
信
濃
の
風
土
と
歴
史
０

衣
―
あ
む

・
お
る

・
き
る
―



は
じ

め

に

日
本
人
は
生
活
文
化
を

「衣
食
住
」
と
い
う
こ
と
ば
で
表
現
し
て
き
ま
し
た
。
衣
が
そ
の
筆
頭
に
出
て
く
る
こ
と
は
、
衣
生
活
の
重
要
性
を
端

的
に
示
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
人
類
は
本
服
を
ま
と
う
こ
と
で
、
暑
さ
や
寒
さ
を
防
い
で
身
を
保
護
し
た
り
、
外
敲
か
ら
身
を
守
っ
て
き
ま
し

た
。
衣
服
の
素
材

一
つ
と
っ
て
も
、
時
代
と
と
も
に
保
温
性
、
吸
湿
性
に
よ
り
優
れ
た
繊
雛
膝
積
ゎ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
礼
後
。
「
日
本
の
屋
根
」

と
い
わ
れ
る
信
州
で
は
、
冬
の
寒
さ
が
き
び
し
い
た
め
に
ぃ
開
放
的
な
衣
類
で
は
な
く
、
出
袴

（モ
ン
ペ
）
や
綿
入
り
の
筒
補
の
よ
う
な
衣
服
が

用
い
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

古
代
シ
ナ
ノ
ノ
ク
ニ
は
、
科
野
国
と
書
か
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
信
州
の
出
野
に
シ
ナ
ノ
キ

（科
の
木
）
が
多
く
自
生
し
て
い
た

か
ら
だ
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
シ
ナ
ノ
キ
の
樹
皮
は
た
い
へ
ん
丈
夫
な
の
で
、
科
縄
の
ほ
か
科
布
が
大
量
に
織
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
野
生

の
カ
ラ
ム
シ

（十
麻
）、
栽
培
し
た
カ
ラ
ム
シ
や
麻

（大
麻
）
か
ら
も
、
布
が
織
ら
れ
て
い
ま
し
た
。　
一
方
、
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
ｏ
カ
モ
シ
カ
・
シ
カ

な
ど
の
皮
は
防
寒
用
衣
料
と
し
て
最
高
級
品
で
し
た
。
縄
文
の
昔
か
ら
近
代
ま
で
出
村
で
は
野
生
動
物
の
皮
は
多
方
面
に
使
わ
れ
て
き
ま
し
た
。

や
ま
ぐ
わ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
い
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
ゆ
　
　
　
　
　
ミ
　ヽ
い
と

古
代
か
ら
つ
く
ら
れ
た
繊
維
品
に
絹
が
あ
り
ま
す
。
古
く
は
出
桑
を
採
取
し
て
委
を
調
い
み

で
き
た
繭
か
ら
生
糸
た
と
り
、
そ
れ
で
織
っ
た
も
の

が
絹
織
物
で
す
。
セ

一
七
年
朝
廷
が
信
州
に
調

（特
産
物
を
貢
納
し
た
税
金
）
と
し
て
絶
を
納
め
る
こ
と
を
命
じ
て
い
ま
す
。
当
時
品
質
が
落
ち

る
絹
を
絶
と
い
い
ま
し
た
が
、
信
濃
国
で
は
高
級
な
絹
織
物
を
つ
く
る
こ
と
が
難
し
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。
こ
の
絹
を
庶
民
で
も
着
る

よ
う
に
な
る
の
は
江
戸
時
代
中
期
以
降
で
、
そ
れ
も
日
常
で
は
な
く
、
晴
れ
着
と
し
て
着
る
の
が

一
般
的
で
し
た
。

世
界
的
に
み
て
現
在
で
も
最
も
利
用
さ
れ
て
い
る
繊
維
は
綿
糸
で
す
。
畿
内
や
尾
張

ｏ
二
河

（愛
知
県
）
の
よ
う
な
先
進
地
で
は
、
室
町
時
代

に
綿
花
の
栽
培
が
始
ま
り
ま
し
た
。
し
か
し
国
内
生
産
が
不
十
分
で
あ
っ
た
た
め
、
朝
鮮
や
中
国
か
ら
大
量
の
綿
布
が
輸
入
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

信
州
で
は
江
戸
時
代
中
期
以
降
、
長
野
盆
地
を
中
心
に
綿
花
栽
培
が
発
展
し
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
足
袋
底
や
足
袋
の
日
本
有
数
の
産
地
で
あ
っ
た

松
本
で
は
、
綿
花
は
ほ
と
ん
ど
栽
培
さ
れ
ず
に
、
尾
張

・
二
河

・
越
中

（官
出
県
）
あ
た
り
か
ら
繰
綿
が
移
入
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
西
日
本

