
	 表紙：	子ども、特に男の子は雨が降っていても外に行きたがる。そして、いつも
とは違う風景を心の底から楽しんでいる。雨を鬱陶しいなんて思うのは、
きっと大人だけなのだ（撮影・鈴木拓也）

	 裏表紙上：	マルト藤沢商店の藤沢健一さんが切り抜き加工をした和傘。赤く見える
花模様は、平紙上で模様を切り抜き、模様より一回り大きく切った当て紙
（赤）を裏から貼っている（撮影・川本聖哉）

	 裏表紙下：	『三めくりの夕立』　夕立に遭い、慌てて三囲（みめぐり）神社（東京都墨田区）
に駆け込む人々を描いている。右端の女性は番傘を持ち、蛇の目傘を抱え
ている。真ん中の男女が持つ青い傘は、夕立によって一部が破けているた
め日傘と思われる。歌川国貞	画／ 19世紀中ごろ（岐阜市歴史博物館蔵）
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水の文化 50号　ひとしずく 2

雨でしとどに濡れた花。このしずくを美しいと思う心は皆同じなのだろうか



雨の音、傘の色3

　雨が降りだすと、驚くことに街には、あっという間に色とりどり

の傘がひらく。このごろ気象情報も精度を増していることがある

が、そういうのをチェックしなくても、雲行きが怪しいときは人は折

り畳み傘を持って出るのだが、どうもふだんから携行している人

もいるようだ。

　数年前トルコに行ったとき、現地ツアーガイドの男性は傘を

持っていないと言っていた。じっさいかなりの雨でも彼は濡れて

歩いた。でも雨はじきに止んで、カッパドキアの奇岩の間に虹

がかかった。

　日本では自分の傘を持っていない人はまずいないだろう。湿

気が多いので、髪や服が濡れてしまったら、乾くまで時間がか

かって、みじめな思いをするからである。

　湿気といったら、息苦しい感じがするが、辺りに水分がたちこ

めているといったら、細胞にみずみずしさを与えてやれそうな気

分がして悪くない。しとどに降る雨を室内から眺めていると、雨

水が心の澱
おり

を流していってくれるような気さえする。私たちの心

情にはよかれあしかれ、はっきり黒白をつけずに「水に流す」こ

とで、精神の安寧を得たいとのぞむものがあるようだ。もう一度

すんなりやり直せるかもしれない、なんて思いながら、いつまでも

雨を見ていたい。

　むかしはかさばって重たい、から傘をさしていた。竹の骨に紙

を張って油をひいたもので、携帯には不向きなものだった。都

会の子はもう蝙
こうもりがさ

蝠傘だったかもしれないが、田舎の子だった私

は子ども用の番傘をさしていた。新しい茶色の番傘は表面の油

が固まっていてなかなかひらけない。父がベリッとひらいてくれ

た音、油のきつい臭いなどが思い出される。雨の音がバチバチ

はじけて景気がよく、「行くぞ」という気になった。雨のほうでも

楽しそうで――。

　いつだったか京都に行ったとき、土産物店でなつかしさのあ

まり、きれいな蛇の目傘を買ってきた。東京に帰ってから製造元

を見ると、都内江東区ではないか。一人恥ずかしい思いをした。

外国の人が日本土産に買っていくものだった。

　私は菅
すげがさ

笠をかぶって歩いたこともある。数年前、連れ合いと

四国八十八ヶ所のお遍路をしたとき、大雨の中でも

「同
どうぎょうににん

行二人」などと墨書してある菅笠にレインコートで歩いた。

雨の音しか聞こえない静けさもいいものだった。雨で濁った川

のほとりを人間界を半分はみでているような、そんな気持ちで

辿った。

雨の音、傘の色
高橋 順子 さん

詩人

高橋 順子（たかはし じゅんこ）

千葉県海上郡飯岡町（現・旭市）生まれ。千葉県立匝瑳高等学校卒業。東
京大学文学部フランス文学科卒業。青土社などの出版社に勤務。1993年
（平成5）10月、作家の車谷長吉さんと結婚。1998年（平成10）から2004
年（平成 16）まで法政大学日本文学科非常勤講師。主な著書に『水のなま
え』（白水社 2014）、『雨の名前』（小学館 2001）、『時の雨』（青土社 
1996）などがある。
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月

上流から運ばれてくるさまざまな物資が荷揚げされた長良
川の中河原湊跡と岐阜和傘（番傘）。和紙や真竹といっ
た和傘をつくる材料は、かつてここから加納地区へと運ば
れた（撮影協力：岐阜市歴史博物館）
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コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
割
れ
目
の

雑
草
に
驚
く
留
学
生

　

日
本
は
雨
の
国
で
す
。
日
本
と
同
緯
度

圏
内
に
北
半
球
の
先
進
都
市
が
ほ
と
ん
ど

入
り
ま
す
が
、
な
か
で
も
日
本
は
圧
倒
的

に
降
水
量
が
多
い
。
東
京
の
年
平
均
降
水

量
は
約
1 

5 

0 

0
㎜
に
及
び
ま
す
が
、
こ

れ
だ
け
の
ア
ベ
レ
ー
ジ
を
も
つ
都
市
は
ほ

か
に
あ
り
ま
せ
ん
。

　

開
発
が
進
ん
で
も
日
本
の
山
に
緑
が
多

い
の
は
、
熱
帯
雨
林
と
同
じ
よ
う
に
雨
が

緑
を
育
て
て
い
る
か
ら
で
す
。
私
は
海
外

へ
行
く
た
び
に
、
現
地
の
子
ど
も
た
ち
に

山
の
絵
を
描
い
て
も
ら
う
の
で
す
が
、
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
だ
と
鋭
角
的
で
険
し
い
岩
山
、

中
国
で
は
枯
山
水
の
水
墨
画
に
近
い
禿
山

を
描
き
ま
す
。
対
し
て
日
本
の
子
ど
も
た

ち
は
、
な
だ
ら
か
な
円
錐
形
の
山
を
描
い

て
緑
に
塗
る
わ
け
で
す
。　
　

　

日
本
人
に
と
っ
て
、
山
と
は
緑
が
生
い

茂
っ
て
い
る
も
の
。
そ
の
樹
木
は
雨
が
育

て
て
い
ま
す
。
し
か
も
、
北
海
道
・
東
北

地
方
以
外
は
年
間
を
通
じ
て
比
較
的
温
暖

な
気
候
ゆ
え
植
物
が
繁
茂
し
や
す
い
。
例

え
ば
、
乾
燥
地
帯
か
ら
の
留
学
生
が
、
春

先
や
初
夏
に
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
割
れ
目
か

ら
雑
草
が
生
え
て
い
る
の
を
見
て
驚
い
て

い
ま
す
。
こ
う
し
た
風
景
は
日
本
な
ら
で

は
の
も
の
。
雨
が
豊
か
な
植
生
を
も
た
ら

し
て
い
る
の
で
す
。　

　

1 

0 

0 

0
m
級
の
山
頂
ま
で
樹
木
が
生

い
茂
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
保
水
量
も

多
い
わ
け
で
す
。
そ
う
し
た
水
が
1 

0 

0

㎞
ほ
ど
で
海
へ
流
れ
ま
す
。
き
わ
め
て
急

峻
な
山
地
と
水
流
。
六
十
数
％
残
っ
て
い

る
山
林
が
、
海
も
育
て
て
い
ま
す
。「
森
は

海
の
恋
人
」
と
い
う
の
は
、
気
仙
沼
で
牡

蠣
を
養
殖
す
る
畠
山
重
篤
さ
ん
た
ち
が
よ

く
使
わ
れ
る
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
で
す
が
、

こ
う
し
た
言
葉
が
生
ま
れ
る
の
も
雨
が
豊

富
な
国
な
ら
で
は
の
こ
と
で
す
。

雨
上
が
り
に
布
団
を

干
し
た
が
る
日
本
人
の
感
性

　

雨
が
多
い
風
土
に
生
ま
れ
育
っ
た
日
本

人
は
、
こ
と
さ
ら
雨
を
敵
に
し
ま
せ
ん
。

か
と
い
っ
て
雨
を
特
別
な
恩
恵
と
も
し
な

い
。
常
に
一
定
量
の
雨
が
降
る
の
は
、
長

い
歴
史
を
通
じ
て
当
た
り
前
の
こ
と
だ
と

無
意
識
の
う
ち
に
認
識
し
て
い
ま
す
。
昔

か
ら
今
に
至
る
ま
で
、
雨
を
唄
っ
た
流
行

歌
が
絶
え
な
い
の
も
、
日
本
人
が
雨
と
よ

く
な
じ
ん
で
い
る
証
の
一
つ
で
し
ょ
う
。

　

こ
れ
だ
け
雨
が
よ
く
降
れ
ば
、
雨
そ
の

も
の
に
は
慣
れ
る
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
す

る
と
、
む
し
ろ
雨
が
上
が
っ
た
後
の
対
処

に
特
徴
が
出
ま
す
。
日
本
人
ほ
ど
、
布
団

を
よ
く
干
し
た
が
る
人
た
ち
は
珍
し
い
。

　

ま
る
で
強
迫
観
念
か
の
よ
う
に
、
雨
上

が
り
の
晴
れ
間
に
布
団
を
干
し
ま
す
。
集

合
住
宅
の
ベ
ラ
ン
ダ
に
ず
ら
っ
と
布
団
が

並
ぶ
光
景
は
、
世
界
の
都
市
に
類
例
が
あ

り
ま
せ
ん
。
布
団
は
、
あ
る
意
味
下
着
と

同
じ
で
す
か
ら
、
そ
れ
を
何
の
抵
抗
も
な

く
人
前
に
さ
ら
す
の
は
、
こ
れ
ま
た
留
学

生
た
ち
が
日
本
に
来
て
最
初
に
驚
く
こ
と

神崎 宣武 さん
かんざき のりたけ

民俗学者
旅の文化研究所 所長

1944年（昭和 19）岡山県生まれ。民俗学者・宮本常一の
薫陶を受け、武蔵野美術大学在学中より国内外の民俗調査・
研究に従事。日本民俗学会会員、文化庁文化審議会専門委
員なども務める。岡山県宇佐八幡神社の宮司でもある。『大和
屋物語―大阪ミナミの花街民俗史』（岩波書店 2015）、『し
きたりの日本文化』『江戸に学ぶ「おとな」の粋』（ともに角
川学芸出版 2008）、『「まつり」の食文化』（角川学芸出版 
2005）、『江戸の旅文化』（岩波書店 2004）など著書多数。

傘
と
雨
と
日
本
人

日
本
人
に
と
っ
て
傘
と
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
存
在
だ
っ
た
の
だ

ろ
う
か
。
絵
巻
物
や
浮
世
絵
を
見
て
も
わ
か
る
よ
う
に
、
雨
の
多
い

日
本
で
は
、
笠
（
か
ぶ
り
笠
）
や
傘
（
さ
し
傘
）
は
人
々
に
と
っ
て

古
く
か
ら
身
近
な
も
の
だ
っ
た
。
歌
舞
伎
な
ど
の
芸
能
や
祭
礼
で
は
、

今
も
和
傘
が
使
わ
れ
て
い
る
。
民
俗
学
者
の
神
崎
宣
武
さ
ん
に
、
日

本
人
の
雨
に
対
す
る
感
性
と
、
歴
史
か
ら
見
た
傘
の
存
在
に
つ
い
て

語
っ
て
い
た
だ
い
た
。

雨に寄り添う傘　概説
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の
一
つ
で
す
。

　

考
え
て
み
れ
ば
、
晴
れ
て
布
団
を
干
す

必
要
が
あ
る
の
は
、
湿
度
の
高
い
梅
雨
時

く
ら
い
の
も
の
。
布
団
を
干
す
頻
度
が
そ

れ
以
上
に
何
倍
も
多
い
の
で
す
。
昔
は
畳

干
し
も
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
習
慣
が
消

え
た
の
は
、
エ
ア
コ
ン
や
防
虫
剤
が
発
達

し
た
か
ら
で
は
な
く
、
部
屋
が
狭
く
な
り

畳
の
上
に
家
具
を
置
き
す
ぎ
る
か
ら
。
今
、

畳
干
し
を
す
る
と
な
る
と
一
大
事
で
す
。

　

雨
上
が
り
に
は
傘
も
広
げ
て
干
し
ま
す
。

和
傘
は
、
直
射
日
光
が
当
た
る
と
和
紙
が

硬
化
・
劣
化
し
て
破
れ
や
す
く
な
る
の
で

陰
干
し
が
鉄
則
で
し
た
。
だ
か
ら
か
つ
て
、

番
傘
や
蛇
の
目
傘
は
干
し
て
も
す
ぐ
畳
む

暗
黙
の
作
法
が
あ
っ
た
も
の
で
す
。
今
は

洋
傘
で
す
か
ら
、
無
造
作
に
庭
な
ど
に
出

し
て
干
し
ま
す
。

『
一
遍
聖
絵
』
に
見
る

和
傘
の
ル
ー
ツ

　

鎌
倉
時
代
の
絵
巻
物
『
一
遍
聖
絵
』（
一

遍
聖
人
絵
詞
）
に
は
、
か
ぶ
り
笠
と
さ
し
傘

の
両
方
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
平
安
時
代

末
期
か
ら
鎌
倉
時
代
初
期
の
『
鳥
獣
戯

画
』
に
も
、
蓮
の
葉
の
柄
を
持
っ
て
い
る

絵
柄
が
あ
り
ま
す
。
す
で
に
こ
の
こ
ろ
か

ら
、
か
ぶ
り
笠
と
さ
し
傘
が
併
用
さ
れ
て

い
た
と
考
え
て
よ
い
で
し
ょ
う
。『
一
遍
聖

『一遍聖絵』
時宗を興した開祖・一遍を描いた絵巻。一行は黒い傘を持っている。お堂の縁側にも黒い傘が立てかけられた
り、置かれたりしており、自由に開閉できる様子がわかることから、江戸時代の番傘のルーツともいわれている。
「一遍聖人絵詞」（いっぺんしょうにんえことば）［1］より。聖戒（しょうかい）撰／円伊（えんい）画　（国立国会図書館蔵）
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絵
』
に
は
、
親
骨
と
小
骨
が
あ
っ
て
黒
く

塗
り
つ
ぶ
し
た
傘
が
描
か
れ
て
お
り
、
の

ち
の
番
傘
に
ほ
と
ん
ど
近
い
形
で
す
。

　

た
だ
当
時
、
和
紙
を
張
っ
た
も
の
が
ど

の
程
度
あ
っ
た
か
と
な
る
と
疑
問
で
、
布

張
り
を
考
え
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
布
の
場

合
、
日
傘
な
ら
問
題
な
い
で
す
が
、
雨
傘

で
は
漏
れ
な
い
よ
う
に
布
目
を
潰
す
塗
り

も
の
が
必
要
で
す
。
中
世
に
は
す
で
に
漆

も
あ
り
ま
す
か
ら
、
な
ん
ら
か
の
塗
料
を

用
い
た
に
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
。

『
一
遍
聖
絵
』
に
描
か
れ
た
旅
姿
の
人
々

の
身
な
り
は
粗
末
な
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

か
ぶ
り
笠
の
み
な
ら
ず
、
さ
し
傘
も
持
っ

て
い
ま
す
。
僧
侶
が
抱
え
て
い
る
の
は
長

柄
の
大
ぶ
り
な
傘
が
多
く
、
こ
れ
は
念
仏

踊
り
や
説
教
な
ど
を
す
る
と
き
に
使
う
も

の
。
中
世
か
ら
す
で
に
、
今
の
よ
う
な
形

の
傘
は
、
身
近
な
道
具
だ
っ
た
と
い
っ
て

よ
い
で
し
ょ
う
。

　

絵
巻
物
に
は
女
性
の
か
ぶ
り
笠
も
多
く

描
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
「
市い

ち
め
が
さ

女
笠
」

と
い
っ
て
、
縁
に
布
を
垂
ら
し
た
か
ぶ
り

笠
で
す
。
イ
ス
ラ
ム
の
教
義
の
よ
う
に
顔

を
覆
う
た
め
と
い
う
よ
り
も
、
あ
く
ま
で

も
生
活
の
合
理
に
則
っ
た
も
の
だ
っ
た
と

思
わ
れ
ま
す
。
日
差
し
や
雨
、
そ
し
て
虫

を
除
け
る
用
途
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

　

沖
縄
で
は
、
シ
ュ
ロ
（
く
ば
）
の
葉
を

編
み
込
ん
だ
か
ぶ
り
笠
（
く
ば
笠
）
が
今
で

も
つ
く
ら
れ
て
い
ま
す
。
通
気
性
が
よ
く
、

強
い
日
差
し
か
ら
身
を
守
る
の
と
同
時
に

虫
除
け
の
機
能
も
あ
る
わ
け
で
す
。

傘
が
進
化
し
た
の
は

機
能
を
高
め
る
た
め

　

江
戸
時
代
に
は
傘
屋
が
看
板
を
掲
げ
、

頑
丈
で
大
衆
的
な
番
傘
と
と
も
に
、
漆
塗

り
な
ど
柄
や
ろ
く
ろ
に
細
工
を
施
し
た
高

級
品
の
蛇
の
目
傘
が
売
ら
れ
る
よ
う
に
な

り
ま
す
。

　

当
時
、
奢し

ゃ
し侈

を
戒
め
た
「
さ
し
傘
禁
止

令
」
が
出
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
江
戸

の
お
触
れ
と
い
う
の
は
額
面
通
り
受
け
取

ら
な
い
ほ
う
が
よ
い
。
な
ぜ
な
ら
古
来
、

日
本
の
法
令
文
に
は
「
た
だ
し
」
書
き
が

付
く
の
が
常
識
だ
か
ら
で
す
。
物
見
遊
山

を
禁
じ
た
と
し
て
も
、「
た
だ
し
、
参
宮
、

回
国
巡
礼
を
す
る
際
は
、
そ
れ
に
及
ば

ず
」
と
い
っ
た
具
合
に
。
禁
止
令
が
出
た

当
初
は
少
し
自
粛
し
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
大
げ
さ
に
取
り
上

げ
て
も
意
味
が
あ
り
ま
せ
ん
。

　

傘
は
、
雨
や
日
差
し
を
除
け
る
機
能
や

強
度
を
高
く
す
る
た
め
、
材
料
や
細
工
の

進
化
を
遂
げ
ま
し
た
。
そ
れ
が
本
筋
で
す

が
、
枝
葉
の
役
割
と
し
て
は
、
神
仏
が
天

か
ら
降
り
て
鎮
ま
る
結
界
（
天
蓋
）
の
表

現
で
も
あ
り
ま
す
。
祭
礼
や
芸
能
に
、
今

『鳥獣戯画』（部分）
墨線のみで動物や人物たちを描いた絵巻。甲・乙・丙・丁の4巻は、異なる
時代に、異なる人物によって描かれたとみられている。また、詞書がないため、
何を目的として描かれたのかわからないなど、謎は多い。12世紀（平安時
代）に描かれたといわれる。（東京国立博物館蔵／ Image: TNM Image Archives）

『木曽街道六拾九次之内　垂井』（9ページ）
世界的に著名な歌川広重の浮世絵。雨のなか、中山道・垂井宿の西の見附
付近を通りかかる大名行列を描いている。傘をさして先導するのは本陣の主
人といわれている。歌川広重 画／ 1839年（天保 10）ごろ（岐阜市歴史博物館蔵）
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概説　雨に寄り添う傘

も
和
傘
が
よ
く
使
わ
れ
る
の
は
こ
の
た
め

で
す
。

　

盆
踊
り
で
も
、
櫓や

ぐ
ら

の
上
で
音
頭
を
取
る

人
は
和
傘
を
持
つ
こ
と
が
多
い
。
三
重
県

の
志
摩
地
方
に
は
、
傘
に
張
り
子
の
面
や

サ
イ
コ
ロ
、
お
盆
の
供
え
物
な
ど
を
取
り

つ
け
て
踊
る
慣
習
も
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

盆
踊
り
の
和
傘
に
は
、
幾
通
り
か
の
意
味

が
見
て
と
れ
る
の
で
す
。

ビ
ニ
ー
ル
傘
か
ら

ド
ー
ム
球
場
ま
で

今
ど
き
の
「
傘
」
事
情

　

戦
後
、
洋
傘
が
普
及
し
、
日
用
品
と
し

て
の
和
傘
は
消
え
ま
し
た
が
、
そ
れ
は
傘

の
歴
史
か
ら
見
る
と
大
き
な
変
化
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
、
相
変
わ
ら
ず
家

財
道
具
の
一
つ
だ
っ
た
か
ら
で
す
。

　

紙
張
り
か
ら
布
張
り
へ
、
竹
の
骨
か
ら

金
属
の
骨
へ
と
、
材
質
が
変
化
し
た
に
す

ぎ
ま
せ
ん
。
か
つ
て
番
傘
の
柄
に
筆
で
名

前
を
入
れ
て
い
た
の
と
同
じ
よ
う
に
、
高

度
経
済
成
長
期
以
前
ま
で
は
、
洋
傘
の
留

め
具
の
布
の
部
分
に
木
綿
糸
で
名
前
を
刺

繍
し
て
い
た
も
の
で
す
。
つ
ま
り
所
有
権

を
主
張
し
て
い
た
わ
け
で
、
粗
末
に
は
扱

い
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

傘
の
扱
い
が
大
き
く
変
わ
っ
た
の
は
、

ビ
ニ
ー
ル
傘
の
登
場
か
ら
で
す
。
所
有
権

を
主
張
す
る
家
財
道
具
で
は
な
く
、
使
い

捨
て
に
な
り
ま
し
た
。
ビ
ニ
ー
ル
傘
に
名

入
れ
す
る
人
は
い
な
い
。
安
価
で
便
利
だ

か
ら
多
く
の
人
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
わ
け

で
、
傘
の
文
化
と
は
別
の
文
脈
で
動
く
経

済
的
な
合
理
と
い
え
ま
す
。
高
度
経
済
成

長
期
に
冷
蔵
庫
や
洗
濯
機
が
普
及
し
、
簡

便
性
・
効
率
性
重
視
へ
と
生
活
の
価
値
観

が
大
転
換
し
た
の
と
同
じ
文
脈
で
す
。

　

文
化
と
し
て
の
和
傘
の
観
点
で
い
え
ば
、

日
用
品
と
し
て
復
活
す
る
の
は
難
し
い
で

し
ょ
う
け
れ
ど
、
絶
滅
文
化
財
に
し
な
い

た
め
に
も
、
せ
め
て
格
式
の
あ
る
旅
館
な

ど
で
は
、
下
駄
と
和
傘
を
残
し
て
ほ
し
い

も
の
で
す
。
真
に
高
級
な
日
本
の
伝
統
に

触
れ
る
非
日
常
の
場
を
失
い
た
く
あ
り
ま

せ
ん
。

　

先
ほ
ど
傘
の
枝
葉
の
役
割
と
し
て
結
界

に
つ
い
て
触
れ
ま
し
た
が
、
大
傘
、
な
い

し
天
蓋
の
ハ
イ
テ
ク
に
よ
る
現
代
的
な
更

新
が
「
ド
ー
ム
」
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

ド
ー
ム
球
場
の
急
速
な
展
開
は
、
雨
の
多

い
日
本
な
ら
で
は
の
こ
と
で
す
。
ス
タ
ジ

ア
ム
よ
り
規
模
の
小
さ
い
施
設
を
考
え
る

と
、
た
と
え
ば
出
雲
大
社
の
近
く
に
は
木

造
ド
ー
ム
「
出
雲
ド
ー
ム
」
が
あ
り
ま
す
。

　

ド
ー
ム
も
傘
と
い
え
ば
傘
。
昔
の
人
が

見
た
ら
、
さ
ぞ
か
し
驚
く
に
違
い
あ
り
ま

せ
ん
。

　
（
2 

0 

1 

5
年
4
月
16
日
取
材
）
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時代 西暦 和暦 出来事

古代オリエント
傘は古代オリエントが発祥の地ともいわれている。アッシリアやペルシャ、エジプトなどの彫刻や
絵画には、王の頭上に従者が天蓋（てんがい）のように傘をさしかけている姿が描かれている

紀元前6世紀ごろ ギリシャでは権威の象徴からやや一般化。身分の高い女性たちが日傘として用いるようになる

古墳時代 5世紀後半～6世紀 朝鮮半島から「蓋」（きぬがさ＝絹を張った長柄のかさ）が伝来したといわれる

奈良時代 720 養老 4 この年に完成した『日本書紀』に「蓋」の文字が記される

平安時代 12世紀 平安時代後期、和傘の存在が認められる

鎌倉時代 13世紀後半 『一遍聖絵』に、自由に開閉できる黒い傘が描かれている

安土桃山時代 1594 文禄 3 堺の商人・納屋助左衛門がルソンより現在の傘のような「ろくろ式」を持ち込む

江戸時代

1639 寛永 16
松平光重が加納藩（岐阜市南部）に移封の際、金右衛門という傘屋を伴ってきたことが岐阜・
加納の和傘づくりの始まりと伝えられている

1673～88 寛文12～元禄元 婦女子の間で「絵日傘」が流行

17世紀末 「蛇の目傘」が登場したと伝わるが、諸説ある

18世紀初頭 大坂で「大黒屋傘」がつくられる。その後、印や判を入れて「判傘＝番傘」になったと伝えられる

中世から
ルネッサンス期

教皇や聖職者がステータスシンボルとして傘を用いたが、17世紀になると日傘が女性のモード
となり、外出時の必携品とされる

18世紀前半
青色の紙を張った「青日傘」が医師や僧侶に好まれ、18世紀中期以降は婦人の間で流行し
たと伝えられる

18世紀中ごろ
鋼鉄製の傘骨が発明される。開閉自在で細身の傘ができるようになったことが傘（洋傘）の普
及を促した

1756 宝暦 6
永井直陳が加納藩 11代藩主に。ひっ迫する藩の財政を救済するため下級武士に内職として
和傘製造を奨励。地場産業としての基礎が確立

1804 文化元
長崎に入港した唐船の船載品目に「黄どんす傘一本」との記述が見られる。これが洋傘とし
て特定できる最古の記録とされる

1854 安政元
ペリーが浦賀に来航したとき、上陸した水兵の行進で上官 3～4人が傘をさしていたため、初
めて洋傘が多数の日本人の目に触れた

1859 安政 6
英国商人によって洋傘が国内に持ち込まれる。ただし、舶来品は庶民には手の届かない高嶺
の花だった
加納藩領における和傘の生産が年間 50万本を超える

1860 安政 7・万延元 加納藩が傘問屋とともに「傘札」という名称の藩札を発行

明治

1868 明治元 『武江年表』という書物に「この年から庶民にも洋傘が普及しはじめた」と記されている

1870 明治 3
大阪府で「百姓町人の蝙蝠傘、合羽、またはフランケットウ着用禁止令」が発令される。理
由は、傘を持つ姿が明治維新で禁止された帯刀の姿と間違えやすいというもの

1871 明治 4
『新旧文化の興廃競べ』に蝙蝠傘の流行が取り上げられる。当時輸入されていたのは、生地
に絹や呉絽（ごろ＝毛織物）、アルパカ、木綿を用いた晴雨兼用のもの

1872 明治 5 岐阜・加納の和傘生産が年間 146万本を記録

1880 明治 13 35銭ほどの蝙蝠傘が流行。製造が間に合わないほどに

1881 明治 14 東京・本所に設立された洋傘製造会社が活況を呈し、輸出も盛んになる

1889～92 明治 22～25 素材を含めて洋傘の純国産化が実現

1895 明治 28 傘の柄に刃物を仕込んだ護身用の蝙蝠傘が発売され、話題に

昭和

1940 昭和 15 日本和傘工業組合連合会が発足

1941 昭和 16 全国和傘卸商業組合連合会が発足

昭和20年代中ごろ 岐阜の和傘が最盛期を迎える。年産 1000万本を超えた

1953 昭和 28 国産のナイロンの洋傘生地が登場

1954 昭和 29
スプリング式折り畳み傘が開発される
※新聞代（朝夕刊）が 330円のとき、蛇の目傘は 1,170円だった

1958 昭和 33 ホワイトローズ株式会社が世界初の「ビニール傘」を開発

1960 昭和 35
ジャンプ傘が登場する。当時は「飛上り傘」と呼ばれていた
ポリエステルの洋傘生地が開発される

1963 昭和 38 全国の洋傘製造業者有志により日本洋傘振興協議会が設立

平成 1989 平成元 日本洋傘振興協議会が暦のうえで入梅にあたる 6月 11日を「傘の日」と制定

日
本
の
傘
に
ま
つ
わ
る
略
年
表

傘
の
リ
サ
ー
チ
お
よ
び
取
材
を
通
じ
て
触
れ
た
史
料
・
資
料
か
ら
、
和
傘
と
洋
傘
の

歴
史
を
シ
ン
プ
ル
に
振
り
返
っ
た
。
な
お
、
和
傘
の
歴
史
に
つ
い
て
は
ま
と
ま
っ
た

史
料
が
な
く
、
史
料
・
資
料
に
よ
っ
て
記
述
が
異
な
る
点
が
多
い
の
で
、
あ
く
ま
で

も
参
考
程
度
に
見
て
ほ
し
い
。
洋
傘
に
ま
つ
わ
る
歴
史
に
つ
い
て
は
、
日
本
洋
傘
振

興
協
議
会
の
協
力
で
得
た
資
料
か
ら
一
部
を
抜
粋
し
て
記
載
し
た
。

雨に寄り添う傘　資料

※紫色の部分は国外の傘動向
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柄づくり

柄
竹
づ
く
り

　ろ
く
ろ
づ
く
り

繰
り
込
み

軒
切
り
・
止
め
釘
打
ち

糊
引
き

下
地
塗
り

す
り

油
引
き
・
天
日
干
し

漆
か
け

か
が
り

籐
巻
き

石
突
付
け

カ
ッ
パ
付
け

手
た
め

間
く
わ
り

張
り

　
　
　
　
　
　

白
張
り
仕
上
げ 紙

屋　
　紙
染
め（
手
塗
り
）

　
　羽
二
重
づ
く
り

紙
よ
り
・
傷
見

　
　模
様
継
ぎ

紙
の
裁
断

大
た
め
か
け

竹
き
り

皮
む
き
・
印
つ
け

竹
わ
り

骨
削
り
・
穴
あ
け

骨
そ
ろ
え

横
も
み

骨
の
染
色

　
　
　

つ
な
ぎ

仕上げ

傘紙の準備

張り 傘骨づくり

軒
紙
・
中
置
紙
・
平
紙
・

天
井
紙
・
天
井
仕
上
げ
・
手
元
紙

梱
包

出
荷

手元ろくろ

上はじき

中置紙
親骨

中節

頭（天）ろくろ

小骨

カッパ（頭紙）
天井紙

中張り紙

平紙

下はじき

石突

頭ひも
中糸

軒糸 軒穴軒爪
飾り糸

軒紙

手元紙

籐巻き

柄

石突き

上ろくろ

上はじき
止めびょう

親骨

露先（つゆさき）
受骨 だぼ

下ろくろ

中棒（シャフト）

下はじき

手元（ハンドル）上ろくろ

上はじき 先親骨元親骨

露先

だぼ

下ろくろ

手元

手元ねじ

中はじき

受骨

先だぼ（大だぼ）

上ろくろ

先親骨

元親骨だぼ

下ろくろ

飾り手元

中棒（小管）
受骨
先だぼ

中棒（大管）

中棒（中管）

石突き
補助骨

くび（頸）曲がり

ばね

露先

引線

傘
の
構
造
と
和
傘
の
工
程

和
傘
（
蛇
の
目
傘
）、
洋
傘
（
長
傘
、
折
り
畳
み
傘
）
の
構
造
と
各
部
の
名
称
を
紹

介
す
る
。
ま
た
、
和
傘
の
工
程
は
非
常
に
複
雑
な
の
で
、
岐
阜
和
傘
を
例
に
し
て
、

主
に
ど
の
よ
う
な
製
造
工
程
が
あ
る
の
か
を
見
て
み
た
い
。

略年表参考文献
『企画展 加納の和傘』図録（岐阜市歴史博物館 1985）
『館蔵品 和傘 資料選集』（岐阜市歴史博物館 2012）
『阿島傘』（喬木村教育委員会 2003）
『ぎふ歴史物語 伝統の技と美』岐阜市歴史博物館総合展示案内
（岐阜市歴史博物館 2006）

『傘――和傘・パラソル・アンブレラ』（INAX出版 1995）
『Front』1996年 6月号（リバーフロント整備センター 1996）
『ふでばこ』15号（株式会社白鳳堂 2008）
『アンブレラ―傘の文化史』（八坂書房 2002)
『明治・大正・家庭史年表』（河出書房新社 2000）

『昭和・平成家庭史年表（増補版）』（河出書房新社 2001）
『近世風俗志（守貞謾稿）〈5〉』（岩波書店 2002）

※洋傘にまつわる歴史については、日本洋傘振興協議会からの
提供資料を編集部が一部抜粋して記載

蛇の目傘（岐阜和傘）の主な製造工程
いずれも『ぎふ歴史物語―伝統の技と美―』岐阜市歴史博物館総
合展示案内（岐阜市歴史博物館 2006）を参考に編集部作成

和傘の構造（蛇の目傘）

長傘

折り畳み傘（ホック式） 折り畳み傘（トップレス式）

CMで有名だった折り畳み傘の当時の看板
（水戸市立博物館所蔵）

『傘張り図』　「職人尽絵」（全18図の内）
より傘紙職人の親方（手前）と弟子（奥）
江戸時代中期（岐阜市歴史博物館蔵）

洋傘の構造（長傘、折り畳み傘）
日本洋傘振興協議会のホームページ（http://
www.jupa.gr.jp/）を参考に編集部作成
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雨
を
楽
し
む
傘
文
化
を
提
供
し
た
い

