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はじめに

今回の長野県立歴史館ブックレット「歴史と遊ぼう一みてみよう、やってみよ

う一」は、原始から近現代の時代別に構成されていますが、内容は三つに分かれて

います。

まず「みてみよう」では長野県立歴史館常設展示室の復原展示などの見どころを

わかりやすく紹介しています。このブックレットを片手に常設展示を見ていただけ

れば、今まで気がつかなかったものも見えてくるかもしれません。

「やってみよう」は、歴史体験の方法を集めてみました。土器づくりや火起こしと

いったおおがかりな体験はあえて載せませんでした。家庭や学校で比較的簡単にで

きるものを選んで載せました。ブックレットを見ながら昔の人のうくったものに挑

戦してみてください。

「テーマ学習」は「みてみよう」や「やってみよう」に関係することがらのなかか

らひとつのテーマを取り出して解説したものです。

「歴史と遊ばう」という題名も、歴史を難しい暗記の勉強と考えずに、歴史館へ来

て、あるいは皆さんの家や学校で、遊びながら楽しく歴史に親しんでもらいたいと

考えたからです。ワイワイガヤガヤやりながら歴史に親しんでください。そして昔

の人のことをいろいろ考えてみてください。

歴史は遠いところにあるのではなく、皆さんの身のまわりにもたくさんあります。

ところが皆さんが学校で学ぶ歴史は日本全体の歴史であり、世界中の歴史であって、

意外に身近な町や村、そして長野県の歴史は学ぶ機会があまりありません。でも実

は身近な歴史が日本全体の歴史や世界の歴史と深い関連を持っているものなのです。

そして身近なところから日本や世界の歴史を考えてみてください。

いろいろなものをみてみたり、やってみることによって、皆さんのまわりにある

身近な歴史にも興味を持っていただければうれしい限りです。

2003年 3月

長野県立歴史館 館長

市 川 健 夫
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LtE:Lt,ut
復原 した堅穴住居内のようす 1長野県立歴史館常設展示室)

さまさまな食料や道具を見ることかできる

◆食生活と土器

約6000年 前の縄文時代前期には、現

在と卜1じ ような樹木が育ち、東日本は

ドングリや、やまぐりなどの実をつけ

る本々の森に覆れていました.本の実

やきのこ、やまのいもなどの有|:物 質食

料の採取を中心に、秋にはサケ漁、冬

には鳥獣の狩猟などを組合せて暮して

いましたぃ

イiの クメ典は炉に置かれた ll器 で、き

のこやイノシシの肉などの山の幸を煮

ていました.

よく見ると、■器の人1白 iに は文様が

ありますぃどうやってつけたのでしょ

うかぃ (→ 8ペ ージを見てみよう |)

炉に置かれた土器 1長野県立歴史館常設展示富

前頁のこたえ (名称 )

11)う るし塗りの櫛 、21ヘ アピン 3ヽ1丙 についた打製石斧

.41又 木 |■ クッキー 61燻製されたイワナとヤマメ 7
アケビ .8イ タチ



隆起 した線 を付けた土器 国学院大学蔵

須坂市石小屋洞窟遺跡 縄文時代草創期 約 1万

2000年 前1高 さ25cm 複製

連続 して型 を押 した文様 を持つ土器 1長野県立歴史館蘭

FTl谷 市大洞)竜 跡 縄文時代早期 8000年 前ころ 高さ30cm

赤 ちゃん誕生 をあ らわ した土器

イl那市教育委員会蔵1伊那市月見松i畳跡

縄文時代中期 約4500年 前 高さ59 2cm

複製

仮面 を付 けた土偶 .辰野美術館蔵 |

辰野町新町遺跡 縄文時代後期 約

3500年 前‐高さ20cm 長野県宝 複製

多数の蛇で飾 られた釣手付の土器

1長野県立歴史館蔵 富士見町札沢遺跡

縄文時代中期 約4500年 前 高さ17 4cm 長野県宝

との立体画 井戸尻考古館敵

富士見町藤内遺跡 縄文時代中期 約4500年 前 高 さ

51 8cm 複製

どせいひん

◆縄文時代の土製品を見てみよう

人1白 iに 縄‖をころがした文様、カエル

やヘビ、人の顔が表現された 11器 など、

表現の■かさ、バラエテイーの多さに1)

かさ′します.

顔面付 き釣手土器 .伊 那市教育委員会蔵,

伊那市御殿場遺跡 縄文時代中期 約4500年

前 高さ39 5cm 重要文化財 複製



煮炊 き用 の甕 (長野県立歴史館蔵)

長野市松原遺跡 弥生時代後期 (約 1800年前)

右 :高 さ20 9cm

顔が付いた土器 (長野県立歴史館蔵)

長野市松原遺跡 弥生時代中期 (約

2000年 前)高 さ19 2cm

盛 り付 け用の赤 く塗 られた高杯 (長 野県立歴史館蔵)長野市

松原遺跡 弥生B寺代後期 (約 1800年前)高 さ24 4cm

◆弥生時代の土器や金属器を見てみよう

縄日の文様やlk体的な表現は少なくなって、

十器の表面に線をり|い たものや、縄文時代には

ない鋼鐸には直線や円弧tが 描かれています。

(岡本J秀雄 )

人体の形 をうつ した土偶形容器 (東京国立博物館蔵)

丸子町腰越遺跡 弥生時代中期 (約 2000年 前)

高さ36 6cm 複製

銅鐸 (塩尻市立平出博物館蔵)

塩尻市柴宮遺跡 弥生時代後期

(約 1800年前)高 さ64 2cm

長野県宝 複製



(D縄文・弥生時代の土器の破片
遺跡の中の土器はほとんどが破片。復原されたもの)2'～ 19t

2)縄文前期中ころの土器 (中 :高 さ45cm)

半割竹管で描いた口のまわりの菱形文と胴の羽状縄文が特徴。

C)縄文前期終わりころの土器 (中 :高 さ48cm)
131に 続いて半割竹管を押し当てて引いたり、ところどころ彫刻する。

8

土器の文様や形は、時代とともに移

り変わっていきます。長野市松代町に

ある松原遺跡は、地下5mの縄文時代前

期中頃 (約 5500年 前)か ら室町時代ま

で、いろいろな時代の集落跡が重なっ

た、歴史博物館のような遺跡です。松

原遺跡から見つかった土器を、文様の

違いによって時代順に分けてみましょ

う。

縄文時代前 。中期の土器の文様は、

羽状に付けた縄文と、半割した竹の管

のような道具で描いたさまざまな文様

が流行しました。

131縄文前期後半 の土器 (左 :高 さ38cm)

山形の国が大きく開く。貼り付けた細い粘土組の上から半割竹管を

押している。

(D縄文中期初めの土器 (中 :高 さ39cm)

粘土を貼り付けて盛り上げた文様が現れ、隙間なく半割竹管文で埋

め尽 くす。



このページは弥生 。古墳 。平安時代

(約 2000年 ～1000年前)の土器です。弥

生時代には山形の回の形や立体的な飾

り、文様がなくなり、煮炊 きや貯蔵、

161弥生中期の甕形土器 (左 から2番 目 :高 さ31 5cm)

回の広い煮炊き用の土器ぃ櫛歯を斜めに引いた羽状の地味な文様が

特徴.

