓼た

で
あ
い藍

の
成
長
を
促
し
、
連

作
障
害
も
封
じ
た
。
徳
島
藩
（
注
2
）
を

治
め
た
蜂
須
賀
氏
は
蓼
藍
の
栽
培
と
蒅
づ

く
り
を
奨
励
。
藍
農
家
か
ら
集
め
た
蒅
は
、

藍あ
い
し
ょ
う

商
と
呼
ば
れ
る
商
人
た
ち
に
よ
っ
て
和

船
で
各
地
に
運
ば
れ
た
。

　

こ
う
し
た
歴
史
を
有
す
る
地
で
、
2 

0 

1 

5
年
（
平
成
27
）
4
月
に
起
業
し
た
の
が

「
B 

U 

A 

I 

S 

O 

U
」
だ
。
こ
の
名
は
、

公
の
場
で
ジ
ー
ン
ズ
を
初
め
て
は
い
た
日

本
人
と
伝
わ
る
白
洲
次
郎
の
邸
宅
「
武ぶ

あ
い相

荘そ
う

」
に
ち
な
ん
だ
も
の
。
彼
ら
は
自
分
た

ち
で
蓼
藍
を
栽
培
し
、
刈
り
取
っ
た
葉
か

ら
蒅
を
つ
く
り
、
そ
の
蒅
を
発
酵
さ
せ
て

染
液
（
以
下
、
液
）
に
す
る
「
藍あ

い
だ建

て
」
を

行
な
う
。
そ
う
し
て
染
め
た
衣
服
や
バ
ッ

グ
、
小
物
な
ど
を
販
売
し
て
い
る
。

　

B 

U 

A 

I 

S 

O 

U
は
、
東
京
の
商
社
で

働
い
て
い
た
山
形
県
出
身
の
渡
邉
健
太
さ

ん
と
、
東
京
の
美
術
大
学
で
草
木
染
め
や

テ
キ
ス
タ
イ
ル
を
学
ん
で
い
た
青
森
県
出

身
の
楮か

じ

覚か
く
お郎

さ
ん
が
上
板
町
の
「
地
域
お

こ
し
協
力
隊
」
に
応
募
し
た
こ
と
に
端
を

発
す
る
。
2 

0 

1 

2
年
（
平
成
24
）
7
月
、

渡
邉
さ
ん
と
楮
さ
ん
は
上
板
町
に
移
り
住

み
、
町
営
の
「
技
の
館
」（
注
3
）
の
管
理
運

営
、
そ
し
て
同
館
で
用
い
る
蒅
と
染
料
を

つ
く
り
来
館
者
を
指
導
す
る
役
目
を
担
う
。

　

蒅
づ
く
り
は
藍
師
・
新
居
修
さ
ん
に
学

ん
だ
が
、「
怖
か
っ
た
で
す
」
と
渡
邉
さ
ん

は
振
り
返
る
。
7
月
は
猛
暑
の
な
か
で
蓼

藍
の
刈
り
取
り
を
行
な
う
時
期
。
何
を
す

れ
ば
い
い
の
か
わ
か
ら
な
い
う
え
、
慣
れ

て
い
な
い
の
で
動
作
も
鈍
い
。「
早
よ
せ

い
！
」
と
新
居
さ
ん
に
怒
ら
れ
る
こ
と
も

し
ば
し
ば
だ
っ
た
。
し
か
も
「
技
の
館
」

で
使
う
蒅
を
つ
く
る
た
め
に
、
翌
年
の
3

月
に
は
自
分
た
ち
で
畑
を
借
り
て
種
を
蒔

か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
7
月
に
着
任
し

た
の
で
研
修
期
間
は
半
年
強
。
短
い
時
間

な
の
に
覚
え
る
こ
と
は
膨
大
だ
っ
た
。

「
畑
に
出
て
す
ぐ
に
『
こ
れ
は
二
人
で
や

っ
て
い
く
し
か
な
い
』
と
思
い
ま
し
た
」

と
楮
さ
ん
は
言
う
。
上
板
町
で
初
め
て
出

会
っ
た
二
人
だ
が
ほ
ん
の
数
日
で
同
盟
を

結
び
、
作
業
を
分
担
し
て
習
い
覚
え
て
い

く
日
々
を
過
ご
す
。「
二
人
い
て
よ
か
っ
た

（注 1）客土

土質を改良するため、
よそ（＝客）から土を運
び入れること。

（注 2）徳島藩

阿波国（徳島県）と淡路国（兵庫県淡路島）の二国を領有した藩。阿波藩ともいう。
1585年（天正 13）に蜂須賀家政が阿波一国 17万 6000石で徳島地方に封じられた
のに始まる。大坂夏の陣の功により淡路国 8万 1000石を加増され，25万 7000石と
なったが、阿波藍と塩、阿波和三盆糖の利潤で実質的には50万石あったといわれる。

（注 3）技の館

上板町に古くから伝わる伝統的な工芸品の見
学や藍染め体験ができる施設。歴史や文化を
肌で感じることで、日常生活で失われつつある
人間性の回復を目指す。

牛舎の一部を改造して土間にした作業場で「切り返し」を行なうBUAISOUのメンバー。
発酵させるために、週に一度切り返す。右端の女性はシンガポールからの研修生
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で
す
。
も
し
一
人
だ
っ
た
ら
途
中
で
や
め

て
い
た
か
も
」
と
楮
さ
ん
は
笑
っ
た
。

給
料
を
も
ら
い
な
が
ら

藍
染
め
が
学
べ
る
な
ん
て

　

東
京
で
の
暮
ら
し
を
捨
て
て
ま
で
、
な

ぜ
二
人
は
徳
島
に
や
っ
て
き
た
の
か
。

　

商
社
マ
ン
だ
っ
た
渡
邉
さ
ん
は
、
藍
染

め
体
験
が
き
っ
か
け
だ
っ
た
。「
素
手
で
染

め
た
と
き
の
感
触
や
、
色
が
変
わ
っ
て
い

く
様
子
を
見
て
感
動
し
た
の
で
す
。
そ
れ

で
学
ん
で
み
た
く
な
り
ま
し
た
」。

「
会
社
勤
め
は
嫌
い
じ
ゃ
な
か
っ
た
」
け

れ
ど
、
藍
染
め
を
や
り
た
い
思
い
は
膨
ら

む
。
そ
こ
で
上
板
町
の
募
集
を
知
り
「
お

給
料
を
も
ら
い
な
が
ら
藍
染
め
の
修
業
が

で
き
る
な
ん
て
！
」
と
応
募
し
た
の
だ
。

　

一
方
の
楮
さ
ん
は
「
美
大
を
卒
業
し
た

ら
藍
染
め
を
現
場
で
学
ぶ
」
と
決
め
て
い

た
。「
い
ろ
い
ろ
な
染
料
が
あ
る
な
か
で
、

種
か
ら
育
て
て
染
料
に
す
る
ま
で
一
年
か

か
る
天
然
藍
は
特
殊
で
す
。
液
に
す
る
過

程
で
発
酵
さ
せ
る
の
で
す
が
、『
ど
の
タ
イ

ミ
ン
グ
で
何
を
入
れ
る
』
の
か
は
本
を
読

ん
で
も
わ
か
ら
な
い
ん
で
す
」。

　

卒
業
後
、
無
給
の
研
修
生
と
し
て
都
内

の
工
房
に
通
っ
て
い
た
が
、
工
房
長
が
新

居
さ
ん
の
お
弟
子
さ
ん
だ
っ
た
の
で
公
募

を
知
る
。

「
あ
と
は
渡
邉
く
ん
と
同
じ
で
す
。
藍
染

め
が
学
べ
る
な
ら
行
っ
て
み
よ
う
と
」

　

地
域
お
こ
し
協
力
隊
は
単
年
度
契
約
で
、

し
か
も
最
長
3
年
間
。
し
か
し
、
不
安
は

ま
っ
た
く
な
か
っ
た
と
い
う
。「
ダ
メ
な
ら

ま
た
考
え
れ
ば
い
い
と
思
っ
た
」
と
二
人

は
口
を
そ
ろ
え
た
。

二
人
か
ら
四
人
へ

始
動
す
る
B 

U 

A 

I 

S 

O 

U

　

2 

0 

1 

3
年
（
平
成
25
）、
二
人
は
前
年

に
学
べ
な
か
っ
た
春
か
ら
初
夏
の
作
業
を

新
居
さ
ん
に
教
わ
っ
て
い
た
。
そ
し
て
7

月
に
新
た
な
仲
間
が
加
わ
る
。
渡
邉
さ
ん

の
大
学
時
代
の
後
輩
、
結
城
研
さ
ん
だ
。

　

渡
邉
さ
ん
が
大
学
の
恩
師
に
上
板
町
へ

行
く
こ
と
を
報
告
し
た
と
き
、
結
城
さ
ん

と
ば
っ
た
り
会
っ
た
。「
一
度
遊
び
に
来
い

よ
」
と
誘
う
と
結
城
さ
ん
は
す
ぐ
や
っ
て

き
て
1
週
間
ほ
ど
作
業
を
手
伝
っ
た
。
卒

業
後
は
銀
行
に
勤
め
た
も
の
の
3
カ
月
で

退
職
。
新
居
さ
ん
は
渡
邉
さ
ん
に
「
結
城

が
辞
め
る
の
を
止
め
ろ
」
と
ま
で
言
っ
た

が
、
結
城
さ
ん
は
上
板
町
に
来
て
、
B 

U 

A 

I 

S 

O 

U
が
法
人
化
す
る
ま
で
新
居
さ

ん
の
も
と
で
藍
師
と
し
て
修
行
を
積
む
。

　

ま
た
、
隣
の
石
井
町
で
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン

デ
ザ
イ
ナ
ー
を
し
て
い
た
三
浦
佑
也
さ
ん

と
出
会
っ
た
の
も
こ
の
年
だ
っ
た
。「
藍
染

全国有数の暴れ川「吉野川」。氾濫のたびに上流から運ばれた肥沃な土が「阿波藍」を育んだ BUAISOUを見守る藍師の新居修さん。
「成功してほしいね」と期待を寄せる

自らの手で染めた藍色の衣
服を身にまとうBUAISOU
のメンバー。左から三浦佑也
さん、渡邉健太さん、楮覚郎
さん、結城研さん。自分たち
で牛舎を改造してつくった
作業場 兼 オフィスの前で
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め
を
し
て
い
る
人
が
『
同
年
代
で
衣
服
を

つ
く
っ
て
い
る
男
性
が
い
る
』
と
紹
介
し

て
く
れ
た
ん
で
す
」
と
楮
さ
ん
。
意
気
投

合
し
、
三
浦
さ
ん
も
メ
ン
バ
ー
と
な
っ
た
。

テ
レ
ビ
電
話
を
通
じ
て

N 

Y
で
藍
建
て

　

法
人
化
す
る
ま
で
の
間
、
B 

U 

A 

I 

S 

O 

U
は
藍
染
め
と
製
品
づ
く
り
に
も
挑
ん

だ
。
渡
邉
さ
ん
と
楮
さ
ん
は
上
板
町
役
場

に
副
業
の
許
可
を
も
ら
い
、
業
務
時
間
外

と
休
日
で
活
動
。
徳
島
と
東
京
で
初
の
展

示
会
が
決
ま
り
、「
次
は
海
外
の
反
応
が
見

た
い
ね
」
と
話
し
て
い
る
と
、
B 

U 

A 

I 

S 

O 

U
を
陰
で
支
え
る
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の

西
本
京
子
さ
ん
が
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
藍
染

め
体
験
イ
ベ
ン
ト
の
話
を
も
っ
て
き
た
。

「『
や
っ
て
み
た
い
っ
す
！
』
と
即
決
で
し

た
」（
渡
邉
さ
ん
）。

　

渡
邉
さ
ん
が
代
表
し
て
行
く
こ
と
に
な

っ
た
が
、
滞
在
で
き
る
の
は
最
長
1
週
間
。

蒅
が
液
に
な
る
ま
で
10
日
ほ
ど
か
か
る
の

で
、
現
地
に
着
い
て
か
ら
で
は
間
に
合
わ

な
い
。
そ
こ
で
先
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
へ
発

っ
た
イ
ベ
ン
ト
企
画
者
に
蒅
を
送
り
、
テ

レ
ビ
電
話
で
指
示
し
て
液
を
つ
く
る
こ
と

に
し
た
。

　

楮
さ
ん
は
「
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
、
し
か

も
水
道
水
で
発
酵
す
る
わ
け
が
な
い
と
思

❶ 蓼藍の種を見せてくれた渡邉さんの手。この種から藍染めが始まる　❷ 藍色に染めたブーツ。これは個人ユーザーから送られてきたもの　❸ ずらりと並んだシャツ
は国内外の有名ブランドとBUAISOUのコラボレーション製品　❹ 「ダルマ糸」とのコラボレーションで生み出した藍染めの糸　❺ 淡くきれいな色で染めあげた自社製
のトートバッグ　❻ 作業中の三浦さん。畑仕事、 づくり、染め、そしてオリジナル製品まで一貫したものづくりを行なう　❼ 液の状態を確かめるため、染めた布を貼り
付けたノート。毎日欠かさず記録する　❽ BUAISOU 独自のステンレス製の幅広な槽に布を浸ける。槽には保温用として電熱線を巻いて温度調節している

「
藍
染
め
パ
ー
テ
ィ
」
を
開
く
。
3
日
間

で
約
90
人
が
来
て
、
ビ
ー
ル
を
飲
み
な
が

ら
藍
染
め
を
体
験
し
た
。

　

目
の
前
で
藍
色
に
染
ま
る
様
を
見
た
ア

メ
リ
カ
人
は
「
オ
オ
〜
！
」「
ワ
ァ
！
」
な

ど
劇
的
な
反
応
を
示
し
た
と
い
う
。

「
畑
に
種
を
蒔
い
て
蒅
を
つ
く
り
、
さ
ら

に
発
酵
さ
せ
て
液
に
し
て
か
ら
よ
う
や
く

染
め
ら
れ
る
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
も
伝
え
た

の
で
、『
ア
ー
ト
』
と
受
け
止
め
て
く
れ
ま

し
た
」
と
手
ご
た
え
を
感
じ
た
渡
邉
さ
ん

と
楮
さ
ん
。
参
加
者
は
液
が
染
み
込
ん
だ

「
青
い
手
」
の
ま
ま
帰
っ
て
い
っ
た
。

　

こ
れ
を
機
に
た
び
た
び
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク

を
訪
れ
、
シ
ョ
ッ
プ
を
回
っ
て
は
「
藍
染

め
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
開
く
の
で
」
と
招

待
状
を
手
渡
し
た
。「
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
や
ア

パ
レ
ル
関
係
者
が
多
か
っ
た
で
す
。
お
金

を
か
け
ず
に
ア
ン
ダ
ー
グ
ラ
ウ
ン
ド
な
感

じ
で
や
っ
て
い
ま
し
た
」
と
二
人
は
笑
う
。

海
外
に
お
け
る
こ
う
し
た
活
動
が
話
題
に

な
り
、
そ
れ
を
見
た
日
本
の
ア
パ
レ
ル
関

係
者
か
ら
声
が
か
か
る
よ
う
に
も
な
っ
て

き
た
。

　

ア
パ
ー
ト
を
開
放
し
て
く
れ
た
日
本
人

は
、
2
0
1
5
年
4
月
に
設
立
し
た
ニ
ュ

ー
ヨ
ー
ク
ス
タ
ジ
オ
「
B
U
A
I
S
O
U  

B
r
o
o
k
l
y
n
」
の
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
に

な
り
、
ロ
シ
ア
や
オ
ラ
ン
ダ
な
ど
さ
ま
ざ

ま
な
国
の
人
た
ち
と
も
つ
な
が
っ
た
。

❸ ❷

❶

っ
て
ま
し
た
」
と
笑
う
。
渡
邉
さ
ん
も

「
液
が
つ
く
れ
な
け
れ
ば
旅
行
気
分
で
い

い
か
と
開
き
直
り
ま
し
た
」
と
言
う
。

　

ず
ぶ
の
素
人
に
「
藍
建
て
」
を
頼
む
と

は
、
な
ん
て
無
鉄
砲
な
の
だ
ろ
う
。
し
か

し
若
さ
ゆ
え
の
思
い
き
り
の
よ
さ
は
吉
と

出
る
。
70 

L
の
「
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
元
気
な

液
」（
楮
さ
ん
）
に
仕
上
が
っ
た
。

　

意
気
揚
々
と
乗
り
込
ん
だ
が
、
予
定
し

て
い
た
体
験
2
件
の
う
ち
1
件
は
キ
ャ
ン

セ
ル
に
。
日
本
人
学
校
の
藍
染
め
だ
け
に

な
っ
た
の
で
肩
透
か
し
を
食
ら
う
。
液
を

捨
て
て
帰
る
の
も
忍
び
な
い
。
そ
こ
で
、

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
住
む
西
本
さ
ん
の
知
人

に
頼
み
こ
み
、
そ
の
人
の
ア
パ
ー
ト
で
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「
畑
か
ら
色
を
つ
く
る
」

と
い
う
イ
ン
パ
ク
ト

　

順
風
満
帆
の
よ
う
に
見
え
る
か
も
し
れ

な
い
が
、
B 
U 
A 
I 

S 

O 

U
の
事
業
は
ま

だ
緒
に
就
い
た
ば
か
り
。
取
材
時
、
渡
邉

さ
ん
は
助
成
金
の
書
類
申
請
に
追
わ
れ

「
藍
染
め
だ
け
が
し
た
い
で
す
」
と
嘆
い

て
い
た
。

　

究
極
の
目
標
は
「
自
分
た
ち
が
つ
く
り

た
い
も
の
を
つ
く
っ
て
売
る
こ
と
」。
そ

こ
に
向
か
っ
て
、
今
は
既
製
品
を
藍
色
に

染
め
る
「
染
色
委
託
」
が
軸
と
な
る
。
企

業
だ
け
で
な
く
、
個
人
ユ
ー
ザ
ー
か
ら
も

注
文
が
あ
る
。
B 

U 

A 

I 

S 

O 

U
は
自
分

た
ち
が
染
め
た
作
品
を
画
像
投
稿
サ
イ
ト

に
ア
ッ
プ
し
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
見
た

人
か
ら
「
染
め
て
ほ
し
い
」
と
シ
ャ
ツ
、

カ
バ
ン
、
ブ
ー
ツ
な
ど
が
送
ら
れ
て
く
る
。

こ
う
し
た
委
託
を
受
け
つ
つ
、
自
社
製
品

の
比
率
を
徐
々
に
高
め
て
い
く
。

　

も
の
づ
く
り
に
関
し
て
は
衣
服
が
メ
イ

ン
と
は
考
え
て
い
な
い
。「
ト
ー
ト
バ
ッ
ク

な
ど
も
同
じ
く
ら
い
重
要
で
す
し
、
こ
の

前
は
『
手
縫
い
糸
』
も
商
品
化
し
ま
し

た
」
と
楮
さ
ん
は
言
う
。
デ
ザ
イ
ナ
ー
の

三
浦
さ
ん
も
「
今
は
い
ろ
い
ろ
と
形
に
し

て
い
る
段
階
。
そ
の
う
ち
『
よ
し
、
こ
れ

な
ら
！
』
と
い
う
も
の
が
出
て
く
る
は

ず
」
と
語
る
。

現場 1

❺

❹

❽ ❼ ❻

　

そ
ん
な
彼
ら
を
見
守
る
新
居
さ
ん
は
、

「
彼
ら
は
若
い
か
ら
発
想
が
新
し
い
し
、

し
が
ら
み
も
な
い
か
ら
自
由
だ
。
後
に
続

く
若
い
人
た
ち
の
た
め
に
も
、
彼
ら
に
は

成
功
し
て
ほ
し
い
ね
」
と
期
待
を
寄
せ
る
。

　

発
想
と
い
う
点
で
は
、
染
め
を
行
な
う

独
自
の
し
く
み
が
挙
げ
ら
れ
る
。
伝
統
的

な
紺こ

う
や屋

な
ら
、
藍
建
て
と
染
め
は
土
中
に

埋
め
た
藍あ

い
が
め甕

で
、
温
度
管
理
は
籾
殻
で
起

こ
す
火
で
行
な
う
が
、
B 
U 
A 
I 

S 

O 

U

は
ス
テ
ン
レ
ス
製
の
幅
広
な
槽
を
用
い
、

し
か
も
保
温
用
に
電
熱
線
を
巻
く
。
幅
広

な
槽
は
藍
甕
よ
り
も
幅
の
あ
る
生
地
が
染

め
ら
れ
る
し
、
電
熱
線
な
ら
温
度
調
節
も

し
や
す
い
。

　

と
は
い
え
、
手
間
暇
か
か
る
天
然
藍
の

も
の
づ
く
り
は
「
価
格
で
は
勝
負
で
き
な

い
」（
三
浦
さ
ん
）
の
も
事
実
だ
。「
ど
う
や

っ
た
ら
買
っ
て
い
た
だ
け
る
の
か
を
悩
ん

で
い
ま
す
」
と
三
浦
さ
ん
は
率
直
に
語
る
。

　

カ
ギ
に
な
る
の
は
、
藍
の
ど
こ
に
惹
か

れ
る
の
か
と
問
う
た
と
き
の
、
結
城
さ
ん

の
言
葉
か
も
し
れ
な
い
。「
B 

U 

A 

I 

S 

O 

U
は
み
ん
な
藍
が
好
き
で
す
。
僕
は
そ
の

な
か
で
も
『
畑
で
葉
を
育
て
て
、
色
を
つ

く
る
』
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
に
一
番
惹
か
れ

ま
す
」。

　

ア
メ
リ
カ
人
が
驚
い
た
よ
う
に
、
欧
米

で
天
然
藍
は
絶
え
て
久
し
い
。
日
本
人
で

さ
え
ど
れ
ほ
ど
の
人
が
正
確
に
知
っ
て
い

る
だ
ろ
う
か
。
天
然
藍
の
プ
ロ
セ
ス
に
は
、

た
し
か
に
イ
ン
パ
ク
ト
が
あ
る
。

　

テ
レ
ビ
電
話
で
藍
建
て
を
指
示
し
、
ニ

ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
ゲ
リ
ラ
的
に
藍
染
め
体
験

を
繰
り
返
し
、
電
熱
線
を
巻
い
た
ス
テ
ン

レ
ス
槽
で
染
め
、
S 

N 

S 

経
由
で
海
外
か

ら
注
文
を
受
け
る
―
―
伝
統
工
芸
に
新
し

い
や
り
方
を
持
ち
込
ん
だ
B 

U 

A 

I 

S 

O 

U
。「
や
る
こ
と
が
多
す
ぎ
て
、
自
分
た
ち

が
身
に
つ
け
る
も
の
さ
え
な
か
な
か
染
め

ら
れ
な
い
」（
渡
邉
さ
ん
）
と
い
う
日
々
の
な

か
、〈
藍
染
め
新
世
代
〉
の
挑
戦
は
続
く
。

　
（
2 

0 

1 

6
年
12
月
8
〜
9
日
取
材
）
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時
を
刻
む

　

木
曽
漆
と
有
田
焼
の「
藍
」

藍色が活かされているのは、何も衣服に限ったことで
はない。長野県の時計企画室コスタンテの純国産ブラ
ンド「S P Q R（スポール）」の主要シリーズには、欧米で
「japan」と称されるほど評価の高い漆塗りの技術を
活かした「手描き濃紺漆加工」や、藍色を染め付け
た有田焼などを用いた文字盤・竜

りゅうず

頭がある。漆器と
いえば朱や黒を連想するが、藍の色粉を用いる漆塗り
もある。匠の手

てわ ざ

業を見るために信州を訪れた。

ジ
ャ
パ
ン
・
ブ
ル
ー
を

あ
し
ら
っ
た
腕
時
計

　

文
字
盤
や
竜
頭
に
、
漆
塗
り
や
有
田
焼

の
「
ジ
ャ
パ
ン
・
ブ
ル
ー
」
す
な
わ
ち
藍

色
を
あ
し
ら
っ
た
限
定
生
産
の
高
級
腕
時

計
が
あ
る
。
年
月
を
経
て
使
い
込
む
ほ
ど

に
愛
着
が
湧
く
シ
ン
プ
ル
な
デ
ザ
イ
ン
、

日
本
の
伝
統
工
芸
と
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ

ン
を
旨
と
す
る
国
産
ブ
ラ
ン
ド
「
S 

P 

Q 

R
（
ス
ポ
ー
ル
）」
ウ
ォ
ッ
チ
の
ア
イ
テ
ム

の
一
つ
だ
。

　

長
野
五
輪
の
メ
ダ
ル
も
手
が
け
た
木
曽

平
沢
の
漆
塗
り
職
人
・
蒔
絵
師
、
荻お

ぎ
う
え上

文ぶ
ん
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現場 2

峰ぽ
う

さ
ん
の
手
業
に
よ
る
漆
塗
り
の
文
字
盤

と
竜
頭
が
特
徴
の
「
S 

P 

Q 

R 

u 

r 

u 

s 

h 

i 

k 

i 

s 

o
」。
2 

0 

1 

5
年
（
平

成
27
）
末
発
売
の
新
商
品
に
は
、
漆
と
い

え
ば
連
想
す
る
朱
色
の
ほ
か
に
藍
色
、
黒

紅
梅
、
深
緑
の
4
色
が
あ
り
、
と
り
わ
け

人
気
が
高
い
の
は
藍
色
だ
と
い
う
。

　