―
―
福
井
洋
傘
の
「
ま
ね
さ
れ
な
い
も
の
づ
く
り
」

か
つ
て
洋
傘
の
メ
ー
カ
ー
が
ひ
し
め
い
て
い
た
福
井
県
。
洋
傘
の
生
産
拠
点
が
海
外

へ
と
移
る
な
か
、「
日
本
か
ら
洋
傘
づ
く
り
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
」
と
廃
業
を
踏
み

止
ま
っ
た
企
業
が
あ
る
。
株
式
会
社
福
井
洋
傘
だ
。
採
算
を
度
外
視
し
て
顧
客
の
ニ

ー
ズ
に
こ
た
え
る
も
の
づ
く
り
が
評
価
さ
れ
、
今
は
高
級
洋
傘
メ
ー
カ
ー
と
し
て
名

を
馳
せ
る
。「
五
感
で
傘
を
楽
し
ん
で
ほ
し
い
」
と
い
う
橋
本
肇
さ
ん
に
話
を
聞
い
た
。

雨に寄り添う傘　傘人 1



雨を楽しむ傘文化を提供したい――福井洋傘の「まねされないものづくり」13

フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
ア
イ
テ
ム

と
し
て
愛
用
で
き
る
傘

　

1
本
の
平
均
単
価
が
3
万
7 

0 

0 

0
円
。

消
耗
品
で
は
な
く
、
長
く
使
い
つ
づ
け
た

い
愛
用
品
と
し
て
傘
を
楽
し
む
人
た
ち
に

強
く
支
持
さ
れ
て
い
る
洋
傘
メ
ー
カ
ー
が

福
井
市
に
あ
る
。
代
表
取
締
役
社
長
の
橋

本
肇
さ
ん
が
「
雨
除
け
の
道
具
は
売
ら
な

い
。
売
る
の
は
文
化
と
し
て
の
傘
」
と
強

調
す
る
株
式
会
社
福
井
洋
傘
だ
。

　

伝
統
を
現
代
に
甦
ら
せ
た
、
曹
洞
宗
総

本
山
永
平
寺
ご
用
達
の
蛇
の
目
洋
傘
、
大

島
紬
や
友
禅
な
ど
希
少
な
職
人
技
と
手
を

携
え
た
最
高
級
傘
、
華
や
か
で
繊
細
な
浮

き
織
や
刺
繍
を
あ
し
ら
っ
た
雨
傘
、
日
傘
。

　

そ
れ
は
デ
ザ
イ
ン
に
と
ど
ま
ら
な
い
。

強
さ
と
軽
さ
を
同
時
に
実
現
す
る
た
め
、

ふ
つ
う
は
傘
骨
に
ス
テ
ン
レ
ス
を
使
う
と

こ
ろ
、
カ
ー
ボ
ン
や
炭
素
繊
維
を
用
い
る
。

ジ
ョ
イ
ン
ト
部
に
チ
タ
ン
を
使
っ
た
傘
も

あ
る
。
持
ち
手
と
な
る
手
元
は
、
身
体
が

不
自
由
な
人
も
使
い
や
す
い
形
状
を
工
夫

し
、
手
首
に
通
せ
ば
置
き
忘
れ
防
止
に
も

な
る
革
製
の
輪
が
付
く
。

　

多
様
な
形
状
の
木
製
手
元
や
石い

し
づ突

き

（
洋
傘
の
頭
部
）
を
小
ロ
ッ
ト
で
も
製
造
可

能
な
特
許
技
術
の
3 

D
切
削
加
工
マ
シ
ン

を
保
有
し
、
ロ
ケ
ッ
ト
や
旅
客
機
の
素
材

と
な
る
炭
素
繊
維
ま
で
自
社
製
造
す
る
傘

メ
ー
カ
ー
な
ど
、
国
内
は
も
ち
ろ
ん
の
こ

と
、
海
外
に
も
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

　

メ
ン
テ
ナ
ン
ス
に
も
応
じ
る
「
一
生
も

の
の
傘
」
な
の
で
、
服
や
靴
と
同
じ
フ
ァ

ッ
シ
ョ
ン
ア
イ
テ
ム
と
考
え
れ
ば
、
傘
1

本
に
4
〜
5
万
円
か
け
る
の
も
特
段
に
意

外
な
こ
と
で
は
な
い
と
い
え
る
。
顧
客
の

9
割
が
女
性
で
数
本
併
用
す
る
人
が
多
い

と
い
う
。
優
美
な
フ
ォ
ル
ム
を
支
え
る
精

緻
で
頑
丈
な
仕
上
が
り
。
福
井
洋
傘
の
製

品
を
手
に
す
る
と
、
た
し
か
に
豊
か
な
文

化
を
実
感
で
き
る
。

顧
客
の
要
望
を
取
り
入
れ
た

結
果
と
し
て
の
高
い
品
質

　

福
井
洋
傘
の
創
業
は
1 

9 

7 

2
年
（
昭

和
47
）。
県
の
農
業
委
員
を
務
め
て
い
た
橋

本
平
吉
会
長
が
、
農
閑
期
の
事
業
と
し
て

大
阪
の
洋
傘
メ
ー
カ
ー
を
誘
致
し
、
そ
の

下
請
け
か
ら
出
発
し
た
。
業
績
は
順
調
に

推
移
し
た
が
、
や
が
て
安
価
な
品
が
市
場

を
席
巻
し
、
洋
傘
業
界
の
生
産
は
海
外
へ

シ
フ
ト
。
高
品
質
の
傘
に
特
化
し
て
い
た

同
社
は
最
後
ま
で
生
き
残
っ
た
も
の
の
、

借
金
し
て
工
場
を
建
て
た
直
後
に
頼
み
の

綱
の
取
引
先
が
海
外
生
産
に
踏
み
切
り
、

に
っ
ち
も
さ
っ
ち
も
い
か
な
く
な
っ
た
。

　

音
響
工
学
を
学
び
地
元
の
放
送
局
系
列

の
会
社
で
働
い
て
い
た
橋
本
肇
さ
ん
は
1 

9 

8 

9
年
（
平
成
元
）、
あ
る
使
命
感
を
抱

い
て
家
業
に
戻
る
。

「
お
や
じ
は
廃
業
す
る
つ
も
り
で
し
た
。

で
も
ち
ょ
っ
と
待
て
、
と
。
ウ
チ
が
消
え

右：奄美大島の特産品「大島紬」を傘生地に用いた最高
級品。光が射しこむことによって、さらに表情が豊かになる。
大島紬以外の織物、染め物も扱っているのは、日本の文化
を支える職人の技を次代につなぎたいとの思いから

（独特な手元の説明をする橋本さん）ループ状になった革製の手元は手首
に引っかけて使う。手に障がいがある人や筋力が衰えた人のことを考えて
考案した

ロケットや旅客機の素材となる炭素繊維を用いた傘骨。軽いうえに抜群の
強度を誇る。自社の専用工場で製造する

橋本 肇 さん
はしもと はじめ

株式会社 福井洋傘　代表取締役社長

音響工学を学び、地元・福井の放送局系列の会社に勤務したのち家業を
継ぐ。ハイセンスな高級洋傘を製造・販売。売れ筋のオリジナル高級傘
は1本 3万円から5万円するが、全工程を手作業で丁寧に仕上げるもの
づくりが評価され、販路は順調に拡大している。
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る
と
実
質
、
日
本
か
ら
洋
傘
づ
く
り
が
な

く
な
る
。
と
ど
め
を
さ
し
た
く
は
な
い
。

幸
い
先
祖
か
ら
頂
い
た
土
地
と
家
、
田
畑

も
井
戸
水
も
あ
る
。
最
低
限
、
生
き
て
は

い
け
る
。
こ
こ
は
背
水
の
陣
を
敷
こ
う
、

と
」

　

選
ん
だ
道
は
、
定
評
あ
る
自
社
の
高
い

技
術
力
と
、
繊
維
や
眼
鏡
フ
レ
ー
ム
な
ど

福
井
の
地
場
産
業
の
特
長
を
活
か
し
、
愚

直
な
ま
で
国
産
に
こ
だ
わ
る
姿
勢
だ
。
橋

本
さ
ん
が
言
う
と
こ
ろ
の
「
儲
か
ら
な
い

か
ら
誰
も
ま
ね
し
な
い
シ
ス
テ
ム
」
を
め

ざ
し
、
効
率
と
利
益
を
求
め
て
海
外
へ
出

る
洋
傘
業
界
の
趨
勢
の
真
逆
を
行
っ
た
。

　

だ
が
、
そ
れ
は
最
初
か
ら
受
け
入
れ
ら

れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
百
貨
店
の
特
産
品

フ
ェ
ア
な
ど
へ
出
品
し
て
も
「
縫
製
が
違

う
と
い
う
け
れ
ど
、
他
の
安
い
傘
で
も
べ

つ
に
雨
漏
り
し
な
い
で
し
ょ
。
な
ん
で
高

い
の
？
」
と
質た

だ

さ
れ
言
葉
に
窮
し
た
。

　

そ
こ
で
「
ど
ん
な
傘
な
ら
買
っ
て
頂
け

る
の
で
す
か
？
」
と
顧
客
に
聞
く
こ
と
か

ら
仕
切
り
直
し
た
。
こ
れ
が
今
の
福
井
洋

傘
の
原
点
だ
。「
も
っ
と
強
く
、
軽
く
、
使

い
や
す
く
、
と
い
っ
た
お
客
さ
ま
の
要
望

を
反
映
し
て
い
く
う
ち
、
結
果
的
に
材
質

や
手
間
が
ど
ん
ど
ん
高
度
化
し
て
い
き
、

お
の
ず
と
当
初
の
平
均
単
価
1
万
円
レ
ベ

ル
を
超
え
て
い
ま
し
た
」
と
橋
本
さ
ん
。

　

採
算
を
度
外
視
し
て
ま
で
要
望
に
こ
た

え
る
徹
底
し
た
顧
客
志
向
が
、
傘
に
文
化

を
求
め
る
潜
在
需
要
を
掘
り
起
こ
し
た
。

高
級
車
に
ふ
さ
わ
し
い
傘
、

鼓
の
よ
う
な
雨
音
を
楽
し
む
傘

　

内
装
の
本
革
シ
ー
ト
が
水
気
を
嫌
う
高

級
車
の
ア
ク
セ
サ
リ
ー
群
に
採
用
さ
れ
た

傘
「
ヌ
レ
ン
ザ
」
も
顧
客
志
向
の
産
物
だ
。

2 

0 

0 

4
年
に
福
井
商
工
会
議
所
が
消
費

者
の
要
望
を
起
点
に
地
場
産
業
を
振
興
し

よ
う
と
「
苦
情
・
ク
レ
ー
ム
博
覧
会
」
を

開
催
。
そ
こ
に
寄
せ
ら
れ
た
「
電
車
内
で

傘
の
水
滴
に
濡
れ
る
の
が
イ
ヤ
」
と
の
声

に
こ
た
え
た
。
生
地
に
塗
布
す
る
撥
水
剤

の
開
発
に
は
巨
額
の
投
資
が
必
要
と
わ
か

り
、
撥
水
性
の
あ
る
生
地
を
地
元
の
繊
維

メ
ー
カ
ー
と
開
発
す
る
こ
と
に
し
た
。

　

だ
が
、
布
地
の
撥
水
性
と
耐
水
圧
（
水

の
染
み
込
み
を
防
ぐ
能
力
）
を
両
方
高
め
る
の

は
、
技
術
的
に
難
し
い
。
1
年
ほ
ど
試
行

錯
誤
を
繰
り
返
し
、
極
細
の
糸
で
織
っ
た

超
高
密
度
の
ポ
リ
エ
ス
テ
ル
生
地
を
使
う

こ
と
で
克
服
。
そ
れ
を
使
っ
て
実
現
し
た

の
が
ヌ
レ
ン
ザ
（
福
井
弁
で
「
濡
れ
な
い
よ
」

の
意
味
）
な
の
だ
。

　

福
井
洋
傘
の
製
品
に
は
、
音
響
の
プ
ロ

だ
っ
た
橋
本
さ
ん
な
ら
で
は
の
こ
だ
わ
り

も
活
か
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
雨
音
を

楽
し
め
る
傘
。
鼓
の
響
き
の
よ
う
な
ポ
ン
、

ポ
ン
と
い
う
音
色
が
耳
に
心
地
よ
い
。

「
ス
ピ
ー
カ
ー
と
同
じ
で
、
生
地
が
張
っ

て
い
て
構
造
に
ひ
ず
み
が
な
け
れ
ば
、
確

実
に
そ
の
傘
は
き
れ
い
な
音
を
出
し
ま
す
。

左ページ：水を受ける「蛇の目洋傘」。傘の下にい
ると、鼓のような快い音が聞こえた

傘生地を指ではじき、張り具合を確かめる橋本さん。雨が降ったときにき
れいな音が出るかどうかは、傘生地とその張り具合で決まる

若い従業員に上ろくろの縫い方を指導する橋本さんの母親（左）。橋本
さんが「魔法の手」と呼ぶほどの技術が、仕事を通じて次の世代に受け
継がれている

反物を傘の小間（こま）の形に合わせて「裁ち型（たちがた）」で裁断。
裁ち型はすべて手づくりで、驚くほどたくさんの種類があった

傘用のミシンで傘生地を縫う従業員たち。縫いのピッチや強度など技術と
細かな調整が必要
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張
り
す
ぎ
て
も
た
る
み
す
ぎ
て
も
ダ
メ
。

針
の
塩あ

ん
ば
い梅

一
つ
で
音
の
高
低
が
変
わ
り
ま

す
」

　

水
琴
窟
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
水
音

は
人
に
安
ら
ぎ
を
も
た
ら
す
。
た
ま
に
は

リ
ズ
ミ
カ
ル
な
雨
音
に
耳
を
傾
け
て
み
る

の
も
い
い
。
さ
ら
に
、
傘
を
使
う
と
き
に

は
音
だ
け
で
な
く
、
五
感
を
総
動
員
し
て

味
わ
っ
て
ほ
し
い
と
橋
本
さ
ん
は
願
う
。

「
傘
を
持
っ
た
と
き
の
手
元
の
触
感
、
光

が
射
し
た
と
き
に
変
わ
る
生
地
の
色
彩
、

そ
し
て
雨
の
匂
い
。
音
を
含
め
て
こ
う
い

う
も
の
が
す
べ
て
そ
ろ
っ
た
と
き
『
雨
っ

て
楽
し
い
』
と
思
っ
て
も
ら
え
る
は
ず
で

す
か
ら
」

日
本
で
熟
成
し
た
傘
文
化
を

伝
道
し
世
界
に
発
信
し
た
い

　

4
年
前
か
ら
、
百
貨
店
の
バ
イ
ヤ
ー
と

顧
客
の
投
票
に
よ
る
審
査
で
傘
デ
ザ
イ
ン

コ
ン
テ
ス
ト
を
実
施
し
て
い
る
。
デ
ザ
イ

ン
科
の
学
生
な
ど
応
募
者
は
毎
年
5 

0 

0

人
近
い
。
受
賞
作
品
は
1
年
間
か
け
て
製

品
化
。「
実
現
が
難
し
い
も
の
ほ
ど
受
賞
す

る
の
で
原
価
割
れ
し
て
、
つ
く
れ
ば
つ
く

る
ほ
ど
赤
字
に
」
と
橋
本
さ
ん
は
苦
笑
す

る
が
、
こ
れ
も
ま
た
間
接
的
に
顧
客
の
要

望
に
こ
た
え
る
挑
戦
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

コ
ン
テ
ス
ト
で
福
井
洋
傘
を
知
り
入
社
し

た
若
者
も
。「
儲
か
ら
な
い
傘
づ
く
り
」
は

人
材
と
い
う
宝
物
を
呼
び
寄
せ
て
い
る
。

　

露
払
い
と
厄
払
い
で
物
事
が
丸
く
お
さ

ま
る
縁
起
物
ゆ
え
、
か
つ
て
嫁
入
り
道
具

と
し
て
の
「
傘
渡
し
」
の
儀
式
が
日
本
各

地
に
あ
っ
た
（
詳
細
は
p 

29
）。
傘
文
化
の
伝

道
者
を
自
任
す
る
橋
本
さ
ん
は
、
傘
に
ま

つ
わ
る
こ
う
し
た
逸
話
を
機
会
あ
る
ご
と

に
披
露
し
て
お
り
、
文
化
と
し
て
の
傘
を

売
る
理
念
は
若
手
社
員
に
も
引
き
継
が
れ

て
い
る
。

　

蛇
の
目
洋
傘
は
外
国
人
に
も
人
気
が
高

い
。「
西
洋
の
傘
は
日
本
で
磨
か
れ
、
こ
れ

だ
け
熟
成
し
た
ん
で
す
よ
、
と
世
界
に
知

ら
し
め
た
い
」
と
橋
本
さ
ん
は
輸
出
に
も

意
欲
を
燃
や
す
。
福
井
県
か
ら
石
川
県
に

か
け
全
盛
期
に
は
約
8
6
0
社
の
傘
関
連

会
社
が
あ
っ
た
が
、
今
は
福
井
洋
傘
1
社

だ
け
と
な
っ
た
。
古
来
の
織
物
や
工
芸
品

を
見
て
も
、
い
っ
た
ん
途
絶
え
て
し
ま
っ

た
ら
元
に
戻
す
の
は
き
わ
め
て
難
し
い
。

し
か
し
、
た
と
え
単
独
で
も
踏
み
止
ま
っ

て
い
れ
ば
、
い
つ
か
盛
り
返
す
こ
と
も
で

き
る
。

「
途
方
も
な
い
夢
で
す
が
」
と
前
置
き
し

つ
つ
「
傘
を
つ
く
り
た
い
と
思
う
外
国
人

が
『
日
本
で
修
行
し
て
き
た
』
と
自
慢
で

き
る
〈
傘
村
〉
を
こ
こ
に
築
き
た
い
」
と

橋
本
さ
ん
は
力
を
込
め
た
。

　
（
2 

0 

1 

5
年
5
月
2
日
取
材
）

傘人 1　雨に寄り添う傘
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▲
金華山
329m

岐阜駅

荒田川

長刀堀排水路

長刀堀跡

岐阜市
歴史博物館

マルト藤沢商店

加納城跡

中河原湊跡

長良川

木曽川

新
荒
田
川

論
田
川

境川

分
業
シ
ス
テ
ム
と
長
良
川
の

舟
運
で
栄
え
た
岐
阜
和
傘

　

傘か
さ
ぼ
ね骨

に
す
る
真ま

た
け竹

割
り
か
ら
、
油
を
引

き
天
日
で
干
す
仕
上
げ
ま
で
。
細
分
化
す

れ
ば
1 

0 

0
工
程
に
及
ぶ
和
傘
は
、
つ
く

る
の
に
も
っ
と
も
手
間
の
か
か
る
伝
統
工

芸
品
の
一
つ
だ
。
江
戸
時
代
か
ら
和
傘
づ

く
り
が
盛
ん
で
、
今
も
芸
能
や
舞
踊
な
ど

で
使
わ
れ
る
和
傘
の
ほ
ぼ
9
割
を
生
産
し

て
い
る
と
い
わ
れ
る
の
が
、
岐
阜
市
加
納

地
区
。
多
岐
に
わ
た
る
工
程
を
職
人
が
分

業
し
、
問
屋
が
全
体
を
差
配
す
る
大
量
生

産
シ
ス
テ
ム
を
築
い
た
こ
と
で
岐
阜
は
和

傘
の
一
大
産
地
と
な
っ
た
。
最
盛
期
の
昭

和
20
年
代
半
ば
に
は
年
産
1 

0 

0 

0
万
本

を
超
え
て
い
る
。

　

1 

7 

5 

6
年
（
宝
暦
6
）、
加
納
藩
主
・

永
井
直
陳
は
下
級
武
士
の
生
計
を
助
け
る

た
め
和
傘
づ
く
り
を
奨
励
し
た
。
分
業
体

制
の
確
立
に
加
え
、
美
濃
和
紙
の
産
地
に

近
く
、
周
辺
の
山
間
地
で
良
質
の
竹
が
採

取
で
き
る
な
ど
、
原
材
料
に
恵
ま
れ
た
こ

と
も
加
納
の
和
傘
が
栄
え
た
理
由
だ
。

　

原
材
料
と
製
品
の
搬
送
経
路
と
し
て

「
長
良
川
の
舟
運
が
大
き
な
役
割
を
果
た

し
た
」
と
教
え
て
く
れ
る
の
は
、
岐
阜
市

歴
史
博
物
館
学
芸
員
の
大
塚
清
史
さ
ん
。

「
長
良
川
か
ら
伊
勢
湾
の
桑
名
に
出
て
、

廻
船
に
よ
っ
て
江
戸
・
大
坂
な
ど
の
大
消

江
戸
時
代
か
ら
続
く

岐
阜
・
加
納
の

和
傘
づ
く
り

江
戸
時
代
か
ら
突
出
し
た
和
傘
の
生
産
地
と
し
て
知
ら
れ
る

岐
阜
市
加
納
地
区
。
和
傘
の
複
雑
な
工
程
を
分
業
化
し
た
生

産
モ
デ
ル
と
長
良
川
の
舟
運
に
よ
っ
て
発
展
し
た
が
、
今
で

は
た
っ
た
3
軒
に
。
多
角
化
に
よ
る
経
営
努
力
と
市
民
講
座

な
ど
で
伝
統
継
承
に
励
む
株
式
会
社
マ
ル
ト
藤
沢
商
店
の
藤

沢
健
一
さ
ん
と
、
サ
ポ
ー
ト
す
る
岐
阜
市
歴
史
博
物
館
の
大

塚
清
史
さ
ん
を
訪
ね
た
。

雨に寄り添う傘　傘人 2長良川の中河原湊跡。現在は鵜飼観覧船乗り場となっているが、かつては
上流からの材木や和紙、真竹などが荷揚げされて、加納地区へと運ばれた

費
地
へ
輸
送
し
た
の
で
、
広
範
囲
に
和
傘

を
販
売
す
る
こ
と
が
で
き
た
わ
け
で
す
」

　

岐
阜
市
の
加
納
城
跡
は
公
園
に
な
っ
て

お
り
、
西
側
は
「
加
納
長な

ぎ
な
た
ぼ
り

刀
堀
」（
写
真
2
）

と
い
う
。
な
る
ほ
ど
細
い
道
を
見
通
す
と

長
刀
の
よ
う
な
形
に
湾
曲
し
て
い
る
。
こ

の
あ
た
り
は
か
つ
て
加
納
城
の
「
長
刀

堀
」
だ
っ
た
。
通
り
の
西
側
、
少
し
高
台

に
な
っ
て
い
る
民
家
の
石
垣
に
、
往
時
の

武
家
屋
敷
の
名
残
を
か
す
か
に
見
て
と
れ

国土地理院基盤地図情報「岐阜県、愛知県」及び、
国土交通省国土数値情報「河川データ（平成 20
年）、鉄道データ（平成 25年）」より編集部で作図
この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認
を得て、同院発行の基盤地図情報を使用した。（承認
番号　平 27情使、 第 203号）
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る
。
さ
ら
に
南
へ
下
れ
ば
、
住
宅
街
の
間

を
「
長
刀
堀
排
水
路
」（
写
真
3
）
が
貫
通

し
、
荒
田
川
と
合
流
し
て
長
良
川
本
流
へ
。

長
い
時
を
経
て
埋
め
立
て
ら
れ
、
流
路
も

変
わ
っ
た
も
の
の
、
産
業
と
し
て
の
和
傘

の
発
展
と
「
堀
」
や
「
川
」
と
の
密
接
な

関
係
は
、
現
在
の
ま
ち
な
み
と
地
形
か
ら

も
偲
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。

職
人
芸
を
競
う
細ほ

そ
も
の物

の

蛇
の
目
や
日
傘
に
特
長

　

精
緻
な
技
を
凝
ら
し
た
岐
阜
和
傘
が
岐

阜
市
歴
史
博
物
館
に
展
示
さ
れ
て
い
る
。

例
え
ば
「
松ま

つ
ば
ぼ
ね

葉
骨
」
と
い
う
意
匠
。
傘
紙

の
土
台
と
な
る
親
骨
が
周
縁
部
に
向
か
っ

て
二
股
に
分
か
れ
、
ま
る
で
松
葉
の
よ
う
。

大
坂
や
和
歌
山
で
は
、
主
に
無
骨
で
頑
丈

な
「
太ふ

と
も
の物

」
の
番
傘
が
つ
く
ら
れ
て
い
た

が
、
職
人
芸
を
競
っ
た
岐
阜
和
傘
は
、
畳

む
と
細
く
収
ま
る
「
細
物
」
の
蛇
の
目
傘

（
注
）、
日
傘
、
舞
踊
傘
を
得
意
と
し
た
。

　

蛇
の
目
傘
は
、
番
傘
に
比
べ
て
1
本
ず

つ
の
骨
が
細
い
。
色
と
り
ど
り
の
傘
紙
や

羽
二
重
（
絹
と
和
紙
を
貼
り
合
わ
せ
た
傘
紙
）
を

張
り
、
親
骨
を
支
え
る
小し

ょ
う
ぼ
ね骨

に
は
飾
り
糸

を
付
け
る
。
傘
を
彩
る
模
様
も
紙
を
貼
り

つ
け
る
の
で
は
な
く
、
平
紙
を
あ
ら
か
じ

め
模
様
に
合
わ
せ
て
切
り
抜
い
た
り
、
異

な
る
色
柄
の
傘
紙
を
切
り
つ
な
い
で
模
様

を
つ
く
る
「
切
継
ぎ
」
と
い
う
独
自
の
手

法
を
編
み
出
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
内
側

か
ら
模
様
が
透
け
て
見
え
る
。
技
術
と
手

間
を
要
す
る
高
級
品
だ
。

　

日
用
品
と
し
て
の
番
傘
は
、
高
度
経
済

成
長
期
以
降
、
た
ち
ま
ち
洋
傘
に
取
っ
て

代
わ
ら
れ
た
。
か
ろ
う
じ
て
岐
阜
和
傘
が

残
る
の
は
、
高
度
な
技
術
で
多
品
種
を
生

産
で
き
、
歌
舞
伎
や
祭
礼
な
ど
で
使
う
特

殊
な
和
傘
の
需
要
に
こ
た
え
て
い
る
か
ら

に
ほ
か
な
ら
な
い
。

「
伊
勢
神
宮
の
式
年
遷
宮
で
使
わ
れ
る
大

ぶ
り
の
差
し
掛
け
傘
な
ど
を
見
る
と
よ
く

わ
か
る
の
で
す
が
、
傘
骨
の
ソ
リ
や
間
隔

に
細
心
の
注
意
が
払
わ
れ
て
い
な
い
と
丈

夫
で
な
い
し
美
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。
均
等

に
配
置
さ
れ
た
竹
の
骨
は
優
美
で
す
。
ど

う
し
て
も
私
た
ち
は
、
傘
紙
の
色
や
模
様

で
〈
き
れ
い
〉
と
感
じ
て
し
ま
う
の
で
す

が
、
道
具
と
し
て
の
本
来
の
美
し
さ
は
構

造
に
あ
り
ま
す
」
と
、
大
塚
さ
ん
は
岐
阜

和
傘
の
工
芸
的
な
真
価
を
強
調
し
た
。

伝
統
を
絶
や
さ
な
い
た
め

経
営
を
多
角
化

　

い
ま
や
岐
阜
和
傘
を
製
造
販
売
す
る
の

は
加
納
地
区
に
3
軒
の
み
。
そ
の
1
軒
、

株
式
会
社
マ
ル
ト
藤
沢
商
店
は
1 

9 

3 

1

年
（
昭
和
6
）
に
和
傘
問
屋
と
し
て
創
業
し

（注）

和傘（蛇の目傘）の構造については
p11を参照。

長良川と合流する荒田川（写真 1）。かつて岐阜の和傘は加納地区でつくられ、長刀堀
（写真 2、3）から荒田川、さらに長良川を経て江戸や大坂に運ばれた

藤沢 健一 さん
ふじさわ けんいち

株式会社 マルト藤沢商店 
代表取締役
岐阜市和傘振興会 会長

慶應義塾大学卒業後、家業であ
る藤沢商店を継ぐ。創業84年の
和傘製造卸企業の代表として経
営の多角化などに努め、岐阜和傘
を伝え広める活動を続けている。

大塚 清史 さん
おおつか きよし

岐阜市歴史博物館　
学芸員

東京都出身。1991年（平成 3）
から岐阜市歴史博物館に勤務。
前館長・薮下浩さんから岐阜和傘
の研究を継ぐ。2012年（平成
24）には同館発行の『館蔵品図
録 和傘 資料選集』の執筆・編集
を務めた。

1

2 3
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た
。
同
年
生
ま
れ
の
藤
沢
健
一
社
長
が
大

学
を
卒
業
し
て
家
業
に
入
っ
た
1 

9 

5 

4

年
（
昭
和
29
）、
す
で
に
和
傘
の
需
要
は
下

り
坂
だ
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
「
見
本
を
持

っ
て
東
北
に
販
売
ル
ー
ト
を
開
拓
す
る
と
、

大
卒
初
任
給
1
万
円
の
20
倍
は
稼
げ
ま
し

た
」
と
当
時
を
振
り
返
る
。

　

し
か
し
洋
傘
の
普
及
に
シ
ェ
ア
を
奪
わ

れ
、
雪
崩
を
打
つ
よ
う
に
右
肩
下
が
り
と

な
り
、
最
盛
期
に
は
加
納
地
区
に
5 

0 

0

軒
以
上
あ
っ
た
傘
屋
が
5
分
の
1
以
下
に

減
っ
た
。
1 

9 

7 

0
年
（
昭
和
45
）
に
始
ま

っ
た
国
鉄
（
当
時
）
の
「
デ
ィ
ス
カ
バ
ー
・

ジ
ャ
パ
ン
」
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
で
和
傘
も
多

少
は
見
直
さ
れ
た
が
、
需
要
の
減
少
に
歯

止
め
は
か
か
ら
な
い
。
70
年
代
半
ば
に
和

傘
職
人
を
元
気
づ
け
よ
う
と
発
案
し
た
品

評
会
を
藤
沢
さ
ん
は
思
い
出
す
。

「
料
亭
に
職
人
を
招
待
し
、
同
じ
材
料
で

競
作
し
た
傘
を
、
京
都
の
お
得
意
さ
ま
に

審
査
し
て
頂
き
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
す

べ
て
あ
ま
り
に
も
き
れ
い
に
で
き
て
い
る

の
で
甲
乙
つ
け
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
す
」

　

品
評
会
用
に
競
作
し
た
、
絹
と
和
紙
を

貼
り
合
わ
せ
た
真
紅
の
羽
二
重
傘
は
、
今

も
自
宅
に
保
管
し
て
あ
る
と
い
う
。

　

職
人
の
丹
精
込
め
た
和
傘
づ
く
り
の
伝

統
を
絶
や
さ
な
い
た
め
に
は
、
新
た
な
収

益
の
柱
を
築
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
藤

沢
さ
ん
は
和
傘
の
技
術
を
使
い
経
営
の
多

角
化
に
乗
り
出
し
た
。
和
傘
で
つ
く
っ
た

ク
リ
ス
マ
ス
ツ
リ
ー
な
ど
を
東
京
の
表
参

道
で
販
売
し
て
も
ら
う
と
米
国
人
に
大
ヒ

ッ
ト
。
返
還
前
の
沖
縄
で
も
駐
留
兵
の
家

族
に
好
ま
れ
、
ア
メ
リ
カ
本
国
へ
と
輸
出

さ
れ
た
。
そ
の
余
勢
を
駆
り
、
オ
ル
ゴ
ー

ル
が
ク
リ
ス
マ
ス
ソ
ン
グ
を
奏
で
る
オ
ー

ナ
メ
ン
ト
が
売
れ
筋
商
品
と
な
っ
た
。

「
急
激
な
円
高
に
振
れ
た
1 

9 

8 

5
年

（
昭
和
60
）
ご
ろ
ま
で
は
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
・

デ
ザ
イ
ン
の
雑
貨
商
品
だ
け
で
年
間
5 

0 

0 

0
万
円
の
売
上
で
し
た
」
と
藤
沢
さ
ん

は
回
想
す
る
。

ミ
ニ
和
傘
と
中
国
生
産
、

そ
し
て
職
人
の
育
成
ま
で

　

為
替
差
損
と
新
興
国
の
台
頭
で
輸
出
商

品
に
見
切
り
を
つ
け
て
か
ら
は
、
本
業
の

和
傘
を
軸
に
し
た
新
規
事
業
へ
舵
を
切
る
。

　

社
内
で
は
ミ
ニ
チ
ュ
ア
和
傘
を
製
作
。

藤
沢
さ
ん
自
ら
六
十
数
点
を
一
挙
に
デ
ザ

イ
ン
し
た
。
当
初
は
土
産
物
問
屋
を
通
じ

て
全
国
の
観
光
地
で
販
売
し
て
い
た
が
、

2
年
ほ
ど
で
販
売
ル
ー
ト
と
デ
ザ
イ
ン
を

変
更
し
て
京
都
の
ま
ち
な
か
や
空
港
な
ど

で
売
る
と
、
外
国
へ
の
土
産
物
と
し
て
人

気
を
呼
ん
だ
。

　