31弥生後期の甕形土器 (左 から2番 目 :高 さ30cm)

櫛歯を波状に引いた胴の文様、水平に押し当てて引いたくびの文様

が特徴。

l10古墳前期 の土器 (中 :高 さ30 5cm)

大小の壺と高杯、鉢。地肌を仕上げた道具のあとだけで、文様は全

く見られない。

盛 りつけなど用途によって形をつ くり

分けます。古墳時代に 11器 から文様が

消え、実用的な形のうつわとなります()

(湘 llllヴ、
′
メ〔)

フ.弥生 中期 の壺形土器 (中 :高 さ39 5cm)

口が狭い貯え用の土器ぃ甕より装飾的で、ヘラで文様を描き縄文も

付ける(

9‐弥生後期の壺 。高杯形土器 (左 から2番 目 :高 さ36 5cm)

焼くと赤くなる鉄分を含んだ粘土を塗る、壺のくびには櫛描文を描

き、赤くしない.

11'平安時代 の土器 (中奥 :高 さ28cm)

かまどにかける丸底の甕や、ろくろの回転でつくった杯など、

なうつわ.

簡 素
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縄文土器の文様にチャレンジ

|‖:史 館にある判L丈 11器 の 丈村tを 、 Jり l

代の通 サtで ||「 Jり [し てみ ましょう hill勿

の繊維などを1″ っヽたひもを 1り :が してつ

けた、 さまさまな判じ‖|;[様 が溜L丈 です

ここではほ ぐした紙 ひもを |イ 11に しま

す.指 にノ」を入れ、心 をす△めて道 サ[を

つ くれは、 lJ「
^年 も|11に 利L丈 人がれIみ

出 した 丈様 とそっ く |)な 丈様が、 1lli ll

の 11に Jり[れ るはずです
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何 ri種 もの縄 H模様以外に、先端の

形が異なるヘラや細い竹を使った文様

があ りますc意外に簡単な道具でも、

細部の加 |:や 上器に当てる角度のちが

いなどで、文様は変化します。③ o①

は粘 11の ひもをはりつけたり、十器の

61甲 型文 1

格子目文と山形文.回転方向を変えたり、間隔をあけることもある

18貝 殻文

ジグザクの二枚貝の縁を押し当てたり、引きずってすじを付ける

巻員を使うものもある

1い竹 管文 1

半割竹管の外側を押 し当てた爪形文や、切り口を押したコンパス文

円文など.

肌を削 りこんだ立体的な文様 と組み合

わせています。短い棒に彫刻 した‖|111

文は早期に広 く流行 し、 1枚 員は海の

ない長野県でも用いられました、、

(綿 ||げ、
′
た)

71甲 型文 2

楕円文と鋸歯文、格子目文.異 なる文様を組み合わせることもある

91甲 引文

先端が四角形・三角形などのヘラを連続して押し当てなから引いて

いく

Ⅲll竹 管文 2

半害」竹管の内イ員」で強く引いたり、貼り付けた粘土組の上に連続 して

押 し当てた文様 ,

ll

信濃町東裏遺跡 信濃町七ツ栗還跡

信濃町貫 ノ木遺跡

塩尻市栗木沢遺跡

中期 塩尻市竜神平遺跡

中期、塩尻市吉田向井i■ l■l

前期 、佐久市下茂内li跡

前期 、信濃町 日向林A遺跡

r

長野市松原遺跡

長野市松原li跡
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拓本は

ろいろな

このペー

を紹介 し

11器 の破片ばかりでなく、い

資料の記録に応用できます。

ジでは各種の考古遺物の実例

ます。大きな資料や湾曲の強

いものはむずかしいので、和紙が破れ

る場合は拓本はやめましょう。

{綿 ||l lJ/、 実 )

げ)弥生土器
平面的な文様もきれいに浮かび上がる。凹凸のない部分は真っ黒に

なる。

C)平安時代の須恵器杯

回転するろくろから糸で切り離したあとが残る底.ろ くろの回転方

向もわかる。

O室町時代の石塔の加工痕

地面にすえる部分には鉄のノミで削ったあとが残っている。その他

の部分はみがいて仕上けてある。

G,完形縄文土器

筒形で湾曲の少ない深鉢形土器の文様を展開して見ることができる。

6)奈良時代の須恵器

刻みを付けた板でたたいたあとや櫛描文。高井郡の「井」を刻んた

土器 もある。

10奈 良時代 の瓦

古代の瓦は内側に麻布をあて、外側はひもを巻き付けた道具で整え

てつくった。

り
，ヽ



テーマ学習原始時代の絵画

魚 1鮭 の周多刻 )敵 山市教育委員会蔵

rl・ 山市山ノ神:童 ll 魚形線刻画土器 縄文時代晩期 約2800年 前

l,製

鹿が亥」まれている .南 茅部町教育委員会蔵‐

北海道茅部郡南茅部町臼尻B遺跡 縄文時代中期 約4500年 前

弓矢 と獲物 1吉 森県埋蔵文化財調査センター蔵 |

青森県韮窪遺lll 狩猟文土器 縄文時代後期 約3800年 前 高さ26 2cm

動物や弓矢などの道

は人 1白 iを 刻んで表現 し

どが出 11し てい ます

も良 く知|ら れています .

サ[を

'1体

的 また

た 11器 や埴輪な

|lil∫iσ )力 ||lllliな ど

.(′  ∫1

11

赤 ち ゃん言延生 .井 戸尻考古館蔵

富士見町唐渡宮i貴跡 出産絵土器 縄文時代中期

約4500年 前1高 さ64 5cm 複製

大 き くて立体 的 な人の顔 1大 桑村教育委員会蔵 |

大桑村大野遺跡 人面付有孔鍔付土器 縄文時代中Ill

l約 4500年 前1高 さ43cm

(  ず―.≪ソ11 1〆

峨■ヽ

√″



人・ 弓矢・鹿 (神 戸市立博物館蔵 ,

兵庫県神戸市桜ケ丘遺跡桜ケ丘5号鋼鐸 絵画文

弥生時代中期 、約2000年 前1国宝

七 ヽ|:、

Lの 絵 は弥生時代の銅鐸の人 1白 iに 描

かれた狩の風景です(前ページの組 文

時代の 11器 には大きく弓の絵が描かれ

ています「

これ らの絵は、文字資料のほ

ない原始時代の生活を教えて く

重な資料です [

ト  イ′ ,   f`

1司 1寸 分41)

鳥の装束 を着 けた女性 1奈良県立橿原考古学研究所附脚 専物館蔵 .

奈良県天理市清水風遺跡 土器絵画「鳥装の巫女 1 弥生時代中期l

l約 2000年 前
' 

両手を上に掲け、袂の広い袖の服を着た巫女か1苗 か

れている 胸には鹿の絵、左側に人物か二人描かれこいる

だ
）
」只

ん

る

と

れ

動物が刻まれた埴輪 1飯 田市教育委員会蔵 ,

飯田市溝回の塚古1費  古墳時代後期 t約 1500年前

鹿 が刻 まれた埴輪

1飯 田市教育委員会蔵|

飯田市新井原 2号墳

古墳B寺イt後期 |“り1500年前

仏 と獣 が描 かれた鏡 1開 善寺蔵 |

飯田市御猿堂古1員 画文帯四仏四獣鏡 古墳時代中期

1約 1600年 前1重 要文化財 複製
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Lて
賛  鎌倉時代の善光寺門前をさぐつてみよう

′ぬ

傷
F「
~

寿 ・■

鎌倉時代 の善光 寺門前 長野県立歴史館常言支展示室

、1の時代|は 1月 発の進行とともに災宮や飢饉・戦争などで、死と日常とか隣り合 Jこ いました 人ひとは不安な世の中から救

オ,オ lる こと
`槍

0い  善光寺にも全国から多くの参詣者か訪れました 善光寺は仏を介 しこ来世の極楽に通じる聖域、門前は現

世の俗社会との 「
境界 の場所 こもありました

中世の人びとの不安やi鼻 界と |′ この間前を象徴するため、復原ては川から地獄絵か浮かひ上かる秋の夕暮れを再現 t′ でいます

Ｊ

Ｊ

い

寺 庵 横 の木

柿の実かな ってい

ます さまさまな

「境界Jを あらわす

この門前 では、季

節 も生命の活動期

である夏 と衰退期

である冬の境 とし

ての秋 を演出 して

tヽ ます また時間

も 人び との活動

の世界 である昼間

と 鬼神 や悪霊の

世界 である夜間 と

の境界 =大 禍時=
夕方 を表現 しこい

ます

◆君も名探偵′′全間正解できるかな ?