S 

P 

Q 

R
ブ
ラ
ン
ド
を
生
ん
だ
時
計
企

画
室
コ
ス
タ
ン
テ
代
表
取
締
役
の
清
水
新

六
さ
ん
は
「
青
と
い
う
よ
り
初
め
は
黒
っ

ぽ
い
の
で
す
が
、
2
年
ほ
ど
経
つ
と
本
来

狙
っ
た
ジ
ャ
パ
ン
・
ブ
ル
ー
の
藍
色
に
落

ち
着
い
て
く
る
の
で
す
」
と
、
漆
塗
り
な

ら
で
は
の
経
年
変
化
の
魅
力
を
語
る
。

　

ま
た
、
天
保
年
間
創
業
の
有
田
焼
の
名

門
窯
元
「
し
ん
窯
」
と
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ

ン
し
た
の
が
「
S 

P 

Q 

R 

a
r
i
t
a  

4 

0 

0 

」。
日
本
初
の
磁
器
が
有
田
で
つ
く

ら
れ
て
か
ら
2 

0 

1 

6
年
で
4 

0 

0 

年
と

な
る
こ
と
を
記
念
し
た
モ
デ
ル
だ
。
文
字

盤
、
竜
頭
、
裏
蓋
が
白
磁
。
ひ
と
き
わ
目

を
引
く
の
が
、
裏
蓋
に
描
か
れ
た
豊
穣
を

意
味
す
る
稲
穂
の
藍
色
。
作
陶
家
、
橋
口

博
之
さ
ん
の
手
描
き
に
よ
る
極
細
の
平
行

線
に
職
人
技
が
光
る
。

「
有
田
焼
は
も
と
も
と
藍
色
の
世
界
。
い

く
つ
か
窯
元
を
紹
介
さ
れ
た
な
か
で
、
藍

色
の
染
付
を
専
門
に
手
が
け
る
し
ん
窯
さ

ん
に
決
め
ま
し
た
」
と
清
水
さ
ん
は
こ
こ

で
も
ジ
ャ
パ
ン
・
ブ
ル
ー
に
こ
だ
わ
っ
た
。

時計企画室コスタンテの純国産ブランド「SPQR（スポール）」。右が文字
盤を藍色の漆塗りで仕上げた「SPQR urushi kiso」。竜頭にも文字盤と同
じジャパン・ブルーを埋め込んでいる。左は有田焼の名門窯元「しん窯」と
コラボレーションした「SPQR arita  400」。藍色のアラビア数字が印象的
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む
ブ
ラ
イ
ド
ル
レ
ザ
ー
を
時
計
バ
ン
ド
に

使
う
な
ど
、
新
し
い
素
材
も
採
用
し
て
い

る
。「
誰
も
や
っ
て
い
な
い
こ
と
を
し
な
い

と
意
味
が
な
い
」。
こ
れ
が
清
水
さ
ん
の

ポ
リ
シ
ー
だ
。

　

諏
訪
湖
に
近
い
岡
谷
市
の
自
宅
兼
オ
フ

ィ
ス
を
拠
点
に
、
デ
ザ
イ
ン
か
ら
素
材
、

部
品
、
組
み
立
て
に
至
る
製
造
工
程
で
約

40
社
、
販
路
で
は
約
30
社
と
協
力
関
係
を

結
ん
で
い
る
。
海
外
も
含
め
会
社
員
時
代

か
ら
の
仲
間
が
多
い
。

世
界
の
フ
ォ
ー
マ
ル
な
場
に

ふ
さ
わ
し
い
風
格
と
気
品

　

木
曽
漆
と
有
田
焼
を
使
っ
た
ジ
ャ
パ

ン
・
ブ
ル
ー
の
腕
時
計
は
、
2 

0 

0 

9
年

（
平
成
21
）
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
藤
原
和
博

さ
ん
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
の
「
j
a
p
a
n
シ

リ
ー
ズ
」
の
一
つ
。
都
内
で
は
義
務
教
育

初
の
民
間
企
業
出
身
の
校
長
と
し
て
教
育

改
革
を
成
し
遂
げ
た
藤
原
さ
ん
が
、
中
学

校
で
の
任
期
を
終
え
た
「
自
分
へ
の
ご
褒

美
」
と
し
て
S 

P 

Q 

R
を
購
入
し
た
こ
と

か
ら
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
始
ま
っ
た
。

　

ソ
メ
ス
の
鞄
を
愛
用
し
て
い
た
藤
原
さ

ん
は
、
S 

P 

Q 

R
の
時
計
バ
ン
ド
が
ソ
メ

ス
製
だ
っ
た
こ
と
に
目
を
引
か
れ
、「
デ
ザ

イ
ン
基
調
が
ベ
ー
シ
ッ
ク
で
品
が
よ
く
、

ホ
ン
モ
ノ
志
向
が
見
て
取
れ
る
」（
藤
原
和
博

著
『
つ
な
げ
る
力
』
文
藝
春
秋 

2 

0 

0 

8
）
と
気

に
入
っ
て
、
つ
く
り
手
の
清
水
さ
ん
に
会

っ
た
。
た
ち
ま
ち
二
人
は
意
気
投
合
す
る
。

藤
原
さ
ん
は
自
分
の
求
め
る
腕
時
計
に
な

か
な
か
出
合
え
な
い
こ
と
か
ら
、
オ
リ
ジ

ナ
ル
時
計
を
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
で
き
な
い
か

と
提
案
。
こ
れ
に
清
水
さ
ん
が
こ
た
え
た
。

　

世
界
中
の
フ
ォ
ー
マ
ル
な
場
で
も
恥
ず

か
し
く
な
い
風
格
と
気
品
を
備
え
、
日
本

の
職
人
の
技
が
結
集
さ
れ
、
ネ
オ
ジ
ャ
パ

ネ
ス
ク
（
新
し
い
日
本
風
）
な
デ
ザ
イ
ン
。

そ
ん
な
コ
ン
セ
プ
ト
の
シ
リ
ー
ズ
だ
か
ら
、

色
合
い
と
す
れ
ば
当
然
な
が
ら
ジ
ャ
パ

ン
・
ブ
ル
ー
（
藍
色
）
が
浮
か
び
上
が
っ
た
。

藍
色
の
漆
文
字
盤
を
使
っ
た
第
一
弾
か
ら
、

有
田
焼
文
字
盤
を
際
立
た
せ
た
薄
型
の
37 

mm
モ
デ
ル
に
小
秒
針
文
字
盤
を
搭
載
し
た

「
a
r
i
t
a　

i
s
m　

s
m
a
l
l 

身
に
つ
け
た
い
時
計
を

自
分
で
つ
く
る

　

S 
P 
Q 
R
は
日
本
の
精
密
機
械
工
業
が

発
展
し
た
信
州
・
諏
訪
の
地
を
拠
点
に
企

画
・
製
造
さ
れ
て
い
る
。
清
水
さ
ん
は
諏

訪
精
工
舎
（
現
・
セ
イ
コ
ー
エ
プ
ソ
ン
）
に
入

社
し
て
商
品
企
画
か
ら
製
造
工
程
、
ア
フ

タ
ー
サ
ー
ビ
ス
ま
で
全
般
的
な
技
能
を
身

に
つ
け
、
ミ
ラ
ノ
や
香
港
に
駐
在
し
、
日

本
製
の
腕
時
計
を
世
界
に
広
め
る
事
業
に

尽
力
し
た
。
い
つ
し
か
大
企
業
の
制
約
を

離
れ
「
自
分
で
身
に
つ
け
た
い
時
計
を
つ

く
り
た
い
」
と
の
思
い
が
強
く
な
り
、
15

年
前
に
独
立
し
て
立
ち
上
げ
た
の
が
S 

P 

Q 

R
ブ
ラ
ン
ド
で
あ
る
。

「
卓
越
し
た
精
緻
さ
と
品
質
を
約
束
す

る
」（Superiore Precisione Q

ualita R
iservato

）

と
い
う
商
品
コ
ン
セ
プ
ト
を
表
す
イ
タ
リ

ア
語
の
頭
文
字
が
ブ
ラ
ン
ド
名
。
流
行
を

追
わ
ず
、
時
代
を
超
越
し
た
飽
き
の
こ
な

い
定
番
商
品
を
30
〜
1 

5 

0 

個
程
度
の
小

ロ
ッ
ト
で
生
産
し
て
い
る
。
木
曽
漆
や
有

田
焼
以
外
に
も
、
箱
根
の
寄
木
細
工
や
柿

渋
染
め
な
ど
を
デ
ザ
イ
ン
に
取
り
入
れ
、

日
本
の
伝
統
工
芸
の
知
恵
と
融
合
し
た
商

品
を
海
外
に
も
紹
介
。
日
本
で
唯
一
の
馬

具
メ
ー
カ
ー
、
北
海
道
の
ソ
メ
ス
サ
ド
ル

株
式
会
社
（
以
下
、
ソ
メ
ス
。
注
1
）
と
提
携

し
、
馬
具
用
の
頑
丈
で
腕
に
も
よ
く
な
じ

1 大手企業の会員制コンテ
ンツに提供した腕時計の裏ぶ
た。200年前の有田焼の破
片を埋め込んでいる

2 SPQRブランドの生みの
親、時計企画室コスタンテ代
表取締役の清水新六さん。
「自分で身につけたい時計
を」と独立した

3 天保年間創業の窯元「しん
窯」が手がけた有田焼の器

1

2

3

（注 1）ソメスサドル株式会社

北海道歌志内市に本社を置く馬具製
造・販売企業。鞄やポーチ、ポシェッ
ト、財布、ベルトなども手がける。
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梅
雨
時
は
急
激
に
乾
い
て
縮
み
、
皺
が
寄

り
や
す
く
な
る
。
逆
に
冬
は
湿
度
が
足
り

ず
乾
き
に
く
い
た
め
、
常
に
75
％
程
度
の

湿
度
に
保
つ
必
要
が
あ
る
。
漆
塗
り
は
全

10
工
程
ほ
ど
に
及
ぶ
と
い
う
。
小
さ
な
文

字
盤
と
は
い
え
、
手
間
と
時
間
の
か
か
る

手
業
だ
。

「
塗
り
た
て
は
少
し
黒
っ
ぽ
い
で
し
ょ
？ 

こ
れ
は
茶
褐
色
で
半
透
明
の
漆
が
、
そ
の

時
点
で
は
色
粉
に
勝
っ
て
い
る
か
ら
。
し

か
し
2
年
ほ
ど
経
つ
と
透
け
て
く
る
の
で
、

も
と
の
藍
色
が
浮
き
出
る
ん
で
す
」
と
荻

上
さ
ん
。
経
年
変
化
で
ジ
ャ
パ
ン
・
ブ
ル

ー
が
鮮
明
に
な
る
し
く
み
を
こ
う
説
明
し

て
く
れ
た
。

　

荻
上
さ
ん
は
か
つ
て
時
計
の
文
字
盤
工

場
と
と
も
に
金
属
に
漆
を
塗
る
技
術
を
確

立
し
、
長
野
五
輪
の
メ
ダ
ル
に
も
そ
れ
を

活
用
し
た
人
物
だ
。
会
社
員
時
代
か
ら
荻

上
さ
ん
を
知
っ
て
い
た
清
水
さ
ん
は
「
漆

塗
り
な
ら
荻
上
さ
ん
に
」
と
即
決
し
た
。

　

2 

0 
1 
6
年
に
あ
る
大
手
企
業
の
会
員

制
コ
ン
テ
ン
ツ
に
プ
レ
ゼ
ン
ト
用
と
し
て

提
供
し
た
腕
時
計
は
、
2 

0 

0 

年
前
の
有

田
焼
の
破
片
を
裏
蓋
に
埋
め
込
み
、
荻
上

さ
ん
に
よ
る
プ
ラ
チ
ナ
の
粉
の
蒔
絵
を
ベ

ゼ
ル
（
注
2
）
に
あ
し
ら
っ
た
超
豪
華
な

一
品
物
だ
。
今
後
は
、
文
字
盤
に
旧
中
山

（注 2）ベゼル

時計の表示部分や内部を保護するため
に設置されたガラスやプラスチックなど
の周囲に取り付けられる円状のパーツ。

道
の
宿
場
の
風
景
を
荻
上
さ
ん
が
描
い
た

シ
リ
ー
ズ
も
予
定
さ
れ
て
い
る
。　
　
　

「
藍
染
め
は
土
着
の
色
、
日
本
古
来
の
色
。

愛
着
を
感
じ
ま
す
ね
」
と
荻
上
さ
ん
。
清

水
さ
ん
も
「
藍
は
ほ
か
の
色
よ
り
気
持
ち

が
落
ち
着
き
ま
す
」
と
話
す
。
し
か
し
、

こ
と
さ
ら
藍
色
を
狙
っ
た
商
品
開
発
に
特

化
し
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
。「
ネ
オ
ジ
ャ

パ
ネ
ス
ク
」
の
価
値
を
腕
時
計
に
盛
り
込

も
う
と
し
た
ら
、
お
の
ず
と
藍
色
が
前
面

に
押
し
出
さ
れ
た
。
そ
の
事
実
こ
そ
、
連

綿
と
受
け
継
が
れ
て
き
た
ジ
ャ
パ
ン
・
ブ

ル
ー
の
真
価
を
、
雄
弁
に
物
語
っ
て
い
る
。

　
（
2 

0 

1 

6
年
11
月
30
日
取
材
）

現場 2

s
e
c
o
n
d
」
の
第
九
弾
ま
で
が
リ
リ
ー

ス
さ
れ
て
い
る
。

藍
の
色
粉
を
使
っ
た

繊
細
な
手
業

　

長
野
県
塩
尻
市
の
木
曽
平
沢
は
明
治
初

期
か
ら
漆
器
の
生
産
地
と
し
て
栄
え
た
。

中
山
道
沿
い
の
南
北
に
長
い
ま
ち
な
み
に

は
、
漆
器
づ
く
り
の
作
業
場
で
あ
る
塗ぬ

り
ぐ
ら蔵

が
90
棟
以
上
現
存
し
、
国
の
重
要
伝
統
的

建
造
物
群
保
存
地
区
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。

　

40
年
以
上
、
漆
器
づ
く
り
に
携
わ
っ
て

い
る
荻
上
さ
ん
を
清
水
さ
ん
と
と
も
に
訪

ね
た
。
こ
の
日
は
ち
ょ
う
ど
、
山や

ま
か
お
ぎ
む
ら

加
荻
村

漆
器
店
の
工
房
で
S 

P 

Q 

R
の
文
字
盤
に

藍
色
の
漆
を
塗
っ
て
い
た
。
漆
塗
り
と
い

え
ば
ふ
つ
う
朱
か
黒
だ
が
、
他
の
色
粉
を

使
え
ば
そ
れ
以
外
の
色
も
出
せ
る
の
だ
。

　

と
は
い
え
荻
上
さ
ん
に
よ
れ
ば
「
漆
に

混
ぜ
る
と
き
れ
い
に
直
ら
な
い
（
均
一
に
な

り
に
く
い
）
の
が
色
粉
の
ク
セ
」
な
の
だ
と

い
う
。「
藍
色
や
緑
色
な
ど
の
色
系
統
の
粉

は
、
朱
色
の
粉
と
違
っ
て
塗
っ
た
あ
と
刷

毛
目
が
目
立
ち
や
す
く
、
結
構
難
し
い
ん

で
す
」。

　

塗
っ
て
は
研
ぎ
を
繰
り
返
し
、
何
層
に

も
刷
り
重
ね
、
艶
を
出
し
て
い
く
。
1
回

塗
る
と
2
日
ほ
ど
乾
か
す
。
漆
は
空
気
中

の
水
分
と
化
学
反
応
し
て
硬
化
す
る
の
で
、

4 5 藍色の漆をSPQRの文
字盤に塗る。乾かして人造石
で研いだあと、また塗り重ね
る。最初は黒っぽいが、時が経
つと藍色に変わる

6 漆塗り職人・蒔絵師の荻上
文峰さん。作業しながら気さく
に話してくれた

7 荻上さんが手がけた長野五
輪のメダル。金属に漆を塗る
技術を用いた

4

5

6

7
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藍
の
よ
う
な
色
と
風
合
い
に
こ
だ
わ
る
。

 

「
日
本
の
青
『
藍
』
で
世
界
一
に
な
る
」

と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
掲
げ
、
眞
鍋
さ
ん

が
ジ
ャ
パ
ン
ブ
ル
ー
の
前
身
と
な
る
株
式

会
社
コ
レ
ク
ト
を
立
ち
上
げ
た
の
が
1 

9 

9 

2
年
（
平
成
4
）。
テ
キ
ス
タ
イ
ル
業
界

に
入
り
デ
ザ
イ
ナ
ー
を
志
し
、
藍
染
め
に

出
会
っ
た
こ
と
が
き
っ
か
け
だ
っ
た
。

思
い
描
い
た
の
は

昔
な
が
ら
の
日
本
の
青

　

テ
キ
ス
タ
イ
ル
業
界
に
入
っ
て
間
も
な

児
島
ジ
ー
ン
ズ
で

世
界
一
を
目
指
す

　

い
ま
や
日
常
着
と
な
っ
た
ジ
ー
ン
ズ
。

1 

8 

7 

0
年
代
に
ア
メ
リ
カ
で
生
ま
れ
た

ジ
ー
ン
ズ
を
日
本
で
初
め
て
国
産
化
し
た

の
が
、
岡
山
県
倉
敷
市
に
あ
る
児
島
地
区

（
注
1
）
だ
。

 

「
児
島
ジ
ー
ン
ズ
」
と
い
え
ば
、
製
品
の

質
の
よ
さ
か
ら
ジ
ー
ン
ズ
フ
ァ
ン
の
間
で

は
以
前
か
ら
有
名
だ
っ
た
。
近
年
は
テ
レ

ビ
や
雑
誌
に
取
り
上
げ
ら
れ
、
海
外
に
ま

で
知
ら
れ
て
い
る
。

　

レ
ト
ロ
な
雰
囲
気
を
残
す
味あ

じ
の野

商
店
街
。

そ
の
一
画
に
延
び
る
「
児
島
ジ
ー
ン
ズ
ス

ト
リ
ー
ト
」
で
は
、
ま
ち
な
か
に
吊
る
さ

れ
た
ジ
ー
ン
ズ
が
気
持
ち
よ
さ
そ
う
に
風

に
揺
れ
て
い
る
。

　

こ
の
児
島
を
「
ジ
ー
ン
ズ
の
聖
地
」
と

し
て
一
躍
有
名
に
し
た
ア
パ
レ
ル
・
テ
キ

ス
タ
イ
ル
メ
ー
カ
ー
が
あ
る
。
2 

0 

0 

9

年
（
平
成
21
）
に
「
児
島
ジ
ー
ン
ズ
ス
ト
リ

ー
ト
構
想
」
を
打
ち
出
し
、
地
域
お
こ
し

に
貢
献
す
る
眞
鍋
寿
男
さ
ん
が
代
表
を
務

め
る
株
式
会
社
ジ
ャ
パ
ン
ブ
ル
ー
だ
。
最

高
級
品
と
し
て
本
藍
手
染
め
・
手
織
り
の

「
金き

ん
た
ん丹

」
を
展
開
す
る
。

　

ま
た
、
同
社
の
代
名
詞
と
な
っ
て
い
る

「
桃
太
郎
ジ
ー
ン
ズ
」
は
著
名
人
な
ど
か

ら
の
評
価
も
高
く
、
国
内
外
に
多
く
の
愛

好
者
を
も
つ
。
主
に
合
成
藍
に
よ
る
「
銅ど

う

丹た
ん

」
や
「
出
陣
」
な
ど
が
定
番
だ
。「
銅

丹
」
と
「
出
陣
」
は
回
転
速
度
の
遅
い
旧

式
の
織
機
で
織
る
こ
と
で
生
地
の
表
面
に

凹
凸
が
で
き
、
そ
れ
が
擦
れ
る
こ
と
で
独

特
の
色
落
ち
が
楽
し
め
る
。

　

今
日
で
は
ほ
と
ん
ど
の
ジ
ー
ン
ズ
メ
ー

カ
ー
が
化
学
的
に
つ
く
ら
れ
た
合
成
藍
を

用
い
る
な
か
、
ジ
ャ
パ
ン
ブ
ル
ー
は
天
然

日
本
の「
青
」で

世
界
に
通
用
す
る
ジ
ー
ン
ズ
を

今
か
ら
1
5
0
年
ほ
ど
前
、
ア
メ
リ
カ
の
鉱
夫
た
ち
の
作
業
着
と
し
て
誕
生
し
た
「
ジ
ー
ン
ズ
」。
日
本
で
も
衣
服
と
し
て
す
っ
か

り
定
着
し
て
い
る
が
、「
日
本
の
青
（
藍
）」
に
こ
だ
わ
っ
た
ジ
ー
ン
ズ
の
製
造
・
販
売
に
取
り
組
む
会
社
が
岡
山
県
倉
敷
市
に
あ
る
。

有
名
な
お
と
ぎ
話
「
桃
太
郎
」
の
名
を
冠
す
る
「
桃
太
郎
ジ
ー
ン
ズ
」、
本
藍
手
染
め
・
手
織
り
の
最
高
級
ジ
ー
ン
ズ
「
金き

ん
た
ん丹

」
な

ど
を
手
が
け
る
株
式
会
社 
ジ
ャ
パ
ン
ブ
ル
ー
だ
。
日
本
は
ジ
ー
ン
ズ
で
は
後
発
国
だ
が
、「
1
0
0
年
程
度
の
遅
れ
な
ら
追
い
越
せ

る
」
と
、
天
然
藍
の
色
と
風
合
い
を
活
か
し
た
ジ
ー
ン
ズ
を
世
界
に
発
信
す
る
同
社
を
訪
ね
た
。

現場 3

本藍手染めの糸を手織りした美しいテクスチャー。この生
地が最高級品「金丹」となる。ちなみに納品は1年待ち

桃太郎ジーンズ
のキャラクター
「桃太郎くん」



日本の「青」で世界に通用するジーンズを25

（注 1）児島地区

江戸時代に綿花栽培が盛んだったことで古くから繊維のまちとして知られ、茶道具などに使わ
れる真田紐の生産に始まり、軍服、学生服、作業服の一大生産地に。1964年の東京オリン
ピックを境にジーンズ生産の基盤が整うと、今日まで続くジーンズ産業の集積地が形成された。

株式会社ジャパンブルーが展開するジーンズ類。本藍手染め・手織りによる最高級品「金丹」（手前）、回転速度の遅い織機を
用いることで独特の色落ちが楽しめる「銅丹」（中）、桃太郎ジーンズのトレードマーク「白い二本線」をあしらった「出陣」

い
こ
ろ
、
大
手
ジ
ー
ン
ズ
メ
ー
カ
ー
の
企

画
販
売
の
仕
事
で
藍
染
め
の
魅
力
に
惹
か

れ
た
眞
鍋
さ
ん
は
、
染
料
の
蒅す
く
もを

つ
く
る

藍
師
・
新に

い居
修
氏
に
師
事
し
徳
島
へ
通
う

日
々
が
始
ま
る
。「
微
妙
な
色
合
い
を
表
現

す
る
青
色
の
奥
深
さ
に
は
ま
る
と
抜
け
出

せ
な
か
っ
た
」
と
眞
鍋
さ
ん
は
藍
染
め
に

惹
か
れ
た
理
由
を
振
り
返
る
。

「
料
理
に
隠
し
味
が
あ
る
よ
う
に
、
お
そ

ら
く
タ
ン
ニ
ン
や
ポ
リ
フ
ェ
ノ
ー
ル
、
自

然
の
植
物
中
に
あ
る
〈
余
分
な
も
の
〉
が

重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
合
成
藍

で
は
表
現
で
き
な
い
色
で
す
」

　

失
敗
の
連
続
の
な
か
、
見
よ
う
見
ま
ね

で
藍
建
て
と
染
め
の
技
術
を
な
ん
と
か
習

得
す
る
と
、
眞
鍋
さ
ん
は
コ
レ
ク
ト
を
立

ち
上
げ
た
の
ち
、
本
藍
染
め
専
門
の
工
房

「
藍
の
ぞ
き
」
を
児
島
に
開
設
す
る
。
以

来
、
染
め
職
人
と
し
て
も
活
動
し
て
き
た
。

「
日
本
人
は
甕か

め
の
ぞ覗

き
、
水み

ず
あ
さ
ぎ

浅
葱
、
鉄て

つ
こ
ん紺

、

な
ど
色
に
名
前
を
つ
け
る
こ
と
で
風
情
を

表
し
て
き
ま
し
た
。
日
本
ほ
ど
色
に
こ
だ

わ
る
国
も
な
い
。
出
身
地
の
児
島
は
ジ
ー

ン
ズ
の
産
地
で
す
し
、
ジ
ー
ン
ズ
と
い
え

ば
青
。
昔
か
ら
器
用
に
も
の
づ
く
り
を
行

な
っ
て
き
た
日
本
人
が
本
気
で
ジ
ー
ン
ズ

を
つ
く
れ
ば
、
世
界
マ
ー
ケ
ッ
ト
の
頂
点

に
立
て
る
か
も
し
れ
な
い
と
思
っ
た
ん
で

す
。
ジ
ー
ン
ズ
の
普
及
こ
そ
ア
メ
リ
カ
よ

り
1 

0 

0 

年
遅
れ
て
い
ま
す
が
、
1
世
紀
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程
度
の
遅
れ
な
ら
日
本
人
は
取
り
戻
せ
る