よ
さ
こ
い
な
ど
全
国
各
地
の
祭
礼
舞
踊

の
練
習
用
に
使
う
消
耗
品
の
和
傘
は
常
に

岐阜市歴史博物館の2階にある和傘コーナー。
色とりどりの岐阜の和傘が常設展示されている

4 おもて面と裏面で別々の
紙を使う「袋張り」の日傘。
日光の暑さを遮断するため
に空気の層をつくっている。
写真は全開ではなく一段落
としてすぼめた状態

5 桜色に白い水玉模様が
入った和傘。晴雨兼用の両
天傘（りょうてんがさ）と推
察される。飾り糸のかがり
方に特徴があるうえ、畳む
と非常に細身になることか
ら極上品と思われる

6 岐阜・加納の傘は畳んだ
ときに細身になる「細物」を
得意とした。畳んだときの姿
も美しいようにつくっていた

7 小骨（しょうぼね）を二つ
割りにした「小骨松葉」の
蛇の目傘。これは昭和時代
（戦前）につくられたもの。
今、この技法を使える職人
はいない

（和傘の撮影協力：岐阜市歴史博物館）

5

47

6



江戸時代から続く 岐阜・加納の和傘づくり19

一
定
の
数
量
を
見
込
め
る
が
、
単
価
が
安

く
国
内
で
は
コ
ス
ト
が
見
合
わ
ず
人
手
も

足
り
な
く
な
っ
て
い
た
。

　

そ
こ
で
、
岐
阜
市
と
中
国
浙
江
省
杭
州

市
が
友
好
都
市
提
携
を
結
ん
だ
の
を
機
に
、

工
芸
品
の
輸
出
公
司
を
窓
口
と
し
中
国
生

産
に
踏
み
切
っ
た
。
最
初
の
2
年
間
は
年

に
4
回
ほ
ど
藤
沢
さ
ん
自
ら
現
地
へ
赴
き

指
導
し
た
。
そ
れ
が
1 

9 

8 

0
年
代
末
の

こ
と
で
、
今
も
年
間
1
万
本
以
上
、
製
造

を
委
託
し
て
い
る
。

「
数
量
を
重
ね
経
験
を
積
ん
だ
今
で
は
、

国
産
に
勝
る
と
も
劣
ら
な
い
品
物
が
で
き

て
い
ま
す
。
骨
組
み
に
塗
る
漆
ひ
と
つ
と

っ
て
も
、
驚
く
ほ
ど
き
れ
い
に
仕
上
が
っ

て
い
ま
す
よ
」

　

か
つ
て
和
傘
づ
く
り
の
後
継
者
育
成
は
、

分
業
に
携
わ
る
各
工
房
に
任
せ
ら
れ
て
い

た
。
そ
れ
が
で
き
な
く
な
り
、
2 

0 

0 

0

年
（
平
成
12
）
に
マ
ル
ト
藤
沢
商
店
が
問
屋

と
し
て
社
員
職
人
を
募
集
し
、
育
成
に
乗

り
出
し
た
。
36
名
の
応
募
者
か
ら
5
名
を

採
用
。
藤
沢
さ
ん
に
よ
れ
ば
「
ほ
ん
の
わ

ず
か
の
一
工
程
で
も
完
璧
に
で
き
る
ま
で

に
3
年
は
か
か
る
」
と
い
う
が
、
こ
れ
で

「
骨
削
り
」
や
「
紙
張
り
」、
手
元
ろ
く
ろ

（
小
骨
に
柄
竹
を
つ
な
ぐ
部
品
）
と
ハ
ジ
キ
（
傘

が
開
い
た
状
態
を
保
つ
部
品
）
を
取
り
付
け
る

「
繰
り
込
み
」
な
ど
の
基
本
工
程
を
内
製

で
き
る
体
制
が
整
っ
た
。

傘人 2　雨に寄り添う傘

和
傘
文
化
の
灯
火
を

未
来
へ
渡
す
た
め
に

　

岐
阜
市
歴
史
博
物
館
で
は
、
マ
ル
ト
藤

沢
商
店
な
ど
の
職
人
が
指
導
す
る
「
岐
阜

和
傘
を
作
る
」
講
座
を
年
1
回
、
開
催
し

て
い
る
。
10
名
ず
つ
2
グ
ル
ー
プ
に
分
か

れ
、
骨
組
み
し
た
傘
に
和
紙
を
張
り
、
糸

か
が
り
を
す
る
作
業
を
4
日
間
に
わ
た
っ

て
体
験
す
る
。
今
年
で
24
回
目
を
数
え
、

一
度
も
定
員
割
れ
し
た
こ
と
が
な
い
。
子

ど
も
向
け
の
講
座
も
開
催
し
て
い
る
。

　

一
般
市
民
が
和
傘
の
美
し
さ
を
知
り
、

広
め
て
も
ら
う
意
図
で
始
め
た
講
座
だ
が
、

最
近
で
は
他
の
産
地
か
ら
の
参
加
者
も
あ

り
、
和
傘
技
術
入
門
講
座
の
趣
も
呈
し
て

い
る
。
こ
う
し
た
地
道
な
試
み
が
、
や
が

て
は
後
継
者
を
生
む
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

東
京
・
銀
座
の
文
具
店
の
吹
き
抜
け
で

蛇
の
目
傘
を
吊
る
す
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
が
好

評
だ
っ
た
こ
と
が
あ
る
。「
和
傘
を
目
に
す

る
機
会
を
増
や
し
た
い
」
と
藤
沢
さ
ん
は

望
む
。「
銀
座
の
歩
行
者
天
国
で
和
傘
を
さ

し
た
集
団
が
練
り
歩
く
、
な
ん
て
い
う
イ

ベ
ン
ト
を
や
っ
て
み
た
い
で
す
ね
」

　

歌
舞
伎
で
使
う
和
傘
は
国
内
で
し
か
つ

く
れ
な
い
。
消
え
失
せ
て
か
ら
気
づ
く
の

で
は
遅
い
の
だ
。
和
傘
文
化
の
灯
火
が
明

る
い
う
ち
に
未
来
へ
受
け
渡
し
た
い
。

　
（
2 

0 

1 

5
年
5
月
3
〜
4
日
取
材
）

8・9 傘が開いた状態を保つ「ハジ
キ」の製作を実演する藤沢さん8と
ハジキの拡大写真 9。蛇の目傘な
ど高級な和傘のハジキは木製で、
材はツゲが使われることが多い。外
見からはわかりにくいが、金属やバ
ネは一切使わず、竹の柄のなかに
木製の部品を組み合わせて取り付
けているだけ。仮に1mmでもずれ
たら用をなさないという繊細な技術
である

10 藤沢さん自らデザインしたミニ
チュアの和傘。土産物として重宝さ
れている

11 オルゴールがクリスマスソング
を奏でる「糸巻きボールキット」。海
外で好評だったクリスマスオーナメ
ントの 1つ

12 野菜倉庫を買い取って改造した
作業場。材料となる真竹は寸法が長
く、また和傘は工程が多いため、ど
うしても広い面積が必要になる

13・14 作業場は工程によって小部
屋に分かれている。13は傘骨づく
り、14では傘紙の準備が進められ
ている

9

8

11 10

12

13

14



水の文化 50号　特集「雨に寄り添う傘」 20

ス
テ
ー
タ
ス
シ
ン
ボ
ル
だ
っ
た

英
国
紳
士
の
愛
用
傘

　

私
の
知
る
限
り
、
傘
の
歴
史
を
体
系
的

に
ま
と
め
た
文
献
は
ご
く
わ
ず
か
し
か
あ

り
ま
せ
ん
。
特
に
雨
傘
が
大
衆
化
し
て
か

ら
は
、
傘
を
「
道
具
」
と
「
フ
ァ
ッ
シ
ョ

ン
」、
ど
ち
ら
で
捉
え
る
べ
き
か
難
し
い

選
択
で
す
。
い
ず
れ
に
せ
よ
西
洋
人
、
特

に
イ
ギ
リ
ス
人
に
と
っ
て
、
雨
露
を
し
の

ぐ
方
法
は
帽
子
や
コ
ー
ト
が
一
般
的
で
す
。

雨
傘
も
あ
る
に
は
あ
る
の
で
す
が
、
よ
ほ

ど
激
し
い
雨
の
と
き
し
か
傘
を
開
か
な
い

よ
う
で
す
。

　

ど
ん
な
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
史
に
も
レ
ジ
ェ

ン
ド
と
呼
ば
れ
る
人
物
が
い
る
も
の
で
す
。

イ
ギ
リ
ス
の
雨
傘
で
そ
の
役
割
を
担
っ
た

の
が
ジ
ョ
ナ
ス
・
ハ
ン
ウ
ェ
イ
で
し
た
。

イ
ギ
リ
ス
で
雨
傘
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
の
は
18
世
紀
。
旅
行
家
だ
っ
た
ハ
ン

ウ
ェ
イ
は
外
国
か
ら
、
担
ぐ
よ
う
に
し
て

持
ち
歩
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
ほ
ど
の
、

大
き
な
雨
傘
を
持
ち
帰
り
ま
し
た
。

　

当
時
の
傘
と
い
え
ば
、
主
に
女
性
が
使

う
パ
ラ
ソ
ル
（
日
傘
）
が
主
流
で
し
た
。

男
性
が
傘
を
さ
す
こ
と
自
体
が
珍
し
く
、

大
き
な
傘
を
さ
し
て
ま
ち
を
歩
く
ハ
ン
ウ

ェ
イ
を
見
て
、
お
し
ゃ
れ
な
ア
イ
テ
ム
と

は
思
わ
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。
後
に
現

在
の
よ
う
な
コ
ン
パ
ク
ト
な
形
に
近
い
も

の
が
開
発
さ
れ
、
雨
傘
は
次
第
に
認
知
さ

れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

一
方
、
細
く
巻
き
上
げ
た
傘
は
一
種
の

ス
テ
ー
タ
ス
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
も
見
な
さ

れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
当
時
の
英
国

紳
士
の
肖
像
画
を
見
る
と
、
17
世
紀
以
降
、

彼
ら
が
手
に
持
つ
の
は
サ
ー
ベ
ル
か
ら
乗

馬
鞭
、
ス
テ
ッ
キ
、
そ
し
て
雨
傘
へ
と
移

り
変
わ
っ
て
い
き
ま
す
。
雨
傘
は
畳
ん
で

し
ま
え
ば
細
い
ス
テ
ッ
キ
状
に
な
り
、
あ

る
と
き
は
武
器
に
も
な
り
得
る
。
そ
う
し

た
も
の
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
英
国
紳
士

の
ス
テ
ー
タ
ス
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。

　

こ
う
し
て
イ
ギ
リ
ス
に
高
級
傘
メ
ー
カ

ー
が
創
業
し
て
い
き
ま
す
。
1 

8 

6 

8
年

（
慶
応
4
・
明
治
元
）
に
創
業
し
た
フ
ォ
ッ
ク

ス
社
（
フ
ォ
ッ
ク
ス 

ア
ン
ブ
レ
ラ
ズ
）
も
そ
の

1
つ
で
す
。
フ
ォ
ッ
ク
ス
の
傘
は
畳
ん
だ

と
き
に
美
し
く
な
る
よ
う
に
つ
く
ら
れ
て

い
ま
す
。
イ
ギ
リ
ス
で
は
50
ペ
ン
ス
ほ
ど

で
傘
を
き
れ
い
に
畳
む
こ
と
を
商
売
に
し

て
い
る
人
が
い
る
ほ
ど
、
雨
傘
を
い
か
に

細
く
巻
き
上
げ
る
か
に
価
値
が
あ
り
ま
す
。

　

も
う
1
つ
、
イ
ギ
リ
ス
の
高
級
傘
メ
ー

ロ
ン
ド
ン
は
霧
や
雨
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
け
れ
ど
、
イ
ギ
リ
ス
の
人
た
ち
は
あ
ま
り
傘
を

さ
さ
な
い
と
い
わ
れ
る
。
男
性
の
傘
は
ス
テ
ー
タ
ス
シ
ン
ボ
ル
で
あ
り
、
女
性
の
傘
は
フ

ァ
ッ
シ
ョ
ン
の
側
面
が
強
い
。
日
本
と
イ
ギ
リ
ス
の
対
比
か
ら
垣
間
見
え
る
傘
の
魅
力
に

つ
い
て
、
服
飾
史
家
の
中
野
香
織
さ
ん
に
語
っ
て
い
た
だ
い
た
。

英国の高級ビニール傘「バードケージ」を
使われるエリザベス女王
写真：Press Association/アフロ

雨に寄り添う傘　Interview

フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
と
し
て
の
傘

―
―
イ
ギ
リ
ス
と
の
対
比
か
ら
考
え
る
魅
力
と
は
？

中野 香織 さん
なかの かおり

服飾史家／明治大学国際日本学部特任教授

1962年（昭和 37）生まれ。ファッション史から最新モード
まで、幅広い視野から研究・執筆・レクチャーを行なう。東
京大学大学院総合文化研究科博士課程単位取得。英国ケ
ンブリッジ大学客員研究員などを経て文筆業に。2008年
（平成 20）、明治大学国際日本学部特任教授に就任。『モ
ードとエロスと資本』（集英社 2010）、『ダンディズムの系
譜――男が憧れた男たち』（新潮選書 2009）、『愛される
モード』（中央公論新社 2009）など著書多数。

（注）ブリッグ社

英国傘メーカー「ブリッグ」は鞄メーカーと合併して
「スウェイン・アドニー・ブリッグ」となっている



ファッションとしての傘――イギリスとの対比から考える魅力とは？21

『相合傘　市村亀蔵・中邑喜代三』
男女の相合い傘を描く場合、傘の柄を男性は右手で握
り、女性は左手を添えるのが一般的。2人同時に柄を持
つのが相合い傘、1人だけ持つと差しかけになってしまう
石川豊信 画／ 18世紀中ごろ（岐阜市歴史博物館蔵）

カ
ー
と
し
て
有
名
な
の
が
、
1 

8 

3 

6
年

（
天
保
7
）
創
業
の
ブ
リ
ッ
グ
社
（
注
）
で
す
。

傘
の
先
端
ま
で
1
本
の
木
材
で
つ
く
ら
れ

た
美
し
い
ハ
ン
ド
ル
（
手
元
）
が
特
徴
で
、

そ
の
ハ
ン
ド
ル
に
は
お
酒
を
入
れ
る
フ
ラ

ス
コ
が
仕
込
ま
れ
て
い
る
も
の
も
あ
っ
た

そ
う
で
す
。
そ
ん
な
遊
び
心
が
英
国
紳
士

ら
し
い
で
す
ね
。

英
国
女
王
の

ビ
ニ
ー
ル
傘
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト

　

で
は
、
英
国
淑
女
に
と
っ
て
の
雨
傘
は

ど
う
で
し
ょ
う
か
。
つ
と
に
有
名
な
の
は
、

英
国
女
王
も
使
わ
れ
て
い
る
フ
ル
ト
ン
社

の
高
級
ビ
ニ
ー
ル
傘
「
バ
ー
ド
ケ
ー
ジ
」

で
す
。
鳥
か
ご
と
い
う
意
味
の
と
お
り
、

深
い
ア
ー
チ
型
の
デ
ザ
イ
ン
が
特
徴
で
す
。

　

英
国
女
王
で
あ
る
エ
リ
ザ
ベ
ス
2
世
は

「
ワ
ン
ス
タ
イ
ル
＆
マ
ル
チ
シ
ェ
ー
ド
」

と
い
う
ス
タ
イ
ル
を
貫
い
て
い
ま
す
。
基

本
的
な
シ
ル
エ
ッ
ト
や
組
み
合
わ
せ
は
ほ

ぼ
一
定
だ
け
れ
ど
、
テ
ー
マ
カ
ラ
ー
だ
け

は
常
に
異
な
る
と
い
う
ス
タ
イ
ル
で
す
。

例
え
ば
、
黄
色
で
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
す
る

な
ら
、
ハ
ン
ド
ル
や
オ
ー
ナ
メ
ン
ト
（
装

飾
）
が
黄
色
の
バ
ー
ド
ケ
ー
ジ
を
選
ぶ
わ

け
で
す
。
大
衆
に
ご
自
分
の
姿
を
見
せ
る

た
め
の
ビ
ニ
ー
ル
傘
で
あ
り
、
コ
ー
デ
ィ

ネ
ー
ト
の
色
の
数
だ
け
雨
傘
を
お
も
ち
な

の
で
す
ね
。

　

こ
の
よ
う
に
英
国
紳
士
＆
淑
女
の
雨
傘

は
「
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
」
の
側
面
が
強
い
で

す
が
、
雨
傘
は
ト
ー
タ
ル
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー

ト
で
見
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
と
思
い
ま
す
。

高
級
ス
ー
ツ
に
身
を
包
み
、
高
価
な
靴
を

履
い
て
い
て
も
、
安
価
な
ビ
ニ
ー
ル
傘
を

持
っ
て
い
た
ら
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
で
す
よ
ね
。

　

傘
1
本
に
愛
着
を
も
つ
生
活
は
な
か
な

か
楽
し
い
と
思
い
ま
す
。
な
に
よ
り
、
一

度
よ
い
雨
傘
を
知
っ
て
し
ま
う
と
安
い
傘

に
戻
れ
な
く
な
り
ま
す
。
ハ
ン
ド
ル
が
木

で
で
き
て
い
る
高
級
傘
な
ら
ば
、
ハ
ン
ド

ル
の
経
年
変
化
を
楽
し
む
と
い
う
価
値
さ

え
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
1
本
数
万
円
す
る

フ
ォ
ッ
ク
ス
社
や
ブ
リ
ッ
グ
社
の
高
級
傘
、

も
し
く
は
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
の
た
び
に
変

え
る
バ
ー
ド
ケ
ー
ジ
な
ど
は
安
価
な
ビ
ニ

ー
ル
傘
と
趣
向
の
異
な
る
も
の
で
す
。

　

た
だ
し
、
英
国
紳
士
的
な
価
値
観
に
沿

っ
て
い
え
ば
、
傘
は
贅
沢
品
の
要
素
を
も

っ
て
い
る
と
は
い
え
、
あ
ま
り
に
も
執
着

し
す
ぎ
る
の
は
恥
ず
か
し
い
こ
と
で
す
。

雨
傘
は
な
く
し
た
り
盗
ま
れ
た
り
す
る
こ

と
が
多
い
と
は
い
え
、
肌
身
離
さ
ず
持
ち

歩
く
わ
け
に
も
い
き
ま
せ
ん
。
そ
の
う
え
、

鞄
や
靴
や
帽
子
を
他
人
と
シ
ェ
ア
す
る
こ

と
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
傘
は
他
人
と
の
間

で
貸
し
借
り
す
る
こ
と
が
多
々
あ
り
ま
す
。

つ
ま
り
、
雨
傘
は
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
的
な
要

素
を
も
ち
な
が
ら
も
、
取
り
替
え
可
能
な

道
具
と
し
て
の
要
素
が
強
い
の
だ
と
思
い

ま
す
。

傘
を
魅
力
的
に
す
る

雨
音
と
相
合
い
傘

　

で
は
文
化
的
な
意
味
合
い
で
、
日
本
に

お
け
る
傘
の
魅
力
を
高
め
て
い
く
に
は
、

ど
う
す
れ
ば
い
い
の
で
し
ょ
う
か
。

　

私
な
り
に
考
え
た
答
え
が
、
日
本
特
有

の
「
情
緒
」
で
す
。

　

イ
ギ
リ
ス
で
は
、
パ
ラ
ソ
ル
は
淑
女
の

贅
沢
品
と
し
て
発
達
し
て
き
ま
し
た
が
、

ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
小
道
具
と
し
て
も
使

わ
れ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
ち
ょ
っ
と
気

に
な
る
紳
士
が
い
た
と
し
ま
す
。
し
か
し
、

そ
の
人
を
ま
じ
ま
じ
と
見
る
の
は
、
英
国

淑
女
に
と
っ
て
恥
ず
べ
き
こ
と
。
な
の
で
、

パ
ラ
ソ
ル
を
さ
し
な
が
ら
ち
ら
っ
と
そ
の

男
性
を
見
て
、
目
が
合
っ
た
ら
さ
っ
と
パ

ラ
ソ
ル
で
顔
を
隠
す
―
―
。
一
種
の
「
フ

ラ
ー
テ
ィ
ン
グ
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
す

ね
。
恋
の
駆
け
引
き
と
ま
で
は
い
か
な
い
、

軽
い
戯
れ
の
こ
と
で
す
。

　

私
は
こ
う
し
た
、
ど
こ
か
情
緒
的
と
も

い
え
る
要
素
が
、
傘
の
魅
力
を
よ
り
一
層

引
き
立
て
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

さ
い
わ
い
、
日
本
で
は
雨
や
傘
に
関
す
る

表
現
が
と
て
も
豊
富
で
す
ね
。
例
え
ば

Interview　雨に寄り添う傘

「
相
合
い
傘
」。
イ
ギ
リ
ス
は
階
級
社
会
の

価
値
観
が
色
濃
く
残
っ
て
い
ま
す
の
で
、

紳
士
が
淑
女
に
傘
を
さ
し
か
け
る
こ
と
は

あ
ま
り
あ
り
ま
せ
ん
。
傘
を
さ
し
か
け
る

の
は
執
事
の
役
目
で
す
。
相
合
い
傘
と
い

う
ハ
ッ
ピ
ー
な
表
現
は
、
縦
書
き
文
字
を

も
つ
日
本
特
有
の
文
化
な
ん
で
す
よ
。

　

質
の
い
い
雨
傘
は
、
雨
を
は
じ
く
音
さ

え
も
心
地
よ
い
も
の
で
す
。
相
合
い
傘
の

下
は
自
然
と
特
別
な
空
間
に
な
る
の
で
、

心
地
よ
い
雨
音
を
聞
き
な
が
ら
気
の
あ
る

者
同
士
が
会
話
を
す
れ
ば
、
２
人
の
距
離

は
グ
ッ
と
縮
ま
る
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

　

こ
れ
は
お
そ
ら
く
、
日
本
人
に
し
か
で

き
な
い
フ
ラ
ー
テ
ィ
ン
グ
で
す
。
日
本
の

男
性
は
、
す
ぐ
に
で
も
高
級
な
雨
傘
を
手

に
入
れ
て
、
ぜ
ひ
お
試
し
く
だ
さ
い
。

　
（
2 

0 

1 

5
年
4
月
21
日
取
材
）
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魅
惑
の
フ
ォ
ル
ム
を
つ
く
り
だ
す

ア
ー
ト
と
日
本
の
技
術
力

従
来
の
傘
で
は
あ
り
得
な
い
フ
ォ
ル
ム
の
傘
を
世
に
送

り
出
す
カ
ナ
ダ
人
が
い
る
。
ジ
ョ
ン
・
デ
ィ
チ
ェ
ザ
レ

さ
ん
だ
。
デ
ザ
イ
ン
の
特
徴
は
「
左
右
非
対
称
」
と

「
立
体
感
」。
日
本
の
メ
ー
カ
ー
に
製
品
化
を
頼
ん
で
も

「
こ
の
デ
ザ
イ
ン
で
は
無
理
！
」
と
断
ら
れ
つ
づ
け
た

が
、
高
い
技
術
を
も
つ
京
都
の
洋
傘
職
人
と
出
会
っ
て

道
が
開
け
た
。
外
国
人
か
ら
日
本
の
傘
は
ど
う
見
ら
れ

て
い
る
の
か
、
そ
も
そ
も
な
ぜ
傘
を
日
本
で
つ
く
ろ
う

と
思
っ
た
の
か
？

雨に寄り添う傘　傘人 3

ジョン・ディチェザレ さん

ディチェザレ デザイン株式会社　代表取締役
デザイナー

カナダの美術大学で彫刻を学び、ブロンズ像の工房で働
いた後、2000年（平成 12）に来日。2004年（平成
16）にディチェザレ デザイン株式会社を設立。「パラシェ
ル」「パンプキン」「サクラ」など個性的なフォルムの傘
を生み出している。手にするのは「パンプキン」シリーズ
の男性用雨傘「グランデ」。
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欧
米
の
ア
ー
ト
シ
ー
ン
で

傘
は
重
要
な
モ
チ
ー
フ

　

貝
殻
の
よ
う
な
形
を
し
た
非
対
称
な
デ

ザ
イ
ン
が
目
を
惹
く
「
パ
ラ
シ
ェ
ル
」。

傘
で
は
な
い
よ
う
な
立
体
的
な
フ
ォ
ル
ム

の
「
パ
ン
プ
キ
ン
」。
大
胆
な
切
れ
込
み

を
も
つ
桜
の
花
び
ら
に
似
た
「
サ
ク
ラ
」

…
…
。
カ
ナ
ダ
人
の
ジ
ョ
ン
・
デ
ィ
チ
ェ

ザ
レ
さ
ん
が
生
み
出
す
こ
れ
ら
の
雨
傘
・

日
傘
は
、
1
本
1
万
円
前
後
か
ら
、
デ
ザ

イ
ン
や
素
材
に
よ
っ
て
は
10
万
円
近
い
も

の
も
あ
る
。
決
し
て
安
く
は
な
い
が
、
百

貨
店
や
専
門
店
で
支
持
を
集
め
て
い
る
。

　

私
た
ち
が
思
い
描
く
傘
の
フ
ォ
ル
ム
と

は
一
線
を
画
す
こ
れ
ら
の
デ
ザ
イ
ン
す
べ

て
、
デ
ィ
チ
ェ
ザ
レ
さ
ん
が
考
え
た
も
の

だ
。
カ
ナ
ダ
の
美
術
大
学
で
彫
刻
を
学
び
、

大
学
卒
業
後
に
ブ
ロ
ン
ズ
像
の
工
房
で
働

い
た
あ
と
、
2 

0 

0 

0
年
（
平
成
12
）
に
来

日
す
る
。
日
本
に
来
た
動
機
は
い
く
つ
か

あ
る
が
、
そ
も
そ
も
日
本
文
化
に
興
味
が

あ
っ
た
こ
と
が
大
き
い
。

「
子
ど
も
の
こ
ろ
、
カ
ナ
ダ
で
も
『
宇
宙

戦
艦
ヤ
マ
ト
』
が
放
映
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

小
学
校
が
終
わ
る
と
ヤ
マ
ト
見
た
さ
に
走

っ
て
家
に
帰
る
く
ら
い
大
フ
ァ
ン
で
し

た
」

　

長
じ
て
進
学
し
た
美
術
大
学
で
は
、
日

本
の
歴
史
や
芸
術
を
学
ぶ
こ
と
に
な
る
。

「
日
本
の
ア
ー
ト
は
深
い
ん
で
す
。
大
学

で
は
葛
飾
北
斎
に
つ
い
て
の
講
義
も
あ
り

ま
す
。
私
は
彫
刻
家
を
め
ざ
し
て
い
た
の

で
、
ブ
ロ
ン
ズ
と
通
じ
る
も
の
が
あ
る
日

本
の
仏
像
も
大
好
き
で
し
た
」

　

デ
ィ
チ
ェ
ザ
レ
さ
ん
の
彫
刻
の
モ
チ
ー

フ
の
1
つ
が
傘
だ
っ
た
。
幼
い
こ
ろ
、
祖

母
が
美
し
い
傘
を
1
本
も
っ
て
い
た
こ
と
、

そ
し
て
、
も
の
づ
く
り
に
興
味
を
抱
く
少

年
時
代
に
傘
の
骨
の
構
造
を
飽
き
る
こ
と

な
く
眺
め
て
い
た
こ
と
。
そ
ん
な
記
憶
と

と
も
に
、
傘
は
文
化
的
に
意
味
あ
る
も
の

だ
と
い
う
分
析
も
し
て
い
た
。

「
ピ
エ
ー
ル
＝
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
ル
ノ
ワ

ー
ル
は
『
雨
傘
』
を
描
い
て
い
ま
す
し
、

映
画
『
雨
に
唄
え
ば
』
で
は
ジ
ー
ン
･
ケ

リ
ー
の
傘
を
使
っ
た
ダ
ン
ス
シ
ー
ン
は
有

名
で
す
ね
。
こ
れ
ら
は
ほ
ん
の
一
例
で
、

欧
米
で
は
昔
か
ら
傘
は
ア
ー
ト
の
大
事
な

モ
チ
ー
フ
だ
っ
た
の
で
す
」

　

美
大
生
と
し
て
創
作
活
動
に
没
頭
す
る

う
ち
に
「
貝
殻
の
形
を
し
た
日
傘
」
の
ア

イ
デ
ィ
ア
が
浮
か
ぶ
。「
開
い
た
傘
を
上
か

ら
見
る
と
ど
れ
も
丸
く
て
均
一
的
な
の
で

つ
ま
ら
な
い
」
と
い
う
発
想
か
ら
生
ま
れ

た
も
の
で
、
の
ち
の
「
パ
ラ
シ
ェ
ル
」
に

つ
な
が
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
少
し
先
の
話
。

こ
の
と
き
は
あ
く
ま
で
も
彫
刻
の
た
め
の

デ
ッ
サ
ン
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。

日
本
で
目
の
当
た
り
に
し
た

た
く
さ
ん
の
カ
ラ
フ
ル
な
傘

　

ブ
ロ
ン
ズ
像
の
生
産
プ
ロ
セ
ス
を
学
ん

だ
デ
ィ
チ
ェ
ザ
レ
さ
ん
は
工
房
を
辞
め
た

の
ち
、
京
都
に
住
む
友
人
の
カ
ナ
ダ
人
写

真
家
を
頼
っ
て
日
本
に
来
た
。

　

来
日
当
初
は
「
日
本
の
文
化
を
見
た
く

て
う
ろ
う
ろ
し
て
い
た
」
と
笑
う
デ
ィ
チ

ェ
ザ
レ
さ
ん
は
、
カ
ナ
ダ
で
は
見
た
こ
と

が
な
い
光
景
を
目
の
当
た
り
に
す
る
。

「
日
本
映
画
で
日
本
人
が
傘
を
さ
す
シ
ー

ン
を
見
ま
し
た
が
、
日
本
に
来
た
ら
ほ
ん

と
う
に
た
く
さ
ん
の
人
た
ち
が
色
と
り
ど

り
の
傘
を
さ
し
て
歩
い
て
い
る
。『
わ
あ
、

す
ご
い
！
』
と
感
激
し
ま
し
た
ね
」

　

カ
ナ
ダ
の
年
間
降
水
量
は
決
し
て
少
な

く
な
い
が
、
日
本
人
ほ
ど
雨
傘
を
さ
さ
な

い
。
国
土
は
日
本
の
約
27
倍
な
の
に
、
人

口
は
約
3
分
の
1
（
約
3 

5 

0 

0
万
人
）
の

カ
ナ
ダ
は
ク
ル
マ
社
会
だ
か
ら
だ
。

「
傘
を
さ
し
て
歩
く
習
慣
が
あ
り
ま
せ
ん
。

梅
雨
も
な
い
し
、
雨
よ
り
雪
が
す
ご
い
の

で
、
傘
を
使
う
機
会
が
少
な
い
の
で
す
」

　

傘
の
専
門
店
は
片
手
で
足
り
る
ほ
ど
だ

し
、
売
っ
て
い
る
の
は
黒
や
紺
色
の
地
味

な
傘
ば
か
り
。
折
り
畳
み
傘
も
あ
る
に
は

あ
る
が
、
種
類
は
き
わ
め
て
少
な
い
。

「
日
本
の
傘
は
い
ろ
い
ろ
な
形
が
あ
り
ま

す
し
、
素
材
、
デ
ザ
イ
ン
、
手
元
も
豊
富

で
す
。
要
因
の
1
つ
に
日
本
の
都
市
部
で

は
『
歩
く
こ
と
』
が
多
い
か
ら
だ
と
思
う
。

日
本
の
豊
か
な
傘
文
化
は
、
歩
く
こ
と
を

想
定
し
た
ア
ー
バ
ン
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
と
関

係
が
深
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
」

　

た
し
か
に
日
本
人
は
昔
か
ら
歩
い
て
ど

こ
に
で
も
行
っ
た
。
江
戸
時
代
は
、
巡
礼

修
行
以
外
の
旅
は
禁
じ
ら
れ
て
い
た
の
で
、

『雨傘』
印象派の巨匠・ルノワールが4年もの歳月をかけて描い
た大作。雨傘が一般的に出回りはじめたころに描いたと
いわれている。ピエール＝オーギュスト・ルノワール（1841-1919
／フランス )　提供：Bridgeman Images/アフロ
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寺
社
詣
で
や
霊
山
信
仰
を
理
由
に
多
く
の

人
た
ち
が
笠
や
傘
を
手
に
旅
し
て
い
た
。

「
日
本
は
電
車
が
た
く
さ
ん
走
っ
て
い
て
、

ど
こ
に
行
く
に
も
ス
ム
ー
ズ
で
す
ね
。
そ

れ
に
都
会
の
喧
噪
の
な
か
で
は
、
傘
を
さ

す
こ
と
で
自
分
だ
け
の
ス
ペ
ー
ス
が
生
ま

れ
ま
す
。
傘
に
は
そ
う
い
う
価
値
も
あ
る

ん
で
す
よ
」

1
年
間
で
た
っ
た
の
6
本
!?