ここは歴史館常 li比 展示雪1に ある今か

ら700年 くらい前の iキ )し 、i」 ‖
l前 です こ

の復原には
'11時

の人びとの考え方や暮

らしがわかるようにさまざまなヒント

が隠されています 「これ何J「 どうし

て」と感じたら、みんなで謎を解き明

かしてみましょう

(1)季節はいつ ?

ヒント:門
|〕年の本に実がなってるよ

1イド ー2夏  3秋  1冬

‐ ■

■●

#:



(2)い ま何時 ?

ヒント:方 角は、写真のように立つ

と:I:lfliが Jヒ 、 背■iが南、 イiが東、 左

が西になる.H光はどこにあたって

るかな。

ti｀ 明け方 (午 前6時頃)

("朝 (午前7時頃)

13｀41(午後12時頃)

(4)夕 方 (′Tl後 5時頃)

(5)真夜中 (午前0時頃)

(3)門前つて、どんなとこ ?

ヒント:正 1白iの 赤い門から向こう側

は善光寺、本戸から中が門前町だよ。

(1｀ 川と川にはさまれていて、菓地が

ある、普段は誰も来ないところ。

(2｀ お坊さんが勉強している、普通の

人が入オtな いところ.

(3)お 参 りにきた人たちが、食べ物や

着るものを買ったり、休むところ。

t4)人 びとが、「Hん ぼや畑を耕し、農

業をして暮らすところ。

(4)た べものを探して書き出してみよう。

(5)は きものを二つ探して絵に描いてみ

よう。

(6)着 るものにつかう材料を探 してみ

よう。これも二つ、がんばって。

(7)入れ物 (う つわ・袋)を探そう。

(8)右の音の絵にある道具を家のなかか

ら探してみよう。

棚店 (品物を毎日ならべて売る商店)

町 屋 在 家 (市 の立つ日1こ だけ品物 を売る所 )

さまざまな品物

クリ・クリレミ

まな板・庖 丁

七十一番職人歌合 (東京国立博物館蔵)
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(9)道具 からAの 家には誰か住んていえ

か推理 してみよ う

(10)道 具 か らBの 家 には誰 か住 んてい

たか推理 してみよ う

(11)絵のよ うな人ひ との泊 ま )た 場所

か再現 されているのはと[Lか な

__ノ

|     1/
/

鼻|
:;」′ ―

r,チ ,

i激 |



◆昔の明るさを感じてみよう

|||||||に は|り lか

|)の 道サ|が、 ′
'、

たつあ |)ま す

1朱 し出して |り |る

さを確かめてみ

よう

仏師屋の結灯台

春日権現験記絵 lf内 府 の丸尚蔵山載

◆足半をはいてみよう

足
｀
||は 1′

‐どものものでも1、 ljの もので

もなく人人が llillく ときにはきました

イオ|:|も
「
||||:の

｀
lt分 ですみ、 サングルの

ようにすぐはけるので1吏 不J‐ごした

fltrljr I 1

ム
ロ

古
［
　

―

帥

ア

い

寺

こた え

(1)3(2)4(3)3(4)干 し柿・クリ・クルミ・niな ど

(5)草蛙・足半 (6)麻布・苧 (7)サ ル・曲物など (8)ま な

板 。まな箸・庖T(9)仏師 (10)僧 侶 (11)寺 庵縁下

常設展示室での明かり体験

足半をはいて、門前を探検

足半 をはしヽた子供 たち

11)



1巻をつくってみよう

春 日権現験記絵 1宮内庁三の丸尚蔵館蔵

富そべって絵巻物を見る子とも

Iさ ス.1● :

慕帰絵詞 1西本願寺蔵
'

◆絵巻物はマンガのこ先祖様 ?

絵巻物 は文 r社 を il十 いた lil ii卜 と絵 を交

互には り合わせた巻物でです ｀
14安 時

代か ら雪i‖句
・
時代にかけてた くさんつ く

られました (.

絵の役割が大きく、場 1白iが次つ ぎと

移 り変わるため、マ ンガやアニ メー シ

ョンと似た ところが多 く、 日本でマ ン

ガが好 まれるのは |十 か らの絵巻物の影

響があるのではないか ともいわれてい

ます .

◆絵日記を絵巻物にしてみよう

文章 と絵が同 じようにあつかわれる

という点では紙芝片11の りこ人や絵 ‖1氾 と

もよく似ています そこで夏休みの絵

H記 をもとに絵巻物 をつ くってみ まし

ょう[

1 材料を用意 しよう

イfの 人の ような材料 を用意 します .

絵 H記 をカラーコピー した ものを用い

て絵巻物 をつ くってみ ましょう1文章

(詞書)は必ずたて il卜 きにして ください
=

もちろんコピーではな く絵 巻物用に

絵 と文章をかいて もいいで しょう。そ

の場合は和紙 を使 うとずっときれいに

で きます.で も失敗すると全部か きな

おすことになるので、要注意 |

2 本紙をつくる

日ti己の文章の部分が :il il卜 にな ります .

詞書 と絵 をは りあわせた絵 巻物の本体

絵巻物をつくる僧



い
　
３

部分を本紙 といいます。

コピー した 日記の L下 を切 り離 して

詞 illと 絵 に します(,こ の時、詞書 と絵

のたての長 さが同 じになるように調整

して ください.

絵巻物 は `Zヽ ず詞 il卜 か ら始 ま ります。

詞 i等 の紙が絵の紙の 11に なるように絵

の部分をは り合わせ、そこへ次の詞書

が ドになるようにはってい きます.こ

うして静l ilと 絵 を交 Flに 必ずイiの 紙が

左の紙の_Lに なるようにはって くださ

軸のついた奥付をつくる

丸棒 を申1に 使いますが、紙のたての

長 さより 2 cmく らい長 くします。紙を

たて半分の山お りに して、折 ったノl:が

わにの りをぬ り、軸 を巻 きつけ ます。

しわにならないようにまっす ぐ巻きつ

けます.軸 に巻 きついていない部分の

紙を奥付 といいます゛

4 表紙をつくる

よ紙の T^代 紙 とその裏になる見返 し

の紙をは り合わせ ますぃ

乾いた ら今度は見返 しを表に してイi

端 l cmく らいの部分を谷お りに してボ

ン ドをぬ り、そこへ竹ひごをおいてよ

くこすってはり合わせ ます。

ボ ン ドの乾かないうちに衣紙 を表に

して 丁・代紙の Lか ら竹ひごの部分をし

ごいて衣紙左端 をうきあが らせ ます。

この竹ひごのある部分を八双 といいま

す。

この後、平糸]lを つけます.見返 しを

表に して 丁
‐
代紙の折 り返 し部分のまん

用意する材料

絵日言己のカラーコピー (4～ 5日 分)

軸 (ラ ミン丸棒。直径 1 2cm～ 1 5cm以上、、太い

ほうがつ くりやすい。)、 竹ひご、平組、千代

紙、上質紙、カッター、のり、本工用ボン ト、

筆ベン

段取 り

111本 紙、軸、表紙をつくって乾かす(

2表紙に八双と緒をつける。

13'そ れぞれをつなげて仕上げる。

カラーコビーした絵日記を絵と文章部分のたての長さが同じ

になるように切り離す、Aの 部分をBの部分の上になるよう

にのりではる

０
　
　
い

　