と
思
い
ま
し
た
」

　

そ
こ
で
眞
鍋
さ
ん
は
、
日
本
人
が
世
界

で
最
初
に
ジ
ー
ン
ズ
を
つ
く
っ
て
い
た
ら

ど
ん
な
青
色
を
探
求
し
た
だ
ろ
う
、
と
考

え
た
。

「
僕
が
イ
メ
ー
ジ
し
た
の
は
、
祖
父
や
祖

母
が
使
っ
て
い
た
ふ
と
ん
や
座
布
団
の
色
。

日
に
焼
け
て
少
し
色
あ
せ
た
よ
う
な
、
緑

が
か
っ
た
深
み
の
あ
る
青
。
こ
れ
を
『
日

本
の
青
』
と
し
て
デ
ニ
ム
生
地
で
打
ち
出

せ
な
い
か
と
考
え
ま
し
た
」

　

試
行
錯
誤
の
す
え
、
既
製
品
と
し
て
完

成
さ
せ
た
の
が
「
ジ
ャ
パ
ン
ブ
ル
ー
デ
ニ

ム
」
だ
。
緑
が
か
っ
た
独
特
の
色
味
は
、

天
然
藍
の
よ
う
な
風
合
い
を
醸
し
出
し
て

い
る
。
素
材
に
は
、
綿
花
で
も
最
高
品
質

と
さ
れ
る
手
摘
み
の
ジ
ン
バ
ブ
エ
コ
ッ
ト

（注 2）ヴィンテージブーム

主に 1960年代以前につくられたジーンズ
（ヴィンテージジーンズ）の人気が過熱したこ
とで、ジーンズの値段が驚くほど高騰した。

ン
を
採
用
し
た
。

　

一
般
的
な
デ
ニ
ム
生
地
の
倍
以
上
の
価

格
だ
が
、
1 

9 

9 

0
年
代
の
ヴ
ィ
ン
テ
ー

ジ
ブ
ー
ム
（
注
2
）
と
も
相
ま
っ
て
、
独

特
の
色
味
と
質
の
高
さ
は
、
海
外
の
ナ
シ

ョ
ナ
ル
ブ
ラ
ン
ド
や
一
流
デ
ザ
イ
ナ
ー
に

も
認
め
ら
れ
た
。

ス
ト
ー
リ
ー
の
あ
る

も
の
づ
く
り
を
探
求

　

ジ
ー
ン
ズ
に
か
け
る
想
い
を
届
け
る
た

め
、
眞
鍋
さ
ん
は
見
本
の
ジ
ー
ン
ズ
を
何

十
本
も
バ
ッ
グ
に
入
れ
て
海
外
の
店
舗
を

1
店
ず
つ
回
っ
た
。
海
外
で
の
取
り
扱
い

は
、
約
50
店
舗
に
の
ぼ
る
。

「
海
外
の
ユ
ー
ザ
ー
は
正
直
で
す
。
誰
が

ど
ん
な
思
い
で
製
品
を
つ
く
っ
た
か
を
、

自
分
の
言
葉
で
き
ち
ん
と
伝
え
る
こ
と
が

で
き
な
け
れ
ば
相
手
に
し
て
も
ら
え
な
い
。

そ
れ
が
結
果
的
に
日
本
の
安
全
・
安
心
や

こ
だ
わ
り
に
つ
な
が
る
。
た
ん
に
日
本
製

味野商店街「児島ジーンズストリート」で空中に吊るされて風に揺れるジーンズ。
後ろポケットに「白い二本線」が見えるのは「桃太郎ジーンズ」だろう

株式会社ジャパンブルー代表取締役
社長の眞鍋寿男さん。藍染めに魅了
されたことが今につながる

だ
か
ら
、
藍
染
め
だ
か
ら
い
い
と
い
う
の

で
は
も
う
通
用
し
ま
せ
ん
」

　

そ
の
た
め
社
員
た
ち
に
一
貫
し
て
伝
え

て
い
る
の
は
、「
ス
ト
ー
リ
ー
の
な
い
も
の

づ
く
り
は
や
め
よ
う
」
と
い
う
こ
と
だ
。

　

ジ
ー
ン
ズ
ス
ト
リ
ー
ト
に
店
を
構
え
る

児
島
味
野
本
店
に
は
、
世
界
に
一
台
の
手

織
り
機
が
あ
る
。
こ
れ
で
つ
く
ら
れ
る
の

が
「
金
丹
」
だ
。
糸
の
張
り
に
気
を
く
ば

り
一
定
の
力
加
減
で
織
り
つ
づ
け
る
必
要

が
あ
る
た
め
、
1
日
に
80 

cm
ほ
ど
織
る
の

が
や
っ
と
。
価
格
は
1
本
20
万
円
以
上
す

る
が
ジ
ー
ン
ズ
愛
好
者
か
ら
の
人
気
は
高

く
、
注
文
が
殺
到
し
て
納
品
は
1
年
待
ち

だ
と
い
う
。
新
入
社
員
の
仕
事
は
、
ま
ず

掃
除
を
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
。

「
初
め
は
何
も
で
き
な
く
て
も
、
掃
除
す

る
だ
け
で
も
の
づ
く
り
の
空
気
は
伝
わ
る

は
ず
で
す
。
製
品
づ
く
り
に
か
け
る
想
い

や
こ
だ
わ
り
を
理
解
し
な
け
れ
ば
、
製
品

の
よ
さ
を
人
に
伝
え
る
こ
と
も
で
き
な

い
」
と
眞
鍋
さ
ん
。

　

藍
染
工
房
を
開
設
し
た
際
に
は
、「
ど
う

せ
社
長
の
趣
味
で
し
ょ
」
と
揶
揄
す
る
人

も
い
た
と
い
う
。「
つ
く
り
手
と
同
じ
立
場
、

環
境
に
身
を
置
か
な
け
れ
ば
同
じ
視
点
を

も
つ
こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
。
今
は
自
分
で

染
め
る
こ
と
は
少
な
く
な
り
ま
し
た
が
、

以
前
は
海
外
に
行
く
と
〈
青
い
爪
を
し
た

日
本
人
〉
と
よ
く
言
わ
れ
た
も
の
で
す
」。
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「
青
」
の
文
化
は
滅
び
な
い

　

眞
鍋
さ
ん
は
現
在
、
藍
の
染
料
、
生
産

工
程
に
お
い
て
、
も
っ
と
合
理
的
な
方
法

が
な
い
か
と
模
索
し
て
い
る
。

　

2 

0 

0 

7
年
（
平
成
19
）
か
ら
2 

0 

0 

8

年
（
平
成
20
）
に
か
け
て
、
国
か
ら
の
委
託

事
業
で
研
究
機
関
を
巻
き
込
み
、
蓼た

で
あ
い藍

以

外
に
青
の
色
素
を
活
用
で
き
る
品
種
が
な

い
か
と
、
世
界
中
の
植
物
を
採
取
し
て
調

べ
た
。
藍
染
め
を
す
る
う
え
で
天
然
の
染

料
と
合
成
の
染
料
の
両
方
を
知
る
こ
と
は

大
切
だ
と
眞
鍋
さ
ん
は
考
え
る
。

「
ジ
ー
ン
ズ
の
ほ
と
ん
ど
が
合
成
染
料
で

す
。
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
と
し
て
定
着
し
て
い

る
こ
と
は
否
定
し
ま
せ
ん
が
、
も
っ
と
天

然
の
染
料
が
広
が
る
こ
と
が
理
想
で
す
」

　

ジ
ャ
パ
ン
ブ
ル
ー
で
は
か
つ
て
染
料
を

つ
く
る
た
め
に
、
畑
で
蓼
藍
の
栽
培
も
行

な
っ
て
い
た
。
春
に
植
え
て
夏
に
刈
り
取

る
た
め
、
猛
暑
の
な
か
で
の
手
作
業
に
よ

る
水
や
り
や
刈
り
取
り
は
過
酷
を
極
め
る
。

高
齢
化
が
進
み
蓼
藍
を
栽
培
す
る
農
家
は

減
っ
て
お
り
、
需
要
も
な
か
な
か
見
込
め

な
い
た
め
、
合
理
化
を
図
ろ
う
に
も
投
資

で
き
な
い
の
が
現
実
だ
。「
合
理
化
で
き
な

い
か
ら
藍
染
め
の
製
品
単
価
は
高
い
。
伝

統
工
芸
の
冠
だ
け
が
独
り
歩
き
し
て
も
人

が
使
わ
な
け
れ
ば
意
味
が
あ
り
ま
せ
ん
。

変
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
部
分
は

た
く
さ
ん
見
え
て
い
る
」
と
、
眞
鍋
さ
ん

は
藍
染
め
の
将
来
を
危
惧
す
る
。

　

そ
の
一
方
で
ま
た
、「
た
だ
一
つ
言
え
る

こ
と
は
、
青
（
藍
）
の
文
化
・
産
業
は
い

つ
の
時
代
も
滅
び
る
こ
と
は
な
い
」
と
も

言
う
。

「
人
間
が
青
色
の
染
料
を
見
い
だ
し
た
の

は
、
多
様
化
し
た
生
活
の
な
か
で
必
要
だ

っ
た
か
ら
こ
そ
。
今
は
ジ
ー
ン
ズ
と
い
う

形
で
世
界
中
の
人
が
は
い
て
い
ま
す
。
日

本
人
の
感
性
で
し
か
発
見
で
き
な
い
も
の

を
、
一
つ
の
商
材
で
あ
る
ジ
ー
ン
ズ
を
通

し
て
世
界
に
発
信
す
る
の
が
私
た
ち
の
使

命
で
す
」
と
眞
鍋
さ
ん
は
熱
く
語
っ
た
。

　

ジ
ー
ン
ズ
に
お
い
て
日
本
は
た
し
か
に

後
発
国
だ
。
歴
史
を
遡
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
し
か
し
、
こ
れ
か
ら
新
し
く
歴
史
を

つ
く
る
こ
と
は
で
き
る
。
日
本
古
来
の
藍

染
め
文
化
に
裏
打
ち
さ
れ
た
児
島
発
の
ジ

ー
ン
ズ
が
、
世
界
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
と
な

る
日
を
楽
し
み
に
し
た
い
。

　
（
2 

0 

1 

6
年
11
月
22
日
取
材
）

現場 3

1

2

3

1 仕立てはそのままで、生地をデニムに置き換えた「DENIM 
KIMONO」。ブランド名「RAMPUYA」とは「藍布屋」からのネー
ミング　2 児島味野本店ではかつて販売したジーンズを展示。経年変
化がよくわかる　3 ここにしかない手織り機で「金丹」の生地を織る入
社 3年目の池田一貴さん
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リンダ・ブラシントン さん
染色家　研究者

イギリス在住。学生時代、藍に興味をもち、それ
以来アーティストとして活動する。その一方、研
究者としてUCA芸術大学・ファーナムに勤め、藍
染めの防染や捺染を実践。日本滞在中は栃木県
芳賀郡益子町の紺屋「日下田藍染工房」で作品
を制作し、参加型ワークショップや講演会、作業
公開などの交流イベントを行なった。

現場 4

「日下田藍染工房」の染め場で微笑むリンダ・
ブラシントンさん。作品づくりを通して得た、イ
ギリスの合成藍と日本の天然染料による藍染め
の違いを語った



淡い色から濃い色まで自在に染められる「日本の藍」29

淡い色から濃い色まで
自在に染められる
「日本の藍」

2016年 11月、栃木県の益
ま し こ

子町にイギリスの染色家、リンダ・ブラシントンさ

んが 4週間ほど滞在した。これは益子町のアーティスト・イン・レジデンス事

業（注 1）によるもので、ブラシントンさんは寛政年間（1789-1801）創業の紺
こ う や

屋

「日
ひ げ た

下田藍染工房」で作品づくりを行なった。日本の藍は海外からどう見ら

れているのか。また、イギリスにおける藍染めの現状、そして徳島産の蒅
すくも
か

らつくった天然染料で染めてわかったことなどをお聞きした。
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（注 2）スクリーン捺染

木や金属の枠に紗を張り、模様を
つくった版型を用いる染色方法。

（注 3）蝋抜き

部分的に溶かした蝋を塗る
ことで抜き模様を施す技法。

（注 4）合成染料

石炭の残渣（ざんさ）であるコールタール
を原料とした染料。合成藍ともいう。

の
で
す
。

　

合
成
藍
も
天
然
藍
と
同
じ
よ
う
に
、
酸

化
に
よ
り
色
が
変
化
し
ま
す
。
そ
の
た
め

染
め
方
は
同
じ
で
す
が
、
天
然
藍
の
方
が

色
に
ば
ら
つ
き
が
な
く
、
奥
行
き
の
あ
る

色
が
出
せ
る
と
感
じ
て
い
ま
す
。

　

実
は
、
合
成
藍
で
は
黒
に
近
い
濃
い
藍

色
や
、
き
わ
め
て
淡
い
藍
色
を
出
す
こ
と

が
難
し
い
の
で
す
。

　

合
成
藍
で
濃
い
藍
色
を
つ
く
る
場
合
に

は
、
硫
化
鉄
な
ど
の
鉱
物
に
タ
ン
ニ
ン
を

加
え
ま
す
。
媒
染
剤
（
注
6
）
と
し
て
よ

く
使
う
の
が
、
タ
ン
ニ
ン
の
多
い
柿
の
汁

や
イ
ン
ド
の
お
茶
で
す
。

　

一
方
、
淡
い
藍
色
は
、
合
成
藍
で
は
ム

ラ
が
出
て
し
ま
い
ま
す
。
色
の
ム
ラ
を
な

く
す
た
め
に
何
度
も
染
め
る
必
要
が
あ
る

の
で
、
結
果
的
に
良
質
な
淡
い
藍
色
が
で

き
な
い
の
で
す
。
合
成
藍
で
は
染
色
の
範

囲
が
限
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
合
成
藍
に
対
し
て
、
日
本

の
天
然
藍
は
水
色
の
よ
う
な
淡
い
色
か
ら

と
て
も
濃
い
色
ま
で
染
め
ら
れ
ま
す
。
色

の
幅
が
と
て
も
広
い
の
で
す
。
す
ば
ら
し

い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

　

こ
れ
は
私
が
益
子
町
で
藍
染
め
を
し
て

気
づ
い
た
大
き
な
違
い
で
す
。
も
ち
ろ
ん

原
料
の
違
い
だ
け
で
は
な
く
、
日
本
で
は

藍
染
め
の
技
術
を
知
り
尽
く
し
た
熟
練
職

人
が
染
め
て
い
る
と
い
う
点
も
重
要
な
要

二
人
の
恩
師
に
教
わ
っ
た

藍
染
め
の
奥
深
さ

　

私
は
染
色
家
で
研
究
者
で
も
あ
り
ま
す

が
、
藍
に
さ
ま
ざ
ま
な
鉱
物
と
ス
ク
リ
ー

ン
捺な

っ
せ
ん染

（
注
2
）、
蝋ろ

う

抜
き
（
注
3
）、
絞
り

な
ど
の
手
法
を
組
み
合
わ
せ
て
、
深
く
暗

い
色
調
の
藍
色
を
探
求
し
て
い
ま
す
。

　

益
子
町
は
、
粘
土
と
ベ
ン
ガ
ラ
に
恵
ま

れ
て
い
ま
す
。
4
週
間
の
滞
在
期
間
中
に

藍
に
地
元
の
鉱
物
を
混
ぜ
合
わ
せ
、
布
や

紙
を
染
め
る
実
験
を
し
た
い
と
思
っ
て
い

ま
す
。

　

藍
に
興
味
を
も
っ
た
き
っ
か
け
は
、
学

生
時
代
に
遡
り
ま
す
。
美
術
学
校
の
学
生

だ
っ
た
私
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
の
が
、

デ
リ
ン
・
オ
ー
コ
ネ
ル
と
ス
ー
ザ
ン
・
ボ

ー
セ
ン
ス
と
い
う
、
20
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス

ク
ラ
フ
ト
界
を
代
表
す
る
二
人
の
工
芸
家

で
し
た
。
私
に
藍
染
め
の
奥
深
さ
と
染
色

の
技
術
を
教
え
て
く
れ
た
の
で
す
。
特
に

ス
ー
ザ
ン
・
ボ
ー
セ
ン
ス
は
、
私
の
師
で

も
あ
り
ま
し
た
。

　

美
術
学
校
で
は
、
伝
統
的
な
手
法
の
な

か
に
も
自
分
ら
し
さ
を
表
現
す
る
こ
と
が

大
切
だ
と
教
わ
り
ま
し
た
。
私
も
講
師
と

し
て
25
年
間
大
学
で
藍
染
め
に
つ
い
て
教

え
て
い
ま
す
が
、
同
じ
よ
う
に
学
生
た
ち

の
個
性
を
大
切
に
す
る
よ
う
心
が
け
て
い

ま
す
。

合
成
藍
で
は
難
し
い
色
を

出
せ
る
日
本
の
藍
染
め

　

現
在
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
藍
染
め
に
合
成

染
料
（
注
4
）
を
用
い
ま
す
が
、
イ
ギ
リ

ス
の
藍
染
め
の
歴
史
に
も
、
天
然
の
染
料

を
用
い
た
時
代
が
あ
り
ま
し
た
。
日
本
で

用
い
ら
れ
る
蓼た

で
あ
い藍

で
は
な
く
ウ
ォ
ー
ド

（
大
青
）
と
い
う
植
物
を
使
う
こ
と
が
主
流

で
し
た
。
そ
の
後
イ
ン
ド
か
ら
イ
ン
ド
藍

や
キ
ャ
リ
コ
（
注
5
）
な
ど
が
輸
入
さ
れ
、

1 

7 

5 

0
年
ご
ろ
か
ら
1 

8 

5 

0
年
ご
ろ

の
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
藍
染
め
も
含
め
て
天

然
の
染
料
を
使
っ
た
染
め
物
が
流
行
し
た

の
で
す
。

　

と
こ
ろ
が
1 

8 

5 

6
年
、
イ
ギ
リ
ス
の

化
学
者
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
パ
ー
キ
ン
が
合

成
染
料
で
あ
る
「
モ
ー
ブ
」
を
発
見
し
た

こ
と
で
、
繊
維
産
業
は
大
き
く
変
わ
り
ま

し
た
。
一
定
量
が
時
間
を
か
け
ず
安
価
に

生
産
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
、
天

然
染
料
は
衰
退
し
ま
す
。
18
世
紀
後
半
か

ら
19
世
紀
前
半
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
産
業
革

命
が
起
き
て
、
技
術
革
新
に
よ
っ
て
手
工

業
生
産
か
ら
工
場
制
生
産
と
な
り
、
経

済
・
社
会
構
造
も
大
き
く
変
わ
り
ま
し
た
。

い
わ
ば
産
業
革
命
の
波
が
天
然
染
料
に
よ

る
染
め
の
文
化
を
飲
み
込
ん
で
し
ま
っ
た

天然藍の色見本
日下田藍染工房の日下田正さん
が制作した藍染めの色見本。矢印
の範囲が「合成藍だとうまく染め
られない」とリンダさんが言った色

（注 1）アーティスト・イン・レジデンス事業

国内外からアーティストを一定期間招聘して、
滞在中の活動を支援する事業。文化施策の新
しいスタイルとして日本各地で試みられている。
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素
だ
と
思
い
ま
す
。

人
を
惹
き
つ
け
る

魔
法
的
な
藍
の
魅
力

　

イ
ギ
リ
ス
で
は
、
合
成
藍
が
天
然
藍
に

と
っ
て
代
わ
り
ま
し
た
が
、
天
然
藍
に
こ

だ
わ
る
人
も
少
な
か
ら
ず
い
ま
す
。

　

藍
染
め
の
製
品
を
求
め
て
世
界
の
国
々

へ
足
を
運
ぶ
コ
レ
ク
タ
ー
な
ど
は
、
藍
染

め
の
ア
イ
テ
ム
を
身
に
ま
と
い
、
イ
ン
テ

リ
ア
に
も
取
り
入
れ
ま
す
。
季
節
ご
と
に

流
行
が
変
わ
る
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
の
よ
う
な

感
覚
で
は
な
く
、
藍
を
愛
す
る
人
は
時
代

が
変
わ
っ
て
も
藍
を
求
め
ま
す
。

　

思
い
返
せ
ば
、
デ
リ
ン
・
オ
ー
コ
ネ
ル

と
ス
ー
ザ
ン
・
ボ
ー
セ
ン
ス
も
藍
を
生
活

の
一
部
に
す
る
ほ
ど
好
き
で
し
た
。
彼
女

た
ち
の
家
に
行
く
と
、
藍
染
め
の
存
在
が

必
ず
ど
こ
か
に
あ
っ
た
の
で
す
。

　

私
は
こ
れ
ま
で
に
い
ろ
い
ろ
な
国
の
藍

染
め
に
触
れ
て
き
ま
し
た
が
、
日
本
の
藍

染
め
は
使
わ
れ
る
道
具
、
型
紙
、
絞
り
の

模
様
な
ど
ど
れ
を
と
っ
て
も
と
て
も
上
品

で
す
。
特
に
、
日
本
の
型
紙
と
絞
り
は
最

高
級
だ
と
思
い
ま
す
。

　

た
だ
し
、
現
在
の
イ
ギ
リ
ス
で
は
「
藍

色
＝
ジ
ャ
パ
ン
・
ブ
ル
ー
」
で
は
な
く

「
藍
色
＝
イ
ン
ジ
ゴ
」
の
方
が
広
く
認
知

さ
れ
て
い
ま
す
。
ジ
ー
ン
ズ
の
イ
メ
ー
ジ

ま
す
。
し
か
し
、
伝
統
を
保
つ
こ
と
が
難

し
い
の
は
イ
ギ
リ
ス
も
同
じ
で
、
天
然
の

藍
染
め
を
知
ら
な
い
世
代
が
増
え
て
い
る

こ
と
も
事
実
だ
と
思
い
ま
す
。

　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
絶
え
て
し
ま
っ
た

「
天
然
染
料
に
よ
る
藍
染
め
」
と
い
う
文

化
を
保
つ
に
は
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
で
し

ょ
う
か
。
例
え
ば
、
日
本
で
は
デ
パ
ー
ト

で
展
覧
会
を
開
き
ま
す
ね
。
こ
れ
は
イ
ギ

リ
ス
に
は
な
い
習
慣
で
す
。
そ
こ
で
藍
染

め
を
広
く
知
っ
て
も
ら
う
の
は
と
て
も
い

い
ア
イ
デ
ィ
ア
だ
と
思
い
ま
す
。
日
本
人

は
す
で
に
藍
に
つ
い
て
は
認
識
し
て
い
ま

す
の
で
、
テ
レ
ビ
や
雑
誌
、
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
手
段
を
駆
使
し
て
、

天
然
の
染
料
に
よ
る
藍
染
め
の
よ
さ
を
情

報
と
し
て
流
し
、
興
味
を
ひ
く
べ
き
で
す
。

「
も
っ
と
知
り
た
い
」
と
思
わ
せ
る
こ
と

で
、
藍
染
め
が
人
々
の
生
活
に
再
び
浸
透

す
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

そ
の
た
め
に
は
伝
統
も
も
ち
ろ
ん
で
す

が
、
現
代
の
新
し
い
視
点
を
取
り
入
れ
る

こ
と
も
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら

伝
統
は
、
時
と
し
て
視
野
を
狭
め
て
し
ま

う
こ
と
も
あ
る
か
ら
で
す
。

　

例
え
ば
、
デ
ザ
イ
ン
や
現
代
美
術
の
視

点
を
取
り
入
れ
て
み
る
こ
と
も
、
藍
染
め

の
世
界
に
新
し
い
風
を
巻
き
起
こ
す
一
つ

の
策
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

　
（
2 

0 

1 

6
年
11
月
17
日
取
材
）

（注 5）キャリコ

刺繍や染め色が特徴的なインドの
綿織り布の総称。

（注 6）媒染剤

繊維に染料を固着させる役割をする物質で、主に
金属塩やタンニン酸などが用いられる。ただし植
物を用いた藍染め（天然藍）には、媒染剤は不要。

が
強
い
で
す
が
、
イ
ン
ジ
ゴ
は
東
南
ア
ジ

ア
や
ア
フ
リ
カ
を
は
じ
め
、
何
世
紀
に
も

わ
た
り
世
界
中
で
用
い
ら
れ
て
き
た
伝
統

的
な
染
料
で
す
。

　

と
か
く
時
代
を
経
て
も
藍
が
多
く
の
人

を
惹
き
つ
け
る
理
由
の
一
つ
に
、
藍
染
め

の
プ
ロ
セ
ス
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
酸
化

に
よ
っ
て
色
が
変
わ
り
、
何
度
も
染
料
に

浸
す
こ
と
で
そ
の
色
合
い
が
深
く
な
る
。

人
々
は
そ
こ
に
魔
法
的
な
魅
力
を
感
じ
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

伝
統
を
保
つ
に
は

新
た
な
視
点
も
必
要

　