「
パ
ラ
シ
ェ
ル
」
の
苦
し
い
船
出

　

日
本
に
来
て
傘
の
多
さ
、
多
彩
さ
に
驚

い
た
デ
ィ
チ
ェ
ザ
レ
さ
ん
。
自
身
の
ア
イ

デ
ィ
ア
「
パ
ラ
シ
ェ
ル
」
を
商
品
化
し
よ

う
と
考
え
た
の
は
自
然
な
成
り
行
き
と
い

え
る
。
し
か
し
、
事
は
そ
う
簡
単
で
は
な

か
っ
た
。

　

ま
ず
は
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
（
試
作
品
）
を
つ

く
っ
て
も
ら
お
う
と
傘
メ
ー
カ
ー
に
掛
け

合
っ
た
も
の
の
「
こ
の
デ
ザ
イ
ン
は
つ
く

れ
な
い
」
と
断
ら
れ
て
し
ま
う
。「
ダ
メ
、

ダ
メ
、
ダ
メ
の
連
続
で
し
た
。
日
本
の
傘

メ
ー
カ
ー
の
ほ
と
ん
ど
に
断
ら
れ
ま
し
た

か
ら
」
と
苦
笑
す
る
。
日
本
な
ら
自
分
の

デ
ザ
イ
ン
し
た
、
普
通
じ
ゃ
な
い
傘
を
つ

く
っ
て
も
ら
え
る
に
違
い
な
い
と
思
っ
て

い
た
の
で
落
胆
も
大
き
か
っ
た
。

　

し
か
し
、
あ
る
メ
ー
カ
ー
の
仲
立
ち
で

頼
も
し
い
パ
ー
ト
ナ
ー
に
巡
り
合
う
。
そ

れ
が
今
も
同
社
の
傘
づ
く
り
を
支
え
る
京

都
の
洋
傘
職
人
、
東
田
稔
さ
ん
と
河
野
敏

正
さ
ん
。
と
も
に
50
年
以
上
の
キ
ャ
リ
ア

を
誇
る
ベ
テ
ラ
ン
だ
。

　

パ
ラ
シ
ェ
ル
の
商
品
化
が
難
し
か
っ
た

理
由
は
非
対
称
な
形
に
あ
っ
た
。
傘
に
は

「
小
間
」
と
呼
ば
れ
る
部
位
が
あ
る
。
分

割
さ
れ
た
状
態
の
、
三
角
形
の
生
地
の
こ

と
だ
が
、
普
通
の
傘
な
ら
小
間
の
形
や
大

き
さ
は
ど
れ
も
同
じ
な
の
で
、
基
本
的
に

は
均
一
の
縫
い
方
で
よ
い
。
し
か
し
非
対

称
な
パ
ラ
シ
ェ
ル
は
小
間
の
形
が
そ
れ
ぞ

れ
異
な
る
た
め
、
縫
い
方
を
変
え
な
く
て

は
い
け
な
い
。
熟
練
の
技
が
あ
っ
て
こ
そ

初
め
て
商
品
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
限
定

生
産
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

「
ス
タ
ー
ト
し
た
年
、
パ
ラ
シ
ェ
ル
は
6

本
し
か
つ
く
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
だ
か
ら

初
年
度
の
販
売
本
数
は
た
っ
た
6
本
で
す
。

こ
の
先
や
っ
て
い
け
る
か
ど
う
か
も
わ
か

ら
な
か
っ
た
で
す
ね
」

　

笑
い
な
が
ら
話
す
が
、
当
時
は
笑
い
事

で
は
な
か
っ
た
は
ず
だ
。
た
だ
し
、
ブ
ロ

ン
ズ
像
の
工
房
で
生
産
モ
デ
ル
を
学
ん
だ

こ
と
が
活
き
た
。
パ
ラ
シ
ェ
ル
以
外
に
も

プ
ロ
ト
タ
イ
プ
を
つ
く
り
、
反
応
が
よ
け

れ
ば
本
数
限
定
で
売
り
場
に
置
い
て
も
ら

い
広
げ
て
い
く
、
と
い
う
青
写
真
は
描
け

て
い
た
。
そ
こ
で
他
の
メ
ー
カ
ー
の
仕
事

で
忙
し
い
東
田
さ
ん
と
河
野
さ
ん
に
頼
み

貝殻をモチーフとした斬新なフォルムの日傘「パラシェル」。さし方のポイント
は、中棒を肩に乗せ、手元を握ること。帽子をかぶるような感覚で使う。上の
写真 3点は、畳み方を説明するディチェザレさん
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込
ん
で
「
パ
ン
プ
キ
ン
」
と
「
サ
ク
ラ
」

の
試
作
品
お
よ
び
生
産
モ
デ
ル
を
つ
く
っ

て
も
ら
い
、
売
り
込
み
に
歩
く
。

　

幸
い
売
り
場
で
の
反
応
は
上
々
だ
っ
た
。

「
初
め
て
パ
ラ
シ
ェ
ル
を
見
た
お
客
さ
ま

は
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
る
よ
う
で
す
。『
ど
う

や
っ
て
開
く
の
？
』
と
か
『
こ
れ
傘
な

の
？
』
と
笑
わ
れ
ま
し
た
が
、
そ
う
い
う

反
応
が
バ
イ
ヤ
ー
さ
ん
に
喜
ば
れ
ま
し

た
」

　

パ
ラ
シ
ェ
ル
、
パ
ン
プ
キ
ン
、
サ
ク
ラ

の
生
産
･
販
売
に
目
途
が
立
ち
、
デ
ィ
チ

ェ
ザ
レ
さ
ん
は
法
人
化
す
る
。
来
日
し
て

5
年
目
の
2 

0 

0 

4
年
（
平
成
16
）
だ
っ
た
。

伝
統
と
技
術
を
併
せ
も
つ

日
本
の
傘
は
文
化
そ
の
も
の

　

今
、
デ
ィ
チ
ェ
ザ
レ
さ
ん
に
は
気
が
か

り
な
こ
と
が
あ
る
。
来
日
し
た
と
き
に
比

べ
て
、
日
本
全
体
が
フ
ァ
ス
ト
フ
ァ
ッ
シ

ョ
ン
化
し
て
い
る
こ
と
だ
。

「
来
日
し
た
こ
ろ
、
例
え
ば
洋
服
で
も
ミ

ド
ル
レ
ン
ジ
の
ブ
ラ
ン
ド
が
今
よ
り
た
く

さ
ん
あ
り
ま
し
た
。
ど
ん
ど
ん
失
わ
れ
て

い
く
の
が
と
て
も
残
念
で
す
」

　

嘆
い
て
い
る
の
は
傘
だ
け
で
は
な
い
。

外
国
か
ら
見
る
と
一
種
独
特
な
日
本
の
も

の
づ
く
り
。
そ
れ
が
消
え
て
し
ま
う
の
で

は
な
い
か
と
心
配
し
て
い
る
の
だ
。

「
日
本
の
デ
ザ
イ
ン
、
ア
ー
ト
、
そ
し
て

エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
。
い
ず
れ
も
感
性
に

富
ん
で
い
て
実
に
繊
細
で
す
。
傘
も
同
様

で
、
ア
イ
テ
ム
数
や
色
、
柄
、
骨
構
造
な

ど
の
多
彩
さ
は
圧
倒
的
で
す
」

　

日
本
の
傘
メ
ー
カ
ー
で
輸
出
に
力
を
入

れ
て
い
る
会
社
は
ほ
と
ん
ど
な
い
が
、
デ

ィ
チ
ェ
ザ
レ
さ
ん
の
目
に
は
、
海
外
の
傘

メ
ー
カ
ー
の
多
く
が
骨
構
造
や
製
法
で
日

本
の
傘
を
「
手
本
」
に
し
て
い
る
と
映
る
。

「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
日
本
で
は
雨
の
質
が
違

い
ま
す
。
イ
ギ
リ
ス
は
霧
の
よ
う
な
細
か

い
雨
。
日
本
は
か
な
り
の
量
の
雨
が
、
し

か
も
長
時
間
降
り
つ
づ
き
ま
す
。
で
す
か

ら
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
傘
を
そ
の
ま
ま
日
本

で
使
お
う
と
す
る
と
、
ス
テ
ッ
チ
な
ど
が

耐
え
ら
れ
ず
雨
漏
り
し
て
し
ま
う
。
特
に

梅
雨
に
は
弱
い
よ
う
で
す
」

　

日
本
人
が
暮
ら
し
の
た
め
に
導
入
し
た

洋
傘
が
、
逆
に
欧
米
か
ら
注
目
さ
れ
て
い

る
と
は
…
…
。
青
梅
和
傘
の
職
人
に
和
傘

の
ろ
く
ろ
を
も
ら
っ
た
デ
ィ
チ
ェ
ザ
レ
さ

ん
は
、
自
分
で
も
ろ
く
ろ
を
つ
く
ろ
う
と

し
た
が
、
つ
い
に
再
現
で
き
な
か
っ
た
。

「
あ
れ
こ
そ
日
本
の
文
化
で
す
。
も
の
す

ご
い
技
術
力
で
す
ね
。
和
傘
と
い
う
伝
統

が
あ
り
、
海
外
に
ま
ね
さ
れ
る
洋
傘
の
技

術
も
あ
る
。
日
本
の
傘
は
や
は
り
文
化
な

の
で
す
」

　

た
だ
し
、
職
人
が
減
っ
て
い
る
現
状
も

傘人 3　雨に寄り添う傘

1～3はディチェザレさんが生み出した「パンプキン」シリーズ。コロンとした丸みのあるフォルムが特徴的だ。
1・2 女性用雨傘「リズム」　3 コンパクトサイズの日傘「カボチャ」

あ
る
。

「
自
分
の
ス
タ
イ
ル
に
合
っ
た
、
質
の
よ

い
素
敵
な
傘
を
も
つ
こ
と
で
す
。
そ
う
す

れ
ば
、
そ
れ
を
つ
く
っ
て
い
る
職
人
さ
ん

た
ち
を
支
え
ら
れ
る
は
ず
で
す
」

　

傘
は
自
分
ら
し
さ
を
演
出
す
る
フ
ァ
ッ

シ
ョ
ン
、
あ
る
い
は
ア
ク
セ
サ
リ
ー
だ
と

考
え
て
い
る
デ
ィ
チ
ェ
ザ
レ
さ
ん
。
洋
服

の
よ
う
に
傘
も
着
替
え
れ
ば
、
今
よ
り
き

っ
と
雨
の
日
が
楽
し
く
な
る
。

　
（
2 

0 

1 

5
年
4
月
29
日
取
材
）

桜の花をイメージさせる日傘「サクラ」

1 2 3
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世
間
を
驚
か
せ
た

5 

0 

0
円
の
折
り
畳
み
傘

　

2 

0 

1 

4
年
（
平
成
26
）
春
、
東
京
・
自

由
が
丘
に
世
界
で
も
珍
し
い
傘
の
大
型
専

門
店
「C

ool M
agic SH

U

’S

（
ク
ー
ル
・

マ
ジ
ッ
ク
・
シ
ュ
ー
ズ
）」
が
オ
ー
プ
ン
し
た
。

ガ
ラ
ス
張
り
の
4
階
建
て
の
ビ
ル
は
、
全

体
が
巨
大
な
シ
ョ
ー
ケ
ー
ス
の
よ
う
な
つ

く
り
で
、
お
よ
そ
1
万
本
も
の
傘
が
所
狭

し
と
デ
ィ
ス
プ
レ
ー
さ
れ
て
い
る
。
取
材

し
た
日
、
外
は
日
差
し
が
ま
ぶ
し
い
ほ
ど

の
晴
天
だ
っ
た
が
、
店
内
に
客
が
途
切
れ

る
こ
と
は
な
く
、
思
い
思
い
に
お
気
に
入

り
の
傘
を
選
ん
で
い
た
。

　

こ
の
シ
ョ
ッ
プ
を
運
営
す
る
の
は
、
洋

傘
メ
ー
カ
ー
の
株
式
会
社
シ
ュ
ー
ズ
セ
レ

ク
シ
ョ
ン
。
社
名
の
「
シ
ュ
ー
ズ
」
は
靴

で
は
な
く
、
創
業
社
長
・
林
秀
信
さ
ん
の

「
秀
」
の
字
を
音
読
み
し
た
も
の
だ
。

「W
ater front

（
ウ
ォ
ー
タ
ー
フ
ロ
ン
ト
）」
と

い
う
同
社
の
ブ
ラ
ン
ド
が
広
く
世
間
に
知

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
2 

0 

0 
0

年
（
平
成
12
）
に
発
売
を
開
始
し
た
「
ス
ー

パ
ー
バ
リ
ュ
ー
5 

0 

0
」
シ
リ
ー
ズ
が
き

っ
か
け
だ
っ
た
。
定
価
5 

0 

0
円
の
コ
ン

パ
ク
ト
で
カ
ラ
フ
ル
な
折
り
畳
み
傘
は
、

ハ
イ
ブ
ラ
ン
ド
の
高
級
傘
と
使
い
捨
て
の

ビ
ニ
ー
ル
傘
に
二
極
化
し
て
い
た
傘
市
場

に
新
風
を
吹
き
込
ん
だ
。
以
来
、「
良
い
商

品
を
低
価
格
で
」
を
信
条
に
、
さ
ま
ざ
ま

な
機
能
、
デ
ザ
イ
ン
の
傘
を
開
発
し
、
現

ど
こ
ま
で
も
理
想
の

傘
を
追
い
求
め
て

都
内
に
1
万
本
も
の
傘
を
展
示
す
る
専
門
店
が
あ
る
。
そ
の
運
営
元
で
あ
る
洋
傘
メ

ー
カ
ー
を
立
ち
上
げ
た
林
秀
信
さ
ん
は
、
番
傘
職
人
の
仕
事
を
飽
く
こ
と
な
く
見
つ

め
た
子
ど
も
時
代
の
夢
を
か
な
え
よ
う
と
、
不
惑
を
迎
え
て
か
ら
傘
業
界
に
飛
び
込

ん
だ
。「
丈
夫
な
傘
を
つ
く
っ
て
ほ
し
い
」
と
富
山
県
で
言
わ
れ
「
ご
当
地
傘
」
の
開

発
に
も
取
り
組
む
。
も
っ
と
楽
し
く
、
も
っ
と
便
利
に
、
も
っ
と
多
く
の
人
に
―
―

そ
ん
な
思
い
で
今
日
も
傘
を
つ
く
り
つ
づ
け
て
い
る
。

雨に寄り添う傘　傘人 4

林 秀信 さん
はやし ひでのぶ

株式会社シューズセレクション 
代表取締役社長

1946年（昭和21）長崎県生まれ。
上京後、飲食店経営などを経て、
洋傘の研究開発に取り組む。1986
年（昭和61）に株式会社シューズ
セレクションを設立。名刺に「年中
無休」と記載しているくらい、常に
傘の新しいアイディアを考えている。

2

1
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ま
さ
え
あ
れ
ば
近
所
の
番
傘
職
人
の
家
に

上
が
り
込
み
、
傘
づ
く
り
の
様
子
を
飽
き

る
こ
と
な
く
眺
め
て
い
た
と
い
う
。

「
当
時
は
、
年
2
回
の
お
祭
り
で
し
か
買

え
な
い
く
ら
い
傘
は
貴
重
品
で
、
1
本
の

傘
を
家
族
で
何
年
も
大
切
に
使
う
の
が
あ

た
り
ま
え
で
し
た
。
そ
ん
な
貴
重
な
品
へ

の
憧
れ
も
あ
り
、
手
作
業
で
つ
く
ら
れ
る

傘
の
圧
倒
的
な
美
し
さ
に
、
す
っ
か
り
魅

了
さ
れ
た
の
で
す
。
で
も
、
ま
さ
か
そ
れ

が
自
分
の
仕
事
に
な
る
と
は
考
え
て
い
ま

せ
ん
で
し
た
」

　

10
代
で
上
京
し
、
東
洋
医
学
を
勉
強
し

て
治
療
院
を
開
い
た
。
す
る
と
腕
が
い
い

と
評
判
に
な
り
、
瞬
く
間
に
大
繁
盛
。
次

に
飲
食
店
事
業
へ
と
進
出
し
、
そ
こ
で
も

順
調
に
業
績
を
伸
ば
し
て
い
っ
た
。
他
人

か
ら
見
れ
ば
う
ら
や
ま
し
い
話
だ
が
、
林

さ
ん
の
胸
中
は
複
雑
だ
っ
た
。

「
ビ
ジ
ネ
ス
と
し
て
は
成
功
だ
っ
た
の
で

す
が
、
ず
っ
と
何
か
が
違
う
と
感
じ
て
い

ま
し
た
。
私
は
、
ほ
ん
と
う
は
〈
も
の
づ

く
り
〉
が
し
た
か
っ
た
。
そ
の
と
き
、
子

ど
も
の
こ
ろ
か
ら
好
き
だ
っ
た
傘
を
思
い

出
し
た
の
で
す
。
よ
し
、
傘
を
つ
く
ろ
う
。

そ
う
考
え
た
途
端
、
迷
い
が
な
く
な
り
ま

し
た
」

　

い
く
つ
も
の
こ
と
を
器
用
に
で
き
な
い

と
い
う
林
さ
ん
は
、
そ
れ
ま
で
の
事
業
を

す
べ
て
手
放
し
、
傘
づ
く
り
に
全
精
力
を

傾
け
た
。
と
は
い
っ
て
も
、
傘
づ
く
り
の

知
識
も
ノ
ウ
ハ
ウ
も
な
い
ゼ
ロ
か
ら
の
ス

タ
ー
ト
だ
。
ま
ず
は
、
傘
の
産
地
で
有
名

な
茨
城
県
の
古
河
市
に
縫
製
工
場
を
建
て

て
、
職
人
を
集
め
た
。
同
時
に
、
傘
専
用

の
ミ
シ
ン
を
事
務
所
に
置
き
、
職
人
を
招

い
て
傘
の
つ
く
り
方
を
必
死
に
学
び
、
技

術
を
身
に
付
け
よ
う
と
し
た
。

「
最
初
は
得
意
に
な
っ
て
、
自
分
で
試
作

し
た
傘
を
持
っ
て
営
業
に
行
っ
て
い
た
の

で
す
が
、
や
は
り
仕
上
が
り
が
ど
こ
か
不

格
好
で
…
…
。
こ
れ
で
は
売
れ
る
も
の
も

売
れ
や
し
な
い
。
も
の
づ
く
り
と
言
っ
て

も
、
自
分
は
傘
の
ア
イ
デ
ィ
ア
を
考
え
る

こ
と
に
注
力
し
た
方
が
効
果
的
だ
と
気
づ

き
ま
し
た
」

傘
へ
の
隠
れ
た
ニ
ー
ズ
は

暮
ら
し
の
な
か
に
あ
る

　

異
業
種
か
ら
傘
の
世
界
に
参
入
し
た
林

さ
ん
は
、
独
自
の
視
点
か
ら
次
々
と
オ
リ

ジ
ナ
ル
製
品
を
開
発
し
た
。
例
え
ば
骨
が

24
本
あ
る
傘
。
番
傘
を
ヒ
ン
ト
に
、
軽
量

化
を
工
夫
し
た
と
こ
ろ
、
風
に
強
く
美
し

い
傘
と
し
て
話
題
に
な
っ
た
。「
洋
傘
は
骨

が
8
本
」
と
い
う
業
界
の
常
識
に
と
ら
わ

れ
な
い
発
想
か
ら
生
ま
れ
た
製
品
だ
。

　

2 

0 

0 

3
年
（
平
成
15
）
に
発
表
し
た

「
ポ
ケ
フ
ラ
ッ
ト
」
は
薄
型
の
折
り
畳
み

在
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
商
品
は
5 

0 

0
ア
イ

テ
ム
を
超
え
る
。
驚
く
こ
と
に
、
そ
れ
ら

す
べ
て
の
傘
は
、
林
さ
ん
の
ア
イ
デ
ィ
ア

を
も
と
に
つ
く
ら
れ
て
い
る
。

　

田
園
調
布
に
あ
る
瀟し

ょ
う
し
ゃ洒

な
ゲ
ス
ト
ハ
ウ

ス
兼
シ
ョ
ー
ル
ー
ム
を
訪
ね
る
と
、
林
さ

ん
が
自
ら
出
迎
え
て
く
れ
た
。

「
こ
こ
は
、
傘
の
た
め
に
建
て
た
家
な
ん

で
す
。
窓
ガ
ラ
ス
は
四
重
に
な
っ
て
い
て
、

室
内
の
温
度
や
湿
度
も
一
定
に
保
て
ま
す
。

理
想
的
な
環
境
で
し
ょ
う
？ 

贅
沢
か
も

し
れ
ま
せ
ん
が
、
傘
が
そ
れ
く
ら
い
大
切

に
さ
れ
る
場
所
が
あ
っ
て
も
い
い
と
思
う

の
で
す
」
と
林
さ
ん
は
言
う
。

　

シ
ョ
ー
ル
ー
ム
に
並
ぶ
傘
を
一
つ
ひ
と

つ
手
に
と
り
、
そ
の
特
長
や
開
発
秘
話
を

熱
心
に
語
る
姿
か
ら
は
、
自
身
が
開
発
し

た
傘
へ
の
深
い
愛
情
が
感
じ
ら
れ
た
。

た
だ
傘
が
好
き
だ
っ
た

そ
れ
が
原
動
力

　

林
さ
ん
は
、
傘
好
き
が
高
じ
て
、
40
歳

に
な
っ
て
初
め
て
こ
の
業
界
に
飛
び
込
ん

だ
と
い
う
ユ
ニ
ー
ク
な
経
歴
の
持
ち
主
だ
。

長
崎
に
暮
ら
し
て
い
た
子
ど
も
時
代
、
ひ

1 ご当地傘の１つである「桜島ファイヤー」。火山灰を避けるために、
首から上を覆うキャップ型のフォルム
2 東京・自由が丘にある「Cool Magic SHU’S（クール・マジック・
シューズ）」。約１万本の傘が展示されている様は圧巻

東急東横線・目黒線「田園調布駅」のそばにある迎賓館「御秀（ぎょしゅう）」。1棟丸ご
と、傘のためだけの「家」だ。1Fのゲストハウスから赤いカーペット敷きの階段を地下へ降
りるとショールームになっている。中庭には「水がなければ乾いてしまう」と傘用のプールも
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に
は
品
番
ま
で
指
定
す
る
外
国
人
観
光
客

も
い
る
。
特
に
成
田
国
際
空
港
の
売
店
に

お
け
る
販
売
本
数
は
相
当
な
も
の
。

「
自
分
の
傘
が
広
く
認
め
ら
れ
る
と
い
う

の
は
、
や
っ
ぱ
り
う
れ
し
い
で
す
ね
。
実

際
、
日
本
の
傘
文
化
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
な
ど

と
比
べ
て
も
、
と
て
も
豊
か
に
な
っ
て
き

て
い
る
と
思
い
ま
す
。
で
も
私
は
、
も
っ

と
も
っ
と
傘
を
日
常
生
活
に
取
り
入
れ
て

楽
し
む
よ
う
に
な
っ
て
ほ
し
い
で
す
ね
」

　

そ
の
た
め
に
は
、
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
と
同

じ
よ
う
に
、
新
し
い
魅
力
的
な
傘
を
次
々

と
つ
く
り
出
す
こ
と
が
大
事
だ
と
い
う
。

「
い
つ
も
新
鮮
な
驚
き
が
あ
っ
て
、
選
ぶ

の
が
楽
し
け
れ
ば
、
す
で
に
傘
を
も
っ
て

い
る
人
で
も
、
ま
た
1
本
、
さ
ら
に
1
本

と
買
っ
て
く
れ
る
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
手

に
入
れ
や
す
い
価
格
帯
を
維
持
す
る
の
も

と
て
も
重
要
な
ん
で
す
」

　

頭
の
な
か
に
は
傘
の
ア
イ
デ
ィ
ア
が
あ

ふ
れ
て
い
て
、
時
間
が
い
く
ら
あ
っ
て
も

足
り
な
い
。
そ
の
究
極
の
目
標
は
、「
人
類

を
傘
か
ら
解
放
す
る
こ
と
」
だ
そ
う
だ
。

「
天
気
予
報
を
見
て
、
今
日
は
雨
が
降
る

の
か
、
傘
を
持
っ
て
い
く
べ
き
な
の
か
を

毎
日
悩
む
の
は
煩
わ
し
い
も
の
。
だ
か
ら

私
は
、
常
に
携
帯
で
き
る
万
年
筆
サ
イ
ズ

の
傘
を
つ
く
り
た
い
の
で
す
。
そ
う
す
れ

ば
、
急
な
雨
に
遭
遇
し
て
も
、
傘
を
持
っ

て
な
く
て
悔
し
い
思
い
を
す
る
人
が
い
な

く
な
り
ま
す
。
決
し
て
夢
物
語
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
私
が
生
き
て
い
る
う
ち
に
、
必

ず
完
成
し
て
み
せ
ま
す
よ
」

　

林
さ
ん
の
話
を
聞
い
て
い
る
と
、
傘
の

進
化
が
楽
し
み
に
な
っ
て
く
る
。
次
は
ど

ん
な
傘
を
生
み
出
し
て
、
私
た
ち
を
驚
か

せ
て
く
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
（
2 

0 

1    

5
年
4
月
24
日
取
材
）

傘
で
、
今
も
同
社
の
い
ち
ば
ん
の
売
れ
筋

と
な
っ
て
い
る
。
ポ
ケ
ッ
ト
や
カ
バ
ン
に

す
っ
き
り
収
ま
る
傘
が
つ
く
れ
な
い
か
と

考
え
、
扇
子
の
構
造
か
ら
、
骨
を
斜
め
に

重
ね
て
平
た
く
畳
む
こ
と
を
思
い
つ
い
た
。

「
生
ま
れ
て
初
め
て
、
天
才
と
言
わ
れ
ま

し
た
」
と
林
さ
ん
は
笑
う
。

　

日
常
の
ち
ょ
っ
と
し
た
気
づ
き
か
ら
、

「
こ
ん
な
傘
が
あ
っ
た
ら
い
い
」
と
思
い

つ
く
と
、
そ
れ
を
形
に
せ
ず
に
は
い
ら
れ

な
い
。
カ
バ
ン
が
濡
れ
な
い
よ
う
に
傘
の

片
側
を
広
く
し
た
傘
、
ワ
ン
タ
ッ
チ
で
閉

じ
ら
れ
る
折
り
畳
み
傘
、
男
性
が
ス
マ
ー

ト
に
使
え
る
よ
う
デ
ザ
イ
ン
し
た
男
ら
し

い
日
傘
な
ど
、
林
さ
ん
が
つ
く
る
傘
は
ど

れ
も
着
眼
点
が
ユ
ニ
ー
ク
だ
が
、
た
し
か

に
必
要
と
す
る
人
が
い
る
も
の
ば
か
り
だ
。

　

地
方
に
行
け
ば
、
そ
こ
に
暮
ら
す
人
々

の
声
に
耳
を
傾
け
、
新
し
い
傘
の
ヒ
ン
ト

を
探
す
。
例
え
ば
富
山
で
は
、「
強
風
や
雪

の
重
み
で
、
傘
が
す
ぐ
ダ
メ
に
な
る
」
と

嘆
く
声
を
聞
い
た
。
そ
こ
で
、
し
な
や
か

で
丈
夫
な
F
R
P
製
（
注
）
の
傘
骨
を
使

っ
て
強
度
を
上
げ
、
な
お
か
つ
軽
く
、
見

た
目
も
す
っ
き
り
と
ハ
ン
サ
ム
な
傘
「
富

山
サ
ン
ダ
ー
」
を
開
発
し
た
。

　

桜
島
の
火
山
灰
に
困
っ
て
い
る
鹿
児
島

の
人
々
の
た
め
に
は
、「
桜
島
フ
ァ
イ
ヤ

ー
」
を
つ
く
っ
た
。
肩
ま
で
覆
う
キ
ャ
ッ

プ
型
の
ビ
ニ
ー
ル
傘
で
、
風
に
舞
う
火
山

灰
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
。
小
学
生
の
ラ

ン
ド
セ
ル
も
す
っ
ぽ
り
入
り
、
視
界
を
妨

げ
な
い
の
で
安
全
性
も
高
い
。
こ
う
し
た

ご
当
地
傘
は
、
地
元
の
人
は
も
ち
ろ
ん
、

そ
の
機
能
性
を
評
価
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
人

が
購
入
し
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
に
も
、
海

辺
の
強
い
紫
外
線
を
シ
ル
バ
ー
コ
ー
テ
ィ

ン
グ
で
99
％
カ
ッ
ト
す
る
「
湘
南
ス
ー
パ

ー
テ
ト
ラ
ジ
ャ
ン
プ
」
な
ど
、
遊
び
心
あ

ふ
れ
る
ご
当
地
傘
も
次
々
と
発
表
。
地
方

に
よ
っ
て
気
候
や
環
境
が
異
な
る
よ
う
に
、

そ
の
土
地
な
ら
で
は
の
特
徴
を
も
つ
個
性

的
な
ご
当
地
傘
が
、
全
国
各
地
に
誕
生
す

る
の
も
お
も
し
ろ
い
か
も
し
れ
な
い
。

も
っ
と
楽
し
く
、

も
っ
と
魅
力
的
な
傘
を

　

林
さ
ん
が
傘
づ
く
り
で
こ
だ
わ
る
の
は
、

バ
ラ
ン
ス
と
美
し
さ
だ
。
バ
ラ
ン
ス
の
い

い
傘
は
、
優
れ
た
建
築
物
と
同
じ
よ
う
に
、

見
る
者
の
目
に
心
地
よ
い
。
さ
ら
に
、
女

性
用
の
傘
は
上
品
な
貴
婦
人
の
よ
う
な
た

た
ず
ま
い
で
、
男
性
用
の
傘
は
力
強
く
ク

ー
ル
な
男
前
で
あ
る
こ
と
が
理
想
と
い
う
。

「
自
分
の
つ
く
り
た
い
傘
を
つ
く
る
こ

と
」
が
最
優
先
な
の
で
、
世
界
進
出
に
は

興
味
が
な
い
と
言
う
が
、
林
さ
ん
の
傘
は

海
外
で
も
人
気
。
日
本
か
ら
大
量
に
お
土

産
と
し
て
買
っ
て
帰
る
人
も
多
い
。
な
か

傘人 4　雨に寄り添う傘

（注）FRP製

FRPとは Fiber Reinforced Plasticsの略称で、
繊維強化プラスチックを指す。ガラス繊維などをプラ
スチックに混ぜて強度を向上させた複合材料。

迎賓館「御秀」地下 1階のショールームで、お気に入り
の傘を手にする林さん
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「
傘
の
下
の
空
間
」
と
「
雨
に
対
す
る
感
性
」

福
井
洋
傘
・
橋
本
肇
さ
ん
、

岐
阜
市
歴
史
博
物
館
・
大
塚
清
史
さ
ん
の
、

傘
に
対
す
る
眼
差
し
を
紹
介
す
る
。

嫁
入
り
道
具
の
傘
に

込
め
ら
れ
た
思
い

「
相
合
い
傘
」
は
日
本
独
自
の
文
化
と
い
わ
れ
ま
す

が
、
基
本
は
蛇
の
目
傘
で
す
る
も
の
で
す
。
蛇
の
目

傘
は
ハ
ジ
キ
を
2
カ
所
に
付
け
る
こ
と
で
、
開
き
加

減
が
2
段
階
調
整
で
き
ま
す
。
ピ
ン
と
広
げ
た
状
態

で
歩
く
と
人
目
が
気
に
な
っ
て
恥
ず
か
し
い
。
だ
か

ら
1
段
落
と
し
て
陰
を
つ
く
る
。
し
か
も
傘
を
す
ぼ

め
る
わ
け
で
す
か
ら
、
空
間
が
狭
く
な
っ
て
2
人
は

さ
ら
に
寄
り
添
え
る
、
と
い
う
わ
け
で
す
。

　

福
井
に
は
「
傘
渡
し
」
の
儀
式
が
残
っ
て
い
ま
す

が
、
か
つ
て
は
各
地
に
あ
り
ま
し
た
。
嫁
入
り
道
具

の
1
つ
と
し
て
傘
を
も
つ
人
は
多
い
で
す
が
、
傘
に

込
め
ら
れ
た
意
味
を
知
ら
な
い
の
で
、
な
か
に
は

「
あ
ら
、
捨
て
ち
ゃ
っ
た
わ
」
な
ん
て
い
う
お
ば
あ

さ
ん
も
い
ま
す
。

　

嫁
入
り
道
具
で
も
た
せ
る
傘
に
は
、
親
が
娘
を
嫁

が
せ
る
と
き
に
「
ど
う
か
こ
の
子
を
守
っ
て
く
だ
さ

い
」
と
思
い
を
込
め
る
の
で
、
霊
力
が
と
て
も
強
い
。

昔
は
使
わ
れ
な
く
な
っ
た
蛇
の
目
傘
を
、
厄
除
け
と

し
て
天
井
裏
に
上
げ
た
そ
う
で
す
。
江
戸
時
代
初
期

の
伝
説
的
な
彫
刻
職
人
、
左
甚
五
郎
が
魔
除
け
の
た

め
に
置
い
た
と
伝
わ
る
「
知
恩
院
の
忘
れ
傘
」
も
同

じ
意
味
合
い
で
し
ょ
う
。
今
で
も
宮
大
工
に
家
を
建

て
て
も
ら
う
と
、
床
柱
に
傘
を
1
本
く
く
り
つ
け
る

そ
う
で
す
…
…
と
い
っ
た
よ
う
な
話
を
私
は
各
地
で

し
て
い
ま
す
。

　

社
員
に
も
、
傘
に
ま
つ
わ
る
文
化
的
な
話
を
す
る

よ
う
に
伝
え
て
い
て
、「
君
た
ち
は
傘
の
文
化
の
布
教

活
動
に
行
く
宣
教
師
な
ん
だ
！
」
と
発
破
を
か
け
て

い
ま
す
。

傘
を
売
る
の
で
は
な
く

文
化
を
売
る

　

