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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
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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