私
が
作
業
し
て
い
る
日
下
田
藍
染
工
房

の
皆
さ
ん
の
知
識
や
技
術
、
染
め
の
プ
ロ

セ
ス
は
ほ
ん
と
う
に
す
ば
ら
し
い
も
の
で

す
。
日
本
の
藍
染
め
の
伝
統
は
「
絶
対
に

守
る
べ
き
も
の
」
だ
と
改
め
て
感
じ
て
い

現場 4

❶ 日下田藍染工房の染め場で作業するリンダ・ブラシ
ントンさん。息を押し殺すかのように、そっと布を藍甕
（あいがめ）に浸けていた　❷ ご自身の作品を手にす
る日下田正さん。 からつくった染液で染める古来の
やり方を守る　❸ リンダさんが制作していた作品群

❷ ❶

❸
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浮
世
絵
に
お
け
る「
藍
」の
存
在
感

江戸時代、庶民へ売るためにつくられた浮世絵。絵
柄、表現方法は流

は や

行り廃
すた

りが激しかったが、その一
つに藍色の濃淡だけで刷った浮世絵版画がある。そ
れが「藍

あいずりえ

摺絵」。藍一色で描く手法「藍摺」は、文
政末期にドイツから輸入された合成顔料によって可能
となったもの。それまでの色鮮やかな浮世絵と異なる
「藍摺絵」は、江戸の人たちにどう受けとめられたの
か。近世を中心に日本絵画史を研究する東京国立博
物館の松嶋雅人さんに浮世絵と藍摺絵、さらに藍の
存在感について伺った。

中
世
ま
で
の
絵
画
は

権
威
を
象
徴
す
る
道
具

　

日
本
の
絵
画
は
も
と
も
と
、
天
皇
や
貴

族
の
宮
廷
文
化
の
な
か
で
主
に
宗
教
的
な

儀
式
の
背
景
と
し
て
造
形
さ
れ
た
も
の
で

す
。
手
本
は
す
べ
て
中
国
か
ら
来
ま
し
た
。

鎌
倉
時
代
に
武
士
が
台
頭
す
る
と
、
財
力

を
蓄
え
た
地
域
の
守
護
大
名
な
ど
が
自
ら

の
権
威
の
象
徴
と
し
て
絵
画
を
描
か
せ
ま

す
。

　

す
な
わ
ち
中
世
ま
で
の
絵
画
と
は
、
一

般
庶
民
に
は
ま
っ
た
く
縁
の
な
い
、
権
力

者
を
飾
る
た
め
の
道
具
だ
っ
た
の
で
す
。

　

戦
国
時
代
以
降
は
状
況
が
変
わ
り
ま
す
。

江
戸
時
代
に
は
、
財
を
成
し
た
商
人
が
権

力
者
を
ま
ね
て
自
宅
を
絵
画
で
飾
り
ま
し

た
。
画
題
も
そ
れ
ま
で
の
宗
教
的
な
架
空

の
世
界
の
み
な
ら
ず
、
遊
女
や
演
芸
や
祭

礼
な
ど
を
描
い
た
風
俗
画
が
現
れ
て
く
る

の
で
す
。

　

江
戸
時
代
に
な
っ
て
商
業
が
発
達
す
る

と
、
一
般
の
商
工
階
層
の
人
た
ち
も
絵
画

を
楽
し
め
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
通
常
の

Interview 歌川国貞『中万字や内　八ツ橋』　北海道立近代美術館蔵

渓斎英泉『仮宅の遊女』　千葉市美術館蔵



浮世絵における「藍」の存在感33

　

そ
こ
で
安
価
な
ベ
ロ
藍
が
普
及
す
る
と
、

人
気
浮
世
絵
師
の
渓け

い
さ
い斎

英え
い
せ
ん泉

が
藍
色
の
濃

淡
だ
け
で
描
く
「
藍
摺
絵
」
を
始
め
ま
し

た
。

　

歌
川
国
貞
は
こ
の
手
法
を
さ
ら
に
洗
練

さ
せ
た
美
人
画
を
描
き
ま
す
。
吉
原
を
代

表
す
る
高
級
遊
女
が
禿か

む
ろ（

遊
郭
に
住
む
見
習

い
の
童
女
）
を
引
き
連
れ
て
客
を
迎
え
て
い

る
『
中
万
字
や
内 

八
ツ
橋
』
で
は
、
藍

の
濃
淡
だ
け
で
着
物
の
柄
を
描
い
て
い
ま

す
。
大
正
期
の
洋
画
家
・
岸
田
劉り

ゅ
う
せ
い生は

著

書
で
「
卑
近
な
美
し
さ
は
世
界
無
比
」「
江

戸
絵
の
粋
」
と
絶
賛
し
ま
し
た
。

　

版
元
と
絵
師
は
一
種
の
水
墨
画
の
つ
も

り
で
藍
摺
絵
を
編
み
出
し
た
の
で
し
ょ
う
。

現
代
の
私
た
ち
が
見
て
も
ク
ー
ル
で
エ
レ

ガ
ン
ト
だ
と
思
い
ま
す
が
、
当
時
の
人
々

が
ど
う
受
け
と
め
た
か
と
い
う
と
、
実
は

そ
れ
ほ
ど
売
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
や
は
り

刺
激
の
強
い
彩
色
画
の
方
が
好
ま
れ
た
よ

う
で
す
。
で
す
の
で
、
同
じ
版
木
を
使
い
、

多
色
刷
に
変
え
て
売
り
出
さ
れ
た
り
も
し

ま
し
た
。

　

芸
術
性
を
評
価
す
る
の
は
後
世
の
視
点

で
、
当
時
の
浮
世
絵
は
あ
く
ま
で
も
「
商

品
」。
こ
の
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
り
ま
せ

ん
。
版
元
は
人
々
が
求
め
る
趣
味
嗜
好
に

応
じ
て
絵
師
に
描
か
せ
ま
し
た
。
当
時
は

印
税
方
式
が
な
く
買
い
切
り
。
売
れ
れ
ば

売
れ
る
ほ
ど
版
元
は
儲
か
り
ま
し
た
が
絵

松嶋 雅人 さん
まつしま まさと

東京国立博物館 
学芸研究部列品管理課 
平常展調整室長

1966年（昭和41）大阪府生まれ。金沢美術工芸大学 美
術工芸学部卒業。東京藝術大学大学院博士後期課程単位
取得満期退学。専門は近世を中心とする日本絵画史。展覧
会企画として、没後400年 特別展「長谷川等伯」、特別展
「京都―洛中洛外図と障壁画の美」などを担当。著書に『日
本の美術 No.489 久隅守景』（至文堂 2007）、『日本の
美術 No.534 狩野一信』（ぎょうせい 2010）などがある。

表
現
技
法
と
い
う
よ
り
も
、
描
か
れ
て
い

た
内
容
の
方
で
す
。
遊
郭
や
芝
居
小
屋
で

興
じ
る
人
た
ち
を
見
て
「
な
ん
と
文
化
の

進
ん
だ
国
な
の
か
」
と
。
描
か
れ
て
い
た

の
は
実
は
富
裕
層
な
の
で
、
市
民
階
級
と

思
い
込
ん
だ
多
少
の
誤
解
は
あ
っ
た
に
せ

よ
、
当
時
の
西
洋
の
人
た
ち
は
浮
世
絵
の

題
材
や
そ
れ
を
娯
楽
と
し
て
消
費
す
る
風

習
を
知
っ
て
、
自
分
た
ち
が
貴
族
を
倒
し

て
や
っ
と
手
に
し
た
よ
う
な
大
衆
文
化
に

先
駆
け
て
興
じ
て
い
た
国
が
東
洋
に
あ
っ

た
の
だ
、
と
驚
い
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

洗
練
を
極
め
た
「
藍
摺
絵
」
も

当
時
は
売
れ
な
か
っ
た

　

文
政
期
（
1 

8 

1 

8
〜
1 
8 
3 

0
年
）
の
末

に
合
成
顔
料
「
ベ
ロ
藍
」（
ベ
ル
リ
ン
藍
、
プ

ル
シ
ア
ン
ブ
ル
ー
）
が
輸
入
さ
れ
、
浮
世
絵

に
よ
く
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ

れ
ま
で
の
多
色
刷
の
錦
絵
は
朱
色
や
黄
色

が
主
で
、
青
系
統
は
め
っ
た
に
見
ら
れ
ま

せ
ん
。
清
々
し
い
青
色
を
出
す
に
は
、
中

東
産
の
高
価
な
鉱
石
が
原
料
の
「
ラ
ピ
ス

ラ
ズ
リ
」
が
必
要
で
、
そ
れ
を
用
い
る
こ

と
が
で
き
る
の
は
将
軍
大
名
の
御
用
絵
師

な
ど
に
限
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
大
衆
的
な

浮
世
絵
に
は
と
て
も
使
え
な
か
っ
た
の
で

す
。
蓼
藍
も
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
や

は
り
高
価
な
の
で
少
な
か
っ
た
の
で
す
。

師
の
懐
は
潤
い
ま
せ
ん
。
人
気
絵
師
が
弟

子
を
抱
え
た
り
で
き
た
の
は
裕
福
な
大
名

な
ど
の
パ
ト
ロ
ン
が
い
た
か
ら
で
す
。
遊

女
屋
を
経
営
し
て
い
た
渓
斎
英
泉
な
ど
の

よ
う
に
、
別
に
本
業
や
副
業
を
も
つ
浮
世

絵
師
は
珍
し
く
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

水
や
空
の
表
現
に

効
果
を
発
揮
し
た
ベ
ロ
藍

　

ベ
ロ
藍
が
広
ま
る
の
と
同
時
に
、
そ
れ

ま
で
美
人
画
と
役
者
絵
が
本
流
だ
っ
た
浮

世
絵
に
風
景
画
が
増
え
は
じ
め
ま
す
。『
東

海
道
五
十
三
次
』『
名
所
江
戸
百
景
』
な
ど

の
ヒ
ッ
ト
商
品
で
風
景
画
を
確
立
し
た
の

が
歌
川
広
重
で
す
。
広
重
は
版
木
を
斜
め

に
切
る
「
ぼ
か
し
摺
り
」
の
技
法
で
藍
色

を
水
平
線
や
空
な
ど
背
景
の
一
部
に
使
い
、

絵
画
は
一
点
も
の
で
す
が
、
木
版
画
の
技

術
が
生
ま
れ
、
一
つ
の
下
絵
か
ら
数
百
枚
、

数
千
枚
も
複
製
品
を
刷
れ
る
よ
う
に
な
り
、

格
段
に
コ
ス
ト
が
下
が
っ
た
か
ら
で
す
。

「
浮
世
絵
」
は
こ
う
し
て
誕
生
し
ま
す
。

喜
多
川
歌
麿
、
東
洲
斎
写
楽
と
い
っ
た
ビ

ッ
グ
ネ
ー
ム
の
浮
世
絵
師
が
活
躍
す
る
江

戸
中
期
ご
ろ
に
は
、
日
銭
を
稼
い
で
食
べ

る
の
が
精
一
杯
で
は
な
い
中
流
層
の
庶
民

の
間
で
も
、
浮
世
絵
は
流
通
し
ま
し
た
。

世
界
に
先
駆
け
て

庶
民
が
絵
を
楽
し
む

　

浮
世
絵
の
主
要
な
テ
ー
マ
は
芝
居
町
や

遊
里
と
い
っ
た
享
楽
的
な
場
所
や
、
遊
女

や
歌
舞
伎
役
者
な
ど
の
人
物
画
で
し
た
。

新
作
歌
舞
伎
の
開
演
前
に
は
、
人
気
役
者

が
演
じ
る
見
ど
こ
ろ
の
場
面
が
浮
世
絵
と

な
っ
て
出
版
さ
れ
、
よ
く
売
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
時
代
、
庶
民
が
絵
画
を
娯
楽
と
し

て
消
費
し
た
国
は
ほ
か
に
な
か
っ
た
と
思

い
ま
す
。
西
洋
で
も
中
世
ま
で
絵
画
は
王

侯
貴
族
な
ど
特
権
階
級
の
文
化
で
し
た
し
、

印
刷
術
が
発
達
し
た
近
代
で
も
、
絵
画
は

出
版
物
の
挿
絵
と
し
て
は
普
及
し
ま
し
た

が
、
浮
世
絵
の
よ
う
に
単
体
の
絵
画
を
庶

民
が
楽
し
む
風
習
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

幕
末
以
降
、
浮
世
絵
が
海
を
越
え
た
と

き
西
洋
の
人
た
ち
が
驚
い
た
の
は
、
そ
の
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台
』
な
ど
は
、
前
景
に
縦
長
画
面
を
覆
う

巨
大
な
鯉
の
ぼ
り
、
中
景
に
神
田
川
の
水

道
橋
、
遠
景
に
富
士
山
を
配
し
た
極
端
な

近
接
拡
大
の
遠
近
法
構
図
で
視
覚
効
果
を

高
め
て
い
ま
す
。
浮
世
絵
の
イ
メ
ー
ジ
の

方
が
現
実
に
投
影
さ
れ
る
ほ
ど
イ
ン
パ
ク

ト
が
強
か
っ
た
の
で
、
美
人
画
や
役
者
絵

ほ
ど
刺
激
の
な
い
風
景
画
で
も
ヒ
ッ
ト
し

た
の
で
し
ょ
う
。

　

江
戸
時
代
を
通
じ
て
浮
世
絵
は
膨
大
に

大
量
生
産
さ
れ
ま
し
た
。
今
、
残
さ
れ
て

い
る
作
品
は
氷
山
の
一
角
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。

版
元
も
絵
師
も
競
争
し
切
磋
琢
磨
す
る
の

で
ク
オ
リ
テ
ィ
は
ど
ん
ど
ん
上
が
り
、
幕

末
の
人
気
絵
師
、
歌
川
国
芳
の
絵
一
つ
と

っ
て
も
、
描
か
れ
て
い
る
情
報
量
が
あ
ま

り
に
も
多
す
ぎ
て
、
現
代
の
私
た
ち
が
す

べ
て
説
明
し
き
れ
な
い
ほ
ど
で
す
。

　

明
治
以
降
、
浮
世
絵
に
取
っ
て
代
わ
っ

た
の
は
写
真
や
映
画
な
ど
西
洋
か
ら
入
っ

て
き
た
文
物
。
浮
世
絵
が
廃
れ
た
わ
け
で

は
な
く
、
た
ん
に
娯
楽
が
多
様
化
し
た
の

で
す
。
戦
後
日
本
で
マ
ン
ガ
や
ア
ニ
メ
ー

シ
ョ
ン
が
隆
盛
を
極
め
海
外
へ
も
波
及
し

た
の
は
、
元
を
た
ど
れ
ば
江
戸
時
代
、
世

界
に
先
駆
け
娯
楽
商
品
と
し
て
浮
世
絵
を

受
容
す
る
文
化
の
伝
統
が
あ
っ
た
か
ら
と

言
っ
て
も
過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

そ
の
浮
世
絵
も
一
時
代
を
画
し
た
娯
楽

の
一
つ
で
す
が
、
藍
摺
の
よ
う
な
洗
練
さ

れ
た
技
法
も
含
め
、
こ
れ
だ
け
レ
ベ
ル
の

高
い
文
化
が
庶
民
の
生
活
を
彩
っ
て
い
た

こ
と
に
、
改
め
て
驚
か
さ
れ
る
の
で
す
。

　
（
2 

0 

1 

6
年
12
月
21
日
取
材
）

が
多
岐
に
わ
た
る
の
は
、
幕
府
の
目
を
逃

れ
る
た
め
で
も
あ
り
ま
し
た
。
天
保
の
改

革
で
市
中
の
綱
紀
粛
正
が
図
ら
れ
、
遊
郭

や
歌
舞
伎
界
に
対
し
て
の
み
な
ら
ず
、
そ

れ
ら
を
描
く
浮
世
絵
へ
も
規
制
が
強
化
さ

れ
た
の
で
す
。
そ
れ
で
も
版
元
と
絵
師
は

商
魂
た
く
ま
し
く
、
テ
ー
マ
を
ほ
か
に
求

め
て
人
々
の
欲
し
が
る
浮
世
絵
を
世
に
出

し
ま
し
た
。

　

広
重
や
北
斎
の
風
景
画
が
よ
く
売
れ
た

の
は
、
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク

の
役
割
を
果
た
し
た
か

ら
で
も
あ
り
ま
す
。
幕

末
に
か
け
て
は
関
所
を

越
え
る
移
動
の
縛
り
が

ゆ
る
め
ら
れ
、
女
性
で

も
自
由
に
旅
が
で
き
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

広
重
の
風
景
画
な
ど
は

大
胆
な
構
成
と
色
づ
か

い
で
現
実
の
風
景
を
デ

フ
ォ
ル
メ
し
て
い
ま
す

か
ら
、
実
際
に
現
地
へ

行
っ
て
も
同
じ
景
色
は

あ
り
得
な
い
の
で
す
が
、

当
時
の
人
々
は
お
そ
ら

く
「
広
重
の
絵
の
通
り

だ
」
と
思
っ
た
に
違
い

あ
り
ま
せ
ん
。『
名
所
江

戸
百
景　

水
道
橋
駿
河

引
き
締
ま
っ
た
鮮
や
か
な
印
象
を
与
え
ま

し
た
。
海
や
川
の
表
現
で
も
藍
色
は
巧
み

な
効
果
を
出
せ
ま
す
。
葛
飾
北
斎
は
『
冨

嶽
三
十
六
景　

神
奈
川
沖
浪
裏
』
で
、
逆

巻
く
荒
波
を
白
と
藍
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
で

ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
描
き
ま
し
た
。
発
色
が

強
く
イ
ン
パ
ク
ト
の
大
き
い
ベ
ロ
藍
は
、

風
景
画
の
点
景
に
う
っ
て
つ
け
で
し
た
。

　

幕
末
に
な
る
と
、
風
景
画
の
ほ
か
に
も

花
鳥
画
や
歴
史
画
な
ど
浮
世
絵
の
テ
ー
マ

Interview

葛飾北斎『冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏』　千葉市美術館蔵

歌川広重『名所江戸百景　水道橋駿河台』　
国立国会図書館蔵
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青
系
統
で
も
っ
と
も

種
類
が
多
い
の
は
「
藍
」

「
水
の
文
化
」
を
「
色
」
で
切
り
取

る
と
ど
う
な
る
か
―
―
そ
れ
が
今
回

の
特
集
の
出
発
点
だ
っ
た
。

　

私
た
ち
の
暮
ら
し
は
、
さ
ま
ざ
ま

な
色
で
彩
ら
れ
て
い
る
。
無
色
透
明

な
も
の
は
空
気
と
水
く
ら
い
な
も
の

だ
ろ
う
。
し
か
し
、
水
に
は
色
が
な

い
は
ず
な
の
に
「
水
色
」
と
い
う
色

名
が
あ
る
。
福
田
邦
夫
著
『
新
版 

色

の
名
前
5 

0 

7 

』（
主
婦
の
友
社 

2 

0 

1 

2
）
に
よ
る
と
、
水
色
は
「
川
や
池

や
湖
沼
な
ど
の
水
の
色
か
ら
と
ら
れ

た
」
も
の
で
あ
り
、「
透
明
な
澄
ん
だ

色
で
な
け
れ
ば
」
美
し
い
色
に
見
え

な
い
と
い
う
。

　

水
色
は
言
う
ま
で
も
な
く
青
系
統

の
色
だ
。
青
は
、
黒
、
白
、
赤
と
と

も
に
最
古
の
基
本
色
彩
語
と
さ
れ
、

黄
、
緑
、
紫
な
ど
は
あ
と
か
ら
で
き

た
。
青
は
さ
ま
ざ
ま
な
系
統
色
が
つ

く
ら
れ
て
き
た
が
、
そ
の
な
か
で
も

特
に
藍
色
は
種
類
が
多
い
。
そ
れ
は

庶
民
の
暮
ら
し
に
深
く
根
ざ
し
た
色

だ
っ
た
か
ら
だ
。

　

日
本
を
「
ジ
ャ
パ
ン
・
ブ
ル
ー
」

と
呼
ん
だ
ア
ト
キ
ン
ソ
ン
だ
け
で
な

く
、
1 

8 

9 

0
年
（
明
治
23
）
に
来
日

し
た
パ
ト
リ
ッ
ク
・
ラ
フ
カ
デ
ィ

オ
・
ハ
ー
ン
（
日
本
名
・
小
泉
八
雲
）
も
、

衣
服
の
み
な
ら
ず
の
れ
ん
な
ど
に
も

濃
い
藍
色
が
多
く
使
わ
れ
て
い
る
の

を
見
て
、「
こ
の
国
日
本
は
神
秘
な
ブ

ル
ー
に
満
ち
た
国
」
と
書
き
残
し
て

い
る
。

畑
で
種
か
ら
育
て
た
葉
を

手
間
暇
か
け
て
染
料
に

　

明
治
初
頭
の
外
国
人
た
ち
に
そ
う

言
わ
し
め
た
の
は
、
日
本
に
は
タ
デ

科
の
植
物
、
蓼た

で
あ
い藍

を
発
酵
さ
せ
て
蒅
す
く
も

を
つ
く
り
、
そ
れ
を
さ
ら
に
発
酵
さ

せ
て
染
液
と
す
る
天
然
由
来
の
藍
染

め
が
あ
っ
た
か
ら
だ
。

　

蓼
藍
は
畑
に
種
を
蒔
き
、
雑
草
を

手
で
取
り
除
き
な
が
ら
育
て
る
。「
や

み
く
も
に
畑
の
面
積
を
広
げ
て
も
、

収
量
が
上
が
る
わ
け
で
は
な
い
ん
で

す
よ
」
と
教
え
て
く
れ
た
の
は
B 

U 

A 

I 

S 

O 

U
の
渡
邉
健
太
さ
ん
。
い

い
葉
っ
ぱ
に
育
て
、
か
つ
適
切
な
時

期
に
刈
り
取
る
管
理
が
大
切
な
の
だ

と
い
う
。

　

そ
し
て
、
刈
り
取
っ
た
葉
を
発
酵

さ
せ
て
蒅
に
す
る
が
、
民
俗
学
者
の

竹
内
淳
子
さ
ん
は
「
蒅
と
い
う
字
は

漢
字
で
は
な
く
国
字
。
つ
ま
り
蒅
は

日
本
独
自
の
も
の
な
の
で
す
」
と
言

っ
た
。
蓼
藍
は
、「
イ
ン
ジ
ゴ
」
と
呼

ば
れ
る
イ
ン
ド
藍
に
比
べ
る
と
藍
色

の
色
素
を
さ
ほ
ど
含
ん
で
い
な
い
。

そ
こ
で
、
少
し
で
も
効
率
よ
く
染
め

る
た
め
に
、
先
人
が
苦
労
を
重
ね
て

編
み
出
し
た
も
の
だ
っ
た
。

　

編
集
部
は
、
阿
波
藍
の
産
地
だ
っ

た
徳
島
県
藍
住
町
の
「
藍
の
館
」
で
、

蒅
か
ら
つ
く
っ
た
自
然
の
染
液
に
よ

る
藍
染
め
を
体
験
し
た
。
手
を
入
れ

た
と
き
、
温
か
く
て
ぬ
る
っ
と
し
た

感
触
に
戸
惑
っ
た
。
意
外
な
こ
と
に

布
は
緑
色
に
染
ま
る
。
と
こ
ろ
が
後

処
理
で
水
に
晒
す
と
た
ち
ま
ち
青
く

変
わ
る
。
思
わ
ず
「
お
お
ー
！
」
と

声
が
出
た
が
、
色
の
濃
淡
は
染
液
に

浸
け
る
回
数
で
調
整
す
る
そ
う
だ
。

淡
い
色
に
し
た
け
れ
ば
少
な
く
、
濃

い
色
の
場
合
は
多
く
浸
す
の
が
セ
オ

リ
ー
。
し
か
し
、
B 
U 
A 
I 

S 

O 

U

の
楮か

じ

覚か
く
お郎

さ
ん
は
「
淡
い
色
に
染
め

た
い
と
き
は
、
新
鮮
な
染
液
に
ほ
ん

の
数
秒
浸
す
よ
り
も
、
個
人
的
に
は

古
い
染
液
に
何
度
も
浸
け
た
い
で
す
。

染
液
の
状
態
に
見
合
っ
た
色
に
染
め

る
方
が
藍
は
し
っ
か
り
食
い
つ
く
し
、

自
然
な
や
り
方
だ
と
思
う
ん
で
す
」

と
話
す
。
藍
色
を
つ
く
る
人
な
ら
で

は
の
言
葉
だ
っ
た
。

身
の
ま
わ
り
の
品
々
に

今
も
息
づ
く
土
着
の
色

　

着
物
や
浴
衣
な
ど
伝
統
的
な
領
域

で
は
な
く
、
今
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル

で
藍
色
が
ど
う
使
わ
れ
て
い
る
の
か

を
見
る
こ
と
で
、
藍
と
は
ど
ん
な
存

在
な
の
か
も
探
っ
た
。

　

言
う
ま
で
も
な
く
日
本
は
ジ
ー
ン

ズ
で
は
後
発
国
。
そ
れ
で
も
世
界
市

場
に
打
っ
て
出
た
株
式
会
社
ジ
ャ
パ

ン
ブ
ル
ー
の
眞
鍋
寿
男
さ
ん
は
「
1 

0 

0 

年
程
度
の
遅
れ
な
ら
、
日
本
人

は
追
い
つ
く
し
、
き
っ
と
追
い
抜
け

る
」
と
言
い
き
る
。
眞
鍋
さ
ん
も
ま

た
天
然
藍
に
魅
せ
ら
れ
た
人
だ
っ
た
。

　