私
た
ち
の
会
社
は
傘
で
は
な
く
、
文
化
を
売
っ
て

い
る
―
―
そ
う
思
っ
て
い
ま
す
。「
傘
の
下
の
空
間
を

売
っ
て
い
る
」
と
言
い
換
え
て
も
い
い
。
空
間
と
は
、

床
の
間
と
同
じ
よ
う
に
「
あ
っ
て
も
な
く
て
も
い
い

も
の
」
で
す
が
、
床
の
間
と
い
う
空
間
を
楽
し
む
こ

と
か
ら
、
掛
け
軸
や
生
け
花
な
ど
が
発
達
し
ま
し
た
。

相
合
い
傘
は
傘
の
下
の
空
間
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で

す
ね
。

　

傘
は
文
化
と
い
う
意
識
が
今
は
薄
ら
い
で
い
ま
す
。

そ
こ
で
考
え
た
の
が
、
玩
具
の
要
素
を
持
ち
あ
わ
せ

た
子
ど
も
向
け
の
傘
で
す
。
子
ど
も
が
成
長
し
て
使

え
な
く
な
っ
た
ら
、
次
は
生
地
を
張
り
替
え
て
お
母

さ
ん
の
日
傘
に
す
る
。
子
ど
も
は
「
傘
は
ず
っ
と
使

え
る
も
の
な
ん
だ
」
と
受
け
止
め
ま
す
し
、
自
分
の

子
に
も
そ
う
教
え
る
で
し
ょ
う
。
文
化
と
は
、
今
を

生
き
る
私
た
ち
だ
け
の
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
次

の
世
代
に
も
き
ち
ん
と
伝
え
て
い
き
た
い
で
す
ね
。

日
本
の
芸
能
・
文
化
を

ひ
そ
か
に
支
え
る
傘

　

岐
阜
の
伝
統
工
芸
に
は
、
和
傘
の
ほ
か
に
岐
阜
提

灯
と
岐
阜
団
扇
が
あ
り
ま
す
。
い
ず
れ
も
主
な
素
材

は
和
紙
と
竹
と
木
。
も
と
も
と
日
用
品
で
す
か
ら
美

術
的
な
価
値
を
高
め
な
け
れ
ば
淘
汰
さ
れ
て
し
ま
い

ま
す
が
、
岐
阜
に
は
そ
れ
を
支
え
る
だ
け
の
技
術
や

文
化
が
あ
っ
た
の
で
今こ

ん
に
ち日

ま
で
生
き
残
り
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
和
装
が
す
た
れ
て
し
ま
っ
た
。
扇
子
が
残

っ
て
い
る
の
は
日
本
で
西
洋
風
の
製
品
が
受
容
さ
れ

な
か
っ
た
か
ら
で
、
和
傘
は
そ
う
で
は
な
い
。

　

価
値
を
高
め
る
と
価
格
に
反
映
せ
ざ
る
を
得
な
い

の
で
「
高
い
ね
」
で
片
づ
け
ら
れ
て
し
ま
い
ま
す
が
、

仮
に
和
傘
が
な
く
な
れ
ば
歌
舞
伎
を
洋
傘
で
演
じ
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
実
は
、
洋
傘
が
普
及
し
た
明

治
時
代
、
歌
舞
伎
を
洋
傘
で
演
じ
よ
う
と
試
み
て
い

ま
す
。
浮
世
絵
が
残
っ
て
い
ま
す
が
、
ど
う
見
て
も

お
か
し
い
。
祭
祀
で
和
傘
の
代
わ
り
に
パ
ラ
ソ
ル
を

使
う
の
と
同
じ
こ
と
で
す
か
ら
。

　

そ
う
考
え
る
と
、
和
傘
は
日
本
の
伝
統
芸
能
や
文

化
を
支
え
る
重
要
な
ア
イ
テ
ム
と
い
え
ま
す
。
あ
ま

り
に
も
身
近
な
た
め
、
私
た
ち
は
文
化
的
な
価
値
を

見
落
と
し
て
い
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

あ
え
て
遮
断
し
な
か
っ
た
の
は

雨
の
表
情
を
感
じ
る
た
め

　

と
は
い
え
、
和
傘
は
決
し
て
使
い
勝
手
の
よ
い
も

の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

雨
に
濡
れ
た
ら
陰
干
し
が
必
要
で
す
し
、
風
通
し

の
よ
い
と
こ
ろ
に
天
ろ
く
ろ
を
上
に
し
て
吊
る
し
て

お
か
な
い
と
水
が
溜
ま
っ
て
腐
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

江
戸
時
代
の
人
も
扱
い
方
が
よ
く
わ
か
ら
な
か
っ
た

よ
う
で
、
傘
屋
が
わ
ざ
わ
ざ
取
扱
説
明
書
を
付
け
て

販
売
し
て
い
た
ほ
ど
。
つ
ま
り
「
手
間
」
が
か
か
り

ま
す
。

　

さ
ら
に
、
和
傘
は
傘
紙
に
油
を
引
い
て
も
水
は
に

じ
む
の
で
、
雨
を
完
全
に
遮
断
す
る
こ
と
は
で
き
ま

せ
ん
。
雨
を
し
の
ぐ
と
い
う
本
来
の
役
割
か
ら
み
れ

ば
、
現
代
で
は
「
不
便
」
と
い
わ
れ
る
で
し
ょ
う
。

　

し
か
し
、
こ
の
「
手
間
」
と
「
不
便
」
が
き
わ
め

て
日
本
的
だ
と
思
い
ま
す
。

　

西
洋
と
比
べ
て
、
日
本
は
「
自
然
と
寄
り
添
う
」

文
化
で
す
。
雨
に
つ
い
て
も
多
く
の
表
現
が
残
さ
れ

て
い
ま
す
ね
。
和
傘
は
、
紙
や
竹
な
ど
自
然
由
来
の

素
材
を
使
い
つ
つ
、
そ
ん
な
雨
の
多
彩
な
表
情
も
繊

細
に
感
じ
と
る
「
雨
に
寄
り
添
う
道
具
」
の
よ
う
に

思
い
ま
す
。

　

日
本
に
は
「
自
然
に
生
か
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う

人
間
中
心
で
は
な
い
価
値
観
が
あ
り
、
そ
れ
を
楽
し

む
術
も
か
つ
て
の
日
本
人
は
知
っ
て
い
た
よ
う
に
思

い
ま
す
。

日
本
の
自
然
観
が
生
ん
だ

雨
に
寄
り
添
う
和
傘

傘
の
下
の
空
間
は

ま
ぎ
れ
も
な
い
文
化

株式会社福井洋傘 
代表取締役社長
橋本肇さん

岐阜市歴史博物館 
学芸員
大塚清史さん
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「
弁
当
忘
れ
て
も
傘
忘
れ
る
な
」

―
―
言
い
伝
え
が
生
き
る
金
沢
市
の
貸
し
傘

2 

0 

1 

5
年
（
平
成
27
）
3
月
14
日
、
北
陸
新
幹
線
が
金
沢
駅
ま
で
開
業
し
た
。
戦
災

に
遭
わ
ず
か
つ
て
の
姿
を
今
に
残
す
武
家
屋
敷
跡
、
日
本
三
名
園
に
挙
げ
ら
れ
る
兼

六
園
、
現
代
ア
ー
ト
の
拠
点
と
な
る
金
沢
21
世
紀
美
術
館
な
ど
魅
力
的
な
ス
ポ
ッ
ト

が
目
白
押
し
。
そ
の
金
沢
市
中
心
部
で
は
、
市
役
所
が
6
年
前
か
ら
、
そ
し
て
商
店

街
が
今
年
3
月
か
ら
貸
し
傘
サ
ー
ビ
ス
を
ス
タ
ー
ト
し
た
。
な
ぜ
貸
し
傘
に
そ
れ
ほ

ど
力
を
入
れ
る
の
か
。
そ
の
理
由
を
知
り
た
く
て
金
沢
市
を
訪
ね
た
。

雨に寄り添う傘　地域レポート

傘
と
長
靴
が
借
り
ら
れ
る

北
陸
の
玄
関
口

　

東
京
駅
か
ら
北
陸
新
幹
線
に
揺
ら
れ
る

こ
と
約
2
時
間
30
分
。
金
沢
駅
ま
で
は
あ

っ
と
い
う
間
だ
っ
た
。
首
都
圏
と
北
陸
地

方
が
グ
ッ
と
近
づ
い
た
こ
と
を
実
感
す
る
。

　

金
沢
駅
の
構
内
に
あ
る
観
光
案
内
所
に

立
ち
寄
る
と
、
入
り
口
付
近
に
は
色
、
柄
、

サ
イ
ズ
も
さ
ま
ざ
ま
な
傘
が
傘
立
て
に
入

れ
ら
れ
て
い
た
。
金
沢
市
の
中
心
部
16
カ

所
に
設
置
さ
れ
て
い
る
「
置
き
傘
サ
ー
ビ

ス
」
だ
。

　

突
然
の
雨
に
見
舞
わ
れ
た
と
き
傘
を
借

り
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
使
い
終
え
た
ら

16
カ
所
あ
る
指
定
施
設
の
専
用
傘
立
て
に

戻
せ
ば
い
い
。
貸
出
書
へ
の
記
入
な
ど
面

倒
な
手
続
き
は
一
切
不
要
。
観
光
案
内
所

ゼ
ネ
ラ
ル
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
の
吉
岡
一か

ず
え栄

さ

ん
に
よ
る
と
、
観
光
案
内
所
の
置
き
傘
サ

ー
ビ
ス
は
2 

0 

0  

3
年
（
平
成
15
）
に
ス
タ

ー
ト
し
た
も
の
。

　
「
傘
が
戻
る
と
『
濡
れ
た
ま
ま
で
臭
い
が

つ
い
て
し
ま
う
』
と
女
性
ス
タ
ッ
フ
た
ち

「濡れたままの傘をお貸しするのは申し訳ないので、できるだけ乾かしてからお出しするよ
う心がけています」と話す観光案内所の南 春名さん
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が
以
前
は
オ
フ
ィ
ス
で
陰
干
し
し
て
い
ま

し
た
」

　

こ
こ
で
は
長
靴
も
借
り
ら
れ
る
。
82
足

（
男
女
各
41
足
）
が
用
意
さ
れ
て
お
り
、
天

候
が
不
安
定
な
12
月
か
ら
2
月
を
中
心
に
、

年
間
2 

0 

0
〜
3 

0 

0
件
も
の
貸
し
出
し

を
記
録
。
利
用
者
の
多
く
は
、
革
靴
や
ス

ニ
ー
カ
ー
で
訪
れ
て
雨
や
雪
に
見
舞
わ
れ

た
県
外
お
よ
び
海
外
か
ら
の
旅
行
者
。
旅

先
に
長
靴
を
持
っ
て
い
く
こ
と
は
ま
ず
な

い
の
で
う
れ
し
い
サ
ー
ビ
ス
だ
。

電
車
内
の
忘
れ
物
傘
で

ま
ち
歩
き
を
サ
ポ
ー
ト

　

金
沢
駅
の
観
光
案
内
所
が
先
行
し
て
い

た
置
き
傘
サ
ー
ビ
ス
を
、
金
沢
市
が
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
化
し
た
の
は
2 

0 

0  

9
年
（
平

成
21
）
2
月
の
こ
と
。
金
沢
で
著
名
な
歌

手
の
竹
仲
絵
里
さ
ん
と
の
共
同
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
「
み
ん
な
のe

エ
リ

R
e

：k

カ

サ

asa

」
と
し
て

「
置
き
傘
マ
ッ
プ
」
を
作
成
し
、
H 

P
や

看
板
な
ど
で
案
内
を
始
め
た
。

「
金
沢
の
ま
ち
な
か
を
ぜ
ひ
皆
さ
ん
に
楽

し
ん
で
い
た
だ
き
た
い
。
置
き
傘
は
そ
の

た
め
の
施
策
の
1
つ
で
す
」

　

そ
う
話
す
の
は
、
金
沢
市
経
済
局
営
業

戦
略
部
観
光
交
流
課
の
係
長
、
浅
野
成な

る
さ
だ貞

さ
ん
。
金
沢
城
公
園
や
金
沢
三
茶
屋
街
を

含
め
、
主
な
観
光
ス
ポ
ッ
ト
は
浅
野
川
と

犀さ
い
が
わ川

に
挟
ま
れ
た
比
較
的
コ
ン
パ
ク
ト
な

エ
リ
ア
に
集
中
し
て
い
る
。

「
金
沢
市
民
は
バ
ス
や
ク
ル
マ
に
頼
り
が

ち
で
す
が
、
東
京
の
人
た
ち
は
ふ
だ
ん
か

ら
歩
き
慣
れ
て
い
る
の
で
、
徒
歩
で
回
る

方
も
多
い
で
す
よ
」
と
浅
野
さ
ん
。

　

傘
は
電
車
内
の
忘
れ
物
傘
を
用
い
、
1

カ
月
で
約
4 

0 

0
本
を
補
充
す
る
。
観
光

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
と
併
せ
て
配
送
・
補
充
す

る
た
め
、
経
費
面
で
大
き
な
負
担
は
な
く
、

今
後
も
続
け
て
い
く
考
え
だ
。

新
幹
線
開
業
を
機
に

商
店
街
が
「
貸
し
傘
」

　

金
沢
駅
兼
六
園
口
（
東
口
）
か
ら
南
東

へ
1
㎞
行
く
と
、
1 

7 

2  

1
年
（
享
保
6
）

に
始
ま
っ
た
「
近
江
町
市
場
」
が
あ
る
。

武
蔵
地
区
と
呼
ば
れ
る
こ
の
一
帯
で
も
、

2 

0 

1  

5
年
3
月
か
ら
商
店
街
に
よ
る

「
貸
し
傘
」
が
ス
タ
ー
ト
。「
傘
貸
し
出
し

ま
す
」
と
い
う
シ
ー
ル
を
店
頭
に
貼
っ
た

約
1 

0 

0
店
舗
か
ら
傘
を
借
り
ら
れ
る
。

　

こ
れ
は
5
つ
の
商
店
街
振
興
組
合
と
4

法
人
が
構
成
す
る
金
沢
中
心
商
店
街 

武

蔵
活
性
化
協
議
会
が
始
め
た
「
お
も
て
な

し
シ
ー
ル
事
業
」（
以
下
、
シ
ー
ル
事
業
）
の
一

環
。
貸
し
傘
、
写
真
撮
影
、
荷
物
預
か
り
、

道
案
内
、
英
語
で
の
案
内
、
お
勧
め
ス
ポ

ッ
ト
紹
介
の
6
つ
の
サ
ー
ビ
ス
で
訪
れ
た

観光案内所
ゼネラルマネージャー
吉岡一栄さん

右：金沢市経済局営業戦略部観光交流課 係長
浅野成貞さん
左：同観光交流課主事　飯田真理さん

1 金沢駅の観光案内所の入り口にある「置き
傘」　2 観光案内所では貸し長靴のサービスも
実施　3 市の「置き傘サービス」に協力するク
ロネコほっとステーション おもてなし隊の皆さん

1

2

3

右：金沢駅兼六園口（東口）にある差し出す雨傘
をイメージしたガラスのドーム「もてなしドーム」
（奥）と、伝統芸能に使われる鼓をイメージした「鼓
門」（手前）
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人
を
も
て
な
す
。
加
盟
店
に
協
力
を
要
請

し
た
事
務
局
長
の
長な

が
た田

憲
道
さ
ん
は
、
予

想
以
上
の
反
響
だ
っ
た
と
明
か
す
。

「
武
蔵
地
区
に
は
約
6 

0 

0
店
あ
り
ま
す

が
、
手
を
挙
げ
る
の
は
30
店
く
ら
い
と
思

っ
て
い
ま
し
た
。
あ
ま
り
に
多
い
の
で
、

鉄
道
会
社
に
急
遽
お
願
い
し
て
忘
れ
物
傘

を
計
7 

0 

0
本
提
供
い
た
だ
き
ま
し
た
」

　

こ
の
う
ち
2 

0 

0
本
は
、
武
蔵
地
区
の

シ
ー
ル
事
業
に
賛
同
し
た
香こ

う
り
ん
ぼ
う

林
坊
、
片
町
、

竪た
て
ま
ち町

、
柿か

き
の
き
ば
た
け

木
畠
、
広ひ

ろ
さ
か坂

か
ら
な
る
金
沢
5

タ
ウ
ン
ズ
（
金
沢
中
心
商
店
街
ま
ち
づ
く
り
協
議

会
）
に
提
供
。
こ
れ
に
よ
っ
て
市
内
中
心

部
の
大
部
分
を
網
羅
し
た
。

　

金
沢
5
タ
ウ
ン
ズ
の
会
長
を
務
め
る
株

式
会
社 

九
谷
焼
諸
江
屋
の
諸
江
洋
さ
ん

は
「
構
想
を
聞
い
て
、
い
い
取
り
組
み
だ

と
思
い
ま
し
た
の
で
一
緒
に
始
め
ま
し

た
」
と
語
る
。
諸
江
さ
ん
自
身
、
6
年
前

か
ら
市
の
置
き
傘
サ
ー
ビ
ス
に
協
力
し
て

い
る
。

「
う
ち
の
店
に
は
高
校
生
や
近
所
の
方
も

傘
を
借
り
に
来
ま
す
。
そ
し
て
『
あ
り
が

と
う
！
』
と
返
し
に
来
て
く
れ
る
。
誰
も

が
気
軽
に
立
ち
寄
れ
る
お
店
で
あ
る
べ
き

で
す
し
、
も
っ
と
い
え
ば
金
沢
市
全
体
が

そ
う
い
う
ま
ち
で
あ
り
た
い
。
だ
か
ら
や

め
よ
う
と
は
思
わ
な
い
で
す
ね
」

気
候
風
土
が
生
ん
だ

傘
と
市
民
の
身
近
な
関
係

　

一
時
期
、
東
京
を
は
じ
め
各
地
で
貸
し

傘
が
行
な
わ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
多
く
が

尻
す
ぼ
み
。
な
ぜ
金
沢
は
広
が
っ
て
い
る

の
か
。
そ
れ
は
、
歩
く
観
光
客
が
多
い
か

ら
、
と
い
う
理
由
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。

　

金
沢
を
は
じ
め
北
陸
に
は
「
弁
当
忘
れ

て
も
傘
忘
れ
る
な
」
と
の
言
い
伝
え
が
残

る
。
と
に
か
く
傘
だ
け
は
持
っ
て
お
け
、

と
い
う
先
人
か
ら
の
教
え
で
あ
る
。
取
材

で
会
っ
た
人
た
ち
全
員
が
こ
の
言
葉
を
口

に
し
た
。
特
に
秋
か
ら
冬
に
か
け
て
は
、

晴
れ
て
い
た
と
思
っ
た
ら
土
砂
降
り
に
な

り
、
真
夜
中
で
も
頻
繁
に
雷
雨
が
発
生
す

る
。
金
沢
地
方
気
象
台
に
よ
る
と
、
石
川

県
の
年
間
雷
日
数
は
日
本
で
も
っ
と
も
多

く
、
特
に
冬
の
雷
が
多
く
観
測
さ
れ
る
。

　

長
田
さ
ん
は
中
学
生
の
頃
、「
傘
を
持
っ

て
行
き
な
さ
い
」
と
い
う
母
の
言
葉
を
聞

か
ず
、
び
し
ょ
濡
れ
に
な
っ
て
帰
っ
た
こ

と
が
多
々
あ
る
。「
で
す
か
ら
今
も
ク
ル
マ

と
オ
フ
ィ
ス
に
は
2
〜
3
本
ず
つ
傘
を
備

え
て
い
ま
す
よ
」
と
苦
笑
す
る
。
過
去
に

苦
い
思
い
を
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
金
沢

市
民
の
傘
へ
の
思
い
は
ひ
と
き
わ
強
い
。

　

吉
岡
さ
ん
は
折
り
畳
み
傘
を
常
に
携
え
、

浅
野
さ
ん
は
秋
に
な
る
と
長
傘
を
手
放
さ

な
い
。
浅
野
さ
ん
と
同
じ
観
光
交
流
課
の

主
事
、
飯
田
真
理
さ
ん
は
「
冬
は
天
気
予

報
が
『
晴
れ
』
で
も
、
必
ず
長
傘
を
持
ち

歩
き
ま
す
」
と
言
い
切
る
。
市
の
置
き
傘

サ
ー
ビ
ス
に
協
力
す
る
ク
ロ
ネ
コ
ほ
っ
と

ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
稲い

ね 

乃
梨
子
さ
ん
と
中

村
友
紀
さ
ん
は
「
傘
は
4
〜
5
本
も
っ
て

い
ま
す
が
、
風
の
強
い
日
は
骨
が
折
れ
て

も
い
い
よ
う
に
古
い
傘
か
ら
使
い
ま
す
」

と
笑
う
。「
晩
秋
か
ら
冬
は
、
晴
れ
た
日
に

長
傘
を
持
っ
て
長
靴
を
履
い
て
い
て
も
恥

金沢中心商店街 武蔵活性化協
議会が配布するシール。貸し傘を
含む６つのサービスの目印となる

地域レポート　雨に寄り添う傘

ず
か
し
く
な
い
」（
浅
野
さ
ん
）
と
い
う
土
地

柄
か
ら
は
、
傘
と
人
と
の
身
近
な
関
係
が

垣
間
見
え
る
。

　

ま
た
、
か
つ
て
加
賀
百
万
石
と
称
さ
れ
、

今
も
伝
統
工
芸
・
芸
能
が
息
づ
く
古
都
と

し
て
の
矜
持
も
あ
る
。「
金
沢
は
武
家
文
化

で
す
よ
」
と
浅
野
さ
ん
が
言
う
よ
う
に
、

小
京
都
と
呼
ば
れ
る
こ
と
を
よ
し
と
し
な

い
。
3
つ
の
茶
屋
街
を
は
じ
め
と
す
る
古

い
ま
ち
な
み
を
残
し
つ
つ
、
手
を
入
れ
る

べ
き
と
こ
ろ
は
入
れ
る
「
保
存
と
開
発
の

調
和
」
は
市
職
員
全
員
が
意
識
す
る
キ
ー

ワ
ー
ド
だ
。「『
ま
た
来
た
い
な
』
と
思
っ

て
い
た
だ
く
た
め
の
取
り
組
み
の
1
つ
が

傘
な
の
で
す
」
と
浅
野
さ
ん
は
語
っ
た
。

　

金
沢
駅
兼
六
園
口
（
東
口
）
に
あ
る
ガ

ラ
ス
ド
ー
ム
の
通
称
は
「
も
て
な
し
ド
ー

ム
」。
訪
れ
る
人
に
差
し
出
す
雨
傘
を
イ

メ
ー
ジ
し
て
つ
く
ら
れ
た
も
の
だ
と
い
う
。

気
候
風
土
と
来
客
を
も
て
な
す
心
が
、
自

由
に
貸
し
借
り
で
き
る
金
沢
の
傘
の
し
く

み
を
育
て
て
い
る
。

　
（
2 

0 

1 

5
年
4
月
27
日
取
材
）

左：金沢中心商店街 武蔵活性化
協議会 事務局長　長田憲道さん
右：シール事業に協力するシュー
ショップ・セブンの所村 眞さん。横
安江町商店街振興組合の理事長
を務める

株式会社 九谷焼諸江
屋の諸江洋さんと店頭
にある置き傘
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「
変
化
の
兆
し
」
か
ら

日
本
の
傘
に
着
目

　

傘
は
か
つ
て
ス
テ
ー
タ
ス
の
あ
る
贅
沢

品
だ
っ
た
。
そ
の
証
拠
に
、
少
な
く
と
も

昭
和
50
年
代
ま
で
は
「
包
丁
と
ぎ
〜 

傘

な
お
ー
し
♪
」
と
音
声
を
流
し
て
ク
ル
マ

で
回
る
修
繕
業
者
が
都
内
に
も
い
た
。
そ

う
い
う
商
売
が
成
り
立
つ
ほ
ど
、
直
し
な

が
ら
使
う
人
が
多
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　

民
俗
学
者
の
神
崎
宣
武
さ
ん
は
「
傘
の

扱
い
が
大
き
く
変
わ
っ
た
の
は
、
ビ
ニ
ー

ル
傘
の
登
場
か
ら
」
と
言
い
、
服
飾
史
家

の
中
野
香
織
さ
ん
も
「
ビ
ニ
ー
ル
傘
の
登

場
は
革
命
的
な
出
来
事
」
と
取
材
中
に
指

摘
し
て
い
た
。
い
つ
で
も
ど
こ
で
も
手
に

入
る
ビ
ニ
ー
ル
傘
は
便
利
だ
。
ど
こ
か
の

傘
立
て
に
入
れ
る
と
、
自
分
の
も
の
が
わ

か
ら
な
く
な
る
の
は
少
し
困
る
け
れ
ど
。

　

傘
に
興
味
を
も
っ
て
調
べ
て
い
く
と
、

意
外
な
こ
と
が
わ
か
っ
た
と
先
に
述
べ
た

（
p 

4
）。
フ
ォ
ル
ム
や
素
材
に
強
い
オ
リ

ジ
ナ
リ
テ
ィ
ー
を
も
つ
傘
が
売
れ
て
い
る

こ
と
。
自
分
の
好
き
な
色
の
傘
生
地
や
手

元
が
選
べ
る
セ
ミ
オ
ー
ダ
ー
の
店
や
1
万

本
も
の
傘
を
そ
ろ
え
た
専
門
店
が
オ
ー
プ

ン
し
て
い
る
こ
と
。
こ
う
し
た
、
ま
だ
小

さ
い
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
「
変
化
の
兆

し
」
か
ら
、
さ
ら
に
関
心
は
高
ま
っ
た
。

情
熱
を
注
ぐ
人
や
地
域
を

訪
ね
て
わ
か
っ
た
こ
と

　

特
集
の
軸
に
「
傘
に
強
い
思
い
を
抱
く

人
や
地
域
」
を
据
え
る
と
、
傘
を
巡
る
新

た
な
動
き
が
見
え
て
き
た
。

「
日
本
か
ら
洋
傘
づ
く
り
が
な
く
な
っ
て

し
ま
う
」
と
廃
業
を
踏
み
止
ま
っ
た
福
井

洋
傘
の
橋
本
肇
さ
ん
。
職
人
を
社
員
と
し

て
迎
え
入
れ
、
和
傘
の
継
承
に
取
り
組
む

国
内
屈
指
の
生
産
地
・
岐
阜
市
加
納
地
区

の
藤
沢
健
一
さ
ん
と
岐
阜
和
傘
の
研
究
を

受
け
継
ぐ
大
塚
清
史
さ
ん
。
従
来
の
傘
で

は
あ
り
得
な
い
フ
ォ
ル
ム
の
傘
を
つ
く
る

ジ
ョ
ン
・
デ
ィ
チ
ェ
ザ
レ
さ
ん
。
楽
し
く

て
便
利
な
傘
を
た
く
さ
ん
の
人
に
届
け
た

い
と
毎
日
ア
イ
デ
ィ
ア
を
練
る
林
秀
信
さ

ん
―
―
い
ず
れ
も
情
熱
を
も
っ
て
傘
を
つ

く
り
つ
づ
け
て
い
る
人
た
ち
だ
っ
た
。

　

取
材
を
通
じ
て
、
人
目
を
惹
く
デ
ザ
イ

ン
、
雨
音
さ
え
甘
美
に
響
く
傘
、
価
格
以

上
の
機
能
を
備
え
た
風
土
に
合
っ
た
傘
、

日
本
の
伝
統
を
伝
え
る
高
級
な
洋
傘
、
文

化
そ
の
も
の
を
継
ぐ
和
傘
な
ど
に
触
れ
た
。

傘
に
つ
い
て
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
痛
感

す
る
と
と
も
に
、
た
く
さ
ん
の
傘
が
選
べ

る
環
境
に
あ
る
こ
と
を
素
直
に
喜
び
た
い
。

「
傘
の
下
の
空
間
」
と

自
然
と
の
関
係

　

一
方
、
日
本
の
傘
は
文
化
と
呼
べ
る
も

の
な
の
か
。
そ
れ
は
海
外
と
比
べ
る
と
見

え
て
く
る
。

　

デ
ィ
チ
ェ
ザ
レ
さ
ん
は
、
和
傘
の
ろ
く

ろ
を
自
分
で
つ
く
れ
な
か
っ
た
過
去
を
明

か
し
、「
あ
れ
こ
そ
が
日
本
の
文
化
」
と
語

っ
た
。
日
本
の
精
緻
な
技
術
は
1
つ
の
カ

ギ
に
な
る
。
海
外
か
ら
取
り
入
れ
た
洋
傘

は
日
本
で
独
自
の
進
化
を
遂
げ
、
今
で
は

外
国
が
日
本
を
手
本
に
し
て
い
る
と
い
う
。

一
生
懸
命
つ
く
っ
て
い
た
ら
い
つ
の
間
に

か
ト
ッ
プ
ラ
ン
ナ
ー
だ
っ
た
と
い
う
事
実

は
、
日
本
の
特
性
を
表
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
日
本
人
が
色
と
り
ど
り
の
傘
を

さ
し
て
歩
く
風
景
を
見
て
感
激
し
た
デ
ィ

チ
ェ
ザ
レ
さ
ん
は
、
歩
く
こ
と
を
厭
わ
な

い
日
本
人
と
、
歩
く
こ
と
を
前
提
と
し
た

都
市
計
画
も
、
日
本
の
傘
文
化
を
豊
か
に

し
た
要
因
で
は
な
い
か
と
指
摘
す
る
。

　

歩
く
と
い
え
ば
、
イ
ギ
リ
ス
で
暮
ら
し

「
傘
の
下
の
空
間
」
を
感
じ
る
文
化

雨に寄り添う傘　文化をつくる

編
集
部

て
い
た
中
野
さ
ん
は
、
傘
に
ま
つ
わ
る
日

本
特
有
の
文
化
と
し
て
「
相
合
い
傘
」
を

挙
げ
た
。
2
人
で
肩
寄
せ
歩
く
と
き
、
傘

の
下
の
空
間
は
た
し
か
に
特
別
な
も
の
と

な
る
。
神
崎
さ
ん
も
、
枝
葉
の
役
割
と
前

置
き
し
つ
つ
、
傘
が
つ
く
る
空
間
を
「
結

界
（
天
蓋
）」
と
見
立
て
た
歴
史
に
触
れ
た
。

　

あ
ま
り
に
も
身
近
な
た
め
に
普
段
は
意

識
し
な
い
け
れ
ど
、
日
本
の
傘
は
文
化
と

言
っ
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
特
に

「
傘
の
下
を
空
間
と
捉
え
る
観
点
」
は
、

日
本
人
特
有
の
も
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

雨
の
な
か
、
傘
が
つ
く
る
空
間
に
身
を

置
く
と
、
降
り
方
に
よ
っ
て
変
わ
る
雨
音
、

傘
の
手
元
か
ら
伝
わ
る
風
の
変
化
、
歩
く

場
所
に
よ
っ
て
変
わ
る
匂
い
―
―
こ
う
し

た
多
く
の
情
報
を
傘
か
ら
、
そ
し
て
五
感

か
ら
受
け
と
っ
て
い
る
。
大
塚
さ
ん
が
言

っ
た
「
日
本
は
『
自
然
と
寄
り
添
う
』
文

化
」
と
併
せ
て
考
え
る
と
、
日
本
人
に
と

っ
て
傘
と
は
「
雨
に
寄
り
添
う
道
具
」
な

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

傘
を
手
に
雨
の
な
か
を
歩
く
。
そ
れ
が

雨
に
関
す
る
豊
か
な
表
現
を
生
み
出
し
、

絵
画
や
詩
歌
で
多
く
の
作
品
を
残
し
て
き

た
。
傘
の
下
の
空
間
を
意
識
す
る
と
、
雨

の
日
が
楽
し
く
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
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雨
水
は
貴
重
な
水
資
源
で
あ
る

　

朝
、
顔
を
洗
う
蛇
口
の
水
は
元
を
た
ど
れ

ば
天
の
恵
み
、
雨
水
で
あ
る
。
森
に
雨
が
降

り
、
川
と
な
り
、
海
へ
、
一
部
は
地
下
水
と

な
り
、
海
へ
流
れ
込
む
。
ま
た
森
に
雨
が
降

る
。
こ
の
水
循
環
の
な
か
で
あ
ら
ゆ
る
生
物

は
生
か
さ
れ
て
い
る
。
現
代
人
は
、
雨
を
う

っ
と
う
し
い
も
の
だ
と
考
え
、
雨
水
の
重
要

性
が
薄
れ
て
い
る
よ
う
だ
。
し
か
し
な
が
ら
、

身
近
な
水
の
1
つ
の
形
態
で
あ
る
雨
水
を
捉

え
直
そ
う
と
す
る
考
え
方
が
あ
る
。
そ
れ
は

雨
水
を
溜
め
れ
ば
貴
重
な
水
資
源
、
捨
て
る

な
ん
て
も
っ
た
い
な
い
と
い
う
、
活
動
が
全

国
的
に
拡
大
し
て
い
る
こ
と
だ
。
タ
ン
ク
な

ど
雨
水
利
用
施
設
を
設
置
し
て
、
溜
め
た
水

を
積
極
的
に
日
常
の
生
活
に
活
か
そ
う
と
す

る
活
動
で
あ
る
。
い
ち
ば
ん
簡
単
な
方
法
は
、

雨
の
日
、
軒
下
に
バ
ケ
ツ
を
置
け
ば
水
を
集

め
る
こ
と
は
可
能
だ
。
雨
水
利
用
に
か
か
わ

る
書
を
見
て
み
た
い
。

　

グ
ル
ー
プ
・
レ
イ
ン
ド
ロ
ッ
プ
ス
編
著

『
や
っ
て
み
よ
う
雨
水
利
用
―
ま
ち
を
う
る

お
す
み
ん
な
の
工
夫
』（
北
斗
出
版
・
1 

9 

9 

4
）
に
は
、
雨
水
を
集
め
、
溜
め
、
浄
化
し
、

給
水
す
る
独
創
的
な
ア
イ
デ
ィ
ア
を
あ
げ
る
。

そ
の
雨
水
利
用
と
は
①
家
庭
菜
園
②
植
木
の

水
③
洗
車
④
道
路
等
の
打
ち
水
⑤
防
火
水
槽

⑥
ト
イ
レ
の
水
⑦
洗
濯
に
使
用
さ
れ
る
。
ま

た
、
個
人
住
宅
、
集
合
住
宅
、
ビ
ル
、
病
院

な
ど
で
は
新
・
増
改
築
に
お
い
て
コ
ン
ク
リ

ー
ト
の
雨
水
貯
留
槽
を
地
下
に
埋
設
し
、
雨

樋
か
ら
水
を
集
め
、
雨
水
貯
留
槽
に
溜
め
、

そ
れ
を
ト
イ
レ
の
洗
浄
水
、
散
水
、
洗
車
に

使
っ
て
い
る
例
が
図
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

雨
水
は
中
水
道
の
役
割
を
担
っ
て
い
る
。

　

雨
水
市
民
の
会
の
辰
濃
和
男
・
村
瀬
誠
著

『
雨
を
活
か
す　

た
め
る
こ
と
か
ら
始
め
る
』

（
岩
波
書
店
・
2 

0 

0 

4
）
を
め
く
る
と
、
雨

を
活
か
す
体
験
、
水
一
滴
の
大
切
さ
、
雨
水

を
捨
て
る
な
宣
言
、
わ
が
家
の
雨
水
タ
ン
ク
、

都
市
洪
水
対
策
、
断
水
対
策
、
マ
ン
シ
ョ
ン

で
雨
と
遊
ぶ
な
ど
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
雨

を
活
か
す
極
意
と
し
て
、
初
期
雨
水
は
カ
ッ

ト
し
て
、
暫
く
待
っ
て
溜
め
る
。
溜
め
る
極

意
は
汚
れ
を
タ
ン
ク
に
入
れ
な
い
こ
と
、
沈

殿
物
を
撹
拌
さ
せ
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
。

さ
ら
に
、
世
界
の
知
恵
と
し
て
、
中
国
の
農

村
に
お
け
る
作
物
の
増
産
と
土
壌
侵
食
防
止

に
貢
献
す
る
雨
水
利
用
、
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ

で
は
ヒ
素
汚
染
地
下
水
に
替
え
て
雨
水
を
、

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
・
タ
ス
マ
ニ
ア
で
は
シ
ー

ト
に
集
め
た
雨
農
業
を
、
な
ど
そ
の
利
用
を

掲
げ
て
い
る
。

　

こ
の
書
の
表
紙
に
は
、
地
下
タ
ン
ク
に
雨

水
を
溜
め
手
押
し
ポ
ン
プ
で
水
を
汲
む
墨
田

区
向
島
の
「
路ろ

じ
そ
ん

地
尊
」
が
描
か
れ
て
い
る

（
注
1
）。

　

こ
の
よ
う
な
雨
水
利
用
を
本
格
的
に
提
唱

し
た
東
京
都
墨
田
区
環
境
保
全
課
（
当
時
）

の
村
瀬
誠
は
「
ド
ク
ト
ル
雨
水
」
と
呼
ば
れ

て
い
る
。
彼
を
追
っ
た
秋
山
眞
芸
実
著
『
ム

ラ
セ
係
長
、
雨
水
で
世
直
し
！
』（
岩
波
書
店
・

2 

0 

0 

5
）
が
あ
る
。
現
在
、
世
界
で
は
至

る
と
こ
ろ
で
紛
争
や
戦
争
が
起
こ
っ
て
い
る
。

水
戦
争
さ
え
も
起
こ
っ
て
い
る
。
こ
の
状
況

を
打
開
す
る
鍵
は
雨
水
利
用
が
握
っ
て
い
る

と
い
う
。

　

村
瀬
の
雨
水
利
用
哲
学
が
こ
の
書
に
、
次

の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。「
戦
争
の
た
め

の
タ
ン
ク
は
い
ら
な
い
、
そ
れ
よ
り
平
和
の

た
め
の
雨
水
タ
ン
ク
を
」"N

o m
ore Tanks 

for W
ar, Tanks for Peace!"