　

　

　

ヽ

右の紙が左の紙の上になるように |よ りつなけてい く

う 1   年| |

“
   |     ,| ″

】̈
任
・
ホ
ー
丁
た
ば
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｀
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山折りにした左部分

を丸棒に巻きつける

軸の右1則 を奥付という

見返 しを表に して竹ひこをおいてホン トではりつけ八双 をつ

くる

表紙 を上に しこ竹ひこの右側 をしこい

て竹ひこは入 Jた 部分をうきあからせ

る

見返 しの端に平紐 を

ボン トでつけたあと

平組の反対側 を表紙

側 から通す

||:よ りすこし上にボンドで｀
14利 [の 端を

つけ、｀
14組 の反対側の先端を表紙にま

わし、見返しの平組[と 表紙の八双のイi

端を貫 くように切れ‖を人れます.｀ 14

紐の |「1定 してない先をこの切れ‖に人

れて表紙裏に出しり|っ ぱり八反にから

めます: この平糸][の ことを緒といいま

す「

5 仕上げ

本紙に表紙と奥付をはり合わせます

この時もイiの 紙がノI:の 紙の Lに なるよ

うにします.

ですから衣紙が ‐番 11で 、奥付が ・

番 ドになります.表紙の幅は1軸 と本紙

を巻いたものを ^川 半巻けるくらいが

よいでしょうc

次に表紙の左上に題隻をはります.

題隻にはこの絵巻物の題名を
'Iペ

ンで

il「 きます=奥付に作った日付や名前を

入れてもいいでしょう.

◆絵巻物の見方

緒の端をゆっくリリ|い て緒を解き、

緒をまとめて軽くしばります

見返しの Lに 緒をFlい て人紙に巻き

込みます i

その後は紙のつなぎ‖まで広げて見

ます.見おわったらイi手 で巻き、奥の

ところを有にずらし、次の紙の継ぎ‖

まで広げて見ます.ですから:)Ji:卜 を1:売

んでから巻いて絵を見ることになりま

す.

次にどんな文章や絵が出て くるか、

わくわくしませんか。このわくわくす

る感じが絵巻物の人気を高めた理由で



しょう

◆絵巻物の巻きかた

11‖ をlll T・ の親指、人差し1旨 、中指で

おさえ、ゆっくり巻いていきます.こ

の1時 イi「 とノI:T・ で同じように巻いてい

かないときれいに巻けません

巻きおわったら緒を2～ 3川 lTlな らな

いようにまわし、 さらに緒の 11に 人差

し1旨 を|ドtい て緒を巻きます.

人対:し 1旨 σ)糸竹を 1つ に1り iり 、 人差し

指をぬいたあとに 1つ に1り千った緒を人

れ、巻きつくまでり|っ ばります、

◆絵巻物の題材

1｀Itれ たらカラーコピーではなく和紙

を使ってliJ II「 と絵をはりあわせて絵巻

物をつ くってみましょう コピー用紙

よ|)ず っとうまくできるはずです、.

夏休みの日li己 以外にも学校年中行
ili

絵巻、家族旅行絵巻、おじいちゃんお

ばあす)ゃ んの |十 のイli活絵巻など絵巻物

の1越 材にな |)そ うなものはたくさんあ

|)ま すね

|十 の人もいろいろな題材で絵巻物を

つくりました 1止 初の写真「春‖権場l

ル貸li己 絵‐| は奈ltの イドH人ネ|:の 御利添を

lりιいた物li吾 ですし、ルに帰絵 i:J』 は本願

、tlの
′
党如|と いうお坊 さんの伝 I氾 です .

lrホ |11:ti〔 |||

全部広けると大変なので少しずつ見る

´ 」゙
ヒ
r

絵巻物の緒の結び方



!自分の花押をつくる
花 押 が記 され た

文 書 (「 市河文書‖

本間美術館蔵)

(伝 木曽義仲下文 )

1180年 (治 承4)11

月13日 、北信濃の武

士の藤原助弘 (資

弘)の領地を保証し

た書きつけて、日付の

あとの「源 (花押)J

の部分が義イ中と伝え

られる人物のサイン

う
‘
う
ル
レ
■
ｃ

下
　
‘
“
「́
を
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子
れ
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名前の漢字―字を使った

一 字 の
花 押 (1市 河 文 書 1本

間美術館蔵 )

鎌倉幕府の執権北条義時のも

の。「義」の一字をくずし、デ

ザイン化 した。

ローマ字 の花押 (1内 閣百年

の歩み )

1948年 に首相となった芦田均

のもの。姓のAと 名前のHの イ

ニシャルを組み合わせた,,

上杉謙信 の本版花押

(上杉邦憲蔵)

完全にデザイン化した花押になっ

てしまっている.

24

名前の漢字のヘ ンやツク

リを組 み合 わせた二合の

花押 (「 島津家文書]東京大学

史料編纂所蔵)

鎌倉幕府の創設者、源頼朝のも

の。頼の「東」と朝の「月」を

組み合わせた。

かお う

・
″ 曜 レ ヽ

カタカナの花押 (1内閣百年

の歩み1)

1976年 に首相となった福田赳

夫のもの.カ タカナの「フクタ」

に底線をくわえた。

武田信玄の花押

(長野県立歴史館蔵文書)

な

立思

◆花押つてなあに?

市役所や町村役場で発行する各種の

書類。書類の証明をしている人は市町

村長さんです。

で も、市町村長 さんは直接書類 を書

きません。仕事の担当者が書類 をつ く

り、市町村長 さんの名前 も書 きます。

市町村長 さんが発行 した書類だ とい う

ことは、名前の最後に押 された判子で

わか ります。

このように、他人が作った書類でも、

文の最後についた判子の持 ち主が責任

者にな ります。だか ら判子はとって も

大事。で も最近はヨーロッパやアメリ

カの ように、判子のかわ りにサ インが

使われることもあ ります。

日本で も判子以外の ものが使われた

時代があ りました。中世 と呼ばれてい

る時代に使われた

花押 は判子 とサ

手で書 くけれ ど、

「花押」です。

インの中間のもの。

一種のデザ インに

っています。手で書いた判子という

味で「書き判」ともいいます。



◆花押の流行

花押はサインの一種ですから、自分

の名前、それも漢字のくずし字がはじ

まりです。平安時代の終わりから鎌倉

時代になると、名前の漢字一字だけを

使ったくずし字をさらにわか りにくく

したもの、ヘンやツクリを組み合わせ

デザイン化したものなどがあらわれま

した。室町時代になると、名前を無視

して、親子・ ^族 は似たデザインの花押

にする例が多くなるなど、時代の流行

がありました。

現代でも、内閣の閣議では大臣のサ

インとして花押が使われています。

◆ちょつときどつて花押のサイン

判子の時代もそろそろ終わり。国際

化の時代の主流はサイン.ち ょっと気

取って花押をつくり、サインとして使

ってみませんか。それは「世界でひと

つだけ」です。

今の小中学生に多い名前。男の子は、

翔太・Йi也 ・翼 。大輔 くんなど。女の

子は、愛・舞 。明H香・遥さんなど。

ひらがな 。カタカナの組み合わせや、

イニシャルからつくるのは比較的簡単

でしょう。自由な発想でデザインして

みましょう。

漢字からつ くるのは、 くずし宇にす

るのがちょっと難しい。大きな漢和辞

典の巻末にくず し字がのっています。

参考にして何度も繰 り返し練習してみ

てください。 くずし字に慣れたら、あ

とのデザインはあなたのアイデアしだ

いです。

「rll」 と「太J

「拓也Jく んで作るカタカナの

花押

「遥Jを 苗字、「舞Jを 名前とし

て、ローマ字でつくる花押

関
脚

「愛」のくずし字             花押

「愛」さんで作る一字の花押

のくずし字    「羽」と「太Jで作る花押

「翔太」くんでつくる二合の花押

くんで作るひらがなの

「大輔」 くんを使い自動車 と

「甫」の字を組み合わせた創作

花押

25(郷 道 1り iit)