一
方
、
特
に
藍
色
を
意
識
し
た
わ

け
で
は
な
い
が
、
海
外
に
出
て
も
恥

ず
か
し
く
な
い
腕
時
計
を
つ
く
る
に

は
、
日
本
の
伝
統
色
で
あ
る
藍
色
は

外
せ
な
い
と
考
え
た
の
は
、
腕
時
計

ブ
ラ
ン
ド
「
S 

P 

Q 

R
」
を
生
み
出

し
た
清
水
新
六
さ
ん
だ
。
清
水
さ
ん

は
「
藍
は
気
持
ち
が
落
ち
着
き
ま
す
」

と
言
い
、
文
字
盤
を
藍
色
の
漆
で
塗

り
な
が
ら
荻お

ぎ
う
え上

文ぶ
ん
ぽ
う峰

さ
ん
も
「
土
着

の
色
な
の
で
愛
着
を
感
じ
ま
す
ね
」

と
話
す
。

　

荻
上
さ
ん
が
口
に
し
た
「
土
着
の

色
」。
こ
れ
こ
そ
が
日
本
の
藍
色
を
端

的
に
表
す
言
葉
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

畑
で
種
か
ら
育
て
た
藍
色
は
、
江
戸

時
代
に
何
度
も
発
令
さ
れ
た
奢し

ゃ
し侈

禁

止
令
で
は
不
思
議
と
規
制
さ
れ
な
か

っ
た
。
紫
色
や
赤
（
紅
）
色
は
ダ
メ
だ

っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
だ
。
裏
を
返

せ
ば
、
そ
れ
だ
け
人
々
の
暮
ら
し
に

欠
か
せ
な
い
色
だ
っ
た
と
い
え
る
。

　

そ
し
て
、
藍
色
は
青
い
海
に
囲
ま

れ
た
島
国
の
自
然
と
つ
な
が
っ
た
色

で
あ
る
こ
と
も
認
識
で
き
た
。
冬
に

は
流
氷
が
押
し
寄
せ
る
北
の
大
地
か

ら
、
色
と
り
ど
り
の
サ
ン
ゴ
礁
が
あ

る
南
の
島
ま
で
、
こ
の
列
島
に
は
美

し
い
風
景
が
溢
れ
て
い
る
。
そ
の
自

然
が
藍
色
を
多
様
に
し
た
の
で
あ
れ

ば
、
こ
の
美
し
さ
を
保
ち
つ
づ
け
る

こ
と
も
意
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

だ
ろ
う
。

　

ふ
と
ま
わ
り
を
見
れ
ば
、
そ
こ
か

し
こ
に
藍
色
は
潜
ん
で
い
る
。
一
見

地
味
だ
が
、
藍
色
は
や
は
り
今
も
日

本
が
世
界
に
誇
れ
る
色
と
い
え
る
の

で
は
な
い
か
。

暮
ら
し
に
根
づ
い
た
日
本
の「
藍
」

編
集
部

文化をつくる
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イ
ギ
リ
ス
の
川
と
橋

　

イ
ギ
リ
ス
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
、
ウ
ェ
ー
ル
ズ
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
、
及
び
北

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
か
ら
な
り
、
人
口
6 

5 

1 

1
万
人
（
2 

0 

1 
5
年
現
在
）、
面
積
24
万

3 

6 

1 

0
㎢
、
国
土
は
日
本
の
3
分
の
2
程
度
で
あ
り
、
森
林
率
は
お
よ
そ
11
％
、

可
住
地
率
約
85
％
に
及
ぶ
。

　

エ
イ
ヴ
ォ
ン
と
い
う
本
来
「
川
」
の
意
味
を
も
つ
名
前
を
つ
け
た
川
が
グ
レ
ー

ト
ブ
リ
テ
ン
島
に
八
つ
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
三
つ
流
れ
て
い
る
。
飯
田 

操
著
『
川

と
イ
ギ
リ
ス
人
』（
平
凡
社
・
2 

0 

0 

0
）
で
は
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
・
エ
イ
ヴ
ォ
ン
川

の
異
名
を
も
つ
ア
ッ
パ
ー
・
エ
イ
ヴ
ォ
ン
川
は
、
ノ
ー
サ
ン
プ
ト
ン
シ
ャ
ー
に
あ

る
エ
イ
ヴ
ォ
ン
・
ウ
ェ
ル
と
呼
ば
れ
る
泉
に
源
を
発
し
、
西
に
向
か
っ
て
流
れ
て

ウ
ォ
リ
ッ
ク
シ
ャ
ー
に
入
り
、
数
々
の
村
を
過
ぎ
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
故
郷
の

ま
ち
を
過
ぎ
、
や
が
て
セ
ヴ
ァ
ー
ン
川
に
合
流
す
る
と
あ
る
。
こ
の
書
は
、
動
力

と
し
て
の
川
に
つ
い
て
、
粉
ひ
き
水
車
、
羊
毛
立
国
と
水
車
、
ア
ー
ク
ラ
イ
ト
の

水
力
紡
績
機
な
ど
を
挙
げ
、
イ
ギ
リ
ス
発
展
の
基
礎
を
つ
く
り
出
し
、
さ
ら
に
運

河
の
建
設
で
川
と
結
ば
れ
、
輸
送
手
段
と
し
て
イ
ギ
リ
ス
の
経
済
を
増
大
さ
せ
、

や
が
て
道
路
と
鉄
道
に
替
わ
り
、
川
と
運
河
は
親
水
空
間
と
し
て
の
憩
い
の
場
と

変
化
し
た
と
論
じ
る
。

　

飯
田 

操
著
『
釣
り
と
イ
ギ
リ
ス
人
』（
平
凡
社
・
1 

9 

9 

5
）
で
は
、
16
世
紀
、
釣

り
は
主
に
生
活
を
支
え
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
。
1 

6 

5 

3
年
ウ
ォ
ル
ト
ン
が

著
し
た
『
釣
魚
大
全
』
の
特
徴
は
、
一
つ
の
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
（
釣
り
）
か
ら
も

う
一
つ
の
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
（
瞑
想
）
を
生
み
出
し
た
こ
と
で
あ
り
、
田
園
を
楽

し
む
気
分
に
結
び
つ
い
た
宗
教
性
も
含
ま
れ
て
い
る
。
18
世
紀
は
ス
ポ
ー
ツ
と
し

て
の
釣
り
の
発
展
、
19
世
紀
は
疑
似
餌
で
釣
る
ゲ
ー
ム
・
フ
ィ
ッ
シ
ン
グ
、
20
世

紀
の
釣
り
は
野
生
へ
の
憧
憬
と
し
て
変
遷
す
る
。
哲
学
的
な
思
索
で
捉
え
る
イ
ギ

リ
ス
人
の
釣
り
文
化
の
深
さ
が
潜
ん
で
い
る
。

　

三
谷
康
之
著
『
事
典
・
イ
ギ
リ
ス
の
橋
―
英
文
学
の
背
景
と
し
て
の
橋
と
文
化

―
』（
日
外
ア
ソ
シ
エ
ー
ツ
・
2 

0 

0 

4
）
で
は
、
中
世
は
政
治
・
社
会
情
勢
の
不
安
定

か
ら
旅
も
危
険
性
が
伴
い
、
旅
の
安
全
面
の
便
宜
を
図
る
た
め
に
、
修
道
士
の
団

体
に
よ
る
橋
や
道
路
の
普
請
が
行
な
わ
れ
、
橋
の
上
に
は
礼
拝
堂
が
建
て
ら
れ
た
。

ブ
ラ
ッ
ド
フ
ォ
ー
ド
・
オ
ン
・
エ
イ
ヴ
ォ
ン
橋
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
南
部
の
ウ
ィ

ル
ト
シ
ャ
ー
州
の
町
ブ
ラ
ッ
ド
フ
ォ
ー
ド
・
オ
ン
・
エ
イ
ヴ
ォ
ン
を
流
れ
る
エ
イ

ヴ
ォ
ン
川
に
架
か
る
。
全
部
で
九
つ
の
ア
ー
チ
を
も
ち
、
小
さ
な
礼
拝
堂
も
建
て

ら
れ
た
。
戦い

く
さ
は
し橋

は
、
戦
争
の
際
、
敵
の
侵
攻
を
防
ぐ
た
め
に
、
橋
に
門
塔
、
落
と

し
門
を
設
け
た
マ
ノ
ウ
橋
、
ウ
ォ
ー
ク
ワ
ー
ス
橋
を
挙
げ
る
。
石
の
文
化
を
感
じ

さ
せ
る
。

　

小
川
和
彦
著
『
テ
ム
ズ
川
橋
も
の
が
た
り
』（
武
蔵
野
書
房
・
2 

0 

0 

6
）
は
、
ビ
ッ

グ
・
ベ
ン
と
大
観
覧
車
の
ウ
エ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
橋
、
シ
ネ
マ
「
哀
愁
」
の
橋
霧

の
街
の
ウ
ォ
ー
タ
ー
ル
ー
橋
、
文
豪
漱
石
の
歩
い
た
道
の
ロ
ン
ド
ン
橋
か
ら
塔
橋

を
巡
り
、
そ
の
魅
力
を
述
べ
る
。

テ
ム
ズ
川
の
流
れ

　

テ
ム
ズ
川
は
、
そ
の
源
を
コ
ッ
ツ
ウ
ォ
ル
ズ
丘
陵
南
部
、
グ
ロ
ス
タ
シ
ャ
ー
州

サ
イ
レ
ン
セ
ス
タ
ー
近
郊
の
ケ
ン
ブ
ル
と
コ
ー
ツ
の
ほ
ぼ
中
間
、
テ
ム
ズ
ヘ
ッ
ド

と
呼
ば
れ
る
場
所
（
標
高
1 

1 

0 

m
）
に
発
す
る
。
多
数
の
川
と
合
流
し
て
、
ロ
ン

ド
ン
に
至
り
、
サ
ウ
ス
エ
ン
ド
で
北
海
に
注
ぐ
。
長
さ
3 

4 

6 

km
、
流
域
面
積
1

万
2 

9 

3 

5
㎢
で
あ
る
が
、
河
口
部
で
右
岸
か
ら
合
流
す
る
メ
ド
ウ
ェ
イ
川
を
支

川
と
み
な
す
と
流
域
面
積
は
1
万
6 

3 

4 

3
㎢
と
な
る
。
メ
イ
デ
ン
ヘ
ッ
ド
か
ら

ウ
イ
ン
ザ
ー
間
に
は
、
洪
水
時
の
流
下
能
力
を
目
的
と
し
た
長
さ
約
12 

km
の
二
次

水
路
・
ジ
ュ
ビ
リ
ー
川
が
2 

0 

0 

2
年
に
開
削
、
ま
た
、
キ
ン
グ
ス
ト
ン
か
ら
リ

ッ
チ
モ
ン
ド
の
間
、
河
口
か
ら
約
89 

km
の
地
点
に
は
テ
デ
ィ
ン
ト
ン
水
門
が
設
置
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さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
よ
り
下
流
は
感
潮
域
に
な
っ
て
い
る
。
ウ
ー
リ
ッ
ジ
上
流
に

は
、
テ
ム
ズ
バ
リ
ア
と
呼
ば
れ
る
防
潮
堰
が
1 

9 

8 

4
年
に
設
置
さ
れ
た
。

　

徳
仁
親
王
著
『
テ
ム
ズ
と
と
も
に
―
英
国
の
二
年
間
』（
学
習
院
総
務
部
広
報
課
・
1 

9 

9 

3
）
で
は
、
テ
ム
ズ
川
水
運
の
変
遷
を
論
じ
る
。
製
粉
業
者
の
水
車
の
利
用
か

ら
、
石
炭
の
運
送
、
上
流
か
ら
モ
ル
ト
が
ロ
ン
ド
ン
に
運
ば
れ
、
ま
た
植
民
地
産

の
砂
糖
、
タ
バ
コ
、
米
、
茶
の
物
資
な
ど
が
輸
送
さ
れ
た
。
し
か
し
19
世
紀
、
石

炭
な
ど
が
鉄
道
運
送
、
ト
ラ
ッ
ク
貨
物
輸
送
に
移
り
、
水
運
が
次
第
に
衰
退
し
て

い
く
過
程
を
捉
え
る
。
相
原
幸
一
著
『
テ
ム
ズ
河
―
そ
の
歴
史
と
文
化
』（
研
究
社
出

版
・
1 

9 

8 

9
）
に
は
、
テ
ム
ズ
ヘ
ッ
ド
の
上
流
か
ら
ロ
ン
ド
ン
・
河
口
ま
で
巡
り
、

テ
ム
ズ
・
セ
ヴ
ァ
ン
運
河
、
マ
グ
ナ
・
カ
ル
タ
調
印
の
地
ラ
ニ
ー
ミ
ー
ド
、
日
本

の
唐
門
と
虚
子
の
句
碑
「
雀
等
も
人
を
恐
れ
ぬ
国
の
春
」
な
ど
、
事
細
か
に
ま
と

め
ら
れ
て
い
る
。
岩
崎
広
平
著
『
テ
ム
ズ
河
も
の
が
た
り
』（
晶
文
社
・
1 

9 

9 

4
）
も
、

テ
ム
ズ
川
の
流
れ
を
上
流
か
ら
河
口
ま
で
綴
っ
た
歴
史
紀
行
の
書
で
あ
る
。
岡
本 

誠
著
『
テ
ム
ズ
川
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
』（
春
風
社
・
2 

0 

0 

4
）
は
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド

か
ら
ウ
ィ
ン
ザ
ー
ま
で
の
1 

2 

0 

km
を
踏
破
し
た
記
録
を
綴
っ
て
い
る
。

　

ガ
ヴ
ィ
ン
・
ウ
ェ
イ
ト
マ
ン
著
『
テ
ム
ズ
河
物
語
』（
東
洋
書
林
・
1 
9 

9 

6
）
が
あ

る
。
こ
の
書
の
な
か
に
洪
水
の
記
録
が
あ
る
。
昔
か
ら
テ
ム
ズ
河
は
氾
濫
し
て
堤

防
を
越
え
、
建
物
を
破
壊
し
、
住
人
と
家
畜
を
溺
れ
さ
せ
て
き
た
。
そ
の
状
況
は

河
口
か
ら
始
ま
っ
て
は
る
か
上
流
域
に
至
る
ま
で
変
わ
ら
な
い
。
こ
の
災
害
は
古

く
ロ
ー
マ
時
代
ま
で
遡
る
と
い
う
。
1 

9 

5 

3
年
に
は
、
東
海
岸
に
悲
劇
的
な
洪

水
を
起
こ
し
、
16
万
エ
ー
カ
ー
の
農
地
と
2 

0 

0 

の
工
場
、
2 

0 

0 

マ
イ
ル
の
線

路
、
水
死
者
は
3 

0 

0 

名
を
超
え
た
。
そ
の
後
も
1 

9 

6 

8
年
、
1 

9 

7 

4
年
、

2 

0 

0 

3
年
と
起
こ
り
、
2 

0 

0 

7
年
の
洪
水
で
は
英
国
南
部
で
約
35
万
人
が
断

水
被
害
を
受
け
、
5
万
世
帯
が
停
電
を
し
て
い
る
。
最
近
で
は
2 

0 

1 

4
年
2
月

ロ
ン
ド
ン
市
に
被
害
が
生
じ
、
一
部
の
地
域
で
は
1
カ
月
以
上
も
洪
水
の
影
響
を

受
け
た
。
地
球
温
暖
化
が
進
む
な
か
、
イ
ギ
リ
ス
の
河
川
は
水
害
・
高
潮
の
被
害

を
受
け
や
す
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
小
説
と
し
て
は
、
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ド
イ
ル
著

『
ロ
ン
ド
ン
大
洪
水
』（
サ
ン
リ
オ
・
1 

9 

8 

2
）
が
あ
る
。

イ
ギ
リ
ス
の
水
都

　

人
間
や
家
畜
な
ど
の
糞
尿
、
ゴ
ミ
が
衛
生
的
に
下
水
な
ど
で
処
理
が
不
可
能
と

な
っ
た
場
合
、
都
市
の
機
能
は
完
全
に
喪
失
す
る
。
人
口
増
の
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝

の
時
代
、
ロ
ン
ド
ン
の
30
万
頭
余
り
の
馬
車
に
よ
っ
て
馬
糞
が
道
路
を
汚
し
、
馬

車
で
削
ら
れ
た
石
、
鉄
分
で
道
路
は
霧
が
出
る
と
べ
た
つ
き
、
衣
服
や
目
や
喉
を

痛
め
た
。
ま
た
、
家
庭
か
ら
の
ゴ
ミ
処
理
、
し
尿
処
理
も
滞
り
、
墓
地
、
入
浴
場
、

公
衆
便
所
も
不
衛
生
的
で
清
掃
さ
れ
ず
、
大
気
汚
染
、
伝
染
病
コ
レ
ラ
も
蔓
延
し

た
。
リ
ー
・
ジ
ャ
ク
ソ
ン
著
『
不
潔
都
市
ロ
ン
ド
ン
―
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
の
都
市

浄
化
大
作
戦
』（
河
出
書
房
新
社
・
2 

0 

1 

6
）
で
、
テ
ム
ズ
川
の
汚
泥
と
悪
臭
の
状
況

も
論
じ
な
が
ら
、
下
水
道
な
ど
の
整
備
を
図
っ
た
こ
と
を
述
べ
る
。
ヒ
ュ
ー
・
バ

ー
テ
ィ
キ
ン
グ
著
『
英
国
上
下
水
道
物
語
―
人
間
と
都
市
を
救
い
育
て
た
苦
闘
の

歴
史
』（
日
本
水
道
新
聞
社
・
1 

9 

9 

5
）
が
あ
る
。

　

イ
ギ
リ
ス
は
世
界
に
先
駆
け
て
産
業
革
命
を
成
し
遂
げ
た
。
革
命
後
も
イ
ン
グ

ラ
ン
ド
南
西
部
に
立
地
す
る
港
町
ブ
リ
ス
ト
ル
市
は
栄
え
る
。
石
神 

隆
著
『
水
都

ブ
リ
ス
ト
ル
―
輝
き
続
け
る
イ
ギ
リ
ス
栄
光
の
港
町
』（
法
政
大
学
出
版
局
・
2 

0 

1 

4
）

は
、
エ
イ
ボ
ン
川
を
中
心
に
ブ
リ
ス
ト
ル
市
の
発
展
を
論
ず
る
。
ブ
リ
ス
ト
ル
は

天
賦
の
好
条
件
に
恵
ま
れ
た
わ
け
で
な
く
、
操
船
に
難
が
生
じ
る
強
い
潮
流
を
も

つ
エ
イ
ボ
ン
川
に
、
潮
汐
差
を
船
の
推
進
力
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
港

町
と
し
て
栄
え
る
。
だ
が
、
商
業
船
の
大
型
化
に
よ
り
こ
の
潮
汐
差
が
ネ
ッ
ク
と

な
り
、
こ
れ
を
解
消
す
る
た
め
に
フ
ロ
ー
テ
ィ
ン
グ
・
ハ
ー
バ
ー
が
建
設
さ
れ
、

さ
ら
に
川
港
の
制
約
か
ら
、
市
の
活
性
化
の
た
め
河
口
部
で
の
新
港
の
建
設
が
な

さ
れ
、
現
在
で
も
繁
栄
し
て
い
る
と
論
じ
る
。
樋
口
正
一
郎
著
『
イ
ギ
リ
ス
の
水

辺
都
市
再
生
』（
鹿
島
出
版
会
・
2 

0 

1 

0
）
は
、
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
、
バ
ー
ミ
ン
ガ
ム
、

リ
バ
プ
ー
ル
、
ブ
リ
ス
ト
ル
の
ウ
ォ
ー
タ
ー
フ
ロ
ン
ト
の
環
境
デ
ザ
イ
ン
に
つ
い

て
活
写
す
る
。

運
河
と
湖
水
地
方

　

田
中
憲
一
／
文
・
写
真
『
イ
ギ
リ
ス
・
水
の
旅
』（
東
京
書
籍
・
1 

9 

9 

6
）、
秋
山

岳
志
著
『
イ
ギ
リ
ス
式
極
楽
水
上
生
活
―
ナ
ロ
ー
ボ
ー
ト
で
楽
し
む
爽
快
ク
ル
ー

ズ
・
ラ
イ
フ
』（
光
人
社
・
2 

0 

0 

6
）
は
、
運
河
を
こ
よ
な
く
楽
し
ん
で
い
る
。
ま
た
、

ピ
ー
タ
ー
ラ
ビ
ッ
ト
を
描
い
た
ビ
ア
ト
リ
ク
ス
・
ポ
タ
ー
が
ナ
シ
ョ
ナ
ル
ト
ラ
ス

ト
を
お
こ
し
、
美
し
い
湖
が
維
持
さ
れ
て
い
る
カ
ン
ブ
リ
ア
州
の
湖
水
地
方
に
つ

い
て
は
、
辻
丸
純
一
／
文
・
写
真
『
英
国
＝
湖
水
地
方
四
季
物
語
』（
東
京
書
籍
・
2 

0 

0 

0
）、
北
野
佐
久
子
著
『
ビ
ア
ト
リ
ク
ス
・
ポ
タ
ー
を
訪
ね
る
イ
ギ
リ
ス
湖
水

地
方
の
旅
』（
大
修
館
書
店
・
2 

0 

1 

3
）、
静
子
・
ヒ
ュ
ー
ズ
著
『
イ
ギ
リ
ス
湖
水
地

方
に
暮
ら
し
て
』（
メ
デ
ィ
ア
総
合
研
究
所
・
2 

0 

0 

2
）
が
あ
り
、
水
と
緑
と
空
の
造

形
を
捉
え
た
田
路
貴
浩
著
『
イ
ギ
リ
ス
風
景
庭
園
』（
丸
善
・
2 

0 

0 

0
）
も
刊
行
さ
れ

て
い
る
。

　

以
上
、
イ
ギ
リ
ス
の
川
と
水
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
が
、
や
は
り
テ
ム
ズ
川
が

中
心
と
な
る
。
今
日
の
イ
ギ
リ
ス
の
文
化
、
政
治
、
経
済
の
発
展
は
、
テ
ム
ズ
川

な
く
し
て
成
立
し
得
な
か
っ
た
。

　
〈
倫
敦
塔
裏
の
テ
ム
ズ
に
海
燕
〉（
瀧 

春
一
）　



水の文化 55号　食の風土記 38

こたつで食べる冬の風物詩

でっち羊かん
水と風土が織りなす食文化の今を訪ねる「食の風土記」。今回は、

福井県大野市の「でっち（丁稚）羊かん」を取り上げます。水が

豊かな大野市ならではの伝統的な和菓子ですが、その不思議なネ

ーミングと冬にだけ食べる理由を知るために訪ねました。

冬、大野市の人々がこたつに入って食べる
「でっち羊かん」。分厚くて食べごたえがある

黒
糖
と
丁
稚
を
か
け
た

意
外
な
ネ
ー
ミ
ン
グ

　

ま
ち
を
歩
く
と
、
い
た
る
と
こ
ろ
に

「
清し

ょ
う
ず水

」
と
呼
ば
れ
る
湧
き
水
が
目
に
つ

く
福
井
県
大
野
市
。
四
方
を
取
り
囲
む

白は
く
さ
ん山

山
系
に
降
っ
た
雨
や
雪
解
け
水
が
伏

流
水
と
な
っ
て
湧
き
出
し
、
今
も
各
家
庭

で
は
地
下
水
を
く
み
上
げ
て
生
活
に
利
用

し
て
い
る
。

　

福
井
県
で
は
冬
に
な
る
と
こ
た
つ
に
入

っ
て
水
羊
か
ん
を
食
べ
る
習
慣
が
あ
る
。

大
野
市
で
は
こ
の
水
羊
か
ん
の
こ
と
を

「
で
っ
ち
（
丁
稚
）
羊
か
ん
」
と
呼
ぶ
。
箱

に
敷
き
詰
め
ら
れ
た
分
厚
く
瑞
々
し
い
水

羊
か
ん
を
付
属
の
ヘ
ラ
で
切
り
分
け
て
食

べ
る
の
だ
。
練
り
羊
か
ん
の
約
2
・
5
倍

の
水
分
を
含
む
で
っ
ち
羊
か
ん
は
、
大
野

の
名
水
を
活
か
し
た
伝
統
の
和
菓
子
だ
。

　

御
菓
子
処 

伊
藤
順
和
堂
の
伊
藤
武
治

さ
ん
が
、
で
っ
ち
羊
か
ん
の
名
の
由
来
に

つ
い
て
教
え
て
く
れ
た
。

　