。
雨
水
の
利

用
が
世
界
の
平
和
に
貢
献
し
、
水
ス
ト
レ
ス

の
国
々
に
安
ら
ぎ
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
。

ま
た
地
球
温
暖
化
に
よ
る
気
候
変
動
に
伴
う

大
水
害
が
起
こ
っ
て
い
る
が
、
雨
水
を
溜
め
、

利
用
す
る
こ
と
で
減
災
を
図
る
こ
と
に
な
る
。

雨
と
生
き
る
住
ま
い

　

長
雨
、
霧
雨
、
村
雨
と
い
う
言
葉
が
あ
る

よ
う
に
、
雨
の
多
い
日
本
で
は
、
昔
か
ら

人
々
は
住
ま
い
の
な
か
で
雨
と
共
有
す
る
知

恵
を
備
え
て
い
た
。
安
藤
邦
廣
ら
著
『
雨
と

生
き
る
住
ま
い 

環
境
を
調
節
す
る
日
本
の

知
恵
』（L

IX
IL

出
版
・
2 

0 

1 

4
）
で
は
、
大

雨
、
長
雨
、
湿
気
に
備
え
、
日
本
の
住
ま
い

は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
よ
う
に
、
強
固
な
壁
を
つ

く
り
密
閉
す
る
と
い
う
考
え
方
は
な
か
っ
た
。

密
閉
す
る
と
湿
気
を
逃
が
す
こ
と
が
で
き
な

い
。
屋
根
に
傾
斜
が
あ
る
の
は
雨
が
家
屋
に

浸
入
す
る
こ
と
な
く
、
流
れ
や
す
く
す
る
た

め
で
あ
り
、
茅
葺
屋
根
は
よ
り
流
れ
や
す
く

す
る
た
め
急
な
傾
斜
に
な
っ
て
い
る
。
雨
除

け
の
工
夫
、
庇
や
縁
側
、
雨
戸
は
雨
が
形
づ

く
っ
て
き
た
と
い
え
る
。
現
代
の
日
本
建
築

は
、
雨
を
活
か
し
、
楽
し
む
、
究
め
る
こ
と

を
追
求
し
て
い
る
。
日
本
建
築
学
会
か
ら
、

建
築
が
雨
を
育
み
、
雨
は
か
り
て
、
か
え
す

も
の
、
そ
れ
が
雨
を
つ
く
る
こ
と
に
な
る
と

い
う
『
雨
の
建
築
学
』（
北
斗
出
版
・
2 

0 

0 

0
）、
雨
を
暮
ら
し
に
活
か
す
、
飲
め
る
水
、

遊
べ
る
水
、
育
て
る
水
を
つ
く
り
、
ま
た
雨

水
を
大
地
に
か
え
し
、
空
に
か
え
し
、
生
き
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（注 1）墨田区の雨水利用の現状は、第
15回里川文化塾「拡がる雨水利用」実
施報告をご覧ください。

（注 2）「雨水ハウス」については、水の
風土記「人ネットワーク」をご覧ください。
当センター HP：http://www.mizu.gr.jp/
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物
た
ち
に
か
え
す
考
え
方
の
『
雨
の
建
築

術
』（
北
斗
出
版
・
2 

0 

0 

5
）、
頻
発
す
る
ゲ

リ
ラ
豪
雨
な
ど
の
雨
と
の
付
き
合
い
方
を
追

求
し
た
『
雨
の
建
築
道
』（
技
報
堂
出
版
・
2 

0 

1 

1
）
の
3
部
作
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

　

福
岡
市
内
は
都
市
化
の
発
展
に
よ
り
、
大

雨
が
降
る
と
洪
水
に
た
び
た
び
見
舞
わ
れ
て

い
る
。
2 

0 

0 

9
年
（
平
成
21
）
7
月
24
日

に
樋
井
川
流
域
で
水
害
が
発
生
し
た
。
こ
の

水
害
以
前
か
ら
減
災
を
図
る
た
め
の
、
雨
水

タ
ン
ク
の
設
置
を
福
岡
市
な
ど
の
助
成
金
で

行
な
っ
て
い
る
が
、
な
か
な
か
普
及
が
進
ま

な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
実
際
に
、
福
岡
市

城
南
区
の
渡
辺
家
は
、
2 

0 

1 

2
年
（
平
成

24
）
4
月
地
下
タ
ン
ク
を
設
置
し
た
「
雨
水

ハ
ウ
ス
」
を
完
成
さ
せ
た
（
注
2
）。
わ
が

国
で
は
初
め
て
の
本
格
的
な
「
雨
水
ハ
ウ

ス
」
で
は
な
か
ろ
う
か
。
都
市
型
水
害
抑
制

の
た
め
に
設
置
し
た
地
下
貯
留
タ
ン
ク
は
、

1
つ
め
は
家
の
基
礎
を
兼
ね
た
コ
ン
ク
リ
ー

ト
製
の
貯
留
タ
ン
ク
で
、
そ
の
容
積
は
約

17
・
3
㎥
ほ
ど
で
あ
り
、
こ
の
貯
留
し
た
水

を
庭
へ
の
散
水
・
ト
イ
レ
の
洗
浄
水
、
洗
濯

用
の
水
と
し
て
利
用
す
る
。
2
つ
め
の
地
下

貯
留
タ
ン
ク
は
防
災
用
の
タ
ン
ク
で
、
そ
の

容
積
は
約
22
・
5
㎥
で
あ
り
、
家
の
基
礎
部

分
の
地
下
タ
ン
ク
が
満
水
に
な
る
と
オ
ー
バ

ー
フ
ロ
ー
し
た
雨
水
が
流
入
し
は
じ
め
、
こ

の
タ
ン
ク
の
上
側
半
分
は
地
下
へ
浸
透
さ
せ

る
構
造
に
な
っ
て
い
る
。
3
つ
め
の
タ
ン
ク

は
ビ
オ
ト
ー
プ
用
の
タ
ン
ク
で
、
そ
の
容
積

は
約
2
㎥
で
、
環
境
用
水
と
し
て
利
用
す
る
。

今
で
は
お
風
呂
に
も
使
用
さ
れ
て
お
り
、
肌

触
り
も
快
適
だ
と
い
う
。
こ
の
「
雨
水
ハ
ウ

ス
」
の
建
築
過
程
に
つ
い
て
、
福
岡
県
建
築

士
会
福
岡
支
部
編
・
発
行
『
雨
水
利
用
実
験

住
宅
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
報
告
書
』（
2 

0 

1 

2
）

と
し
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

雨
水
利
用
シ
ス
テ
ム

　

都
市
化
の
拡
大
は
、
都
市
水
害
の
危
険
性
、

都
市
環
境
の
悪
化
の
問
題
を
発
生
さ
せ
る
。

望
ま
し
い
都
市
環
境
を
図
る
た
め
、
雨
水
を

都
市
に
お
け
る
重
要
な
環
境
要
素
と
し
て
と

ら
え
、
適
正
な
雨
水
の
流
出
・
貯
留
・
浸

透
・
利
用
シ
ス
テ
ム
を
構
築
す
る
こ
と
が
大

事
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
ま
と
め
た
の
が
科

学
技
術
庁
資
源
調
査
会
編
『
都
市
の
雨
水
を

考
え
る
―
潤
い
と
水
循
環
の
回
復
を
め
ざ
し

て
』（
大
蔵
省
印
刷
局
・
1 

9 

8 

7
）
で
あ
る
。

具
体
的
に
取
り
組
ん
だ
書
と
し
て
、
角
川
浩

著
『
天
の
恵
み
を
活
か
す　

は
じ
め
て
の
雨

水
利
用
』（
パ
ワ
ー
社
・
2 
0 

1 

0
）
は
、
拡
大

型
雨
水
浸
透
枡
、
雨
水
用
の
マ
イ
ク
ロ
地
下

ダ
ム
、
独
立
型
雨
水
集
水
パ
ネ
ル
、
貯
水
容

器
（
タ
ン
ク
）
等
の
製
作
が
わ
か
り
や
す
く

書
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
湯
川
清
貴
著
『
雨

水
利
用
シ
ス
テ
ム
の
製
作
』（
パ
ワ
ー
社
・
2 
0 

0 

6
）
は
、
ト
イ
レ
の
水
に
雨
水
シ
ス
テ
ム

を
取
り
入
れ
て
い
る
。
総
合
的
に
、
全
国
的

に
雨
水
利
用
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
ま
と
め
た
、

雨
水
貯
留
浸
透
技
術
協
会
編
『
雨
水
利
用
ハ

ン
ド
ブ
ッ
ク
』（
山
海
堂
・
1 

9 

9 

8
）
も
出
版

さ
れ
て
い
る
。

雨
と
日
本
人

　

日
本
人
の
暮
ら
し
と
雨
は
密
接
な
関
係
を

持
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
倉
嶋
厚
監
修
『
雨

の
こ
と
ば
辞
典
』（
講
談
社
・
2 

0 

0 

0
）
を
め

く
る
と
、
春
の
雨
に
育
花
雨
・
甘
雨
・
桜

雨
・
藤
の
雨
、
暖
雨
と
あ
り
、
夏
の
雨
に
青

時
雨
・
一
陣
の
雨
・
青
葉
雨
・
脅
し
雨
・
白

雨
・
涼
雨
の
こ
と
ば
が
あ
り
、
秋
の
雨
に
秋

驟
雨
・
御
山
洗
い
・
七
夕
流
し
・
豆
花
の

雨
・
冷
雨
と
並
び
、
冬
の
雨
に
雨
雪
・
雨

氷
・
鬼
洗
い
・
寒
九
の
雨
・
北
山
時
雨
・
富

下
り
な
ど
の
こ
と
ば
が
1 

1 

9 

0
語
集
め
ら

れ
て
お
り
、
雨
に
つ
い
て
の
言
葉
が
こ
ん
な

に
多
く
あ
る
こ
と
に
改
め
て
驚
く
。
同
様
に

高
橋
順
子
・
文
、
佐
藤
秀
明
・
写
真
『
雨
の

名
前
』（
小
学
館
・
2 

0 

0 

1
）
に
は
、
4 

2 

2

語
の
雨
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。

　

レ
イ
ン
ド
ロ
ッ
プ
ス
編
著
『
雨
の
事
典
』

（
北
斗
出
版
・
2 

0 

0 

1
）
に
は
、
空
と
海
と

大
地
を
つ
な
ぐ
雨
の
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い

る
。
そ
の
内
容
は
、
雨
と
日
本
人
、
暮
ら
し

に
生
き
る
雨
、
地
球
を
め
ぐ
る
雨
、
生
命
は

ぐ
く
む
雨
、
雨
を
活
か
す
と
5
章
で
構
成
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
一
冊
を
手
元
に
置
い
て
お

け
ば
、
雨
の
事
が
す
ぐ
に
理
解
で
き
、
雨
博

士
に
な
れ
る
。
宮
尾
孝
著
『
雨
と
日
本
人
』

（
丸
善
・
1 

9 

9 

7
）
で
は
雨
は
癒
し
の
心
を

も
た
せ
、
小
林
享
著
『
雨
の
景
観
へ
の
招
待

　

名
雨
の
す
す
め
』（
彰
国
社
・
1 

9 

9 

6
）
で

は
、
雨
と
は
、
春
夏
秋
冬
そ
し
て
梅
雨
と
秋

霖
、
毎
年
繰
り
返
さ
れ
る
季
節
の
循
環
、
そ

の
め
ぐ
る
季
節
の
情
趣
を
一
段
と
鮮
や
か
に

し
て
く
れ
る
も
の
の
1
つ
で
あ
る
と
い
う
。

情
趣
を
綴
っ
た
随
筆
に
は
中
村
汀
女
編

『
雨
』（
作
品
社
・
1 

9 

8 
6
）、
吉
沢
深
雪
著

『
雨
が
く
れ
る
50
の
し
あ
わ
せ
』（
大
和
書
房
・

2 

0 

0 

2
）
が
あ
る
。

雨
と
子
ど
も
た
ち

　

終
わ
り
に
、
雨
の
童
話
を
あ
げ
て
み
る
。

子
ど
も
た
ち
は
雨
が
大
好
き
で
あ
る
。
松
野

正
子
さ
く
・
原
田
治
え
『
か
さ
』（
福
音
館
書

店
・
1 

9 

8 

5
）
は
、
あ
か
い
か
さ
、
き
い

ろ
い
か
さ
、
あ
お
い
か
さ
と
子
ど
も
た
ち
の

傘
が
そ
れ
ぞ
れ
描
か
れ
て
い
て
楽
し
い
。
こ

い
で
や
す
こ
さ
く
『
か
さ
か
し
て
あ
げ
る
』

（
福
音
館
書
店
・
1 

9 

9 

6
）
は
、
蛙
、
兎
、

狸
、
熊
さ
ん
た
ち
が
植
物
の
葉
っ
ぱ
の
傘
を

女
の
子
に
貸
し
て
あ
げ
る
話
で
あ
る
。
あ
ま

ん
き
み
こ
さ
く
・
垂
石
眞
子
え
『
わ
た
し
の

か
さ
は
そ
ら
の
い
ろ
』（
福
音
館
書
店
・
2 

0 

0 

6
）
は
、
可
愛
い
女
の
子
が
青
い
傘
を
お
母

さ
ん
か
ら
買
っ
て
も
ら
い
、
雨
の
な
か
を
原

っ
ぱ
に
出
か
け
る
と
、
子
ネ
ズ
ミ
た
ち
が
傘

に
入
れ
て
と
寄
っ
て
く
る
。
木
陰
か
ら
、
子

ウ
サ
ギ
や
子
ぎ
つ
ね
、
子
鹿
も
入
れ
て
、
入

れ
て
と
傘
に
入
っ
て
く
る
。
虫
や
ス
ズ
メ
や

鳩
た
ち
も
入
っ
て
く
る
。
大
き
な
虹
が
出
て

雨
が
や
み
、
女
の
子
は
青
い
傘
を
た
た
み
、

そ
の
と
き
傘
は
笑
っ
て
い
ま
し
た
。
ピ
ー
タ

ー
・
ス
ピ
ア
ー
さ
く
『
雨
、
あ
め
』（
評
論

社
・
1 

9 

8 

4
）、
U
・
シ
ェ
フ
ラ
ー
作
『
あ

め
の
日
の
お
さ
ん
ぽ
』（
文
化
出
版
局
・
1 

9 

8 

6
）
も
ま
た
、
ほ
の
ぼ
の
と
し
た
、
微
笑
み

が
浮
か
ん
で
く
る
作
品
で
あ
る
。

　

以
上
い
く
つ
か
の
雨
に
か
か
わ
る
書
を
あ

げ
て
き
た
。
雨
水
利
用
の
効
用
は
、
水
害
や

渇
水
に
役
立
ち
、
水
ス
ト
レ
ス
の
国
々
に
と

っ
て
は
水
資
源
と
な
り
、
さ
ら
に
、
水
戦
争

を
く
い
止
め
、
戦
車
と
い
う
タ
ン
ク
で
な
く
、

雨
水
タ
ン
ク
の
普
及
が
世
界
の
平
和
に
貢
献

す
る
。
こ
れ
か
ら
は
、
人
類
が
雨
水
を
も
っ

と
大
切
に
そ
し
て
、
も
っ
と
雨
水
を
活
か
す

社
会
の
構
築
が
求
め
ら
れ
て
い
る
時
代
だ
。

〈
な
み
な
み
と　

路
地
尊
雨
と　

情
を
貯
め
〉

　
（
吉
岡　

裕
）
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う
ど
ん
と
は
似
て
非
な
る
も
の

　

周
囲
を
山
に
囲
ま
れ
、
大
小
の
河
川
が

流
れ
る
山
梨
県
。
郷
土
食
「
ほ
う
と
う
」

は
、
う
ど
ん
と
同
じ
く
小
麦
粉
を
水
で
練

る
が
似
て
非
な
る
も
の
だ
。
そ
の
特
徴
は
、

①
生
地
を
寝
か
さ
な
い
、
②
麺
が
幅
広
で

少
し
扁
平
（
う
ど
ん
は
主
に
丸
型
）、
③
練
る

と
き
に
ほ
と
ん
ど
塩
を
使
わ
ず
、
湯
に
通

さ
な
い
で
そ
の
ま
ま
煮
込
む
、
④
味
付
け

は
味
噌
が
一
般
的
な
ど
。
ま
た
、
ほ
う
と

う
は
か
ぼ
ち
ゃ
を
用
い
る
た
め
冬
の
料
理

の
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
が
、
実
は
季
節
の
野

菜
を
用
い
て
年
中
食
さ
れ
る
料
理
で
あ
る
。

　

甲
斐
国
あ
る
い
は
甲
州
と
呼
ば
れ
た
江

戸
時
代
、
す
で
に
果
樹
の
産
地
と
し
て
知

ら
れ
て
い
た
が
、
ほ
う
と
う
も
ま
た
甲
州

名
物
と
し
て
名
が
通
っ
て
い
た
。

　
「
1 

8 

1 

5
年
（
文
化
12
）
に
こ
の
地
を
訪

れ
た
修
験
者
の
泉せ

ん
こ
う
い
ん

光
院
（
野
田
成し

げ
す
け亮

）
が

『
今
夕
は
當
國
（
当
国
）
の
名
物
ハほ

う

と

う

ウ
ト
ウ

と
云
う
馳
走
あ
り
』
と
書
き
残
し
て
い
ま

す
」

　

そ
う
話
す
の
は
山
梨
県
教
育
庁
学
術
文

化
財
課
の
中
山
誠
二
さ
ん
。
山
梨
県
立
博

物
館
の
学
芸
課
長
だ
っ
た
2 

0 

0 

8
年

（
平
成
20
）、
企
画
展
「
甲
州
食
べ
も
の
紀

水車によって広まった ほうとう
水と風土が織りなす食文化の今を訪ねる「食の風土記」。今回は関東を中心に山梨県

の郷土食として知られる「ほうとう」を取り上げます。小麦粉を水で練り込み、包丁で幅

広に切った麺を、かぼちゃなどの野菜の味噌汁のなかに入れて一緒に煮込むほうとう。そ

のルーツは、思いのほか古いものでした。

食の風土記 2

ほうとう
（山梨県）

煮立ったほうとうをいただ
く。もっちりした幅広の麺
に、かぼちゃなどの風味が
絡み合う、奥行きのある味
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行
」
開
催
に
あ
た
っ
て
調
べ
た
の
だ
。
ほ

う
と
う
は
「
餺は
く
た
く飥

」
が
訛
っ
た
言
葉
と
さ

れ
て
い
る
が
、
中
山
さ
ん
が
文
献
で
辿
る

と
6
世
紀
の
中
国
・
北
魏
の
農
書
『
斉せ

い
み
ん民

要よ
う

術じ
ゅ
つ』（

注
1
）
に
『
調
味
し
た
肉
汁
で
小

麦
粉
を
練
り
あ
わ
せ
て
平
ら
に
し
、
煮
立

っ
た
湯
の
な
か
に
入
れ
て
食
べ
る
と
お
い

し
い
』
と
い
う
餺
飥
の
説
明
が
あ
っ
た
。

小
麦
粉
を
使
う
こ
と
、
平
た
く
延
ば
す
点

は
今
と
変
わ
ら
な
い
。

水
車
の
普
及
で
家
庭
食
に

　

餺
飥
を
最
初
に
記
し
た
日
本
人
は
、
9

世
紀
に
遣
唐
使
と
中
国
に
渡
っ
た
天
台
宗

の
僧
侶
・
円
仁
。
ま
た
清
少
納
言
や
藤
原

道
長
の
日
記
に
も
登
場
し
て
い
る
。「
当
時

は
寺
院
な
ど
で
貴
族
の
儀
礼
食
、
つ
ま
り

〈
ハ
レ
〉
の
食
べ
も
の
だ
っ
た
よ
う
で
す
」

と
中
山
さ
ん
。
ほ
う
と
う
に
近
い
「
は
う

た
う
」
と
い
う
発
音
は
、
12
世
紀
の
辞
書

『
伊い

ろ
は
じ
る
い
し
ょ
う

呂
波
字
類
抄
』（
注
2
）
に
見
ら
れ
る
。

　

鎌
倉
時
代
、
戦
国
時
代
を
飛
び
越
え
、

ほ
う
と
う
の
名
前
が
再
び
史
料
に
出
て
く

る
の
は
製
粉
技
術
が
一
気
に
普
及
す
る
江

戸
時
代
。「
武
田
信
玄
が
い
た
戦
国
時
代
は

小
麦
な
ど
の
穀
物
を
粉
に
す
る
石
臼
な
ど

の
道
具
が
普
及
し
ま
す
。
記
述
こ
そ
な
い

も
の
の
ほ
う
と
う
も
食
べ
ら
れ
て
い
た
は

ず
。
し
か
し
庶
民
が
家
で
日
常
的
に
食
べ

平地の少ない山梨県はかつて畑作が中心で、主食は小麦だった。限られた平
地では果樹が優先。わずかに残った土地で野菜を育て、ほうとうにして食した

山梨県教育庁 学術文化財課 文化財指導監
中山誠二さん

「藤原頼長は『小豆の汁で食べる』と書き残していますが、北杜
市須玉町のほうとう祭りでは今も『小豆ぼうとう』を食べています」

株式会社歩成 取締役 
榎原 誠さん
「県民が自宅でほうとう
を食べること自体少なく
なっている今、専門店に
は食文化を次代につな
ぐ使命もあると考えて
います」

❶幅広で平らなほうとうの麺❷専門店では衛生面に配慮して
さっと湯に通す

❸味のメインは味噌。県内には
しょうゆベースの汁を使うとこ
ろもある

❹季節ごとに野菜や根菜類、き
のこ類を使う。肉を入れるよう
になったのは近年から

（注 1）『斉民要術』

中国の現存する最古の農業技術書。五穀の種植法
から酒、醤油の製法など農業生産物の加工まで、広
範囲に及ぶ農業技術を説く。

（注 2）『伊呂波字類抄』

平安時代末期につくられた日本の古辞書。ことばの
配列をいろは順にしたことは、その後数百年にわた
る辞書の構成のもととなった。

る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
水
車
の
お
か
げ
で

す
」
と
中
山
さ
ん
。
18
世
紀
、
甲
州
で
は

水
車
が
爆
発
的
に
増
え
た
。
水
は
豊
富
で

地
形
は
起
伏
に
富
む
。
小
麦
か
ら
粉
を
挽

く
動
力
を
得
る
に
は
も
っ
て
こ
い
だ
っ
た
。

　

平
地
が
少
な
く
稲
作
は
不
向
き
だ
っ
た

こ
と
も
家
庭
食
と
し
て
根
づ
い
た
理
由
だ
。

撮
影
に
協
力
し
て
く
れ
た
専
門
店
「
ほ
う

と
う
蔵 

歩ふ
な
り成

」
の
榎
原
誠
さ
ん
は
子
ど

も
の
こ
ろ
、
多
い
と
き
に
は
週
に
3
〜
4

回
は
ほ
う
と
う
を
食
べ
て
い
た
と
い
う
。

「
初
日
は
ほ
う
と
う
、
2
日
目
は
ご
は
ん

を
入
れ
て
食
べ
る
『
煮
返
し
の
ほ
う
と

う
』
で
し
た
。
お
も
し
ろ
い
の
は
、
ひ
い

お
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
つ
く
る
の
は
す
い
と
ん

状
で
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
は
長
く
て
太
い
麺

だ
っ
た
こ
と
。
家
ご
と
に
味
も
、
野
菜
も

さ
ま
ざ
ま
だ
っ
た
は
ず
。
給
食
に
も
出
ま

し
た
よ
」

　

ほ
う
と
う
は
粉
食
料
理
な
の
で
工
夫
の

余
地
が
大
き
く
、
榎
原
さ
ん
が
話
す
よ
う

に
さ
ま
ざ
ま
に
形
を
変
え
て
き
た
。
中
山

さ
ん
は
「
ず
っ
と
同
じ
料
理
で
は
な
い
で

す
が
、
小
麦
粉
で
練
る
平
ら
な
麺
と
い
う

特
徴
は
変
わ
っ
て
い
ま
せ
ん
ね
」
と
話
す
。

　

食
が
多
様
化
し
た
今
、
地
元
の
人
た
ち

は
家
で
ほ
う
と
う
を
食
べ
な
い
そ
う
だ
。

そ
ば
や
う
ど
ん
よ
り
も
長
い
歴
史
を
も
つ

ほ
う
と
う
を
、
ぜ
ひ
受
け
継
い
で
ほ
し
い
。

　
（
2 

0 

1 

5
年
4
月
22
日
取
材
）

出典 作者 時期

斉民要術 賈
かしきょう

思勰 6世紀

入
にっとうぐほうじゅうんれいこうき

唐求法巡礼行記 円仁（慈覚大師） 839年（承和 6・開成 4）
枕草子三一九段 清少納言 996年（長徳 2）ごろ
御堂関白記 藤原道長 1007年（寛弘 4）
台記別記 藤原頼長 1151年（仁平元）、1153年（仁平 3）
伊呂波字類抄 橘 忠兼 12世紀
裏見寒話 野田成方 1754年（宝暦 4）
日本九峯修行日記 泉光院（野田成亮） 1815年（文化 12）

餺
はくたく
飥・はうたう記載記事文献一覧（近世以前）

図録『甲州食べもの紀行』（山梨県立博物館 2008）から一部抜粋し、編集部で作成

ほうとう専門店「ほうとう蔵 歩成」にて撮影
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郊外化した過疎地に生まれる、
「ゆるさ」の魅力

――徳島県名西郡神山町

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
多摩大学研究開発機構総合研究所副所長

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。
専門は地域政策分析・マネジメント。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）、『NPOの底力』（水曜社 2004）ほか。

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。ミツカン水の文化センター

のアドバイザーも務める中庭さんが「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。
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山
の
ビ
ス
ト
ロ

　

今
、
徳
島
県
名み

ょ
う
ざ
い西

郡
の
神
山
町
と
い

う
人
口
5 

9 

0 

3
人
（
2 

0 

1 

5
年
6
月
）

の
ま
ち
が
全
国
か
ら
注
目
を
集
め
て
い
る
。

ス
ダ
チ
の
生
産
量
日
本
一
と
い
う
ま
ち
で
、

見
回
す
と
四
方
が
山
と
い
う
、
一
見
す
る

と
ど
こ
に
で
も
あ
る
山
里
だ
。　

　

こ
の
ま
ち
の
古
民
家
を
改
装
し
、
都
市

部
の
企
業
が
サ
テ
ラ
イ
ト
オ
フ
ィ
ス
と
し

て
使
っ
た
り
、
素
敵
な
フ
レ
ン
チ
レ
ス
ト

ラ
ン
が
営
業
し
て
い
る
。
平
成
23
年
度
は

転
入
人
口
が
転
出
人
口
を
上
回
っ
た
。
ま

た
、
若
い
人
々
の
交
流
が
生
ま
れ
て
い
る
。

い
わ
ゆ
る
「
増
田
レ
ポ
ー
ト
」（
注
1
）
で

は
「
消
滅
可
能
性
都
市
（
注
2
）
20
位
」

と
書
か
れ
な
が
ら
も
、
一
方
で
神
山
町
は

こ
れ
か
ら
の
過
疎
地
を
蘇
ら
せ
る
1
つ
の

モ
デ
ル
に
な
る
と
期
待
が
寄
せ
ら
れ
て
い

る
の
だ
。

　

で
は
、
実
際
は
ど
う
な
の
か
。

　

こ
の
集
落
の
ほ
ぼ
中
心
部
に
あ
る
の
が

「
カ
フ
ェ
オ
ニ
ヴ
ァ
」。
わ
れ
わ
れ
取
材
チ

ー
ム
は
こ
こ
で
夕
食
を
と
る
こ
と
に
し
た
。

造
り
酒
屋
を
改
装
し
た
ビ
ス
ト
ロ
で
、
最

初
に
出
さ
れ
た
チ
ー
ズ
か
ら
お
い
し
く
、

デ
ィ
ナ
ー
を
楽
し
ん
だ
。

　

シ
ェ
フ
に
お
話
を
う
か
が
う
と
、
毎
年

1
カ
月
は
営
業
を
休
み
フ
ラ
ン
ス
に
逗
留

し
、
い
い
ワ
イ
ン
を
楽
し
ん
で
く
る
と
言

1 グループやカップルはもちろん、1人で来てもくつろげる
2 絶品だったチーズ　3 オーガニックワインやオリーブオイ
ルなどこだわりが強い　4 快く撮影に応じてくれたカフェオ
ニヴァの皆さん（右から長谷川浩代さん、齊藤郁子さん、國
本量平さん）。3人とも町外からの移住組だ

南仏の家庭料理を供する「カフェオニヴァ」。
造り酒屋を改装した雰囲気のいいレストラン

1

2

3

4

右：神山町の中心部を流れる鮎喰川（あくいが
わ）。少し下流の寄井座（よりいざ）周辺はか
つての船着場で、サテライトオフィスもある

（注 1）「増田レポート」

民間研究機関「日本創成会議」人口減少問題検討
分科会（座長・増田寛也氏）が「2040年までに全
国のおよそ1800市町村のうち、896の市町村が消
滅する恐れがある」と2014年 5月に発表した試算。