テーマ学習確かにわたしです

花才甲と血半」

(上 田市 生島足嶋神社蔵)

教室の風景

木間に記 された花押

(豊野町教育委員会蔵)

五
月
六
日

（花
押
）

◆花押から判子ヘ

私たち個人ひとりひとりを区別する方

法にはどんなものがあるで しょう。顔や

声の特徴などであなたを見わけることも

できます。先生は毎朝みなさんの元気な

顔や声であなたを識別しています。

人間は必ずどこか違っています。筆跡

もそうです。筆跡 という特徴をもちいる

花押は世界に一つだけのサインです。公

の書類だけでなく物の売買や貸 し借 りの

際たしかに自分が約束 したことを示す証

拠 として花押は用いられました。

1000年 ぐらい前の平安時代、花押はお

もに貴族がもちいました。紙や木札に自

分で花押がかけないものは自分の指の形

をなぞって書いた り、指の関節の位置を

記 して証明することもあ りました。

いまか ら800年 ほど前、武士が実権を

持つようになる鎌倉時代になると、花押

の習慣は武士にまで広がっていきます。

百姓のなかには自分で花押を持つものも

あらわれたり、見よう見まねで簡単なサ

インをするようになります。上田市の生

島足嶋神社には女性がかいた花押が残っ

ています。神や仏のまえで嘘をつ くと罰

があたると考えられた可「陛では、神仏の

前で読む証文に花押のほか朱や墨、とき

には血を自分の掌や指先に塗 りつけて押

し、自分は嘘をついていないことを誓う

ときもあ ります。

″ ′

で室賀氏の安全

を願った願文.
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ヤ|:戸時代になると、幕府や刺l廷 などの

公の場では花押は残 りますが、日常ノli活

のなかでは花押が使われる頻度が減 りま

すぃかわって判 F‐ が

'Hい

られるようにな

ります.村のなかでも、花押は禁 l11さ れ、

ナi:Liに 力||け だされた判 rを サllい るように

なります (、
いまの実印の登場です、,

◆現代に生きる花押

現在、花夕||が まったくなくなってしま

ったわけではあ りませんc内閣総理大 ||:

をはじめとする内閣の閣僚はいまでも国

の政策をiilflし あつた りする閣議では自分

の花押を用いています。1885年 (り l治 18)

伊藤博文内 1用 で決定事項の承認サインに

花‖||が用いられたことがJ慣習となってい

るのです .

イiL段 の写真は1927年 (昭和3)の |||

中義
‐内 1用 の閣議のときの大 |11の サ イン

です.須坂町 (りl須坂市)||1身原嘉道 i可

|:う メユ Lヽ人 な さや まや こ う しも

法人||:、 1訓えli方イ‖
`御

射 lll神 戸本|(現 11千 lr見

‖月
^)出

身小川平古鉄道大臣の花押が見え

ます.名 前をi等 かなくても花押をi記すだ

けで、その i等 類を誰が目をとお したのか

がわか ります.

クレジットカー ドは現代の生活のなか

で便利なものです.他人が不 ll:に 利用 し

ないよう持ち |:が 自筆でサ インしないと

使えません.筆跡を読みとる機械 も利用

され本人確認がili確 にできます。芸能人

やスポーツ選手が書 くサ インも花‖llの習

慣のなごりなのですc

唐傘連判状

(個 人蔵 複製 長野県立

歴史館蔵1江戸時代前記の

農民の印鑑がみえる

田中内閣総辞職後

総理大臣に就任 し

た浜口雄幸の花押

戦 前 の閣僚 な どの花押 (上段 東京都 国立公文書館

蔵 .下段 東京都 防衛研究所図書館蔵｀

写真上段右は1927年 治安維持法を改める時の間僚の書類

原司法大臣は「嘉」、小川鉄道大臣は「平」の字を花押に用

いている 下は1941年昭和天皇を前にしておこなわれた

御前会議での総理大臣等の署名・花押 原嘉道は当時

枢密院議長であった

内
閣
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理
大
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美′‖さんのサイン (東京都 エーヒープロモーション提供|

テレビなどで活躍中の美川憲―さんは諏訪市出身,
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1図にあらわしてみよう

皆さんは、小学校311のネli会 rlの
メ
iti留

で、学校の川 りなどの地図を作 りまし

たね||

611の社会科で歴史の学習をした仁さ

んと杏さんは、今度は、学校の川 りの

昔の地1川 づくりに挑戦してみました.

◆二人の考えた作戦

‐1役場 に行って、学校の川 りが、 くわ

しくオ苗かれているよ也IXIを 手にいれる..

121地 図を 手に、学校の川 りが 見渡せ る

山に登って見てみる.

131地 図をつ くるときの基準にな りそ う

な物 をみつける.石で作 られた物や

おγfや お 、tlは
j111か

らある IJ・ 能14:が 人

きいので |11の 地 IXIを 作るときのポ イ

ントにできる.

14調 査 して,|:戸 |1寺 代にはなかった もの

物を地図のうえで、消 してい く,i

151地 図を片手に石で作 られた ものやお

1'fや お [、

tlな どをli方 ねる1 イiに 周夕って

ある字もl記録 して くる..

16地域のことをよく知|っ ている人やお

寺のお坊 さんなどに |十 のようすを聞

いてみる.、

|ク 寸十の地図を探 してみる.

耀

学校の周 りの航空写真

1,1

航空写真の千曲カラー提供

※14は 、 5 7の たびに繰 り,Lす



―重山からの須々岐水神社の遠望
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忠助道之碑

道祖神

大川 (屋代せぎ)に かかる大橋

仁 さんと杏さんの調査地図団査の書き込み有|り
)

須々岐水神社境内で落ち葉集

神社の前で道が直角
に折れているのは、
ここが宿場だったか

らだと教えてもらっ

めをしている人に聞きました
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仁 さんと杏さんがつくった昔の学校周辺の絵地図
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須々岐水神社付近の拡大
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地図の見方

あとで歴史館に調べにい った

ら、こんな地図があ ♪たんだ

1877年 1明 治101ご ろの地図だ

と教えてもらったよ.こ の地図

をもとに、学校の周りの音 を探

すこともできるね

お宮 とか、とてもていねいに

描かれているわI13

それ と、わた したちのつ く ぃ

た地図にない もの も描 いてある

わ また、調べてみまし ,う
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伊能図の信濃部分拡大 東京国立博物館

1821年  文政4 に完成された「間東」と「
中部 |を あイ● 長野

県部分を拡大したものです 現在の長里デ県地図と比へ ご見ると 一

部描かれこいない空白 rl所 もありますか それまこの絵国とはこと

な|り  ii・ 川・山等の距離や位置かとこも正確 」細かく |′ かも美

|′ く仕上けられています

50歳 で隠居 した伊能忠敬は、江戸て天文学 ′学ん 11イ

` 
北海道の正

確な地図 を作 りました このことが幕府に認め られ 役人tと りた

(ら れました その後、71歳 までに計10回 をかけ ご全国各地を歩い

こ測景 しま |ン た その総距離は 地球―周分
`当

たる35200キ ロメ

ー トルにもお
`彙

ひました もちろん 長野県 tlも 4回測岸
「

来 でい

■す

p'・■TLi14,

伊 能 忠 敬 肖像 伊輌ヒ忠敬記念館蔵
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)梵天

測量の様子 (明治大学刑事博物館蔵「地方測量之図」を参考)