特
徴
は
黒
糖
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
。

砂
糖
は
、
純
度
の
高
い
も
の
か
ら
順
に
、

白し
ろ
ざ
ら
と
う

双
糖
、
上
白
糖
、
三
温
糖
、
黒
糖
に
分

か
れ
る
。
一
方
、
江
戸
時
代
の
商
家
で
は
、

上
か
ら
旦
那
、
番
頭
、
手
代
、
丁
稚
の
順
。

つ
ま
り
黒
糖
も
丁
稚
も
4
番
目
に
あ
た
る
。

「
黒
糖
は
い
ろ
い
ろ
な
成
分
が
含
ま
れ
る

分
ア
ク
も
強
い
で
す
が
、
栄
養
が
あ
り
ま

で
っ
ち
羊
か
ん
（
福
井
県
大
野
市
）



こたつで食べる冬の風物詩 でっち羊かん39

毎川金花堂がでっち羊かんで用いる材料。上か
ら波照間島産の黒糖、寒天、そして練り上げた
餡　❶ 数時間かけて戻した寒天を湯に入れ、そ
のあとに黒糖、最後の餡を加えてゆっくり混ぜる
❷ 鍋から寸胴に移し、水を流しながら41度にな
るまで冷やす。寒天と餡が分離しないように、か
き混ぜる手を休めない　❸ 寸胴から取り出し、
重さを量りながら専用の箱に注ぐ　❹ 少し時間
を置いて、固まってから冷蔵庫にしまう

1 朝市で有名な七間通りにある
「七間清水」。このような湧き水は
そこかしこで見られる　2 でっち羊
かんの謂れを話す御菓子処 伊藤
順和堂の伊藤武治さん　 3 製造
現場を見せてくれた毎川金花堂 3
代目の毎川利和さん　4 大野市
菓子組合が開発したでっち羊かん
の専用箱とキャラクター

す
。
丁
稚
さ
ん
も
階
級
こ
そ
低
い
け
れ
ど

マ
メ
で
い
ち
ば
ん
の
働
き
者
。
し
か
も
こ

れ
か
ら
出
世
し
て
い
く
の
で
縁
起
が
い
い
。

昔
の
人
は
黒
糖
と
丁
稚
を
か
け
て
名
づ
け

た
よ
う
で
す
」

　

伊
藤
さ
ん
に
よ
る
と
、
で
っ
ち
羊
か
ん

は
江
戸
時
代
末
期
か
ら
あ
っ
た
。
丁
稚
は

年
に
一
度
、
正
月
明
け
に
奉
公
先
か
ら
里

帰
り
す
る
。
奉
公
先
に
戻
る
と
き
、
で
っ

ち
羊
か
ん
を
土
産
と
し
て
持
ち
帰
っ
た
こ

と
で
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。

冬
だ
け
に
食
べ
る

一
家
団
欒
の
味

　

羊
か
ん
は
糖
度
を
高
め
る
こ
と
で
一
年

中
販
売
す
る
と
こ
ろ
が
多
い
が
、
大
野
市

の
で
っ
ち
羊
か
ん
は
冬
季
限
定
だ
。
そ
も

そ
も
「
夏
じ
ゃ
な
く
て
冬
に
水
羊
か

ん
？
」
と
不
思
議
に
思
う
か
も
し
れ
な
い
。

そ
れ
は
水
分
の
多
さ
に
関
係
が
あ
る
。

　

大
量
の
水
分
を
含
む
で
っ
ち
羊
か
ん
は

練
り
羊
か
ん
に
比
べ
て
傷
み
や
す
い
。
冷

蔵
庫
が
普
及
す
る
前
、
大
野
市
の
冬
（
気

温
0
〜
10
度
）
は
天
然
の
冷
蔵
庫
だ
っ
た
。

だ
か
ら
で
っ
ち
羊
か
ん
は
冬
に
食
べ
る
も

の
。
そ
の
名
残
か
ら
、
今
も
外
気
温
が
15

度
以
下
に
な
ら
な
い
と
つ
く
ら
な
い
。

「
家
族
そ
ろ
っ
て
、
温
か
い
こ
た
つ
で
冷

た
い
で
っ
ち
羊
か
ん
を
食
べ
る
の
が
な
ん

と
も
い
え
な
い
お
い
し
さ
な
の
で
す
」
と

伊
藤
さ
ん
は
笑
う
。

　

で
っ
ち
羊
か
ん
は
、
年
末
年
始
に
家
族

そ
ろ
っ
て
の
団
欒
時
、
あ
る
い
は
来
客
時

な
ど
特
別
な
と
き
に
食
べ
る
こ
と
が
多
い
。

「
ク
リ
ス
マ
ス
の
後
は
で
っ
ち
羊
か
ん
が

も
っ
と
も
売
れ
る
時
期
で
す
」
と
話
す
の

は
、
で
っ
ち
羊
か
ん
の
製
造
元
の
一
つ
で

あ
る
毎
川
金
花
堂
3
代
目
の
毎
川
利
和
さ

ん
だ
。
も
と
も
と
は
和
菓
子
屋
で
利
和
さ

ん
が
洋
菓
子
中
心
に
切
り
替
え
た
が
、
2 

0 

1 

1
年
（
平
成
23
）
の
冬
、
伝
統
の
味
で

あ
る
で
っ
ち
羊
か
ん
を
復
活
さ
せ
た
。

　

毎
川
金
花
堂
が
で
っ
ち
羊
か
ん
を
製
造

す
る
の
は
主
に
11
月
〜
2
月
。「
黒
糖
と
餡あ

ん

を
寒
天
で
固
め
る
製
法
は
ど
こ
も
同
じ
で

す
が
、
黒
糖
と
餡
の
種
類
、
甘
さ
は
店
に

よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
」
と
利
和
さ
ん
。
す
べ

て
の
工
程
が
手
作
業
の
た
め
、
片
時
も
目

が
離
せ
な
い
。

「
寒
天
を
戻
す
、
餡
を
練
る
、
冷
ま
す
な

ど
の
工
程
に
は
良
質
で
大
量
の
水
が
欠
か

せ
ま
せ
ん
。
大
野
市
の
地
下
水
は
軟
水
で

甘
み
も
あ
り
、
口
当
た
り
も
ま
ろ
や
か
。

こ
の
水
が
で
っ
ち
羊
か
ん
を
お
い
し
く
す

る
最
大
の
要
素
で
す
」（
利
和
さ
ん
）

　

水
分
た
っ
ぷ
り
な
の
で
、
そ
の
大
き

さ
・
重
さ
の
割
に
安
価
な
の
も
う
れ
し
い
。

口
の
な
か
で
さ
ら
り
と
と
ろ
け
る
で
っ
ち

羊
か
ん
、
ぜ
ひ
一
度
ご
賞
味
あ
れ
。

　
（
2 

0 

1 

6
年
12
月
19
日
取
材
）

❶

❷

❹

❸

4

23

伊藤順和堂

福井県大野市元町 9-21 七間商店街
Tel．0779-66-2125
8:00～17:00（不定休）

毎川金花堂

福井県大野市新庄14-16-2
Tel．0779-66-2746
9:00～20:00（火曜休）

1
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水
・
舟
運
そ
し
て
パ
ー
ソ
ナ
ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
資
本
へ

―
―
山
形
県
長
井
市



水・舟運そしてパーソナルネットワーク資本へ41

人
口
減
少
期
の
地
域
政
策
を
研
究
し
、
自
治
体
や
観
光
協
会
な
ど
に
提
案
し
て
い

る
多
摩
大
学
教
授
の
中
庭
光
彦
さ
ん
が
「
お
も
し
ろ
そ
う
だ
」
と
思
う
土
地
を
巡

る
連
載
で
す
。
将
来
を
見
据
え
て
、
若
手
に
よ
る
「
活
き
の
い
い
活
動
」
と
「
地
域

の
魅
力
づ
く
り
の
今
」を
切
り
取
り
な
が
ら
、地
域
ブ
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
構
造
を
解
き

明
か
し
て
い
き
ま
す
。
そ
の
土
地
な
ら
で
は
の
魅
力
や
思
い
が
け
な
い
文
化
資
産
、そ

し
て
思
わ
ぬ
形
で
姿
を
現
す
現
代
の
水
文
化
・
生
活
文
化
に
ご
注
目
く
だ
さ
い
。
今

回
は
、か
つ
て
最
上
川
舟
運
の
湊
と
し
て
栄
え
た
山
形
県
長
井
市
を
訪
れ
ま
し
た
。

中庭 光彦 さん
なかにわ みつひこ

多摩大学経営情報学部事業構想学科教授

1962年東京都生まれ。中央大学大学院総合政策研究科博士課程退学。
専門は地域政策・観光まちづくり。郊外や地方の開発政策史研究を続け、
人口減少期における地域経営・サービス産業政策の提案を行なっている。
並行して1998年よりミツカン水の文化センターの活動にかかわり、2014
年よりアドバイザー。主な著書に『オーラルヒストリー・多摩ニュータウン』
（中央大学出版部 2010）、『N P Oの底力』（水曜社 2004）ほか。

長井市あら町にある「やませ
蔵美術館」の庭園を流れる
水路。300年の歴史をもつ
紬問屋・山清が、五つの蔵
を美術館として開放する

「長井は水に恵まれていますね」
と語る株式会社鈴木酒造店 長井
蔵の鈴木大介さん。福島県の浪江
町から長井へ来て再出発した

創
造
す
る
水
路
の
ま
ち

　

山
形
県
長
井
市
は
水
の
ま
ち
だ
。

　

長
井
の
骨
格
は
江
戸
時
代
中
期
、
最
上
川

舟
運
に
よ
る
大
商
人
の
成
長
、
最
上
川
支

流
・
野
川
の
治
水
、
そ
し
て
良
質
な
水
。
こ

の
三
つ
か
ら
成
立
し
た
。
そ
れ
だ
け
な
ら

「
今
も
残
る
水
文
化
都
市
の
魅
力
」
の
話
な

の
だ
が
、
今
回
紹
介
す
る
の
は
、
こ
の
地
方

都
市
に
、
40
歳
代
を
中
心
に
お
も
し
ろ
い
発

想
を
し
て
い
る
人
々
で
あ
る
。

　

長
井
市
の
人
口
は
約
2
万
7 

7 

0 

0
人
。

合
計
特
殊
出
生
率
は
1
・
5 

6
（
2 

0 

1 

5

年
）
と
、
全
国
平
均
を
上
回
っ
て
い
る
。
こ

こ
で
魅
力
あ
る
地
域
文
化
を
つ
く
ろ
う
と
し

て
い
る
人
々
を
紹
介
し
よ
う
。

水
が
生
産
者
を
惹
き
つ
け
る

　

長
井
と
い
う
地
名
は
、「
水
が
集
ま
る
地
」

を
意
味
し
て
い
る
。
福
島
県
浪
江
町
請う

け
ど戸

で

営
業
し
て
い
た
鈴
木
酒
造
店
は
天
保
年
間
に

は
操
業
を
始
め
て
い
た
。
し
か
し
、
2 

0 

1 

1
年
（
平
成
23
）
の
東
日
本
大
震
災
で
建
屋

が
消
失
。
そ
の
こ
ろ
、
水
の
よ
い
長
井
で
は
、

1 

9 

3 

1
年
（
昭
和
6
）
に
創
業
し
た
東
洋

酒
造
が
営
業
を
や
め
る
こ
と
に
な
り
、
鈴
木

酒
造
店
は
東
洋
酒
造
の
株
式
を
取
得
し
、
新

た
に
「
鈴
木
酒
造
店
長
井
蔵
」
と
し
て
再
出

発
し
た
。

　

酒
造
り
は
土
地
の
風
土
の
産
物
だ
。
浪
江

の
標
高
は
ほ
ぼ
0 

m
に
近
か
っ
た
が
、
長
井

は
2 

0 

0 

m
弱
あ
る
。
こ
の
た
め
、
米
を
蒸

す
と
き
に
沸
点
が
違
う
。
水
も
浪
江
は
硬
水

で
、
海
が
近
い
か
ら
ク
ロ
ー
ル
（
Cl 

＝
電
解
質

成
分
の
一
種
）
が
多
く
米
が
溶
け
や
す
か
っ
た
。

一
方
、
長
井
は
軟
水
。
輪
郭
が
あ
る
軟
水
で
、

一
長
一
短
あ
る
と
専
務
の
鈴
木
大
介
さ
ん
は

言
う
。

「
す
ご
い
と
思
っ
た
の
は
、
常
温
貯
蔵
す
る

と
普
通
は
大
味
に
な
る
が
、
こ
こ
は
味
が
き

れ
い
に
な
っ
て
い
く
。
水
源
地
の
朝
日
連
峰

も
、
白
神
山
地
の
五
倍
の
ブ
ナ
林
が
あ
る
。

水
に
関
し
て
は
ほ
ん
と
う
に
条
件
が
よ
い
」

　

酒
米
を
仕
入
れ
て
い
る
農
家
四
軒
の
う
ち

三
軒
に
は
後
継
者
も
い
る
の
で
、
こ
の
水
と

高
品
質
の
米
で
よ
い
も
の
を
つ
く
り
、
次
の

昭和初期創業の東洋酒造を譲り受けた「鈴木酒造
店長井蔵」の外観

呉服屋「いちまた」でデニムの着物を羽織る中庭さん。腰に巻
いているのは帯ではなくガンベルト。新しい和装の提案といえる
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酒田

長
井
市

大石田

左沢 本楯

寺津
船町

本合海

名木沢

荷口

荒砥

糠ノ目
港
主要河岸
主な舟着場
主要都市

宮

横山
境ノ目

谷地

長崎

鶴
岡

新
庄

天
童

山
形上

山

米
沢

清川

清水

最上川

赤
川

酒田

長
井
市

大石田

左沢 本楯

寺津
船町

本合海

名木沢

荷口

荒砥

糠ノ目
港
主要河岸
主な舟着場
主要都市

宮

横山
境ノ目

谷地

長崎

鶴
岡

新
庄

天
童

山
形上

山

米
沢

清川

清水

最上川

赤
川

世
代
に
つ
な
げ
て
い
き
た
い
と
今
の
思
い
を

話
し
て
い
た
だ
い
た
。

　

ま
さ
に
酒
造
店
に
と
っ
て
水
は
資
本
そ
の

も
の
だ
。

最
上
川
舟
運
最
上
流
の
湊

　

長
井
の
水
資
本
を
形
成
し
た
の
は
、
江
戸

時
代
の
米
沢
藩
と
商
家
た
ち
だ
。

　

長
井
は
上
杉
家
米
沢
藩
領
だ
っ
た
。
江
戸

る
。

　

ほ
か
に
も
1 

7 

8 

9
年
（
寛
政
元
）
創
業

の
山
一
醤
油
店
。
1 

9 

0 

7
年
（
明
治
40
）

創
業
の
お
茶
屋
「
や
ま
い
ち
松
龍
園
」。
そ

の
並
び
に
は
江
戸
時
代
か
ら
続
く
着
物
屋

「
い
ち
ま
た
」。
ど
の
大
店
に
も
奥
に
庭
園
が

あ
り
、
引
き
水
さ
れ
て
い
る
。
池
に
は
コ
イ

が
泳
い
で
い
る
。

「
い
ち
ま
た
」
社
長
の
斉
藤
直
也
さ
ん
は
八

代
目
だ
。
ち
ょ
っ
と
風
合
い
が
異
な
る
着
物

を
お
召
し
だ
っ
た
の
で
伺
う
と
、
デ
ニ
ム
生

地
を
紅
花
で
染
め
た
も
の
。
し
か
も
帯
で
は

な
く
ガ
ン
ベ
ル
ト
を
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
。

「
若
い
方
が
、
普
段
着
や
す
い
着
物
を
提
供

し
た
い
」
と
新
た
な
商
品
を
提
案
さ
れ
て
い

る
。
値
段
は
3
万
円
。
一
ケ
タ
違
い
で
安
い
。

初
期
、
米
沢
藩
の
課
題
は
食
料
増
産
と
米
の

物
流
路
確
保
で
あ
っ
た
。

　

地
図
を
見
る
と
、
米
沢
か
ら
河
口
の
酒
田

が
最
上
川
で
結
ば
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る

が
、
途
中
の
荒あ

ら
と砥

付
近
は
流
れ
の
速
い
浅
瀬

で
通
船
が
不
可
能
だ
っ
た
。
こ
の
た
め
米
沢

藩
の
御
用
商
人
西
村
久
左
衛
門
が
川
筋
普
請

を
行
な
い
、
1 

6 

9 

4
年
（
元
禄
7
）
に
開

削
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
宮
村
（
現
・
長
井
市
）

か
ら
米
を
積
み
出
す
こ
と
が
で
き
、
御
陣
屋

と
上あ
げ
ま
い米
役
場
が
設
置
さ
れ
た
。

　

宮
村
よ
り
上
流
は
、
水
量
が
多
い
時
期
が

短
い
こ
と
も
あ
り
、
米
沢
藩
の
最
上
川
舟
運

の
起
点
が
現
在
の
長
井
だ
っ
た
。

「
宮
舟
場
」
か
ら
積
み
出
す
荷
物
は
米
、
材

木
、
蝋ろ

う

、
酒
田
か
ら
の
上
り
荷
は
塩
、
砂
糖
、

古
手
物
（
中
古
衣
料
）、
い
さ
ば
物
（
干
魚
）
で
、

こ
れ
ら
を
取
り
扱
う
問
屋
商
人
が
、
宮
、
そ

し
て
後
に
つ
く
ら
れ
た
「
小
出
舟
場
」、
す

な
わ
ち
現
在
の
長
井
に
集
ま
り
発
展
し
た
。

　

こ
う
し
た
大
店
が
つ
く
っ
た
商
い
空
間
の

一
つ
が
、
今
も
残
る
「
あ
ら
町
」
だ
。
山
清

は
江
戸
時
代
か
ら
続
い
た
紬
問
屋
で
10
あ
る

蔵
の
5
棟
を
今
は
美
術
館
と
し
て
い
る
。「
や

ま
せ
蔵
美
術
館
」
だ
。
水
路
が
這
う
庭
は
見

事
で
、
往
事
の
富
を
想
像
す
る
こ
と
が
で
き デニムの着物姿で話をする呉服屋「いちま

た」の八代目・斉藤直也さん。下は敷地内
にある引き水

古くから舟運が行なわれ、この地方の重要な交通路だった最上川

「やまいち松龍園」の引
き水。奥は池になってい
てコイが泳いでいた

「宮舟場」の跡地。上杉氏が治める米沢藩の
舟運基地として発展した

最上川の主な河岸と舟着場
横山昭男著『最上川舟運と山形文化』（東北
出版企画 2006）ｐ27を参考に、国土交通省
国土数値情報「河川データ（平成 19年）、行
政区域データ（平成 28年）」より編集部作成
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地域

商店街
ボードゲーム

市役所

長井市

公民館

にぎわい創造
「種守プロジェクト」

ラジオ

Aさん

Gさん

Hさん

Mさん

Nさん

Oさん

Iさん、Jさん、
Kさん、Lさん

Bさん Cさん Dさん Eさん

べにはなレジェンド10人

Sさん

Tさん

Uさん

けん玉協会長井支部 3人

けん玉のふるさとプロジェクトメンバー 20～ 30人

東北けん玉プレイヤー 約 40人

関東けん玉プレイヤー 100人

西日本けん玉プレイヤー 50人

台湾けん玉プレイヤー 10人

香港けん玉プレイヤー 5人

シンガポールけん玉プレイヤー 10人

モンゴル、マレーシア、インドネシア、ベトナムけん玉プレイヤー

アメリカけん玉プレイヤー 50人

カナダけん玉プレイヤー ５人

イギリス、デンマーク、スイス、オランダ、ドイツ、
ルーマニアけん玉プレイヤー 30人

Fさん

Pさん

Qさん

Rさん

鈴木さん
（風林堂）

船山さん
（フォトグラファー）

秋元さん
（市職員）

「
俺
た
ち
の
株
式
会
社　

楽ら
く
ま
ち街
」。
自
分
た
ち

の
ま
ち
は
自
分
た
ち
で
お
も
し
ろ
く
す
る
、

と
イ
ベ
ン
ト
を
行
な
い
、
定
期
的
に
情
報
交

換
を
行
な
う
姿
が
S
N
S
で
伝
わ
っ
て
く
る
。

主
に
空
き
店
舗
利
用
を
進
め
て
い
る
。

　

次
は
秋
元
悟
さ
ん
。
東
京
都
青
梅
市
出
身

だ
が
、
地
域
お
こ
し
協
力
隊
と
し
て
市
役
所

商
工
観
光
課
に
所
属
す
る
。
と
書
く
と
普
通

だ
が
、
こ
の
方
、
世
界
的
に
有
名
な
「
け
ん

玉
の
レ
ジ
ェ
ン
ド
」
な
の
だ
。

　

長
井
市
は
競
技
用
け
ん
玉
生
産
日
本
一
な

の
だ
が
、
秋
元
さ
ん
は
け
ん
玉
パ
フ
ォ
ー
マ

ン
ス
大
会
で
2
回
優
勝
し
、
2 

0 

1 

4
年

（
平
成
26
）
に
開
か
れ
た
第
1
回
け
ん
玉
ワ
ー

ル
ド
カ
ッ
プ
で
は
3
位
に
入
賞
し
て
い
る
。

ち
な
み
に
、
こ
の
時
の
1
、
2
位
は
ア
メ
リ

カ
の
選
手
だ
っ
た
。
こ
れ
を
聞
い
て
、
け
ん

玉
競
技
人
口
の
世
界
的
な
広
さ
に
驚
き
入
っ

て
し
ま
っ
た
。

　

長
井
駅
前
に
「
け
ん
玉
ひ
ろ
ば
ス
パ
イ

ク
」
が
あ
る
。
い
わ
ば
道
場
の
よ
う
な
も
の

だ
が
、
上
達
す
る
に
つ
れ
、
級
、
段
が
上
が

っ
て
い
く
。「
こ
れ
か
ら
は
け
ん
玉
を
す
る
人

を
増
や
し
、
外
か
ら
長
井
に
引
き
込
み
、
知

っ
て
も
ら
い
た
い
」
と
話
す
。

や
る
気
の
貯
金

　

三
番
目
に
お
会
い
し
た
の
は
、
フ
ォ
ト
グ

ラ
フ
ァ
ー
で
長
井
青
年
会
議
所
ま
ち
み
ら
い

着
て
み
た
い
と
思
え
る
逸
品
だ
っ
た
。

長
井
を
守
っ
た
締
切
堤
防

　

今
に
至
る
大
店
の
水
利
空
間
を
つ
く
り
出

し
た
最
上
川
舟
運
だ
っ
た
が
、
当
初
は
心
配

も
あ
っ
た
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
こ
こ
は
野

川
の
水
害
の
危
険
に
さ
ら
さ
れ
て
い
た
か
ら

だ
。

　

1 

7 

5 

7
年
（
宝
暦
7
）、
1 

7 

6 

9
年

（
明
和
6
）
と
大
水
害
に
襲
わ
れ
て
い
る
。
長

井
の
中
心
を
流
れ
最
上
川
に
注
ぐ
野
川
は
暴

れ
川
だ
っ
た
。

　

現
地
に
立
つ
と
わ
か
る
が
、
野
川
は
朝
日

連
峰
に
源
を
発
し
南
下
す
る
が
、
急
に
東
に

屈
曲
し
長
井
に
入
り
扇
状
地
を
形
成
し
最
上

川
に
流
れ
込
む
。
N 

P 

O 

最
上
川
リ
バ
ー
ツ

ー
リ
ズ
ム
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
代
表
理
事
の
佐
藤

五
郎
さ
ん
に
よ
る
と
、
20 

km
の
間
を
1 

4 

0 

0
m
下
る
と
い
う
。
溢
れ
な
い
わ
け
が
な
い
。

川
筋
が
安
定
し
な
け
れ
ば
、
長
井
の
商
い
は

野川と長井の関係
について解説する
NPO最上川リバ
ーツーリズムネット
ワークの代表理事、
佐藤五郎さん

和菓子「風林堂」の四代目・鈴
木英明さん。「俺たちの株式会
社 楽街」を立ち上げて、長井
のまちなか活性化に取り組む

育
た
な
い
ば
か
り
か
村
そ
の
も
の
が
荒
廃
し

て
し
ま
う
。

　

そ
こ
で
造
営
さ
れ
た
の
が
「
平
山
の
締
切

堤
防
」。
1 

7 

7 

5
年
（
安
永
4
）
に
竣
工
し

た
。
野
川
が
平
野
部
に
出
る
扇

せ
ん
ち
ょ
う頂

部ぶ

の
右
岸

に
野の

づ
ら
づ

面
積
み
に
よ
る
大
堤
防
を
つ
く
っ
た
の

だ
。
こ
れ
が
現
在
も
残
っ
て
い
る
。

　

1 

9 

0 

6
年
（
明
治
39
）
に
も
大
修
復
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
お
か
げ
で
野
川
の
河
道
が

固
定
さ
れ
、
商
都
と
し
て
の
基
盤
が
整
っ
た
。

生
産
力
を
維
持
す
る
開
発
努
力
を
、
こ
の
遺

跡
は
教
え
て
く
れ
る
。

　

き
れ
い
な
水
の
条
件
が
水
害
の
要
因
に
も

な
る
。
日
本
に
は
こ
う
し
た
場
が
い
く
つ
も

あ
る
が
、
長
井
も
そ
の
一
つ
で
あ
っ
た
。

若
手
中
堅
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

　

こ
の
長
井
市
は
、
現
在
お
も
し
ろ
い
活
動

が
連
鎖
し
て
お
り
、
実
際
に
そ
う
し
た
人
々

に
話
を
伺
っ
た
。
と
私
が
書
い
て
も
、
な
か

野川の水害から長井を守った「平山の締切
堤防」の遺構。総石積みで、長さは 450ｍ
にも及ぶ

な
か
伝
え
る
の
が
難
し
い
。

　