（注 2）消滅可能性都市

2010年の国勢調査をもとに試算した結果、今後30
年間（2040年時点）で若年女性（20～ 39歳）
人口の減少率が5割を超えると推計された自治体の
こと。
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11
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平
成
16
年
度

平
成
21
年
度

平
成
26
年
度

う
。
オ
ー
ガ
ニ
ッ
ク
野
菜
に
こ
だ
わ
っ
て

い
て
、
こ
れ
か
ら
神
山
町
の
農
家
と
協
力

し
て
栽
培
も
始
め
る
と
い
う
。
お
客
さ
ん

は
近
く
か
ら
来
る
方
が
多
い
よ
う
で
、
近

隣
の
方
々
で
話
が
弾
ん
で
い
る
。

　

豊
か
な
暮
ら
し
。
森
の
香
り
が
す
る
な

か
で
ほ
っ
と
で
き
る
場
だ
。

　

こ
の
コ
ー
ナ
ー
は
「
魅
力
づ
く
り
の
教

え
」
だ
が
、
魅
力
と
い
っ
て
も
い
ろ
い
ろ

な
表
現
が
あ
る
。

　

こ
の
ビ
ス
ト
ロ
で
は
、
一
流
の
フ
ラ
ン

ス
料
理
を
神
山
町
の
風
土
の
な
か
で
味
わ

っ
た
。
す
る
と
気
持
ち
が
フ
ワ
ッ
と
ゆ
る

ん
で
く
る
。
こ
こ
な
ら
ば
長
逗
留
し
て
も

い
い
か
な
。
そ
ん
な
魅
力
に
つ
い
て
考
え

た
く
な
っ
た
。

神
山
町
は
過
疎
地
？

　

な
ぜ
移
住
者
や
サ
テ
ラ
イ
ト
オ
フ
ィ
ス

を
探
す
企
業
に
、
神
山
町
は
選
ば
れ
る
ま

ち
に
な
っ
て
い
る
の
か
。

「
四
国
に
は
八
十
八
カ
所
巡
礼
の
文
化
が

あ
る
の
で
す
よ
。
民
泊
の
お
遍
路
さ
ん
に

は
手
厚
い
サ
ー
ビ
ス
を
す
る
」

　

こ
う
語
っ
た
の
は
神
山
町
産
業
観
光
課

主
事
（
2 
0 
1 

5
年
3
月
末
）
の
北
山
敬
典
さ

ん
。
27
歳
、
地
元
出
身
の
行
政
マ
ン
だ
。

お
遍
路
文
化
が
あ
る
の
で
、
外
か
ら
や
っ

て
き
た
人
を
や
さ
し
く
お
も
て
な
し
す
る

素
地
が
あ
る
と
い
う
の
だ
。

「
小
学
生
は
1
学
年
10
人
く
ら
い
。
実
際
、

普
通
の
過
疎
地
で
す
よ
。
こ
こ
で
生
ま
れ

た
人
は
、
地
元
に
高
校
が
1
つ
し
か
な
い

の
で
徳
島
市
内
の
高
校
に
出
ま
す
。
ど
ん

ど
ん
転
出
し
ま
す
」
と
い
う
。

　

た
し
か
に
デ
ー
タ
を
見
て
も
こ
の
四
半

世
紀
で
世
帯
数
の
若
干
減
少
に
比
べ
、
人

口
は
半
減
し
て
い
る
（
図
1
）。

　

人
口
は
出
生
、
死
亡
、
転
入
、
転
出
の

4
つ
の
要
素
の
組
み
合
わ
せ
で
決
ま
る
。

内
訳
を
見
て
み
る
と
図
2
の
よ
う
に
な
る
。

　

こ
の
25
年
、
た
し
か
に
出
生
数
は
若
干

の
減
少
傾
向
だ
が
、
だ
ん
だ
ん
と
転
出
数

と
転
入
数
の
差
が
小
さ
く
な
っ
て
き
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

平
成
16
年
度
よ
り
神
山
町
は
国
の
補
助

金
に
よ
り
光
フ
ァ
イ
バ
ー
が
使
え
る
よ
う

に
な
り
、
オ
フ
ィ
ス
も
増
え
は
じ
め
て
い

5 移住交流事業を担当して
いた神山町産業観光課主事
の北山敬典さん。取材後に
異動となり、現在は総務課

6 カフェ＆レストランの「粟カ
フェ」。カフェオニヴァもそう
だが、こうした飲食店がある
のとないのとでは、住みやす
さは格段に変わる

7 粟カフェのランチメニュー
「古代米カレー」

図 2 神山町の出生・死亡・転入・転出数推移
平成15年度あたりから転出数と転入数の差が小さくなっていることがわかる
出典：徳島県統計資料より筆者作成（図 1、2ともに）

図 1 神山町の人口・世帯数推移
世帯数も若干減少しているものの、それ以上に人口の減少が目立つ

5

6

7
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る
。
こ
れ
が
直
接
影
響
し
た
か
ど
う
か
定

か
で
は
な
い
が
、
平
成
15
年
度
あ
た
り
よ

り
転
入
数
減
少
が
底
を
打
ち
、
平
成
23
年

度
は
一
時
、
転
出
者
数
を
転
入
者
数
が
上

回
り
、
26
年
度
に
は
ま
た
減
少
し
た
。

　

町
は
移
住
促
進
政
策
を
引
き
続
き
進
め

て
い
る
が
、
移
住
交
流
支
援
セ
ン
タ
ー
が

受
け
入
れ
た
移
住
者
は
平
成
24
年
で
14
世

帯
・
25
名
、
平
成
25
年
21
世
帯
・
32
名
、

平
成
26
年
10
世
帯
・
14
名
だ
。
毎
年
の
転

出
者
が
1 

5 

0
〜
2 

0 

0
名
の
な
か
で
の

こ
の
数
は
決
し
て
少
な
く
な
い
。
し
か
も

定
着
率
が
高
い
の
が
神
山
町
の
特
徴
で
、

お
お
よ
そ
8
割
程
度
と
い
う
。

ゆ
る
さ
の
魅
力

　

町
の
移
住
交
流
支
援
セ
ン
タ
ー
を
引
き

受
け
、
移
住
者
・
企
業
の
受
け
皿
と
な
っ

て
い
る
の
が
N
P
O
グ
リ
ー
ン
バ
レ
ー
だ
。

ア
ー
テ
ィ
ス
ト
・
イ
ン
・
レ
ジ
デ
ン
ス
事

業
や
、
神
山
塾
と
い
う
若
い
人
た
ち
の
た

め
の
職
業
訓
練
の
場
を
運
営
し
て
い
る
。

　

私
は
今
を
生
き
る
若
い
人
の
気
持
ち
が

知
り
た
か
っ
た
の
で
、
こ
の
N
P
O
の
サ

テ
ラ
イ
ト
オ
フ
ィ
ス
担
当
で
あ
る
若
手
の

木
内
康
勝
さ
ん
（
27
）
に
お
話
を
う
か
が

っ
た
。

　

木
内
さ
ん
は
徳
島
大
学
卒
業
後
、
県
外

の
企
業
勤
務
を
経
て
、
今
で
は
こ
の

N
P
O
に
徳
島
市
内
か
ら
通
っ
て
き
て
い

る
。
グ
リ
ー
ン
バ
レ
ー
で
学
ん
で
い
る
場

の
価
値
を
高
め
る
方
法
論
や
サ
テ
ラ
イ
ト

オ
フ
ィ
ス
誘
致
の
手
法
を
、
自
分
の
暮
ら

し
て
い
る
徳
島
市
内
で
も
展
開
し
た
い
と

い
う
。

　

木
内
さ
ん
が
神
山
町
に
惹
き
つ
け
ら
れ

た
魅
力
は
何
だ
っ
た
の
か
？

　
「
ゆ
る
さ
…
…
で
す
か
ね
」

　

巡
礼
文
化
が
あ
る
の
で
、
神
山
町
は
人

付
き
合
い
の
し
や
す
い
ま
ち
だ
と
い
う
。

　

ゆ
る
さ
、
か
。

　

カ
フ
ェ
オ
ニ
ヴ
ァ
で
感
じ
た
フ
ワ
ッ
と

し
た
雰
囲
気
を
一
瞬
思
い
出
し
た
。
こ
の

雰
囲
気
、
東
京
の
ビ
ジ
ネ
ス
シ
ー
ン
で
は

感
じ
な
い
空
気
で
も
あ
る
。
東
京
で
若
い

社
会
人
か
ら
「
ゆ
る
い
の
が
い
い
」
と
言

わ
れ
る
と
「
そ
れ
で
は
ビ
ジ
ネ
ス
で
は
通

用
し
な
い
」
と
言
っ
て
し
ま
う
自
分
が
い

る
一
方
、
同
じ
こ
と
を
自
然
が
あ
ふ
れ
時

間
が
ゆ
っ
く
り
と
流
れ
る
集
落
で
聞
く
と
、

「
そ
れ
が
本
来
の
生
活
と
い
う
も
の
か
な
」

と
思
っ
て
し
ま
う
。

　

実
は
「
ゆ
る
さ
」
と
い
う
の
は
、
気
持

ち
を
回
復
に
誘
う
魅
力
で
、
こ
れ
な
し
で

は
日
常
生
活
は
送
れ
な
い
。「
巡
礼
の
気
持

ち
」「
も
て
な
さ
れ
る
あ
り
が
た
さ
」
が

「
ゆ
る
さ
の
魅
力
」
と
い
う
言
葉
に
重
な

り
合
っ
た
気
が
し
た
。

　

木
内
さ
ん
は
、
こ
の
神
山
町
だ
か
ら
こ

そ
感
じ
ら
れ
る
大
事
な
価
値
を
気
が
つ
か

せ
て
く
れ
た
。

ゆ
っ
た
り
働
け
る
、

ほ
ん
も
の
の
職
住
近
接

　

今
、
神
山
町
で
営
業
し
て
い
る
オ
フ
ィ

ス
を
4
つ
挙
げ
て
み
よ
う
。

・
ク
ラ
ウ
ド
で
の
名
刺
管
理
サ
ー
ビ
ス
を

行
な
っ
て
い
る
S
a
n
s
a
n
株
式
会
社
。

本
社
は
東
京
の
渋
谷
区
。
そ
の
神
山
ラ

ボ
が
古
民
家
に
置
か
れ
て
い
る
。

・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ

を
行
な
っ
て
い
る
株
式
会
社
ダ
ン
ク
ソ

フ
ト
。
創
業
地
は
徳
島
だ
が
本
社
は
東

京
都
中
央
区
。

・
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
業
務
を
行
な
っ
て
い

る
株
式
会
社
テ
レ
コ
メ
デ
ィ
ア
。
本
社

は
東
京
都
豊
島
区
。

・
デ
ジ
タ
ル
コ
ン
テ
ン
ツ
制
作
・
ア
ー
カ

イ
ヴ
、
放
送
支
援
業
務
等
を
行
な
う
株

式
会
社
プ
ラ
ッ
ト
イ
ー
ズ
。
サ
テ
ラ
イ

ト
オ
フ
ィ
ス
は
「
え
ん
が
わ
オ
フ
ィ

ス
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
2 

0 

1 

3
年

に
開
所
し
、
ア
ー
カ
イ
ヴ
業
務
を
行
な

っ
て
い
る
。
本
社
は
東
京
都
渋
谷
区
。

　

こ
れ
ら
企
業
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、

通
信
基
盤
が
整
っ
て
い
れ
ば
高
度
な
サ
ー

ビ
ス
を
提
供
で
き
る
こ
と
で
、
国
内
・
海

外
の
商
圏
を
区
別
し
て
い
な
い
点
だ
ろ
う
。

8・9 閉鎖された縫製工場を
改修してコワーキングスペー
ス（共同の仕事場）とした
「神山バレー・サテライトオフ
ィス・コンプレックス」

10 NPOグリーンバレー サ
テライトオフィス担当の木内
康勝さん。徳島市内の実家
から通っているが、神山町は
遠くないので不便さは感じな
いという

8

10

9
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こ
の
一
つ
、「
え
ん
が
わ
オ
フ
ィ
ス
」
を

実
際
に
見
せ
て
い
た
だ
い
た
。
外
か
ら
見

る
と
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
さ
れ
ガ
ラ
ス
張
り
に

さ
れ
た
古
民
家
・
蔵
だ
が
、
な
か
に
は
サ

ー
バ
や
P 

C
、
映
像
機
器
が
並
ん
で
い
る
。

仕
事
は
デ
ジ
タ
ル
コ
ン
テ
ン
ツ
制
作
と
書

い
た
が
、
例
え
ば
、
家
で
テ
レ
ビ
番
組
を

録
画
す
る
と
き
に
番
組
表
が
映
る
。
あ
れ

を
つ
く
っ
て
い
る
の
が
こ
の
会
社
だ
。

　

ご
案
内
い
た
だ
い
た
谷
脇
研
児
さ
ん

（
46
）
は
こ
こ
で
の
勤
務
が
楽
し
く
て
楽
し

く
て
し
か
た
が
な
い
と
い
う
風
。
昼
は
縁

側
で
弁
当
を
食
べ
た
り
、
ち
ょ
っ
と
し
た

料
理
を
す
る
。
隣
の
敷
地
に
は
寄よ

り

井い

ざ座
と

い
う
芝
居
小
屋
が
今
も
残
っ
て
い
る
。
ち

な
み
に
、
こ
の
あ
た
り
に
鮎あ

く
い
が
わ

喰
川
の
船
着

き
場
が
か
つ
て
は
あ
り
、
そ
の
た
め
に
盛

り
場
に
な
っ
た
と
の
こ
と
。

　

本
来
の
仕
事
が
忙
し
い
の
か
ど
う
か
、

私
に
は
窺
い
知
れ
な
か
っ
た
の
だ
が
、
少

な
く
と
も
多
く
の
地
元
社
員
の
皆
さ
ん
が

ゆ
っ
た
り
と
し
た
気
持
ち
で
デ
ィ
ス
プ
レ

イ
に
向
か
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
た
。

　

自
然
に
触
れ
る
こ
と
で
発
揮
で
き
る
創

造
性
と
ゆ
る
い
環
境
。
そ
の
ナ
マ
の
現
場

の
空
気
を
吸
う
こ
と
が
で
き
た
。

背
景
に
あ
る
過
疎
地
の
郊
外
化

　

こ
う
し
た
「
ゆ
る
さ
」「
ゆ
っ
た
り
」
と

い
っ
た
言
葉
で
表
現
さ
れ
る
魅
力
な
ら
ば
、

神
山
町
を
は
じ
め
と
し
て
、
ど
こ
に
で
も

あ
る
よ
う
な
山
里
で
味
わ
え
る
の
か
も
し

れ
な
い
。
で
も
実
際
に
は
神
山
町
が
一
頭

地
を
抜
い
て
い
る
。

　

そ
の
理
由
と
し
て
、
早
期
の
高
速
通
信

回
線
の
導
入
や
、
N
P
O
グ
リ
ー
ン
バ
レ

ー
の
戦
略
的
活
動
が
成
功
し
た
と
い
う
側

面
も
あ
る
の
だ
ろ
う
。
企
業
は
、
過
疎
地

の
強
み
で
あ
る
「
自
然
」
と
い
う
価
値
に

惹
か
れ
て
誘
致
さ
れ
、
サ
テ
ラ
イ
ト
オ
フ

ィ
ス
を
つ
く
っ
て
い
る
。
し
か
も
そ
れ
は

た
ん
な
る
企
業
誘
致
で
は
な
い
。
ゆ
っ
た

り
と
し
た
ワ
ー
ク
ス
タ
イ
ル
、
職
住
近
接
、

ワ
ー
ク
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス
の
実
践
を
伴
う

も
の
で
、
お
そ
ら
く
東
京
の
よ
う
な
な
ん

で
も
そ
ろ
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
な
が
ら
、

実
は
モ
ノ
カ
ル
チ
ャ
ー
色
が
強
く
多
様
性

に
薄
い
場
で
は
味
わ
え
な
い
も
の
だ
。
そ

の
強
み
を
N 

P 

O
の
リ
ー
ダ
ー
は
自
覚
し

て
い
る
の
だ
ろ
う
。

11 東京都渋谷区に本社のある株式会社プラットイーズが古民家を
改修して設立したサテライトオフィス「えんがわオフィス」
12 えんがわオフィスのすぐ隣にある芝居小屋「寄井座」。天井広
告が印象的。今もアートの拠点となっている

15 本棟の向かいに建てられた新築の「アーカイヴ棟」。すき間を活
かした最新の空調設備を持ち、アーカイヴ業務に使われている

14 えんがわオフィスの内部。テレビがたくさん据えられていて、本社
と同じ業務を行なっている。ランチはみんなで自炊したり、庭先で食
べたりと、都会暮らしにはうらやましい職場環境だ

13 えんがわオフィスの統括マネージャーを務める割石芳司（わりいし 
よしじ）さん（右）と谷脇研児さん（左）。割石さんは東京から異動
してきて間もないが、神山町の暮らしを楽しんでいる

1112

13

14

15
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ロードサイドショップ回廊

神山町
吉野川市

徳島市

石井町

徳島阿波おどり空港

伊予街道

ロードサイドショップ回廊

サテライトオフィス

鮎喰川

吉野川

那賀川

　

と
は
い
っ
て
も
、
人
間
は
お
人
好
し
で

は
な
い
。
自
分
の
も
の
さ
し
で
合
理
的
な

選
択
を
し
、
仕
事
が
な
い
、
不
便
な
と
こ

ろ
か
ら
は
流
出
し
て
い
く
。

　

な
ら
ば
、
神
山
町
に
は
な
ぜ
人
が
流
入

し
て
き
て
い
る
の
か
？

　

そ
れ
は
神
山
町
が
自
然
の
魅
力
に
あ
ふ

れ
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
便
利
な
場
所

に
な
っ
た
か
ら
だ
。

　

実
際
に
徳
島
空
港
か
ら
市
内
を
経
て
神

山
町
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
と
わ
か
る
が
、

徳
島
ほ
ど
ク
ル
マ
の
た
め
の
生
活
基
盤
が

整
っ
て
い
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
言
い
方
を

変
え
る
と
、
醜
悪
な
景
観
と
嫌
が
ら
れ
る

ロ
ー
ド
サ
イ
ド
シ
ョ
ッ
プ
が
そ
ろ
っ
て
い

る
の
だ
。
イ
ナ
カ
の
生
活
者
は
歩
い
て
買

い
物
に
な
ど
行
か
な
い
。

　

こ
の
た
め
徳
島
市
中
心
市
街
地
は
シ
ャ

ッ
タ
ー
通
り
と
な
り
壊
滅
状
態
だ
。

　

で
も
そ
ん
な
徳
島
市
の
中
心
地
か
ら
、

吉
野
川
沿
い
に
伊
予
街
道
を
ク
ル
マ
で
上

流
に
向
け
て
走
る
と
、
意
外
な
こ
と
に
気

が
つ
く
。
美み

ま馬
市
ま
で
の
約
40
㎞
、
1
時

間
ほ
ど
走
っ
て
い
た
が
、
い
つ
ま
で
た
っ

て
も
ロ
ー
ド
サ
イ
ド
シ
ョ
ッ
プ
が
途
絶
え

な
い
の
だ
。

　

ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
、
各
種
量
販
店
、

コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
、
銀
行
、
病
院
、

ド
ラ
ッ
グ
ス
ト
ア
、
1 

0 

0
円
シ
ョ
ッ
プ
、

レ
ス
ト
ラ
ン
な
ど
、
お
そ
ら
く
こ
の
道
を

20
分
ほ
ど
流
し
て
い
れ
ば
、
ほ
ぼ
日
常
の

用
事
は
済
ん
で
し
ま
う
。
都
市
研
究
者
の

誰
も
が
眉
を
ひ
そ
め
る
ロ
ー
ド
サ
イ
ド
シ

ョ
ッ
プ
、
す
な
わ
ち
ク
ル
マ
社
会
で
の
生

活
基
盤
が
非
常
に
発
達
し
て
い
る
の
が
徳

島
で
、
こ
れ
が
吉
野
川
流
域
に
回
廊
の
よ

う
に
延
び
て
中
流
域
ま
で
つ
な
が
っ
て
い

る
の
だ
。

　

神
山
町
は
こ
の
伊
予
街
道
沿
い
の
石
井

町
か
ら
ク
ル
マ
で
20
分
ほ
ど
鮎
喰
川
沿
い

に
上
っ
た
場
所
に
あ
る
し
、
県
道
の
ト
ン

ネ
ル
も
こ
こ
数
年
で
整
備
さ
れ
「
便
利
な

過
疎
集
落
」
に
な
っ
て
い
た
の
だ
。

　

ロ
ー
ド
サ
イ
ド
シ
ョ
ッ
プ
の
回
廊
が
内

陸
ま
で
帯
状
に
発
達
し
た
た
め
、
徳
島
市

中
心
市
街
地
は
壊
滅
し
た
が
、
逆
に
、
吉

野
川
を
取
り
囲
む
山
中
集
落
が
い
わ
ば
郊

外
化
し
て
い
っ
た
と
も
い
え
る
。
郊
外
化

と
い
っ
て
も
大
都
市
周
辺
の
よ
う
に
び
っ

し
り
と
ベ
ッ
ド
タ
ウ
ン
が
広
が
っ
て
い
る

の
で
は
な
く
、
山
の
な
か
に
出
現
し
た
郊

外
が
神
山
町
な
の
だ
。

　

ロ
ー
ド
サ
イ
ド
シ
ョ
ッ
プ
回
廊
と
い
う

流
域
観
は
、
今
後
の
地
域
政
策
を
変
え
て

い
く
か
も
し
れ
な
い
。

職
住
の
関
係
、
日
常
と
休
暇
の

関
係
が
変
わ
る
兆
し
か

　

こ
う
い
う
現
象
に
遭
遇
す
る
と
、
仕
事

クルマなら20分ほどで伊予街道に出られる。そ
こは国道沿いに店がひしめく「ロードサイドショッ
プ回廊」。この利便性が神山町のアドバンテージ
の1つにもなっている

高台からの神山町の風景。蛇行しているのは鮎喰川

第
一
で
働
い
て
き
た
こ
れ
ま
で
の
常
識
を

問
い
直
す
き
っ
か
け
に
な
る
。
私
の
よ
う

な
都
市
居
住
者
の
多
く
は
、
こ
れ
ま
で
働

く
と
こ
ろ
と
寝
る
場
所
は
別
で
（
職
住
分

離
）、
互
い
に
離
れ
、
休
養
の
た
め
に
自

然
に
触
れ
に
い
く
た
め
に
は
時
間
を
か
け

て
山
中
や
海
に
行
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　

こ
ん
な
常
識
で
で
き
あ
が
っ
て
き
た
日

本
の
国
土
だ
が
、
職
住
近
接
エ
リ
ア
が
山

の
ふ
も
と
と
そ
の
奥
で
つ
な
が
っ
た
ら
ど

う
だ
ろ
う
か
。
い
わ
ば
、
東
京
で
い
え
ば

勤
務
先
の
新
宿
に
吉
祥
寺
か
ら
通
っ
て
い

る
人
、
そ
の
吉
祥
寺
が
山
の
な
か
に
あ
る

イ
メ
ー
ジ
だ
。
し
か
も
、
山
奥
の
方
に
は

新
た
な
働
き
方
の
、
ロ
ー
カ
ル
と
グ
ロ
ー

バ
ル
を
区
別
し
な
い
お
も
し
ろ
い
企
業
が

あ
る
。

　
「
ゆ
る
さ
」
で
体
現
さ
れ
た
価
値
が
、
そ

の
よ
う
な
魅
力
あ
る
場
だ
と
す
れ
ば
、
神

山
町
の
よ
う
な
郊
外
の
山
の
な
か
も
な
か

な
か
悪
く
な
い
。

〈
魅
力
づ
く
り
の
教
え
〉

　

ロ
ー
ド
サ
イ
ド
シ
ョ
ッ
プ
回
廊
の
流
域

山
中
で
、
I
C
T
を
武
器
に
し
た
企
業
が

地
元
の
生
活
に
寄
り
添
っ
て
活
動
す
る
時
、

ゆ
る
さ
の
魅
力
は
生
ま
れ
る
。

　
（
2 

0 

1 

5
年
3
月
29
〜
30
日
取
材
）
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那珂川

大貫運河

余
笹
川

武
茂
川

逆
川

箒川

荒川

緒川

藤井川

桜川
涸
沼
川

涸沼川

蛇尾川

千波湖

紅葉運河

深山ダム

大田原市
なす風土記の丘
湯津上資料館

西岩崎頭首工

第一分水工
第二分水工

勘十郎堀跡

那珂湊

水戸駅偕楽園

水府橋

境橋

備前堀
排水機場

那須野ヶ原扇状地

国土交通省
関東地方整備局

常陸河川国道事務所

鎌倉山

御前山遊水地

水戸市立博物館

那須野ヶ原
土地改良区連合

沼ッ原調整池

▲
那須岳
1917m

那須塩原駅

那須疏水
蛇尾川サイフォン出口

余笹川・那珂川合流点
（水害の碑）

野口流量観測所

那珂川

大貫運河

余
笹
川

武
茂
川

逆
川

箒川

荒川

緒川

藤井川

桜川
涸
沼
川

涸沼川

蛇尾川

千波湖

紅葉運河

深山ダム

余笹川・那珂川合流点
（水害の碑）

大田原市
なす風土記の丘
湯津上資料館

西岩崎頭首工

第一分水工
第二分水工

勘十郎堀跡

那珂湊

水戸駅偕楽園

水府橋

境橋

野口流量観測所

備前堀
排水機場

那須野ヶ原扇状地

国土交通省
関東地方整備局

常陸河川国道事務所

鎌倉山

御前山遊水地

水戸市立博物館

那須疏水
蛇尾川サイフォン出口

那須野ヶ原
土地改良区連合

沼ッ原調整池

▲
那須岳
1917m

那須塩原駅

涸沼

霞ヶ浦

北浦

久慈川

巴川

利根川

　

関
東
地
方
の
川
と
い
え
ば
多
く
の
人
の

頭
に
真
っ
先
に
浮
か
ぶ
の
は
利
根
川
、
荒

川
、
多
摩
川
な
ど
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

し
か
し
那な

か
が
わ

珂
川
は
関
東
地
方
で
は
利
根
川

に
次
ぐ
規
模
で
、
水
源
を
栃
木
県
那
須
岳

に
発
し
、
大
洗
ま
で
の
1 

5 

0
㎞
を
水
は

滔と
う
と
う々

と
流
れ
て
い
ま
す
。
川
風
景
は
関
東

の
嵐
山
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
で
、
川
の
ど
こ

か
一
地
点
を
と
っ
て
も
美
し
い
川
風
景
が

広
が
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
ん
な
那
珂
川
で
す
が
、
ひ
と
言
で
言

う
な
ら
ば
、
川
と
人
が
上
手
な
つ
き
あ
い

を
し
て
き
た
川
だ
と
私
は
考
え
ま
す
。
水

に
困
っ
て
い
た
上
流
域
の
那
須
野
ヶ
原
で

は
必
要
な
分
だ
け
人
に
水
を
与
え
て
き
ま

し
た
。
人
も
必
要
以
上
に
水
を
求
め
な
か

っ
た
た
め
、
全
川
に
わ
た
り
、
ダ
ム
や
堰

な
ど
の
横
断
構
造
物
も
少
な
い
の
で
す
。

ま
た
、
那
珂
川
は
た
び
た
び
洪
水
を
起
こ

し
て
き
ま
し
た
が
、
人
々
は
堤
防
を
築
き

す
ぎ
て
那
珂
川
の
自
由
を
奪
う
こ
と
な
く
、

一
定
の
あ
ふ
れ
る
場
所
を
許
容
し
、
住
む

場
所
を
選
ん
で
き
ま
し
た
。

　

近
世
に
お
い
て
は
川
の
流
量
と
流
れ
を

う
ま
く
利
用
し
、
舟
運
に
よ
っ
て
東
北
と

江
戸
と
の
幹
線
交
通
と
し
て
活
用
す
る
な

ど
上
手
に
つ
き
あ
っ
て
き
ま
し
た
。
今
回

は
川
づ
き
あ
い
を
学
ぶ
べ
く
、
那
珂
川
と

そ
の
流
域
の
人
を
訪
ね
ま
し
た
。

 那珂川
 水系番号  ： 27
 都道府県  ： 茨城県・栃木県・福島県
 源流  ： 那須岳（1915 ｍ） 
 河口  ： 太平洋  
 本川流路延長  ： 150 km 20位／ 109

 支川数  ： 197河川 19位／ 109

 流域面積  ： 3270 km2 18位／ 109

 流域耕地面積率  ： 21.7 ％ 12位／ 109

 流域年平均降水量  ： 1521 mm 76位／ 109

 基本高水流量  ： 8500 m3/ s 36位／ 109

 河口の基本高水流量  ： 1万 2744 m3/ s 24位／ 109

 流域内人口  ： 92万 2613人 18位／ 109

 流域人口密度 ： 282人 / km2 32位／ 109

（基本高水流量観測地点：野口〈河口から38.3km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）

川と人が保つ〈ほどよい距離感〉
那珂川

（茨城県・栃木県）

坂本クンと行く川巡り  第7回  
Go ! Go ! 109水系

写真：母性的な美しさをもつ那珂川の下流域

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「109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。

川名の由来【那珂川】
村石利夫編著『日本全河川ルーツ
大辞典』（竹書房 1979）によると、
中川とも書かれ、常陸（茨城県）、
那珂郡を通る川というが、ナカは茨
城と久慈の中間の意をもつという。

109水系
1964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 109の
水系が指定されている。

44水の文化 50号　Go!Go!109水系 7
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那珂川

大貫運河

余
笹
川

武
茂
川

逆
川

箒川

荒川

緒川

藤井川

桜川
涸
沼
川

涸沼川

蛇尾川

千波湖

紅葉運河

深山ダム

大田原市
なす風土記の丘
湯津上資料館

西岩崎頭首工

第一分水工
第二分水工

勘十郎堀跡

那珂湊

水戸駅偕楽園

水府橋

境橋

備前堀
排水機場

那須野ヶ原扇状地

国土交通省
関東地方整備局

常陸河川国道事務所

鎌倉山

御前山遊水地

水戸市立博物館

那須野ヶ原
土地改良区連合

沼ッ原調整池

▲
那須岳
1917m

那須塩原駅

那須疏水
蛇尾川サイフォン出口

余笹川・那珂川合流点
（水害の碑）

野口流量観測所

那珂川

大貫運河

余
笹
川

武
茂
川

逆
川

箒川

荒川

緒川

藤井川

桜川
涸
沼
川

涸沼川

蛇尾川

千波湖

紅葉運河

深山ダム

余笹川・那珂川合流点
（水害の碑）

大田原市
なす風土記の丘
湯津上資料館

西岩崎頭首工

第一分水工
第二分水工

勘十郎堀跡

那珂湊

水戸駅偕楽園

水府橋

境橋

野口流量観測所

備前堀
排水機場

那須野ヶ原扇状地

国土交通省
関東地方整備局

常陸河川国道事務所

鎌倉山

御前山遊水地

水戸市立博物館

那須疏水
蛇尾川サイフォン出口

那須野ヶ原
土地改良区連合

沼ッ原調整池

▲
那須岳
1917m

那須塩原駅

涸沼

霞ヶ浦

北浦

久慈川

巴川

利根川

仙台
山形

福島

水戸

宇都宮
前橋

長野

浦和

東京

千葉

横浜

甲府

静岡

新潟

那珂川流域

久慈川流域利根川流域

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YNHC（青少年博物学会）、大学時代には JOC
（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。

【那珂川流域の地図】
国土地理院基盤地図情報「茨城県、栃木県、福島県、千葉
県、埼玉県」及び、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 17年）、鉄道データ（平成 25年）」より編集部で作図
この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、
同院発行の基盤地図情報を使用した。（承認番号　平 27情
使、 第 203号）
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那
珂
川

箒
川

蛇
尾
川

熊
川

深山ダム

板室ダム

戸田調整池

赤田調整池

新
木
ノ
俣
頭
首
工

旧木ノ俣頭首工

蟇
沼
頭
首
工

西岩崎頭首工 東
北
自
動
車
道

東
北
新
幹
線

第一分水工

第二分水工

黒
磯
用
水
路

埼
玉
用
水
路

戸
田
用
水
路

箭
坪
用
水
路

戸田東用水路

高
林
用
水
路

木綿畑用水路

塩
野
崎
用
水
路

洞
島
用
水
路

赤
田
用
水
路

横
林
用
水
路

折
戸
用
水
路

加
治
屋
用
水
路

西
堀
用
水
路

縦
堀
用
水
路

東
那
須
野
用
水
路

下段
幹線
用水
路

上段
幹線
用水
路

第三分水工

西堀分水工
縦堀分水工

那
須
野
ヶ
原
悲
願
の
水
資
源
開
発

　

那
珂
川
の
上
流
域
に
は
那
須
野
ヶ
原
と

呼
ば
れ
る
約
4
万
ha
に
わ
た
る
台
地
が
広

が
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
地
域
は
い
く
つ
も

の
扇
状
地
が
重
な
り
合
っ
て
で
き
て
い
る

複
合
扇
状
地
で
あ
り
、
国
内
最
大
級
の
規

模
で
す
。
扇
状
地
帯
の
特
徴
と
し
て
扇
央

部
（
扇
状
地
の
中
央
部
）
で
は
水
が
地
下
に

潜
る
た
め
、
地
表
に
水
が
流
れ
な
い
水み

ず
な
し無

川が
わ

と
な
り
ま
す
。
扇
央
部
に
住
む
人
々
は

水
を
得
る
の
に
苦
労
し
て
き
ま
し
た
。

　