①距離を測る

・測量位置を決めて、日印になる梵天

をまっすぐに立てる。

・梵天の間を、縄や竿を使って測る。

②方位を測る

・測量地点に小方儀を地面に立て、切

り込み線から方向を読みとる。

③高さを測る

・象限儀で、傾きを読み取る。

。さらに測量地点間の距離を縄で測る。

・高さや長さを計算で求める。

④位置を正しく直す
。同じ場所を何回か測 り、それを平均

化して誤差を少なくする。

。天体観測をして、位置を確定する。

測量器具を精巧なものに改良し、天

体観測をしたりして、綿密な測量をお

こなったことにより、正確な地図が出

来ました。

′
lヽ 方儀 (御代田町 小林太郎氏蔵)

象限儀 (真 田宝物館蔵)
(i寺 島1[友 )



無
や 大正時代の教室に座ってみよう

大正時代の小学校の教室 (長野県立歴史館常設展示室)

写真にイラストレーションを合成

アルマイ トの弁 当箱 (長 野県立歴史館蔵 )

明治の終わり頃になってアルミニウムの弁当が使われるようになる

が、腐食しやすかったため表面が加工された。これがアルマイトの

弁当箱である.

給食の様子 1959年 (日研日34)(長 野県立歴史館蔵 )

戦前にも栄養不良対策として給食が行われたことがあったが、教育

の一環として学校給食が実施されたのは戦後のことである。

40

◆机に腰掛けてみよう

ここは歴史館常設展示室の大正時代

の教室です。現在勉強している教室の

ようすと比べてみると、いくつもの違

いに気がつきますね。

まず机と椅子ですが、横に長 く、二

人が lif/ん で座るようになっています.

男子と女子が伸良く並んで腰掛けたの

でしょうか ? いいえ、違います。こ

の時代には男女は別々の教室で学ぶこ

とが多かったのです。男女共学が普通

になったのは戦後のことです。

机の上にあるものは、カンペンケー

スのように見えますが、実は弁当箱で

す。曲げわっぱや柳行李に代わって、

アルミニウムのこうした弁当箱が使わ

れるようになったのは、明治の終わり

頃からのことです。



粋

明治末から大正の頃の授業風景 1長野県立歴史館蔵|

◆教室を眺めてみると

さて、今度は教41の 中を見|‖ |し てみ

ましょう.lll板の色が違いますねt、 こ

の時代にはまさに「||∴ い
l・
ltJだ ったの

です(緑色の黒板が使われるようにな

るのは1964年 (‖ fi和 39)か らです。

教 |11の Lに あるのは振鈴といって授

業の開始を(liげ るための鈴です。どん

なメ千がするのか鳴らしてみてください.

ll、1板 の ドにある床よりもちょっと高

い段は教壇です (‐ |卜 の先生はこのよう

に高い位置1に 立って生徒に教えました。

教壇は今の小学校の教1ヽ には見あたり

ませんが,「教壇に立つ」 (教 田jに なる

という意味)と いう1:葉 は今でも使わ

れています。,

入り目を見ると、少しだけ開けたり|

き戸の 11に 、 ll、1板消しがはさんであり

ます.1+の J″

^ど もたちもこのようない

たずらをしたのですね.

振鈴 1長野県立歴史館蔵)

一不
　
　
１

展ユ叔常館史庁工立県野長うヽずたの口入室



さまざまな教科書 1長野県立歴史館蔵

大正から昭和の始めに使われた教科書

し

き

り

く

児童の読本 1長野県立歴史館蔵|

読み物の教科書の一部 文字やかな遣いの違いを見つけてみよう

石盤 (長 野県立歴史館蔵 )

石盤を日本で初めて製造・販売したのは長野県の人だと言われる
.

1874年 (明 治7)に 高遠町村 (現高遠町)の 内田定四郎が製造・販

売したという記録が残っている

◆大正時代の教科書

棚の中には教科書が何 |‖}か 入ってい

ます。手に取ってみましょう。人1「 時

代に使われた小学校の国語読本です。

漢字 。かなの文字やかな遣いが今とは

違いますね。

◆石盤とノー ト

机の 11の 小さな額のようなll、1い 板は
ねんはんかス

石13です.粘板 ソ|な どの薄い板をノー

トくらいの大 きさに切 り、縁が欠けな

いように本枠 を付けましたて‐小 さな ll・ 1

板 と考えればいいで しょうこりj治 時代

の ■どもたちはこの 11に 石筆 (州t石 )

で文字を書 き記 しました.

7f盤 は重 く、害Jれ やす く、 ‐
度iliい

て もまた消 さなければな らない不便が

あ りました。 また、消 した時に出る蝋

石の粉を吸い込むことは健康上問題が

あ りました。そうしたことを考慮 して、

明治の終わ り頃か ら鉛筆や ノー トが使

われるようになっていきました、
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オル カ ン 長里デ県立FF史館蔵

20世 紀初めのオルカ)lTl台 かつてヽ ごtヽ る

◆蓄音機とオルガン

人 ||:時 代にも「1楽 の授 業があ |)ま し

たが、 :`(||、卜は|り 1歌 と1呼ばれていました

机の 11に あるのは蓄 ドi機 といって、

これに レコー ドをかけて ド1弓〔を聴 きま

した 蓄 ドI機 はともか く、 レコー ドは

まだ皆 さんの家にもあるか も知|れ ませ

ん

教本のイiT・ にはオルガンがあ ります

近づ くと|｀り〔か しい「1色 がは|に えて きま

したね オルガンが 日本で最初に作 ら

れたのは |りl治 時代中り1の ことです 愉

人オルガ ン修り|!の 延 1こ として、 また、

高伽liだ った ビア ノの代 |||と して作 られ

ました 1[気のオルガンではないので、

足踏みをしなが らり11い てみて ください

優 しく'|り〔か しヽヽド十が します

ちなみに、流れて くるオルガンの ||||

は「春の′
lヽ 川 J、 「糸li葉 J、 「故判耶J とい

う|イ |1次 です  |1本 人な′,|‖たで も知|ン )て

いる有名な ||||で すが、いずれ も1こ りlり lt

出身の高Wi辰之の作 liJ(||||は 鳥 lkり It lll

身の 1司 りlJ〔 ・)に よるものです .

花形ラ ンバ蓄音機 長野県立歴史館蔵

大正時代につくられたセンマイ式の蓄帝機

レコー ド 1長 野県立歴史館蔵‐

議音機の針かレコートの満右tiす る振彙力
`高

t

高野辰 之 .高野辰之記念館提供 |

歌謡演劇史の研究者 長野県野下水内部囀田1l υ)|11■

こ、東京音楽学校 1現 東京芸術大学1敦 |=4と
`務

V)

た 「故郷Jは 長野オリンヒ .ク の日l会 ,tご も ll lオ t

た|1 11l ri4「
'
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長野県立歴史館行政文書中にあるこんにゃく版印刷

材 料

(印刷基盤)1枚あたり     (原 版紙)

食用こんにゃく (白色の市販寒  厚ロケント紙

天でもできます。)       (写 しとる紙)

表面の滑らかな上質紙

(イ ンク)          (和 紙でも可)

メチルバイオレット (青紫)

塩基性フクシン (赤紫)    (そ の他)

エチルアルコール       筆 または ベン (筆記具)

アラビアゴムを水でといたもの  ガラスの容器 (ビ ーカー)

(以上の材料は理科実験器具を スポンジ

扱う会社にあります。)     ベーバータオル

口冒冒こんにゃく版のしくみ

かいた原版紙

写しとる紙
(上質紙)