か
ら
古
着
が
信
州
に
送
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
江
戸
時
代
、
信
州
の
出
間
地
で
は
大
麻
が
大
量
に
つ
く
ら
れ
、
麻
布
に
織
ら
れ
た
り
、
漁
網
の
原
料

さ

ん

し

ゅ

と
し
て
北
陸

ｏ
東
海
の
漁
村
に
送
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
江
戸
時
代
後
期
、
信
州
で
は
蚕
種
製
造
や
委
糸
業
が
盛
ん
に
な
り
ま
し
た
。　
一
八
八
〇
年

（明
治

一
二
）
に
は
長
野
県
は
日
本
第

一
の
委
糸
王
国
に
成
長
し
ま
し
た
。
第
二
次
世
界
大
戦
前
ま
で
県
経
済
の
四
分
の
二
は
、
委
糸
業
と
そ
の
関

連
産
業
に
よ
っ
て
し
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
信
川

・
長
野
県
の
歴
史
を
み
る
と
、
こ
こ
で
使
わ
れ
て
き
た
繊
維
や
衣
服
を
ぬ
き
に
し
て
語
る
こ
と

は
で
き
ま
せ
ん
。
皆
さ
ん
は
本
書
を
通
し
て
信
川
人
の
衣
生
活
や
暮
ら
し
の
あ
り
方
を
勉
強
し
て
く
だ
さ
い
。

二
〇
〇
〇
年
二
月

館
長
　
市
川
　
健
夫



信
濃
の
風
土
と
歴
史
⑥

衣
―
あ
む

・
お
る

・
き
る
―

は
じ
め
に

目
次

土
偶
と
縄
文
人
の
服
装

卑
弥
呼
の
時
代
の
衣
服

埴
輪
と
武
人
た
ち
の
よ
そ
お
い

ア
ク
セ
サ
リ
ー
の
誕
生

糸
を
撚
り
布
を
編
む

北
村
人
の
衣
服
の
復
原

身
分
で
変
わ

っ
た
よ
そ
お
い

都
人
が
身
に
つ
け
た
信
濃
の
布

善
光
寺
に
集
ま

っ
た
人
び
と

「衣
」
を

つ
く

っ
た
職
人
た
ち

北
信
濃
の
青
苧
と
越
後
布

24  22  20  18  14 13  12  10  8



近
世
信
濃
の
麻
衣

木
綿
時
代
の
風
俗

絹
衣
料
の
ひ
ろ
が
り

城
下
町
絵
巻
に
み
る
風
俗
の
変
化

染
物
屋
と
染
料

地
機
と
高
機
を
使

っ
た
織
物

洋
服
が
や
っ
て
き
た

ミ
シ
ン
は
マ
シ
ー
ン

国
際
商
品
と
し
て
の
生
糸

「信
州
上

一
番
」

ス
ポ
ー
ツ
の
始
ま
り
と
衣
服

第
二
次
世
界
大
戦
中

・
戦
後
の
服
装

女
学
校
制
服
の
う
つ
り
か
わ
り

日
本
人
が
使

っ
て
き
た
天
然
繊
維

参
考
文
献

協
力
者
の
み
な
さ
ん

あ
と
が
き

・
利
用
案
内

48  46  44  42  40  38 36  34  32  30  28  2654  53  52



土
偶
と
縄
文
人
の
服
装

パ ンツのような文様の土偶

波田町葦原遺跡 (松商学国高校蔵 複製)

靴の形 を した土器

豊野町大久保遺跡 (東 京大学総合研究博物館蔵 複製)

服のような文様の土偶

辰野町新町泉水遺跡 (辰野町立美術館蔵 複製)

髪形のようすが分かる土偶

岡谷市中島A遺跡 (長野県立歴史館蔵)