地
域
づ
く
り
と
い
う
の
は
、
人
の
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
が
地
域
資
源
を
適
切
に
利
用
し
価
値

を
生
み
出
す
こ
と
で
、
事
例
ご
と
に
特
徴
が

あ
る
。
そ
こ
で
、
今
回
は
若
手
活
動
者
と
し

て
活
躍
さ
れ
て
い
る
3
人
に
お
話
を
聞
き
、

そ
れ
ぞ
れ
5
分
で
人
脈
図
を
書
い
て
い
た
だ

い
た
も
の
を
合
成
し
て
一
つ
の
人
々
の
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
図
を
つ
く
っ
て
み
た
。

　

最
初
に
お
話
を
伺
っ
た
の
は
、
和
菓
子

「
風
林
堂
」
の
鈴
木
英
明
さ
ん
だ
。
1 

9 

1 

2
年
（
明
治
45
）
創
業
で
、
四
代
目
主
人
だ
。

長
井
に
は
お
茶
の
先
生
が
多
い
と
い
う
の
だ

が
、
地
元
で
は
茶
席
と
菓
子
の
代
名
詞
が
風

林
堂
だ
と
い
う
。

　

鈴
木
さ
ん
は
も
う
一
枚
名
刺
を
出
さ
れ
た
。

3人からお聞きした
パーソナルネットワーク図
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肱川

肱
川

小田川

河辺川

舟戸川

野井川

黒瀬川

中
山
川

矢落川

清
永
川

大和川

上須戒川

久米川

富野川稲
生
川

岩
瀬
川

野村シルク博物館

道の駅きなはい屋しろかわ

鹿野川ダム

大洲南中学校

大洲河川国道事務所

大洲盆地

野村盆地

宇和盆地

松山

伊予市

松山空港

肱川源流の碑

観音水

冨士山公園

長浜大橋
肱川あらし展望公園

山鳥坂ダム

野村ダム

鳥坂峠
▲

肱川治水碑

肱川

肱
川

小田川

河辺川

舟戸川

野井川

黒瀬川

中
山
川

矢落川

清
永
川

大和川

上須戒川

久米川

富野川稲
生
川

岩
瀬
川

野村シルク博物館

道の駅きなはい屋しろかわ

鹿野川ダム

大洲南中学校

大洲河川国道事務所

大洲盆地

野村盆地

宇和盆地

松山

伊予市

松山空港

肱川源流の碑

観音水

冨士山公園

長浜大橋
肱川あらし展望公園

肱川治水碑

山鳥坂ダム

野村ダム

鳥坂峠
▲

属
意
識
を
植
え
付
け
、
僕
ら
は
そ
の
影
響
で

戻
っ
て
き
て
い
る
の
で
は
な
い
か
」。

　

そ
の
こ
と
が
わ
か
る
の
が
草
岡
新
町
だ
。

長
井
市
の
中
心
部
で
は
消
え
た
よ
う
な
、
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
契
約
関
係
が
草
岡
新
町
に
は

今
も
濃
厚
に
残
っ
て
い
る
と
い
う
。
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
の
共
益
費
も
月
数
千
円
払
っ
て
い
る
。

そ
の
結
果
、
人
が
居
つ
づ
け
て
お
り
、
こ
れ

を
船
山
さ
ん
は
「
や
る
気
の
貯
金
」
と
表
現

し
た
。

　

同
じ
事
を
市
内
で
も
広
げ
る
た
め
、
船
山

さ
ん
は
「
ぼ
く
ら
の
文ぶ

ん
が
く楽

」
と
い
う
お
祭
り

を
仲
間
と
開
催
し
て
い
る
。
長
井
に
住
む
人

お
よ
び
活
動
す
る
団
体
が
出
演
し
、
市
内
外

か
ら
毎
年
お
よ
そ
3 

0 

0 

0
人
が
集
う
イ
ベ

ン
ト
だ
。

地
域
を
動
か
す
人
々
、

そ
し
て
資
源

　

こ
の
3
人
に
書
い
て
い
た
だ
い
た
パ
ー
ソ

ナ
ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
図
を
見
る
と
、
い
か
に

多
く
の
人
々
が
長
井
で
つ
な
が
っ
て
い
る
の

か
が
わ
か
る
と
同
時
に
、
つ
な
が
り
が
多
い

人
、
つ
ま
り
ハ
ブ
に
な
っ
て
い
る
中
心
者
も

わ
か
っ
て
く
る
。
こ
の
3
人
が
多
い
の
は
当

然
な
の
だ
が
、
そ
の
ほ
か
に
も
中
心
者
が
い

る
。
こ
う
し
た
人
は
、
外
の
世
界
の
人
々
と

の
橋
渡
し
役
で
も
あ
る
。

　

秋
元
さ
ん
は
、
け
ん
玉
の
世
界
で
は
グ
ロ

ー
バ
ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
も
っ
て
い
る
の
だ

が
、
こ
れ
を
ど
う
長
井
市
に
つ
な
げ
る
の
か
、

船
山
さ
ん
た
ち
の
腕
の
見
せ
ど
こ
ろ
か
も
し

れ
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
パ
ー
ソ
ナ
ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

は
主
人
公
で
も
あ
り
、
資
源
で
も
あ
る
。

　

元
気
な
地
域
に
共
通
し
て
い
る
の
だ
が
、

な
ぜ
か
お
も
し
ろ
い
人
は
み
ん
な
自
営
業
だ
。

し
か
も
長
井
で
は
江
戸
時
代
か
ら
の
商
人
の

末
裔
た
ち
が
、
舟
運
で
は
な
く
、
S 

N 

S 

と

ア
ナ
ロ
グ
、
両
方
の
ネ
ッ
ト
を
使
っ
て
情
報

を
商
い
し
て
い
る
。

　

長
井
に
は
、
物
流
・
交
流
拠
点
と
し
て
文

化
に
結
晶
し
た
「
商
い
の
歴
史
遺
産
」、「
お

も
し
ろ
い
事
業
を
創
発
す
る
人
々
の
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
」、「
水
の
お
い
し
さ
と
い
う
、
地
域

資
本
」
が
複
合
し
て
い
る
。
水
の
お
か
げ
で

電
子
部
品
な
ど
の
中
堅
企
業
も
、
多
数
立
地

し
た
。

　

つ
ま
り
、
心
配
し
な
い
で
お
も
し
ろ
い
取

り
組
み
が
で
き
る
と
い
う
魅
力
が
湧
き
出
て

い
る
土
地
だ
っ
た
。
情
報
を
流
す
水
路
の
ま

ち
―
―
そ
れ
が
現
在
の
長
井
で
あ
る
。

委
員
会
担
当
理
事
の
船
山
裕
紀
さ
ん
だ
。

　

高
校
ま
で
長
井
の
中
心
部
に
住
ん
で
い
て
、

そ
の
後
東
京
に
出
た
が
数
年
で
長
井
に
帰
り
、

バ
ン
ド
活
動
を
し
て
い
る
う
ち
に
フ
ォ
ト
グ

ラ
フ
ァ
ー
、
デ
ザ
イ
ン
、
企
画
が
仕
事
に
な

っ
て
き
た
と
い
う
。

　

今
は
長
井
の
北
西
部
に
あ
る
西
根
の
草
岡

新
町
の
空
き
家
に
入
り
住
ん
で
い
る
。
船
山

さ
ん
が
言
う
に
は
「
こ
こ
は
周
囲
と
比
べ
て

も
出
生
率
が
高
く
、
市
の
ほ
か
の
場
と
は
様

子
が
違
う
。
調
べ
て
み
る
と
、
僕
ら
の
世
代

が
子
ど
も
を
産
ん
で
い
る
。
つ
ま
り
、
僕
ら

の
親
世
代
が
祭
り
な
ど
を
や
っ
て
僕
ら
に
帰

長井市地域おこし協力隊の秋
元悟さん。「けん玉のレジェンド」
として、さまざまな地域・国から
人を呼び込もうと考える

長井青年会議所 まちみらい委員
会の担当理事、船山裕紀さん。本
業はフォトグラファー。活動が人と
のつながりで連鎖しはじめている

語り部の会「長井小町の
会」の金田 子さん。会
員 17名で市内の全小
学校を回って昔語りを聞
かせている

長井の「ソウルフード」とも称される「ロールパン」。それをつくりつづける木
村家本店の深澤勝洋さんと奥様の悦子さん

突然押しかけたにもかか
わらず快く迎えてくれた
貿上（ぼうじょう）醤油
味噌醸造元の井上雅晴
さん

まちなかを案内してくれ
た観光ボランティアガイド
「ながい黒獅子の里案
内人」会長の田中健三
さん

取材をコーディネートしてく
れたやまがた長井観光局 
観光交流推進部長の平正
行さん（右）と主事の布川
はるかさん（左）

〈
魅
力
づ
く
り
の
教
え
〉

　

安
心
を
生
む
水
資
本
は
、
情
報
か
ら
価
値

を
生
み
出
す
商
人
的
活
動
を
も
後
押
し
す
る
。

　
（
2 

0 

1 

6
年
12
月
26
〜
27
日
取
材
）
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観音水
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長浜大橋
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肱川治水碑
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観音水

冨士山公園
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肱川あらし展望公園

肱川治水碑

山鳥坂ダム

野村ダム

鳥坂峠
▲

坂本 貴啓 さん
さかもと たかあき

筑波大学大学院 
システム情報工学研究科

 博士後期課程 
構造エネルギー工学専攻 在学中

1987年福岡県生まれの川系男子。北九州
で育ち、高校生になってから下校途中の遠賀
川へ寄り道をするようになり、川に興味を持
ちはじめ、川に青春を捧げる。高校時代には
Y N H C（青少年博物学会）、大学時代には
J O C（Joint of College）を設立。白川直
樹研究室『川と人』ゼミ所属。河川市民団
体の活動が河川環境改善に対する潜在力を
どの程度持っているかについて研究中。

【肱川流域の地図】
国土交通省国土数値情報「河川データ（平成 20年）、流
域界データ（昭和 52 年）、ダムデータ（平成 26年）、鉄
道データ（平成 27年）」より編集部で作図

大
地
を
削
っ
て「
遠
回
り
」す
る
肱ひ

じ

か

わ川

坂本クンと行く川巡り  第12回  
Go ! Go ! 109水系

川
系
男
子 

坂
本
貴
啓
さ
ん
の
案
内
で
、
編
集
部
の
面
々
が
全
国
の
一
級
河
川

「
1
0
9
水
系
」
を
巡
り
、
川
と
人
と
の
か
か
わ
り
を
探
り
な
が
ら
、
川
の
個

性
を
再
発
見
し
て
い
く
連
載
で
す
。
今
回
の
原
稿
は
、博
士
論
文
の
執
筆
に
奮

闘
中
の
坂
本
く
ん
に
代
わ
っ
て
、
編
集
部
が
ま
と
め
ま
し
た
。

1
0
9
水
系

1
9
6
4
年（
昭
和
39
）に
制
定
さ
れ
た
新
河
川
法
で
は
、分
水
界
や
大
河
川
の
本
流
と
支
流
で
行
政
管
轄

を
分
け
る
の
で
は
な
く
、
中
小
河
川
ま
で
ま
と
め
て
治
水
と
利
水
を
統
合
し
た
水
系
と
し
て
一
貫
管
理
す
る

方
針
が
打
ち
出
さ
れ
た
。
そ
の
内
、「
国
土
保
全
上
又
は
国
民
経
済
上
特
に
重
要
な
水
系
で
政
令
で
指
定
し
た

も
の
」（
河
川
法
第
4
条
第
1
項
）を
一
級
水
系
と
定
め
、全
国
で
1
0
9
の
水
系
が
指
定
さ
れ
て
い
る
。

肱川「源流の碑」
と坂本くん
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（注 1）黒瀬川構造帯

九州から四国、関東まで続く日本
列島最古の地層。かつて存在した
ゴンドワナ大陸の一部とも考えられ
ている。

（注 2）地理的表示（GI）保護制度

長年培われた生産地の特性によっ
て、高い品質と評価を獲得した産
品の名称（地理的表示）を知的財
産として保護する制度。

か
い
ま
し
た
。

肱
川
を
形
づ
く
っ
た

プ
レ
ー
ト
活
動

　

な
ぜ
肱
川
は
遠
回
り
す
る
の
で
し
ょ

う
か
。
そ
れ
は
四
国
を
形
づ
く
っ
た
太

平
洋
の
海
洋
プ
レ
ー
ト
活
動
と
、
そ
れ

に
よ
っ
て
運
ば
れ
る
「
付ふ

か
た
い

加
体
」
と
呼

ば
れ
る
地
質
帯
が
関
係
し
て
い
ま
す
。

「
四
国
西
予
ジ
オ
パ
ー
ク
」
推
進
協
議

会
事
務
局
長
を
務
め
る
西
予
市
役
所
の

高
橋
司
さ
ん
に
話
を
聞
き
ま
し
た
。

「
四
国
の
南
側
の
海
底
に
あ
る
プ
レ
ー

ト
は
絶
え
ず
四
国
の
下
に
沈
み
込
ん
で

い
る
の
で
、
プ
レ
ー
ト
の
上
に
あ
る
砂

や
泥
な
ど
の
堆
積
物
や
海か

い
ざ
ん山

が
ベ
ル
ト

な
川
が
あ
る
そ
う
で
す
。
そ
の
名
は

「
肱ひ

じ
か
わ川

」。
上
空
か
ら
見
る
と
、
反
時
計

回
り
に
円
を
描
く
よ
う
に
流
れ
た
あ
と
、

ス
ッ
と
北
に
進
路
を
変
え
て
瀬
戸
内
海

に
注
ぎ
ま
す
。

　

肱
川
は
愛
媛
県
西せ

い
よ予

市
の
鳥と

さ
か坂

峠
を

源
と
し
て
大お

お
ず洲

市
の
長
浜
地
区
ま
で
流

れ
る
1 

0 

3 

km
の
川
で
す
が
、
実
は
源

流
か
ら
河
口
ま
で
の
直
線
距
離
は
た
っ

た
の
18 

km
。
い
か
に
遠
回
り
し
て
い
る

か
が
わ
か
り
ま
す
。

「
肱
川
は
四
国
の
造
山
活
動
に
関
係
が

あ
り
ま
す
し
、
こ
の
時
期
は
『
肱
川
あ

ら
し
』
と
呼
ば
れ
る
霧
も
発
生
し
ま
す
。

地
形
や
気
象
を
知
る
に
は
絶
好
の
川
な

ん
で
す
よ
」
と
目
を
輝
か
せ
る
坂
本
く

ん
と
と
も
に
、
編
集
部
は
愛
媛
県
へ
向

コ
ン
ベ
ア
の
よ
う
に
運
ば
れ
て
き
て
四

国
に
押
し
寄
せ
て
い
ま
す
。
こ
れ
が

『
付
加
体
』。
長
い
年
月
を
か
け
て
集
積

し
た
、
い
く
つ
も
の
時
代
の
付
加
体
が

形
づ
く
っ
た
の
が
、
今
の
四
国
の
姿
な

の
で
す
」

　

プ
レ
ー
ト
は
四
国
に
対
し
て
や
や
斜

め
に
沈
み
込
ん
で
い
る
た
め
、
西
予
市

の
東
で
は
隆
起
し
て
山
が
高
く
な
っ
て

い
る
の
に
対
し
、
西
で
は
沈
降
し
て
リ

ア
ス
式
海
岸
が
発
達
し
て
い
ま
す
。

　

肱
川
の
上
流
域
に
あ
た
る
西
予
市
に

は
、
約
2
億
年
前
の
中
生
代
・
ジ
ュ
ラ

紀
の
地
層
「
秩
父
帯
」
が
主
に
分
布
し

て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
秩
父
帯
の
な
か

に
は
も
っ
と
古
い
約
4
億
年
前
の
古
生

代
の
地
層
「
黒
瀬
川
構
造
帯
」（
注
1
）

が
存
在
し
ま
す
。

　

黒
瀬
川
構
造
帯
は
、
肱
川
の
支
流
名

に
由
来
す
る
黒
瀬
川
地
域
で
初
め
て
本

格
的
な
調
査
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
か
ら

こ
の
名
が
つ
き
ま
し
た
。
高
橋
さ
ん
が

「
道
の
駅
き
な
は
い
屋
し
ろ
か
わ
」
の

そ
ば
を
流
れ
る
黒
瀬
川
を
案
内
し
て
く

れ
ま
し
た
。
こ
の
上
流
で
は
4
億
年
以

上
前
の
古
生
代
の
サ
ン
ゴ
類
や
三
葉
虫

の
化
石
が
発
見
さ
れ
て
い
る
そ
う
で
す
。

そ
し
て
河
原
の
岩
に
は
、
ジ
ュ
ラ
紀
の

厚あ
つ
ば歯

二
枚
貝
や
サ
ン
ゴ
、
ウ
ミ
ユ
リ
、

ウ
ニ
の
仲
間
な
ど
の
化
石
を
た
く
さ
ん

ぐ
る
り
と
遠
回
り
す
る

不
思
議
な
川

「
四
国
に
お
も
し
ろ
い
川
が
あ
る
ん
で

す
よ
」
と
切
り
出
し
た
坂
本
く
ん
。
川

は
源
流
か
ら
も
っ
と
も
近
い
海
に
向
か

っ
て
流
れ
る
こ
と
が
多
い
で
す
が
、
愛

媛
県
に
は
源
流
か
ら
内
陸
に
向
か
っ
て

流
れ
、
ぐ
る
り
と
遠
回
り
す
る
不
思
議

見
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

「
肱
川
は
、
地
質
や
地
形
、
大
地
の
動

き
な
ど
が
相
互
に
影
響
し
な
が
ら
で
き

た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
す
」（
高
橋
さ
ん
）

　

気
の
遠
く
な
る
よ
う
な
長
い
年
月
を

経
て
つ
く
ら
れ
た
複
雑
な
大
地
の
た
め
、

直
線
的
に
海
に
向
か
お
う
と
し
て
も
そ

び
え
る
山
に
行
く
手
を
阻
ま
れ
、
肱
川

は
流
路
を
変
え
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

そ
れ
で
「
遠
回
り
す
る
川
」
と
な
っ
た

の
で
す
。

　

坂
本
く
ん
は
「
高
橋
さ
ん
の
言
葉
で

も
っ
と
も
印
象
深
か
っ
た
の
が
、『
地
球

の
動
き
が
山
や
川
の
大
地
を
形
づ
く
り
、

そ
こ
に
雨
が
降
り
土
砂
が
積
も
り
、
植

物
が
芽
吹
き
生
物
が
生
息
し
て
、
地
域

特
有
の
気
候
風
土
と
な
る
。
そ
の
環
境

で
人
が
生
活
す
る
の
で
、
特
色
あ
る
文

化
や
歴
史
が
生
ま
れ
る
』
と
い
う
こ
と
。

暮
ら
し
は
何
層
も
の
環
境
の
上
に
成
り

立
っ
て
い
る
こ
と
を
、
ジ
オ
パ
ー
ク
の

観
察
を
通
し
て
実
感
し
ま
し
た
」
と
言

い
ま
し
た
。

「道の駅きなはい屋しろかわ」
の裏手を流れる黒瀬川。手前
の岩に貝やサンゴなどの化石
が見える

「四国西予ジオパーク」推進
協議会事務局長を務める西
予市役所の高橋司さん

肱川の源流付近。森の奥から流れ出た水は、
野村盆地へと向かう
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深
い
霧
に
包
ま
れ
て
い
ま
し
た
。「
い
や

い
や
、
今
日
は
マ
シ
な
方
で
す
。
ふ
つ

う
は
昼
ぐ
ら
い
ま
で
霧
が
晴
れ
な
い
ん

で
す
よ
」
と
笑
う
亀
崎
さ
ん
は
、
伊
予

生
糸
を
育
ん
だ
二
つ
め
の
条
件
に
「
伏

流
水
が
豊
か
な
こ
と
」
を
挙
げ
ま
し
た
。

「
繭
を
湯
や
蒸
気
で
柔
ら
か
く
し
て
、

糸
が
切
れ
ず
に
繰
り
と
れ
る
よ
う
に
す

る
『
煮し

ゃ
け
ん繭

』。
そ
し
て
繭
の
糸
を
何
本

か
合
わ
せ
て
1
本
の
生
糸
に
す
る

『
繰そ

う
し糸

』
な
ど
の
作
業
で
、
製
糸
工
場

は
大
量
に
水
を
使
い
ま
す
」

　

そ
し
て
三
つ
め
の
条
件
は
肱
川
そ
の

も
の
。
亀
崎
さ
ん
は
「
下
流
の
大
洲
盆

地
に
蚕
糸
工
場
が
あ
っ
た
の
で
、
繭
を

筏
に
載
せ
て
肱
川
を
下
っ
た
こ
と
も
あ

っ
た
そ
う
で
す
」
と
言
い
ま
す
。
当
時
、

繭
は
相
場
制
で
養
蚕
農
家
の
経
営
が
安

定
し
な
か
っ
た
た
め
、「
自
分
た
ち
で
糸

も
つ
く
ろ
う
」
と
い
う
声
が
町
民
か
ら

あ
が
り
、
野
村
町
に
製
糸
工
場
が
で
き

た
そ
う
で
す
。

　

シ
ル
ク
博
物
館
に
隣
接
す
る
「
絹
織

物
館
」
の
製
糸
所
で
は
、
西
予
市
内
の

養
蚕
農
家
が
生
産
し
た
繭
が
持
ち
込
ま

れ
、
多た

条じ
ょ
う
そ
う
し
き

操
糸
機
と
い
う
機
械
で
今
も

生
糸
を
生
産
し
て
い
ま
す
。
操
業
し
て

い
る
蚕
糸
工
場
は
全
国
で
五
つ
の
み
。

西
日
本
で
は
こ
こ
だ
け
で
す
。

「
生
糸
の
触
り
心
地
と
輝
き
は
高
級
感

伊
予
生
糸
を
育
ん
だ

霧
と
伏
流
水
と
肱
川

　

山
を
迂
回
す
る
よ
う
に
流
れ
る
肱
川

の
本
流
。
そ
の
上
流
部
に
は
野
村
盆
地
、

中
流
部
に
は
大
洲
盆
地
が
あ
り
、
と
も

に
養
蚕
と
蚕
糸
（
生
糸
）
業
が
盛
ん
で

し
た
。
平
安
時
代
に
は
す
で
に
産
地
だ

っ
た
と
い
う
説
も
あ
り
ま
す
。

　

な
か
で
も
「
伊い

よ

い

と

予
生
糸
」
と
称
さ
れ

る
伊
予
市
野
村
町
産
の
生
糸
は
、
古
く

か
ら
伊
勢
神
宮
や
皇
室
の
御
料
糸
、
能

装
束
の
復
元
な
ど
に
用
い
ら
れ
、
2 

0 

1 

6
年
（
平
成
28
）
2
月
に
は
地
理
的
表

示
（
GI
）
保
護
制
度
（
注
2
）
に
登
録
。

こ
の
背
景
に
は
、
肱
川
流
域
な
ら
で
は

の
地
形
と
水
の
影
響
が
あ
り
ま
し
た
。

　

野
村
盆
地
に
あ
る
「
西
予
市
野
村
シ

ル
ク
博
物
館
」
を
訪
ね
、
館
長
の
亀
崎

壽
治
さ
ん
に
お
会
い
し
ま
し
た
。
野
村

町
で
本
格
的
に
養
蚕
が
始
ま
っ
た
の
は

1 

8 

7 

0
年
（
明
治
3
）。
翌
年
に
は
製

糸
技
術
が
導
入
さ
れ
、
明
治
後
期
か
ら

大
正
期
に
は
製
糸
工
場
が
多
数
つ
く
ら

れ
た
そ
う
で
す
。

「『
い
い
生
糸
』
は
『
い
い
繭
』
が
あ
っ

て
こ
そ
で
き
る
も
の
で
す
。
肱
川
流
域

は
霧
が
深
い
の
で
、
蚕
の
エ
サ
で
あ
る

桑
の
生
育
が
と
て
も
よ
い
の
で
す
よ
」

　

訪
れ
た
日
の
午
前
中
、
こ
の
一
帯
は

う
な
条
件
が
あ
り
ま
す
ね
」
と
坂
本
く

ん
は
話
し
ま
す
。

心
の
強
い
子
を
育
て
る

「
肱
川
あ
ら
し
」

　

滔
々
と
流
れ
る
肱
川
を
横
目
に
、
野

村
盆
地
か
ら
中
流
部
の
大
洲
盆
地
へ
ク

ル
マ
で
移
動
し
ま
す
。
河
口
か
ら
15
〜

20 

km
付
近
に
広
が
る
大
洲
盆
地
の
面
積

は
約
10 

㎢
。
秋
か
ら
冬
に
か
け
て
、
こ

の
大
洲
盆
地
で
発
生
し
た
霧
が
一
気
に

河
口
か
ら
瀬
戸
内
海
（
伊
予
灘
）
に
向
か

っ
て
吹
き
抜
け
る
現
象
が
「
肱
川
あ
ら

し
」
で
す
。
大
洲
市
立
大
洲
南
中
学
校

の
校
長
を
務
め
る
松
井
康
之
さ
ん
は
こ

う
説
明
し
ま
す
。

「
放
射
冷
却
と
周
囲
を
囲
む
標
高
の
高

い
山
々
で
冷
や
さ
れ
た
空
気
が
大
洲
盆

地
に
流
れ
こ
ん
で
き
ま
す
。
一
方
、
地

上
は
水
田
が
多
い
た
め
快
晴
時
は
気
温

が
上
が
り
飽
和
水
蒸
気
が
発
生
す
る
の

で
、
冷
た
い
空
気
と
水
蒸
気
が
混
ざ
り

合
っ
て
霧
に
な
る
の
で
す
」

　