那
須
野
ヶ
原
土
地
改
良
区
連
合
の
飯
塚

康み
ち
ひ
と人

さ
ん
と
郡
司
忠
之
さ
ん
に
こ
の
地
の

水
利
用
の
変
遷
に
つ
い
て
お
聞
き
し
ま
し

た
。

「
那
珂
川
と
箒ほ

う
き
が
わ川

に
囲
ま
れ
て
い
る
部
分

が
那
須
野
ヶ
原
の
扇
状
地
で
す
。
那
須
疏

水
開
削
前
の
明
治
初
期
は
水
を
取
る
の
が

困
難
で
、『
水
の
一
滴
は
血
の
一
滴
』
と
言

わ
れ
た
ほ
ど
。
扇
状
地
の
な
か
の
蛇さ

び尾
川が

わ

と
熊
川
は
雨
が
降
っ
て
い
な
い
と
き
は
水

が
浸
透
し
て
し
ま
い
地
下
を
流
れ
て
い
ま

す
。
で
す
か
ら
扇
状
地
の
な
か
は
人
が
住

め
る
よ
う
な
と
こ
ろ
で
は
な
く
、
水
の
流

れ
て
い
る
川
ま
で
何
㎞
も
歩
い
て
水
を
汲

み
に
行
っ
た
こ
と
も
あ
る
よ
う
で
す
」

那須野ヶ原土地改良区連合の飯塚康人さん（左）
と郡司忠之さん（右）
左：水が地下に浸透して、干上がったように見える
蛇尾川。地面に耳をつけてみたが、残念ながら地
下水の音は聞こえなかった

上：西岩崎頭首工から少し下ったところにある「第
一分水工」。ここで南東に流れる黒磯用水路と、
南西に向かう下段幹線用水路（那須疏水幹線）
に分かれる
下：田植えを目前に控えた那須野ヶ原の水田。こ
うして水が張れるのも那須疏水のおかげだ

那須疏水
那須野ヶ原の水路網（那須疏水）。1967年（昭和42）から
1995年（平成 7）まで続いた「那須野ヶ原総合開発」によ
って今の姿になった
出典：「なすのがはら総合開発マップ」及び、国土地理院基盤地図情報「栃
木県」、国土交通省国土数値情報「河川データ（平成 20年）、鉄道デー
タ（平成 25年）、高速道路データ（平成 25年）」より編集部で作図

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認
を得て、同院発行の基盤地図情報を使用した。（承認
番号　平 27情使、 第 203号）

日本三大疏水の1つに数えられる那須疏水の取
水口「西岩崎頭首工」。河床の変化によって取
水口は何度も移設された。今の取水口は1975年
（昭和50）の竣工
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私
は
い
ろ
い
ろ
な
扇
状
地
帯
の
川
を
見

て
き
ま
し
た
が
、
風
が
吹
く
と
河
道
内
に

砂
煙
が
巻
き
起
こ
る
様
子
は
ま
る
で
川
砂

漠
で
、
初
め
て
見
た
風
景
で
し
た
。
こ
れ

を
解
消
す
る
た
め
、
当
時
の
明
治
政
府
は

1 

8 

8 

1
年
（
明
治
14
）
〜
1 

8 

8 

5
年

（
明
治
18
）
に
わ
た
り
画
期
的
な
開
削
事
業

を
行
な
い
ま
し
た
。
こ
れ
が
日
本
三
大
疏

水
と
も
評
さ
れ
る
那
須
疏
水
の
は
じ
ま
り

で
す
。

「
西
岩
崎
頭
首
工
（
注
1
）
か
ら
箒
川
ま

で
一
本
幹
線
を
掘
り
、
そ
の
途
中
に
第
一

分
水
工
（
注
2
）、
第
二
分
水
工
、
第
三
分

水
工
、
縦
堀
分
水
工
、
西
堀
分
水
工
を
つ

く
り
、
水
を
扇
状
地
内
に
行
き
渡
る
よ
う

に
し
ま
し
た
。
そ
の
後
も
1 

9 

6 

7
年

（
昭
和
42
）
か
ら
1 

9 

9 
5
年
（
平
成
7
）
ま

で
続
い
た
国
営
事
業
に
よ
り
、
今
日
の
安

定
し
た
水
供
給
に
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。

現
在
、
那
須
野
ヶ
原
約
4
万
ha
の
う
ち
の

約
4 

0 

0 

0 

ha
が
那
須
疏
水
の
受
益
地

（
注
3
）
で
す
。
こ
の
地
は
明
治
期
以
降
の

那
須
疏
水
の
国
営
事
業
に
よ
っ
て
水
が
い

く
よ
う
に
な
っ
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は

あ
り
ま
せ
ん
」

　

訪
ね
た
と
き
は
ち
ょ
う
ど
代し

ろ

掻か

き
期

（
注
4
）
で
、
那
須
野
ヶ
原
の
田
ん
ぼ
一
面

に
水
が
張
ら
れ
、
那
須
疏
水
も
勢
い
よ
く

流
れ
て
い
ま
し
た
。
わ
ず
か
4
年
で
乾
き

き
っ
た
表
層
に
水
の
潤
い
を
与
え
た
と
思

う
と
、
人
の
創
造
力
や
実
行
力
と
は
驚
異

だ
と
さ
え
思
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

文
化
を
運
び
育
て
た
交
易
の
場

　

那
須
野
ヶ
原
扇
状
地
を
抜
け
る
と
中
流

域
の
那
珂
川
の
風
景
は
一
変
し
ま
す
。
水

が
よ
ど
み
な
く
流
れ
、
掘
り
込
み
の
深
い

谷
底
を
川
が
流
れ
て
い
ま
す
。
八や

み
ぞ
さ
ん
ち

溝
山
地

の
西
麓
を
流
れ
、
那
須
烏
山
付
近
か
ら
は

山
地
に
囲
ま
れ
た
狭
窄
部
と
な
っ
て
い
ま

す
。
そ
ん
な
地
形
か
ら
川
風
景
も
風
光
明

媚
で
、
黄
昏
時
に
眺
め
る
に
は
も
っ
て
こ

い
で
す
。

　

そ
ん
な
中
流
域
で
は
、
那
珂
川
の
舟
運

文
化
を
た
ど
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

江
戸
時
代
、
東
北
か
ら
の
米
や
木
材
な

ど
を
江
戸
ま
で
運
ぶ
こ
と
で
注
目
さ
れ
た

の
が
那
珂
川
で
し
た
。
那
須
か
ら
水
戸
ま

で
の
1 

0 

0
㎞
以
上
を
舟
で
運
ぶ
こ
と
が

で
き
、
運
搬
路
と
し
て
重
要
な
役
割
を
果

た
し
ま
し
た
。

　

中
流
域
の
暮
ら
し
を
大
田
原
市
な
す
風

土
記
の
丘
湯
津
上
資
料
館
館
長
の
木
村
康

夫
さ
ん
に
う
か
が
い
ま
し
た
。

「
中
世
の
那
珂
川
は
舟
運
で
奥
州
の
方
か

ら
運
ん
で
き
た
米
や
木
材
を
江
戸
や
水
戸

に
持
っ
て
い
き
ま
し
た
。
帰
り
は
海
産
物

を
た
く
さ
ん
乗
せ
て
川
を
遡
り
ま
し
た
。

上
流
域
の
人
は
海
産
物
の
な
か
で
も
塩
漬

け
に
し
た
魚
を
大
量
に
買
い
ま
し
た
。
塩

は
高
価
だ
っ
た
の
で
、
魚
に
つ
い
て
い
る

塩
を
集
め
、
そ
れ
で
に
が
り
を
つ
く
り
、

豆
腐
や
味
噌
を
つ
く
る
ん
で
す
。
そ
う
い

う
海
と
山
と
の
交
流
が
あ
り
ま
し
た
」

　

交
易
路
だ
っ
た
か
ら
こ
そ
那
珂
川
沿
い

に
い
ろ
い
ろ
な
食
文
化
や
伝
統
、
習
慣
が

副
産
物
と
し
て
残
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
さ

ら
に
木
村
さ
ん
は
こ
う
続
け
ま
し
た
。

「
那
珂
川
沿
い
に
は
古
墳
が
多
い
の
で
す

が
、
不
思
議
な
こ
と
に
ほ
と
ん
ど
が
川
に

平
行
し
て
立
地
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
お

そ
ら
く
防
衛
拠
点
、
そ
れ
と
同
時
に
デ
ィ

ス
プ
レ
イ
と
し
て
通
る
人
に
権
力
を
見
せ

つ
け
た
の
で
し
ょ
う
。
で
す
か
ら
烏
山
藩
、

大
田
原
藩
や
中
世
の
那
須
氏
が
川
沿
い
に

領
地
を
も
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
い
つ

の
時
代
も
そ
こ
に
那
珂
川
が
あ
っ
た
。
こ

れ
は
今
も
昔
も
変
わ
り
ま
せ
ん
」

　

川
沿
い
に
立
ち
当
時
に
思
い
を
馳
せ
る

と
、
い
ろ
い
ろ
な
時
代
風
景
が
見
え
て
き

そ
う
で
す
。
あ
る
時
は
川
を
上
り
下
る
者

が
周
囲
の
権
力
の
象
徴
に
息
を
飲
み
、
あ

る
時
は
何
艘
も
の
舟
が
行
き
交
い
、
自
分

の
国
の
特
産
品
が
江
戸
で
認
め
ら
れ
る
こ

と
を
願
っ
て
下
り
、
手
に
入
り
に
く
い
海

産
物
や
嗜
好
品
を
持
ち
帰
る
光
景
。
そ
れ

ぞ
れ
の
時
代
の
河
川
文
化
の
一
端
が
感
じ

ら
れ
る
の
は
す
ば
ら
し
い
こ
と
だ
と
思
い

ま
す
。

（注 2）分水工

幹線水路の水を支線に分ける
施設のこと。

（注 1）頭首工

湖沼、河川などから、用水を取入れる農業水利施設の
総称。主に取水堰と取り入れ口（取水口）からなる。

（注 3）受益地

事業によって利益を受ける
地域のこと。

（注 4）代掻き期

田植えのために、田に水を入れて土を砕
いてかきならす作業を行なう時期のこと。

大田原市なす風土記の丘湯津上資料館館長の木村
康夫さん
那珂川の右岸にある前方後方墳「侍塚（さむらいづ
か）古墳」。江戸時代に徳川光圀が発掘・調査した那須烏山市の境橋から見た那珂川の夕暮れ（中流域）
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黒羽

那珂川

巴川

霞
ヶ
浦

鹿
島
灘

江戸湾

北
浦

江
戸
川

利根川

烏山

長倉 野口

大貫

紅葉
塔ヶ崎
串挽

網掛

小川

浜
玉造

潮来

樋口

江戸

松戸

市川
伊勢

枝川

那珂湊
水戸
細谷
涸沼

海老沢

下吉影

関宿

水
戸
の
発
展
と
人
々
の
暮
ら
し

　

那
珂
川
流
域
で
最
大
の
都
市
が
下
流
域

に
あ
る
水
戸
で
す
。
親
藩
で
知
ら
れ
る
水

戸
藩
は
那
珂
川
と
さ
ま
ざ
ま
な
か
か
わ
り

を
も
っ
て
い
ま
し
た
。

　

水
戸
市
立
博
物
館
館
長
の
玉
川
里
子
さ

ん
は
、
水
戸
と
那
珂
川
に
は
大
き
く
4
つ

の
か
か
わ
り
が
あ
る
と
言
い
ま
す
。

「
1
つ
め
は
、
那
珂
川
は
交
通
の
基
幹
で

し
た
。
上
流
域
と
の
人
の
行
き
来
や
物
資

の
運
搬
は
盛
ん
で
し
た
。
そ
し
て
、
東
京

湾
に
入
る
鹿
島
灘
の
あ
た
り
は
波
が
荒
く

て
危
な
く
、
内
水
を
通
っ
た
方
が
安
全
だ

っ
た
の
で
、
河
口
の
那
珂
湊
か
ら
涸ひ

ぬ
ま沼

に

入
り
、
少
し
陸
送
し
て
霞
ヶ
浦
を
通
っ
て

利
根
川
、
江
戸
川
に
入
っ
て
い
く
と
い
う

内
川
廻
り
が
と
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
支
流

の
涸
沼
川
に
は
北
浦
ま
で
水
路
を
掘
ろ
う

と
し
た
水
路
跡
（
勘
十
郎
堀
）
が
残
っ
て
い

ま
す
」

　

こ
れ
は
関
東
を
俯
瞰
し
た
大
水
路
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
で
、
そ
の
一
部
が
那
珂
川
水
系

で
し
た
。
松
浪
勘
十
郎
に
工
事
を
命
じ
た

紅
葉
運
河
（
勘
十
郎
掘
）
跡
を
見
て
も
相
当

な
川
幅
で
す
。
水
戸
藩
が
那
珂
川
を
使
い
、

江
戸
と
の
つ
な
が
り
を
よ
く
し
よ
う
と
し

て
い
た
こ
と
が
伝
わ
っ
て
き
ま
す
。

「
2
つ
め
は
水
戸
城
の
外
堀
の
、
要
塞
と

し
て
の
役
割
で
す
。
水
戸
城
の
南
は
千
波

湖
、
北
は
那
珂
川
で
し
た
。
こ
れ
を
基
軸

に
城
の
防
御
を
固
め
ま
し
た
。
ま
た
城
か

ら
の
高
台
の
上う

わ
ま
ち町

と
城
の
東
側
の
低
い
下し

た

町ま
ち

が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
発
展
し
て
い
く
双
子

町
と
な
り
ま
し
た
。
そ
の
土
地
利
用
の
跡

は
今
も
よ
く
残
っ
て
い
ま
す
よ
」

　

川
と
湖
に
囲
ま
れ
た
台
地
。
城
下
町
を

つ
く
る
に
は
最
適
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

「
3
つ
め
は
水
戸
城
近
く
で
の
鮭
漁
。
水

戸
城
の
近
く
に
鮭
留
め
を
設
け
、
そ
こ
で

鮭
を
捕
り
、
水
戸
藩
は
朝
廷
や
幕
府
に
献

上
し
て
い
ま
し
た
」

　

水
戸
の
特
産
品
の
1
つ
が
鮭
だ
っ
た
と

は
少
し
意
外
な
感
じ
が
し
ま
す
。
今
で
も

那
珂
川
に
は
秋
に
な
る
と
多
く
の
鮭
が
産

卵
の
た
め
遡
上
し
ま
す
。

「
4
つ
め
は
水
泳
を
覚
え
る
水
場
で
す
。

水
戸
藩
に
は
古
式
泳
法
の
水
府
流
水
術
と

い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
音
も
な
く
楽
に
泳

げ
る
の
で
武
道
の
一
環
で
も
あ
り
ま
し
た
。

泳
ぎ
を
覚
え
る
の
も
那
珂
川
で
、
私
も
小

さ
い
こ
ろ
に
親
に
教
わ
り
ま
し
た
。
水
戸

は
小
学
校
に
プ
ー
ル
が
で
き
る
の
が
遅
く

て
、
長
い
あ
い
だ
川
で
泳
い
で
い
ま
し
た
。

平
泳
ぎ
が
横
を
向
い
た
感
じ
で
す
」

　

後
日
、
私
も
試
し
て
み
ま
し
た
が
、
な

か
な
か
そ
れ
っ
ぽ
く
泳
げ
ま
せ
ん
で
し
た
。

普
通
の
平
泳
ぎ
に
慣
れ
て
い
る
せ
い
か
逆

に
難
し
か
っ
た
で
す
。
と
こ
ろ
が
水
戸
出

身
の
研
究
室
の
後
輩
に
「
水
府
流
っ
て
知

那珂川は舟運が盛んで、かつては各所に川湊が
あった。写真は1919年（大正 8）の那珂湊「万
衛門川の船だまり」。万衛門川は那珂川の支流で
ある（写真提供：水戸市立博物館）

那珂川から江戸へのルート
那珂川の舟運は、水戸、那珂湊、涸沼を経て江戸
とつながっていた
出典：「特別陳列 那珂川の交通史」パンフレット（水戸市立
博物館発行 1997）を参考に編集部作成

那珂川から江戸をつなぐルートだった涸沼。2015
年5月28日、ラムサール条約湿地に登録された
右：水戸市立博物館館長の玉川里子さん

紅葉運河（勘十郎堀）の跡。水
戸藩士・松波勘十郎が指揮した
ものの、完成には至らなかった
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っ
て
る
か
？
」
と
尋
ね
る
と
「
そ
う
い
え

ば
昔
、
じ
い
ち
ゃ
ん
に
教
わ
り
ま
し
た

よ
」
と
ス
イ
ス
イ
と
泳
い
で
み
せ
て
く
れ

ま
し
た
。
水
戸
藩
の
古
式
泳
法
は
今
も
水

戸
市
民
に
継
承
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

水
戸
と
い
う
言
葉
自
体
が
海
へ
の
入
り

口
と
い
う
意
味
で
、
川
と
海
と
の
接
点
を

表
し
ま
す
。
那
珂
川
と
は
親
し
み
深
い
都

市
で
し
た
。

堤
防
の
少
な
い
川

　

中
流
域
の
川
風
景
も
美
し
い
で
す
が
、

川
が
開
け
て
く
る
下
流
域
は
母
性
的
で
開

放
感
あ
る
美
し
さ
で
す
。
川
風
景
を
決
定

づ
け
る
要
素
は
大
別
す
る
と
、
川
幅
、
川

沿
い
の
建
物
や
草
木
の
高
さ
、
周
囲
の
土

地
利
用
、
空
の
開
け
具
合
な
ど
が
あ
る
と

私
は
考
え
ま
す
。
那
珂
川
の
川
風
景
を
見

て
ほ
っ
と
す
る
の
は
、
那
珂
川
の
特
徴
の

1
つ
で
も
あ
る
「
堤
防
が
少
な
い
こ
と
」

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

那
珂
川
で
現
在
、
治
水
に
取
り
組
む
河

川
管
理
者
（
国
土
交
通
省
関
東
地
方
整
備
局
常
陸

河
川
国
道
事
務
所
調
査
第
一
課
長
）
の
岩
渕
光み

つ

生お

さ
ん
に
話
を
聞
き
ま
し
た
。

「
那
珂
川
流
域
で
一
番
人
口
が
集
中
し
て

い
る
水
戸
市
街
地
は
堤
防
が
少
な
い
の
で

す
。
那
珂
川
水
系
に
お
い
て
国
が
管
理
し

て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
堤
防
の
完
成
し
た

箇
所
が
全
体
の
約
24
％
、
ま
だ
堤
防
が
な

い
な
ど
の
未
完
成
の
箇
所
が
約
41
％
、
堤

防
が
必
要
な
い
箇
所
が
約
35 

%
で
す
。
1 

9 

4 

7
（
昭
和
22
）
の
カ
ス
リ
ー
ン
台
風
を

契
機
に
全
国
的
に
堤
防
の
整
備
が
進
ん
だ

の
で
す
が
、
水
戸
市
は
市
街
地
の
堤
防
整

備
は
そ
れ
ほ
ど
進
ん
で
い
ま
せ
ん
。
1 

9 

8 

6
年
（
昭
和
61
）
8
月
の
台
風
の
被
害
を

受
け
て
よ
う
や
く
堤
防
整
備
が
進
ん
だ
状

況
で
す
。
1 

9 

4 

7
年
以
降
、
1 

9 

8 

6

年
ク
ラ
ス
の
大
水
を
超
え
る
洪
水
が
な
か

っ
た
と
い
う
の
も
あ
り
、
そ
の
間
に
住
宅

が
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
人
が
住
む
よ
う
に

な
っ
た
の
で
す
。
1 

9 

6 

0
年
代
は
水
戸

城
下
の
高
台
付
近
し
か
市
街
化
が
進
ん
で

な
か
っ
た
の
で
堤
防
の
必
要
性
が
現
在
よ

り
も
薄
か
っ
た
の
で
す
が
、
1 

9 

8 

0
年

代
に
は
市
街
化
が
川
の
そ
ば
ま
で
進
行
し

て
し
ま
い
ま
す
。
そ
こ
に
大
き
な
洪
水
が

あ
っ
て
市
街
地
を
し
っ
か
り
と
守
っ
て
い

か
な
い
と
い
け
な
く
な
っ
た
。
今
も
最
下

流
付
近
は
堤
防
が
な
く
整
備
を
進
め
て
い

る
と
こ
ろ
で
す
（
下
段
右
の
写
真
参
照
）」

　

那
珂
川
流
域
は
田
園
地
帯
の
河
川
の
様

相
が
強
い
で
す
。
人
は
高
台
や
川
か
ら
少

し
離
れ
た
と
こ
ろ
に
住
む
と
い
う
領
域
を

意
識
し
た
暮
ら
し
が
那
珂
川
に
は
あ
り
ま

し
た
が
、
市
街
地
が
川
の
そ
ば
ま
で
広
が

っ
た
こ
と
で
1
9
8
6
年
、
1
9
9
8
年

（
平
成
10
）
と
二
度
に
わ
た
り
水
戸
市
内
で

大
水
害
が
起
き
ま
し
た
。
川
と
人
の
領
域

が
少
し
ず
つ
変
化
し
つ
つ
あ
る
の
で
し
ょ

う
。

　

岩
渕
さ
ん
は
河
川
管
理
者
と
し
て
の
付

き
合
い
方
を
語
っ
て
く
れ
ま
し
た
。

「
河
川
法
に
基
づ
い
て
、
わ
れ
わ
れ
の
仕

事
を
み
る
と
、
治
水
・
利
水
・
環
境
の
視

点
が
あ
り
ま
す
が
、
那
珂
川
の
特
徴
は
環

境
の
豊
か
さ
だ
と
思
い
ま
す
。
ア
ユ
の
遡

上
数
も
年
に
よ
っ
て
は
日
本
一
で
す
し
、

涸
沼
川
の
方
で
は
ヤ
マ
ト
シ
ジ
ミ
、
ヒ
ヌ

マ
イ
ト
ト
ン
ボ
な
ど
の
生
物
を
育
む
豊
か

な
川
で
す
。
河
川
管
理
者
は
環
境
の
い
い

と
こ
ろ
は
保
全
す
る
、
昔
あ
っ
た
な
ら
ば

再
生
す
る
こ
と
を
主
眼
に
河
川
改
修
に
努

め
る
。
そ
れ
が
基
本
ス
タ
ン
ス
で
す
ね
」

こ
れ
か
ら
の
那
珂
川
と
の

川
づ
き
あ
い

　

荒
野
を
潤
す
水
源
と
し
て
、
舟
運
の
要

と
し
て
、
要
塞
と
し
て
な
ど
、
那
珂
川
は

さ
ま
ざ
ま
な
顔
を
も
っ
て
い
ま
し
た
。
ま

た
関
東
屈
指
の
大
河
で
あ
り
な
が
ら
こ
れ

だ
け
の
清
流
が
残
っ
て
い
る
の
は
す
ば
ら

し
い
こ
と
で
す
。
こ
れ
か
ら
も
清
流
を
維

持
し
て
い
く
に
は
、
私
た
ち
が
川
と
人
の

ほ
ど
よ
い
距
離
感
を
保
っ
て
い
く
こ
と
が

大
事
な
の
だ
と
那
珂
川
に
学
び
ま
し
た
。

　
（
2 

0 

1  

5
年
5
月
7
〜
8
日
取
材
）

1998年8月の那珂川水害を受けてつくら
れた堤防から見た水府橋。手前は撤去中
の初代・水府橋。老朽化および河川改修
上の阻害箇所となっていたことから架け替
えられ、2013年10月31日に二代目・水
府橋が開通した
右：国土交通省関東地方整備局常陸河川
国道事務所調査第一課長の岩渕光生さん

堤防のない那珂川の河口から海門橋（かいもんばし）を望む



水の文化 50号　センター活動報告 50

ミツカン水の文化センターが 2011年 9月から続けている「里川文化

塾」。これまでの開催で培ってきたフィールドワークなどの体験型イベン

トのノウハウをまとめました。

開催当日に巡ったルートマップや見所を解説したガイドをPDFとしてダ

ウンロードできます。それを片手に、実際にフィールドを歩くことで、その

土地と暮らしの結びつきから「使いながら守る水循環」を体験できる情

報をそろえました。ぜひご活用ください ！

【公開中のルートマップ&ガイド】

01 歩いて知る二ヶ領用水〈第5回里川文化塾　二ヶ領用水フィールドワーク〉

02 日野・向島用水エリアを巡る〈第9回里川文化塾　水の郷・日野を歩く〉

03 荒川・岩淵水門周辺のまち歩き〈第10回里川文化塾　船でゆく荒川〉

04 源流から野川をたどる〈第11回里川文化塾　野川を歩く〉

05 浅川の治水と八王子巡り〈第14回里川文化塾　大久保長安・八王子の治水とまちづくり〉

06 雨水利用施設を巡る墨田区まち歩き〈第15回里川文化塾　拡がる雨水利用〉

「ボノボ」という類人猿をご存じでしょう
か。サル目（霊長目）ヒト科チンパンジ
ー属に分類され、アフリカ中央部の赤
道付近に広がるコンゴ盆地に住んでい
ます。チンパンジーとよく似た外見をし
ていますが、オスが好戦的なチンパンジ
ーに比べて、性質はとても穏やかで争
いの少ない社会をつくっています。実
は、この両者を分けた要素の 1つとし
て水（コンゴ川）があります。ボノボや
チンパンジー、ゴリラ、ニホンザルなど
野生霊長類の生態と行動を研究してい
る古市剛史さんに、ボノボと水のかかわ
り、さらに平和的な生態とそれを可能に
している理由についてお聞きしました。

古市 剛史 さん
ふるいち たけし

京都大学霊長類研究所

教授

センター活動報告

ミツカン水の文化センター　ホームページ コンテンツ紹介

自分でも開催 ！ 里川文化塾
http://www.mizu.gr.jp/bunkajuku/know-how/index.html

〈水の風土記〉では、魅力あふれる独自の「水の文化」を培っている「人」

や「事・場」をお訪ねして、そこで行なわれている研究や活動をホーム

ページで紹介しています。機関誌の特集テーマではなかなか取材できない

「人」や「事・場」を、軽いフットワークでお訪ねするのが特徴です。

「人」をフォーカスしてインタビューするのが、〈水の文化 人ネットワーク〉、

「事（こと）や場（ば）」を掘り下げてレポートするのが〈水の文化 事・

場（ことば）ネットワーク〉です。〈水の風土記〉でご紹介することで、活

動の輪がつながり合うことを目指しています。

随時更新していきますので、どうぞご覧ください。

水の風土記「人ネットワーク」
http://www.mizu.gr.jp/fudoki/

お知らせ

『水の文化』49号の記事について、物部川漁業協同組合さまから「水の文化書誌」p35 
本文 3段目 28行目以降、高橋勇夫著『天然アユが育つ川』（築地書館 2009）の記
述部分について、「著者が提案しています『物部川漁協推薦 天然アユ 100%物部川清
流米』について、物部川漁業協同組合といたしましては、推薦をしたこと、農協さまと
販売の検討をしたこと、および予定はございません」とのご指摘をいただきましたのでお
知らせします。

ミツカン水の文化センター

【最新インタビュー】

ヒトが「ボノボ」から学ぶこと
～コンゴ川を渡った平和主義者たち～

ルートマップとガイドは、基本的に里川文化塾を実施した時点の情
報をもとに作成しています。ご了承ください



編
集
後
記

当
時
頑
張
っ
て
買
っ
た
傘
を
忘
れ
て
以
来
、
ず
っ
と
ビ
ニ
ー
ル
傘
党

だ
っ
た
。
今
回
取
材
先
で
実
に
様
々
な
傘
に
出
会
い
、
そ
の
機
能
と

技
術
に
驚
き
、
デ
ザ
イ
ン
に
は
楽
し
さ
を
感
じ
た
。
自
分
で
は
な
か

な
か
手
が
出
な
い
よ
う
な
素
敵
な
傘
を
プ
レ
ゼ
ン
ト
に
し
て
は
ど
う

だ
ろ
う
か
。
大
切
な
人
に
傘
の
下
の
空
間
も
あ
わ
せ
て
。（
後
）

晴
天
で
も
傘
を
差
し
た
が
る
子
供
を
説
得
す
る
の
に
苦
心
す
る
梅
雨

ど
き
。
傘
を
差
せ
ば
、
雨
の
中
を
ぬ
れ
ず
に
自
由
に
歩
き
回
れ

る
・
・
・
。
子
供
の
頃
は
、
そ
ん
な
傘
の
空
間
が
持
つ
魅
力
を
、
無

意
識
に
感
じ
取
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
次
の
雨
天
に
息
子
と

相
合
傘
を
し
て
、
更
な
る
傘
空
間
の
魅
力
を
教
え
よ
う
か
な
。（
松
）

幼
い
頃
、
お
気
に
入
り
の
傘
を
置
き
忘
れ
て
か
ら
「
い
い
傘
を
買
っ

て
も
ど
う
せ
な
く
す
」
と
傘
に
こ
だ
わ
る
こ
と
を
や
め
て
し
ま
っ
た
。

今
は
正
直
、
出
先
で
雨
に
降
ら
れ
る
度
に
増
え
る
傘
に
辟
易
し
て
い

る
。
日
本
の
素
晴
ら
し
い
傘
文
化
を
知
っ
た
今
、
も
う
一
度
こ
だ
わ

り
の
一
本
を
見
つ
け
、
そ
ん
な
生
活
を
ぜ
ひ
脱
却
し
た
い
。（
原
）

何
気
な
く
使
っ
て
い
る
よ
う
で
、
意
外
と
こ
だ
わ
り
を
持
っ
て
い
る

傘
。
日
本
人
は
さ
り
げ
な
い
こ
だ
わ
り
を
、
た
く
さ
ん
持
っ
て
い
る

よ
う
な
気
が
す
る
。
そ
ん
な
私
も
傘
に
は
ち
ょ
っ
と
し
た
こ
だ
わ
り

が
あ
る
。
梅
雨
明
け
ま
で
あ
と
少
し
。
お
気
に
入
り
の
傘
と
一
緒
に
、

こ
の
梅
雨
空
を
楽
し
み
た
い
。（
吉
）

取
材
で
は
い
つ
も
晴
れ
て
ほ
し
い
と
願
っ
て
い
る
が
、
結
構
な
確
率

で
雨
が
降
る
。
で
も
今
回
に
限
っ
て
雨
は
た
っ
た
一
日
だ
け
…
…
。

せ
っ
か
く
買
っ
た
傘
も
取
材
で
は
役
立
た
せ
る
機
会
が
な
か
っ
た
が
、

こ
れ
か
ら
の
梅
雨
の
季
節
、
積
極
的
に
出
か
け
た
い
と
思
う
。（
力
）

子
ど
も
た
ち
が
羨
ま
し
い
と
き
が
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
雨
の
日
。
大

人
と
違
っ
て
子
ど
も
は
雨
が
大
好
き
。
長
靴
で
水
た
ま
り
を
歩
き
、

傘
を
ぶ
ん
ぶ
ん
振
り
回
す
―
―
今
号
は
そ
ん
な
イ
メ
ー
ジ
の
表
紙
に

し
ま
し
た
。
そ
う
い
え
ば
、
リ
サ
ー
チ
先
で
見
つ
け
た
長
傘
を
買
っ

て
「
雨
、
降
ら
な
い
か
な
〜
♪
」
と
思
う
自
分
が
…
…
。
傘
の
お
か

げ
で
、
ほ
ん
の
少
し
童
心
を
取
り
戻
せ
た
よ
う
で
す
。（
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にてバックナンバーを提供しています。
 すべてダウンロードできますので、いろいろな活動にご活用
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。
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ミツカン水の文化センターは、時期やテーマに沿ったさ

まざまな「水の文化」にかかわる情報を盛り込んだメー

ルマガジン「里川だより」を配信しています。

「里川だより」では、機関誌の発行や里川文化塾の募集

告知など、センターからの情報をいち早くお届け。1人

でも多くの人にご覧いただきたいと考えております。

メールマガジンの配信をご希望の方は、タイトルに「水

の文化センターメルマガ配信希望」と記載して「tokyo-

of�ce@mizu.gr.jp」までメールをお送りください。

ご連絡をお待ちしております ！

メールマガジン配信中 ！

「里川だより」



	 表紙：	子ども、特に男の子は雨が降っていても外に行きたがる。そして、いつも
とは違う風景を心の底から楽しんでいる。雨を鬱陶しいなんて思うのは、
きっと大人だけなのだ（撮影・鈴木拓也）

	 裏表紙上：	マルト藤沢商店の藤沢健一さんが切り抜き加工をした和傘。赤く見える
花模様は、平紙上で模様を切り抜き、模様より一回り大きく切った当て紙
（赤）を裏から貼っている（撮影・川本聖哉）

	 裏表紙下：	『三めくりの夕立』　夕立に遭い、慌てて三囲（みめぐり）神社（東京都墨田区）
に駆け込む人々を描いている。右端の女性は番傘を持ち、蛇の目傘を抱え
ている。真ん中の男女が持つ青い傘は、夕立によって一部が破けているた
め日傘と思われる。歌川国貞	画／ 19世紀中ごろ（岐阜市歴史博物館蔵）
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