１

・

◆こんにゃく版とは何だろう。

平版印刷の方法の一つで、1880年

(明治13)ごろヨーロッパで開発された

ゼラチンを使った印刷法「コロモグラ

フ」が始まりといわれています。数年

後には「寒天版」という名前で日本に

導入され、その後「こんにゃく」を使

った日本独自の方法が考案され、広が

りました。安 く印刷でき、大きな印刷

物もできるので、たくさん刷る公文書

から、商店のポスターまで幅広 く利用

されました。明治後半になると謄写版

(ガ リ版)印刷が開発されて、こんにゃ

く版の印刷はおこなわれなくなりまし

た。

◆こんにゃく版をやってみよう。

1.印刷基盤をつくろう。

市販の食用こんにゃく (寒天)を 1.5

～2cmほ どに薄 く平 らに切 り、表面

(版面)の水分をペーパータオルでふき

取ります。

2.イ ンクをつくろう。

ガラスの容器にインクの粉末原料を

入れ、エチルアルコールとアラビアゴ

ム水 (水70ccに ゴム5g)を加え溶かし

ます。メチルバイオレット10gを 、水

70cc、 アルコール20ccで溶かすのが日

安です。

*イ ンクがつ くと、なかなか落ちませ

んので注意しましょう。ついたら、ア

44



3.原版紙をつくろう。

筆 またはペ ンにつ くった インクをつ

け、 It〔 Hケ ン ト紙に写 しとりたい絵や

文字 を描 きます 描いた絵や 文字 は、

水におliれ るとインクが流れて しまうの

で、かわ くまで,|:意 しましょう.

4.印写面をつくろう。

原 |けて紙 を人 1白 iが かわいたこんにゃ く

(寒 人)に あてて、およそ 1()秒 |11指 でこ

す |)ま す 端か ら段 だんと場(版紙 をは

ぎlk l)ま す この印写 1白 iを ていねいに

つ くると、印 ||」 が うまくい きます.||:

接 こんにゃくに絵や字 を illく と、自l111

の とき反転 して しまいますので、注意

しましょう

5.印刷 してみよう。

|]l写 1白 iに 写 しとる紙 をあてて、 Lか

ら 2秒 ほど軽 くこす り、印刷をします .

|:ll′
ノメ|力 iに 水分が 多い と、写 しとる紙が

変形 しますので注意 しましょう、1印 111

をくりjLす と、だんだん薄 くなります .‐

6.で き上がり。

|・ 数枚 1ll刷 で きます.文字がメ、りくな

った
')、

スボ ンジなどで写 しとる紙 を

,tiら せてから、印刷 してみましょう.

″ ■
ヽ 、 1

判 ゴ １

一

'ヽλ
,い

,(2
t

⑥

||‖「 鯉11り |)
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ガリ版に挑戦してみよう

i)「 1 )

]  ′i: れ,

1 サ ぶ 1

◆ガリ版て何 ?

ガ lり
|‖(と は、‖岱写 lllt 1111 1111の ことをい

い ます かつてよく使われたイ
li rl l人 な

ど彙 :|「 を|:ll刷 する家庭 |||の |:|1刷 機 と原

り|!は 同 じです 原紙にイL(あ な)を ル)

けて、そこか らインクが出て |:ll l11さ れ

る仕判|み (イ LI‖又|:||111)で す ただ し∫りこ

筆でろうをぬった 11(紙 に 11lJ麦 |||い てい

かな くてはな |)ま せん |||い てい くと

きの i'iが ガ 1'ガ 1り とするので、 力 |り
|‖〔

ヒよ|ゴれています

181)1イ 11 11り ll台 27)llllサ ト1折 1台 ltl:ら によ

って 日本で最初の謄写 |‖〔|:ll111 1;【 が発売

さオしましフセ  は じ〆)fせ
j場 なと

｀
こ|と オ)オ し、

学校で もさかんに使われ ました  Jりιイ|:

はコピー機が 1午 及 してい ますが、かつ

ては学校や会rl:で は力 1サ
|‖ (111111」 が |||′ 亡ヽ

で した 人 lltに |:|1刷 するためにろう 1労 (

紙サIIの 輪1妖 機も使われました

◆ガリ版印刷に必要なものは ?

やす り、 ろう原紙、∫り(4)、 1介 写 |‖丈|]|

111機 、 インク、ローラーなどです謄写版印刷機 日―ラー



◆いよいよ挑戦

やす |)は 縦の‖ (方 )と が|め の日

(余い があります 日のあらさも,JI・ ll灯 !

かあって、あらい川貞に ,ヽ 、 Iう 、 C｀ で人

していました あらくて縦の日のやす

りは、 プ∫̀ヽ といいます  ||「 く
′

l・

1の 11Fや

人きさなどで選びました

やす |)の Lに 原紙をのせて、1りざIで

:|卜 いていきます 力 1リ ガ lり とドiがする

ように適度にノ」を入れます f失 筆は先

がとが ,́て いるので気をつけましょう

あとは謄写|‖支|:|!刷 機で|:ll掃 1し ます

◆やつてみたいときは?

1ま ずは学校にないか聞いてみましょ

う、‐ナ
iた 校のウLノ liが lュ lllに 使った|||サ t

を持っている場合があります .

2原 紙や器りtは 、文サ[サliや lli 111サ liで あ

つかっているところがあ |)ま す

3イ ンターネットで「力 1'|り,J「謄写版 |

で検索 してみましょう 資本1館 や文

り[サ lliの 情‖(がみつか |)ま す

1や す りは紙やす |)で 代サllす るなど材

牟|を |:り(し てみましょう

◆もつとくわしく知りたいときは?

重要文化財|||||‖ 智学校には、1卜 写 |‖支

印刷の資料があります

〒31)()― ()87(' 1こ りl県松本||∫ ||‖ 4:|12112

原紙
「

鉄筆て絵や字 を書く

謄写版印昂J機 に原紙 をはる

||∫ 川包‖「|

ロ ーラ ー こイ ン ク をつ け で 1枚 1枚 印刷 t′ ご ごハ l・、か り



カメラのなかをのぞいてみよう

1960年 ころ諏訪地方を中心にカメラなど精密機器の製造がさかんだ

つた

k
作り方
1分 ける

紙ハ ンクの注き

日の下から7cm

で切 り、上下に

分ける

2箱形 にす る

上部の注ぎ口を

開き、のりがつ

いていた部分を

切り取る.

注き口だった部

分 は折 りたた

み テーブで固

定する

3ト レー シ ン クベ ー パ ー

をはる

2の穴をおおうようにして トレ

ーシンクヘーバ ーをはる ビン

とのはすのがこつ

20世紀後半のカメラ (長野県立歴史館蔵
'諏訪地方でつくられたカメラ

◆長野県のカメラ生産

訓t訪地方は「束洋の スイス」 とよば

れ、精密機械 |:業が さかんです,時計、

カメラ、 オルゴー ルな どがイ|:産 され、

世界各国に輸出されました .

カメラは1558年 イタリアのバチ スタ

が発明 したカメラオブスキュラが発達

した ものです。ノトさな穴をとお して反

対側に像が写る仕組みです1その後 レ

ンズをつけた り、フ ィルムに焼 きつけ

た りで きるようになって、現在の よう

なカメラになりました、i

写真 を撮 るだけでな く、 f象 を写す も

のを一般にカメラといいます .