盆
地
な
の
で
風
が
吹
か
ず
、
霧
は
そ

の
ま
ま
朝
ま
で
溜
ま
り
ま
す
。
ひ
ど
い

と
き
は
50 

m
先
が
見
え
な
い
ほ
ど
。
た

だ
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
風
速
20 

m
／
s

と
い
う
「
肱
川
あ
ら
し
」
に
は
な
り
ま

せ
ん
。
ポ
イ
ン
ト
は
、
肱
川
が
2 

0 

0 

1 シルク博物館に隣接する「絹
織物館」の製糸所で働く繰糸工
（そうしこう）の井関奈央さん。
手にするのは出荷前の「伊予
生糸」
2 野村町内の養蚕農家が育て
た繭。羽化させず、逆に死なせ
ないように6～7℃の冷蔵庫で
保管することによって質のよい
糸がとれるという
3 製糸所の多条操糸機。同時
に16本の糸をゆっくりと引く

西予市野村シルク博物館館長
の亀崎壽治さん

が
あ
り
、
で
き
あ
が
っ
た
生
地
を
見
る

と
日
本
の
近
代
化
を
牽
引
し
た
こ
と
が

納
得
で
き
ま
す
。
製
糸
業
は
良
質
な
水

と
地
形
、
霧
の
発
生
し
や
す
い
気
候
が

重
要
で
す
。
肱
川
流
域
の
よ
う
に
製
糸

業
が
発
達
し
た
と
こ
ろ
に
は
、
同
じ
よ

1

2

3
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万
年
か
け
て
削
り
つ
づ
け
た
河
口
部
の

地
形
と
温
か
い
海
水
で
す
。
肱
川
は
河

口
に
近
づ
く
に
つ
れ
ど
ん
ど
ん
川
幅
が

狭
く
な
る
「
と
て
も
稀
な
構
造
」（
松
井

さ
ん
）
な
の
で
す
。

「
河
口
部
は
両
岸
に
9 
0 

0 

m
ほ
ど
の

高
さ
の
山
が
そ
び
え
て
い
ま
す
。
こ
こ

は
三さ

ん

波ば
が
わ
へ
ん
せ
い
た
い

川
変
成
帯
と
い
う
地
質
で
、
今

も
一
年
に
1 

mm
ほ
ど
隆
起
し
つ
づ
け
て

い
る
。
し
か
し
、
肱
川
は
山
が
隆
起
す

る
前
か
ら
あ
っ
た
の
で
、
水
の
流
れ
で

削
り
つ
づ
け
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
『
先

行
性
河
川
』
と
い
い
ま
す
」

　

盆
地
に
溜
ま
っ
た
冷
え
た
霧
の
出
口

は
狭
い
肱
川
し
か
な
い
。
そ
し
て
海
水

温
は
0
℃
以
下
に
は
な
ら
な
い
の
で
、

温
度
差
＝
圧
力
差
が
で
き
る
。
そ
れ
に

よ
っ
て
風
が
強
ま
り
、
霧
は
肱
川
か
ら

一
気
に
海
へ
向
か
う
―
―
こ
れ
が
「
肱

川
あ
ら
し
」
の
発
生
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
す
。

「
霧
が
ま
る
で
龍
の
よ
う
に
降
り
て
き

て
、
海
に
出
た
と
た
ん
に
急
上
昇
す
る

す
ご
い
光
景
な
の
で
す
よ
」
と
松
井
さ

ん
。
大
洲
盆
地
の
子
ど
も
た
ち
は
、
台

「肱川あらし」について説明す
る大洲市立大洲南中学校の
校長、松井康之さん。「大潮で、
しかも満潮が朝の日にもっとも
雄大な『あらし』が見られます」

河口付近の右岸から見た「肱川あらし」。真ん中に架かるのは「長浜大橋」。現役で動
く日本最古の道路可動橋で、国の重要文化財に指定されている　提供：大洲市役所 長浜支所

左岸の高台から望む肱川と長浜地区。帆船がひしめく様子から
往時の賑わいがわかる　提供：大洲市役所 長浜支所

風
並
み
の
強
風
と
、
体
が
濡
れ
る
ほ
ど

の
冷
た
い
霧
の
な
か
を
歩
い
て
学
校
に

来
ま
す
。
松
井
さ
ん
は
「
こ
れ
は
心
が

強
い
子
ど
も
に
な
る
は
ず
だ
」
と
思
う

そ
う
で
す
。

　

坂
本
く
ん
は
ド
ロ
ー
ン
（
無
人
航
空
機
）

を
持
参
す
る
ほ
ど
「
肱
川
あ
ら
し
」
を

楽
し
み
に
し
て
い
ま
し
た
が
、
取
材
中

に
遭
遇
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し

た
。

「
河
口
の
長
浜
地
区
の
人
た
ち
に
『
明

日
、
肱
川
あ
ら
し
は
起
き
ま
す
か
？
』

と
聞
く
と
、
皆
さ
ん
楽
し
そ
う
に
予
想

し
合
っ
て
い
ま
し
た
。
洗
濯
物
の
乾
き

具
合
（
日
照
時
間
）、
散
歩
の
と
き
の
風

の
冷
た
さ
（
気
温
）、
漁
に
出
た
と
き
の

海
の
様
子
（
波
浪
）
な
ど
、
日
常
の
経

験
則
に
裏
付
け
さ
れ
た
予
報
力
を
も
っ

109
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ま
す
が
、「
恵
み
」
を
も
た
ら
し
て
き
た

こ
と
も
事
実
で
す
。「
肱
川
あ
ら
し
」
の

解
説
を
お
願
い
し
た
大
洲
市
出
身
の
松

井
さ
ん
は
こ
う
言
い
ま
し
た
。

「
住
民
は
、
江
戸
時
代
に
8 

m
〜
9 

m

と
い
う
と
ん
で
も
な
い
水
位
の
洪
水
を

起
こ
し
た
暴
れ
川
の
肱
川
と
、
常
に
共

生
す
る
こ
と
を
考
え
て
き
ま
し
た
」　

　

水
の
勢
い
を
削
ぐ
石
積
み
「
な
げ
」

や
漂
流
物
を
止
め
る
水
防
林
「
御ご

よ
う用

藪や
ぶ

」
な
ど
は
そ
の
一
例
で
す
。
そ
の
反

面
、
恵
み
も
あ
り
ま
し
た
。

「
肱
川
が
あ
っ
た
か
ら
上
流
か
ら
木
材

が
流
せ
ま
し
た
し
、
筏
の
上
に
は
牛
や

豚
も
載
せ
て
運
び
ま
し
た
。
ゆ
る
や
か

な
の
で
下
流
か
ら
上
流
に
塩
や
砂
糖
、

し
ょ
う
ゆ
な
ど
の
生
活
物
資
を
運
ぶ
こ

と
で
、
暮
ら
し
つ
づ
け
る
こ
と
が
で
き

た
の
で
す
」

　

霧
の
お
か
げ
で
養
蚕
と
生
糸
の
産
地

と
な
り
、
霧
と
洪
水
が
運
ぶ
肥
え
た
土

の
お
か
げ
で
大
洲
盆
地
は
ハ
ク
サ
イ
な

ど
葉
野
菜
の
生
産
が
盛
ん
で
す
。
そ
し

て
今
、「
肱
川
あ
ら
し
」
を
観
光
資
源
に

し
よ
う
と
い
う
動
き
も
出
て
き
ま
し
た
。

　

大
地
の
隆
起
と
沈
降
に
よ
っ
て
遠
回

り
す
る
肱
川
。
今
も
大
地
を
削
り
な
が

ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
恵
み
を
流
域
に
も
た

ら
し
て
い
ま
す
。

　
　
（
2 

0 

1 

6
年
11
月
19
〜
21
日
取
材
）

き
ま
し
た
。

　

大
洲
盆
地
を
含
む
河
口
か
ら
20 

km
付

近
ま
で
管
理
す
る
国
土
交
通
省
大
洲
河

川
国
道
事
務
所
で
、
調
査
課
長
の
髙
島

愛や
す
の
り典

さ
ん
と
河
川
調
査
係
長
の
朝
山
千

春
さ
ん
に
話
を
聞
き
ま
し
た
。

「
肱
川
流
域
は
、
雨
に
乏
し
い
四
国
の

瀬
戸
内
側
で
も
降
雨
が
多
い
地
域
で
す
。

ま
た
支
川
が
4 
7 
4
あ
り
、
流
路
延
長

に
比
べ
て
相
当
多
い
。
特
に
肱
川
は

『
水
郷
肱
川
』
と
呼
ば
れ
る
ほ
ど
水
量

が
多
く
、
地
形
の
関
係
も
あ
り
水
が
溜

ま
り
や
す
く
、
洪
水
被
害
が
頻
発
し
て

い
ま
す
」（
髙
島
さ
ん
）

　

肱
川
の
治
水
の
歴
史
は
1 

6 

0 

3
年

（
慶
長
8
）
の
大
洲
藩
加
藤
家
の
工
事
に

遡
り
ま
す
。
戦
後
は
人
的
被
害
こ
そ
な

い
も
の
の
た
び
た
び
洪
水
に
見
舞
わ
れ

て
き
ま
し
た
。
1 

9 

6 

0
年
（
昭
和
35
）

に
鹿か

の野
川
ダ
ム
、
1 

9 

8 

2
年
（
昭
和

57
）
に
野
村
ダ
ム
が
竣
工
し
て
か
な
り

改
善
し
ま
し
た
が
、
今
も
①
鹿
野
川
ダ

ム
の
改
造
、
②
山や

ま
と鳥

坂さ
か

ダ
ム
の
建
設
、

③
堤
防
整
備
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　

悩
ま
し
い
の
は
、
人
も
資
産
も
集
中

川名の由来【肱川】
ひじを曲げたように曲流していることが挙げられる。また、比志
城（大洲城）の築城の際に人柱となった「おひじ」という女性
の名をとったという伝説もある。

 肱川
 水系番号  ： 86
 都道府県  ： 愛媛県
 源流  ： 鳥坂峠（460 ｍ） 
 河口  ： 瀬戸内海  
 本川流路延長  ： 103 km 51位／ 109
 支川数  ： 474河川 5位／ 109
 流域面積  ： 1210 km2 55位／ 109
 流域耕地面積率  ： 8.4 ％ 63位／ 109
 流域年平均降水量  ： 1631 mm 69位／ 109
 基本高水流量  ： 6300 m3/ s 49位／ 109
 河口の基本高水流量  ： 7747 m3/ s 53位／ 109
 流域内人口  ： 10万 4031人 71位／ 109
 流域人口密度 ： 86人 / km2 73位／ 109
（基本高水流量観測地点：大洲〈河口から18.8km地点〉）
河口換算の基本高水流量 ＝ 流域面積×比流量（基本高水流量÷基準点の集水面積）
データ出典：『河川便覧 2002』（国際建設技術協会発行の日本河川図の裏面）

す
る
中
流
の
大
洲
盆
地
を
守
る
と
、
勾

配
が
ゆ
る
く
河
口
が
狭
い
た
め
、
下
流

の
洪
水
被
害
が
大
き
く
な
る
危
険
が
あ

る
こ
と
で
す
。

　

そ
こ
で
「
先
に
下
流
か
ら
堤
防
整
備

に
着
手
し
な
が
ら
も
、
上
流
の
洪
水
は

ダ
ム
で
抑
え
る
」（
髙
島
さ
ん
）
と
い
う
二

段
構
え
で
臨
ん
で
い
ま
す
。

　

例
え
ば
、
両
岸
に
山
が
迫
る
下
流
部

に
通
常
の
堤
防
は
築
け
な
い
の
で
、「
集

落
そ
の
も
の
を
嵩
上
げ
」
す
る
日
本
初

の
「
宅
地
嵩か

さ
あ上

げ
事
業
」
な
ど
も
1 

9 

8 

5
年
（
昭
和
60
）
か
ら
進
め
て
い
ま
す
。

ま
た
、
中
流
の
堤
防
を
先
に
完
成
さ
せ

て
し
ま
う
と
下
流
が
氾
濫
す
る
恐
れ
が

あ
る
た
め
、
中
流
の
堤
防
は
段
階
的
に

嵩
上
げ
し
て
い
く
暫
定
的
な
堤
防
も
7

カ
所
で
整
備
し
ま
し
た
。

　

肱
川
流
域
の
人
々
は
洪
水
被
害
を
た

び
た
び
受
け
て
い
ま
す
の
で
「
防
災
へ

の
意
識
が
と
て
も
高
い
」（
髙
島
さ
ん
）。

自
治
会
で
年
配
者
が
若
い
人
た
ち
に
洪

水
に
関
す
る
説
明
会
を
開
い
た
り
、
防

災
訓
練
を
行
な
っ
た
り
し
て
い
ま
す
。

　

肱
川
は
住
民
に
大
き
な
被
害
を
加
え

坂本くんがドローンで撮影した肱川中流部。手前から奥に向かって流れてい
る。河口に向かうと両側に山が迫ってくる　撮影：坂本貴啓

国土交通省大洲河川
国道事務所調査課長
の髙島愛典さん

国土交通省大洲河川
国道事務所河川調査
係長の朝山千春さん

て
い
ま
す
。『
肱
川
あ
ら
し
』
は
生
活
の

一
部
な
の
だ
と
実
感
し
ま
し
た
。
今
回

は
肌
で
感
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で

し
た
が
、
も
う
一
度
こ
の
時
期
に
来
て

み
よ
う
と
思
い
ま
す
」（
坂
本
く
ん
）

暴
れ
川
・
肱
川
と
の

共
生
を
目
指
し
て

　

ク
ル
マ
で
の
移
動
中
、
坂
本
く
ん
が

「
上
流
な
の
に
、
ま
る
で
下
流
の
よ
う

に
滔
々
と
流
れ
て
い
ま
す
ね
」
と
口
に

し
た
よ
う
に
、
肱
川
は
勾
配
が
ゆ
る
い

川
で
す
。
し
か
も
河
口
が
狭
い
た
め
、

こ
の
流
域
は
常
に
洪
水
に
見
舞
わ
れ
て
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ミツカン水の文化センターでは、2011年度から「使いな

がら守る水循環」を学ぶため、「里川文化塾」を年に数回

開いております。

第 25回目は、小説および映画『のぼうの城』で一躍有

名になった「忍城」を舞台に開催しました。

忍城は、沼地のなかの地形を巧みに活かして建設され、

室町時代から明治初年にかけて存在した城。北武蔵の成

田氏が築城したとされ、水郷のなかに点在するその様はま

さに要害だったそうです。

行田市郷土博物館の学芸員・澤
さわむら

村怜
れい か

薫さんを講師に迎

え、豊臣秀吉の命を受けた石田三成による「水攻め」にも

屈しなかった「難攻不落の城」を舞台に、井戸や水場など

「城にかかわる水利用の知恵」について学びました。

また、忍城のように平地にある「平城（ひらじろ）」と、戦

国時代に一般的だった「山城（やまじろ）」では、それぞれど

のように水を利用・管理していたのでしょうか。城郭にお

ける井戸の場所や数といったことにも触れておりますので、

ぜひご覧ください。

魅力あふれる独自の「水の文化」を培っている「人」や

「事・場」を訪ね、研究や活動をホームページで発信する

「水の風土記」。機関誌の特集テーマではなかなかお会い

できない「人」や「事・場」を定期的にご紹介しています。

人にフォーカスする〈水の文化 人ネットワーク〉では、

「遺体科学」を提唱する東京大学総合研究博物館 教授

の遠
えんどう

藤秀
ひ で き

紀さんにお話を聞きました。

世界で初めてパンダが「7本指」であることを発見した

遠藤さんの目から見た「ヒトと水」の関係とはどのような

ものなのでしょうか。どうぞご一読ください。

センター活動報告

【開催報告】http://www.mizu.gr.jp/bunkajuku/houkoku/

第25回里川文化塾

忍
おしじょう

城の水利用

 日時： 2016年 11月 27日（日）

  9:30～17:00ごろ

 フィールド： 埼玉県行田市

 講義会場： 行田市郷土博物館

  （埼玉県行田市本丸 17-23）

 参加者数： 32名

 主催： ミツカン水の文化センター

 協力： 行田市郷土博物館

忍城の本丸跡に建てられた三階櫓（模擬）と堀

遠藤秀紀さん 
東京大学総合研究博物館 教授

講師　澤村怜薫さん
　　　行田市郷土博物館 学芸員

丸墓山古墳を上る参加者 古墳の頂上から忍城方面を眺める 埼玉県指定史跡の石田堤の遺構

機関誌『水の文化』54号に関する
訂正とお詫び

『水の文化』54号の記事について誤記
がありましたので、お知らせいたします。

p12「薩摩藩」本文 2段目1行目

誤）曽木川治水工事
正）木曽川治水工事

訂正してお詫びいたします。

【水の風土記 最新インタビュー】http://www.mizu.gr.jp/fudoki/

生きものの進化から考える「ヒトと水」の関係

Webで公開中！

Webで公開中！



編
集
後
記

S 

P 

Q 

R
、
桃
太
郎
ジ
ー
ン
ズ
、
B 

U 

A 

I 

S 

O 

U
、
今
回
訪
ね
た

現
場
に
は
ス
ト
ー
リ
ー
が
あ
っ
た
。
藍
色
の
魅
力
に
も
惹
か
れ
た
が
、

そ
れ
に
関
わ
る
人
と
物
語
を
知
る
と
よ
り
そ
の
価
値
が
わ
か
っ
た
。

商
品
と
し
て
は
高
め
だ
が
、
そ
こ
に
秘
め
ら
れ
た
想
い
と
技
を
知
る

と
納
得
で
き
る
。
さ
て
、
今
号
は
そ
こ
ま
で
伝
え
ら
れ
た
だ
ろ
う
か
。

（
後
）

色
を
テ
ー
マ
に
し
た
初
企
画
。
色
と
文
化
の
密
接
な
関
わ
り
に
驚
き
、

浮
世
絵
が
海
外
に
与
え
た
真
の
影
響
に
驚
き
、
蒅
と
い
う
先
人
達
の

知
恵
と
工
夫
に
驚
い
た
。
色
は
深
く
て
面
白
い
！ 

日
本
で
し
か
出
せ

な
い
「
藍
染
め
」
の
色
に
も
っ
と
関
心
を
寄
せ
た
い
な
と
思
い
ま
し

た
。（
松
）

私
に
と
っ
て
、
一
番
身
近
な
藍
は
食
器
だ
。
昔
も
今
も
、
愛
用
し
て

い
る
食
器
に
は
白
地
に
藍
の
も
の
が
多
か
っ
た
。
藍
は
い
つ
で
も
、

さ
り
気
な
く
日
常
を
彩
っ
て
く
れ
る
、
と
て
も
身
近
な
色
だ
と
思
う
。

こ
の
藍
へ
の
親
近
感
が
こ
の
国
独
自
の
感
覚
だ
と
知
り
、
日
本
人
で

良
か
っ
た
と
改
め
て
感
じ
た
。（
原
）

「
こ
れ
貸
し
て
」
と
言
っ
て
娘
が
手
に
取
っ
た
洋
服
は
〝
藍
色
の
G

ジ
ャ
ン
〞
だ
っ
た
。
15
年
前
に
私
が
着
て
い
た
〝
藍
色
の
G
ジ
ャ
ン
〞

は
、「
こ
の
色
い
い
よ
ね
！
」
と
言
っ
て
持
っ
て
い
っ
た
娘
が
、
今
着

て
い
る
。
藍
色
は
月
日
が
流
れ
て
も
、
色
褪
せ
る
こ
と
が
な
い
色
な

の
か
も
し
れ
な
い
と
思
っ
た
瞬
間
で
あ
っ
た
。（
吉
）

伝
統
的
な
も
の
づ
く
り
は
ど
れ
も
手
間
と
時
間
が
か
か
る
。
手
業
が

最
大
の
魅
力
な
の
だ
か
ら
、
仕
方
の
な
い
こ
と
だ
。
し
か
し
、
先
人

た
ち
の
知
恵
と
手
業
を
踏
襲
し
つ
つ
も
、
現
代
の
技
術
を
う
ま
く
取

り
入
れ
、
工
夫
を
重
ね
な
が
ら
挑
戦
し
て
い
る
若
者
た
ち
に
出
会
え

た
。「
藍
」
の
未
来
を
感
じ
る
と
て
も
有
意
義
な
取
材
だ
っ
た
。（
力
）

今
い
ち
ば
ん
の
お
気
に
入
り
は
、
徳
島
の
天
然
藍
で
淡
く
染
め
た
タ

オ
ル
マ
フ
ラ
ー
。
首
元
に
巻
い
て
出
か
け
て
「
こ
れ
、
自
分
で
染
め

た
ん
で
す
よ
」
と
言
う
と
、「
ウ
ソ
で
し
ょ
！？
」
と
驚
か
れ
る
の
が
結

構
楽
し
い
。
で
も
服
装
に
は
無
頓
着
な
の
で
、
藍
色
を
活
か
す
コ
ー

デ
ィ
ネ
ー
ト
が
わ
か
ら
な
い
の
が
悩
み
。
こ
の
春
、
藍
染
め
の
お
か

げ
で
オ
シ
ャ
レ
に
目
覚
め
る
、
か
も
？
（
前
）

水の文化  Information
■ 『水の文化』に関する情報をお寄せください
 本誌『水の文化』では、今後も引き続き「人と水のかかわ
り」に焦点をあてた活動や調査・研究などを紹介していき
ます。

 ユニークな水の文化楽習活動や、「水の文化」にかかわる
地域に根ざした調査や研究がありましたら、自薦・他薦を問
いませんので、事務局まで情報をお寄せください。

■ ホームページのお問い合わせ欄をご利用ください。
 http://www.mizu.gr.jp/

■ 水の文化 バックナンバーをホームページで
 本誌はホームページからPDFファイルとしてダウンロード
できるほか、冊子をご希望の方はホームページの「最新号
のお申し込みボタン」からお申し込みいただけます。どうぞ
ご利用ください。

■ 里川文化塾レポート詳細版は、ホームページで
 里川文化塾のレポート詳細版は、参加できなかった方も楽
しめる内容です。今後の企画についても、順次ホームペー
ジでご案内します。ご注目ください。

発行日
2017年（平成 29）2月

企画協力 （氏名 50音順）

沖　大幹 東京大学生産技術研究所教授

古賀邦雄 水・河川・湖沼関係文献研究会

陣内秀信 法政大学教授

鳥越皓之 大手前大学学長

中庭光彦 多摩大学教授

制作
後藤喜晃
松本裕佳
小林夕夏
原田朱野
吉田奈保子
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前川太一郎  編集
中野公力  デザイン・撮影
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ミツカン水の文化センター 
〒104-0033  東京都中央区新川 1-22-15 茅場町中埜ビル 4F
株式会社 Mizkan Partners
Tel. 03（3555）2607　Fax. 03（3297）8578

お問い合わせ
ミツカン水の文化センター 事務局
〒103-0014  東京都中央区日本橋蛎殻町 1-11-3 中銀NM・5F
Tel. 03（6264）9471　Fax. 03（6685）7596
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ミツカン水の文化センター機関誌

水の文化 第55号
ホームページアドレス

http://www.mizu.gr.jp/

※禁無断転載複写

『水の文化』55号について、アンケートにご協力ください。
今後の機関誌をよりよくしていくための参考にさせていただきます。

◆アンケートへの回答はこちらから。
http://www.mizu.gr.jp/form55.html

皆さまの感想を
お待ちしています ！

※アンケート用紙をお持ちの方は、FAXまたはメールにて
下記へご返信いただく形でも結構です。

ＦＡＸ：０３-６６８５-７５９６
メールアドレス：tokyo-of�ce@mizu.gr.jp
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	 表紙：	染め場で藍色に染め上げられたストールが柔らかな光に透ける。寛政年
間（1789-1801）創業の紺屋「日下田（ひげた）藍染工房」は、タデ科の一年
草「蓼藍（たであい）」の葉からつくった染料「 （すくも）」を発酵させて染め
るという、昔ながらの方法を今も守る（撮影：川本聖哉）

	 裏表紙上：	 をつくる土間の作業場「寝床」で、発酵を促すために水をかける
BUAISOUの結城研さん。4～5日ごとに水をかけて混ぜ合わせては積み
上げる「切り返し」など、 づくりにはさまざまな手作業が必要だ（撮影：
鈴木拓也）

	 裏表紙下：	ベロ藍（プルシアンブルー）という人工絵の具が大量に輸入されるようになった
文政年間（1818-1830）、藍色の微妙な濃淡で刷る「藍摺絵（あいずりえ）」が登
場する。　歌川国貞『元柳橋　雪の光景』（北海道近代美術館蔵）
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そ
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の
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へ