◆ピンホールカメラに拶も戦

○用意するもの

。12の 紙パ ック 。
||、1い 画用紙 。トレ

ーシングペーパー 。はさみ またはカッ

ター・セロハンテープ 。ものさし 。針
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◆気をつけよう′

はさみやカッターを使うときは手を

切らないように気をつけよう。

*カ メラで
'(「

場を||〔
|:1妾 ;也 てはいけまん

◆写真を撮るには

トレーシングペーパーの代わりにフ

ィルム (印画紙)を はり、後ろから板

で押さえます。このときに、光をあて

ないように暗い場所でや りましょう。

あらかじめ トレーシングペーパーで像

がきちんと見える場所にあわせ、フイ

ルムをおくのがポイントです。

百科事典などには簡単なカメラのつ

くり方が出ています。

◆日光写真

昔の遊びのなかに日光写真というの

がありました。これはカメラの仕組み

を利用せず、印画紙を感光させて絵を

写すものでした。雑誌に付録になるこ

ともあり、人気のあるおもちゃでした。

(|11村 栄作 )

“

)内 倶1を 黒 く

する

黒い画用紙 を紙

パ ックの内側に

合 わせ て切 り、

紙パ ックの上下

両方の内側 には

るぃ

15'穴 をあ ける

紙パックの下部

の底に針で小さ

な穴 (02～ 04
くらい)を あ

けるぃ

(0)上 と下 を合

わせる

151に 3を トレー

シンクベーバー

をはった方から

入れるぃ

′像ヽ の調整

穴を明るい方に

向け、 トレーシ

ングベーバーを

はった音Б分を前

後に動かすぃ像

がはっきり見え

た ところで完

成.

日光写真 (台東区立下町風俗資料館蔵)

絵を描いた透明シートを印画紙の上に置

き、日光をあて感光させる。白黒が反転

する。上記の館で購入可能。

回

「
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筆の変遷例

1天平時代

．０
．

蔵糠
囃

資

倉

目
六
鎌

一又
　
３

一と
　
本

〓
一　
日

代 4室町時代 5江戸時代

矢立 と旅 日記 1長 野県立歴史館蔵 ,

江戸時代の旅行のときに使った携帯用の筆記用具と旅の日記であ

る 矢立の細長い柄の部分には筆を納める 先の大い部分は墨壷で

中に綿と墨がかつめられ、水を注いで使用 した

すみ

||,
11

´́
|  

｀ノ   ｀

1      2      1)

ベン先のいろいろ

1ス クールペン 2Gベ ン 3楽 譜ベ
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筆記用具のあゆみ

1複 製=
2平安時

楔 鰐■L■楊

木簡 と円面硯 1長野県立歴史館蔵 )

木簡は紙のかわりに使われた 字を消すときは刀子 1小 刀|で 削っ

た 円面硯は奈良時代の役人が書類などを書くときに硯として使っ

たもの,こ の上に水を注いで墨をすった

◆筆と墨

筆に墨をつけて書 く、という方法は

歴史が古 く、中卜|か ら朝鮮を経て日本

に伝わりました.紙のつくり方は、610

年に日本に入ってきましたが、高価な

ので、特別の場合をのぞいて、本簡と

いうイヽさな板にiキ かオtて いました。

紙が一般にもさかんに使えるように

なったのは、ツli戸時代からです..

◆ベンと万年筆

明治時代になると、ペン先が金属で

できたペンが輸入されました.日 本で

は、 じきにまねをしてつ くり、いろい

ろな用途によって何種類ものペン先が

つくられ、現在では数百種類あるとい

われます。

1882年 に携帯用のペンとして万年筆

がアメリカで発明され、その 2年 後に

は日本に輸入されました.ン 4鉄道ヘン 5銀行ペン



Ｔ
■

Iメ‐  椰
徳 川 家 康 と伊 達 政 宗 の鉛 筆 江戸時代初期

レフリカ 日本文具博物館蔵

上の写真 1974年  昭和49 に伊達政宗の墓所か

ら発見されたものの中に鉛筆があった 徳川家康

の鉛筆 ll久 能山東照宮に保管されている いずれ

も、同じ頃の日本最古の鉛筆である

下の写真 伊逮政宗の鉛筆の断面図

えんびつ

◆鉛筆の歴史

今残っている日本最 II「 の鉛筆は、徳

川家康 とイリトi■ 政宗の ものです.こ れ ら

は 1611t紀 に イギ リスで 1合筆が発りlさ れ

てか ら70イliほ どで輸 入された もので、

り1在 |lt界 的にも大変 ri重 なもの として

注 目されています

けれ ども、 日本人はあ まり鉛筆には

関心がな く、 |り l治 時代になって、学校

で使われるようになるまで、ほとんど

広まりませんで した .

◆シャープベンシルの歴史

シャープペ ンシルはイギ リスで 1911L

紀に発 |り lさ れ、 1877年 に初めて 日本に

輸人され ましたが、一般の人に広 まっ

たのは1915年 (人 ||:4)に IILIII金 属 (現

在の シャープ株式会社)が国産を始め

てか
',の

ことです tl

現代の鉛筆

鉛筆の芯は黒鉛 と粘土 を焼 き固めてつ くる H・ HB・ B・ Fな と

の硬 さと濃 さをあ らわす表示かついているか、 Hは 英語のハー ト

1硬 い|を あらわし、 Bは 同 じくフラ ンク 1黒 い . F ll同 じくフテ,

―ム しっかりしたIを あらわす Fは Hと HBの中間の硬 さ こあ

る

締め具

三ツ割チャ ック

保持チャ ック

シャーブベンシルの構造

1838年 にアメリカで「エバーシャーフ Jと 名づけられ シャーフ

ヘンシルの名前はここから起こっている

ボールベ ンの構造

ボールベンは、1943年 にハンカリー人のヒロによ ,(発明された

ベンの先に小さな金属製のボールがあって、紙に字を書くと、その

ボールが回転して、ベン軸の中のインクが紙に転写される 日本ヘ

は1945年 にアメリカから伝わった
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あとがき

長野県立歴史館では、毎年 1冊ずつ、テーマをきめて

ブックレットを発行しています。 9冊 目のこの本は、今

までの読むためのブックレットとは違って、利用するた

めのブックレットにしました。歴史館に来るときや、昔

の人の生活を体験したり調べたりするときに、このブッ

クレットを使ってみてください。

この本を参考にして、歴史をもっと深く勉強してみた

いというみなさんは、ぜひ歴史館へ来てください。歴史

館ではこの本に載っている復原展示や多くの歴史の本な

どを公開しています。また、専門の職員がみなさんの質

問にもお答えします。

最後に本書のために、貴重な写真や資料などを快くご

提供くださった多くの方がたにお礼申し上げます。

2003年 3月

長野県立歴史館
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至松本市
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(開館時間)

午前9時～午後5時 (入館は午後4時 30分 まで)

(休館日)

月曜日 (祝 日・振替休日にあたるときは火曜日)

祝日の翌日 (日 曜日にあたるときは開館)

燻蒸等館長が定める日

12月 28日 ～1月 3日

(常設展観覧料)

一般   高校 。大学生

個人 300円     150円
団体 200円     100円
(団体20名 以上 )

学校の教育活動として観覧する長野県内の小・中 。高校生および

障害者手帳をお持ちの方と介護者の方は減免になります。

2003年 4月 より土曜日、日曜日の小・中学生・高校生は無料です。

(交通案内)

長野新幹線上田駅で乗 り換え、しなの鉄道屋代駅か ら徒歩25分、

屋代高校前駅から徒歩25分

長野電鉄河東線東屋代駅から徒歩20分

長野自動車道 。上信越自動車道更埴ICか ら車5分

高速道路バス停「上信越道 屋代」から徒歩3分

小・中学生

70円

50円

長野県立歴史館

信濃の風土と歴史⑨ 歴史と遊ぼう一みてみよう、

2003年 (平成 15)3月 20日 発行

編集 。発行 長野県立歴史館
〒387‐ 0007 長野県更埴市屋代字清水260‐ 6

電話 (代 )026‐ 274‐ 2000

FAX  026‐ 274-3996

URL  http://www.npmh.net

印  刷  信毎書籍印刷株式会社

やってみよう一
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