◇
土
偶
の
服
装

縄
文
人
の
服
装
を
考
え
る
と
き
、
思
い
う
か
ぶ

ど

ぐ

う

の
は
遺
跡
か
ら
み
つ
か
る
土
偶
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

土
偶
に
み
ら
れ
る
模
様
は
、
縄
文
人
の
様
子
を

そ
の
ま
ま
表
現
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
す

が
、
ど
の
よ
う
な
服
を
着
て
い
た
か
を
考
え
る
手

が
か
り
に
な
り
ま
す
。

◇
縄
文
人
の
服

縄
文
人
は
い
ま
ま
で
毛
皮
の
服
を
着
て
い
た
と

思
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
発
掘
調
査
で
植

物
繊
維
を
使

っ
て
編
ん
だ
布
片
が
発
見
さ
れ
、
こ

れ
ら
を
も
と
に
当
時
の
布
の
復
原
が
進
み
ま
し
た
。

そ
し
て
、
縄
文
人
は
繊
維
を
編
ん
だ
編
布
で
作

っ

た
服
を
着
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。

発
掘
さ
れ
た
例
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
縄
文
人
は

冬
の
寒
さ
を
し
の
ぐ
の
に
、
毛
皮
も
着
て
い
た
と

思
わ
れ
ま
す
。

最
近
、
復
原
さ
れ
た
縄
文
の
布
と
上
偶
の
模
様

を
も
と
に
、
は
な
や
か
な
縄
文
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
の

服
も

つ
く
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
み
る
と
お

し
ゃ
れ
な
縄
文
人
の
す
が
た
が
う
か
が
え
ま
す
。

（寺
内
貴
美
子
）



縄文人の毛皮を使った冬の装い (十 日町市博物館提供)

華麗な縄文ファッション (尾関清子氏提供)



卑
弥
呼
の
時
代
の
衣
服

顔付 きの土器

中野市七瀬遺跡

(長野県立歴史館蔵)

顔付 きの土器

長野市篠ノ井遺跡群

(長野県立歴史館蔵)

土偶型容器

丸子町渕ノ上遺跡

(東京国立博物館蔵 複製)

「魏志』倭人伝部分

『三国史巻三十倭人伝」より (大阪府立中之島図書館蔵)

◆
弥
生
人
の
す
が
た

弥
生
人
の
服
装
を
想
像
さ
せ
る
も
の
と
し
て
、

ぎ
　
し
　
　
　
わ

し
ん
で
ん

二
世
紀
に
中
国
で
書
か
れ
た

『
魏
恙
』
倭
人
伝
が

あ
り
ま
す
。
こ
の
な
か
に
は

「貫
頭
衣
」
や

「横

幅
」
な
ど
、
弥
生
時
代
の
人
び
と
の
服
装
や
風
俗

に
つ
い
て
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

遺
跡
か
ら
出
上
し
た
こ
の
時
代
の
上
器
や
土
製

品
、
銅
鐸
な
ど
に
も
、
人
を
表
現
し
た
も
の
が
あ

り
、
わ
ず
か
な
が
ら
も
彼
ら
の
す
が
た
を
か
い
ま

見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

◆
卑
弥
呼
の
装
い

耶
馬
台
国
の
女
工
卑
弥
嗜
は
ど
ん
な
服
を
着
て

い
た
の
で
し
ょ
う
か
。

弥
生
時
代
の
遺
跡
か
ら
は
、
絹
や
麻
で
織
ら
れ

た
布
の
成
片
が
み
つ
か

っ
て
お
り
、
織
物
が
あ

っ

た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
絹
は
、
こ
の
頃
に
大
陸

か
ら
伝
わ

っ
た
文
化
の

一
つ
と
考
え
ら
れ
て
い
ま

す
。
権
力
者
で
も
あ
り
、
宗
教
的
な
指
導
者

（
シ

ャ
ー

マ
ン
）
で
も
あ

っ
た
卑
弥
嗜
は
、
弥
生
時
代

と
し
て
は
賣
菫
な
美
し
い
絹
を
身
に
つ
け
て
い
た

と
思
わ
れ
ま
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
宰
内
責
美
こ



耶馬台国の卑弥呼と従者の装い (大阪府立弥生文化博物館提供)

―

‐

(大 阪府立弥生文化博物館提供)

―副
弥生人の庶民の様子



鍬 をもつ男子

左の肩に鍬 をかけた農夫 と思わ

れる埴輪

群馬県赤堀村

(東京国立博物館蔵)

,多′

埴
輪
と
武
人
た
ち
の
よ
そ
お
い

盛装 した女子

文様のある上衣 と縦縞の裳をつ

けた女性の埴輪

群馬県伊勢崎市八寸

(東京国立博物館蔵)

盛装 した男子

裾の広がった上衣 と大刀をつけ

た身分の高い男性の埴輪

群馬県大田市宝泉

(東京国立博物館蔵 重要文化財)

◆
埴
輪
の
服
装

古
墳
か
ら
出
土
す
る
埴
輪
に
は
人
や
動
物
、
家

な
ど
を
か
た
ち
ど
っ
た
も
の
が
あ
り
ま
す
。

人
を
表
現
し
て
い
る
埴
輪
に
は
、
身
分
の
高
そ

う
な
人
か
ら
、
巫
女
や
晨
夫
と
思
わ
れ
る
人
ま
で

き
ま
ざ
ま
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
埴
輪
か
ら
、
当

時
の
人
の
服
装
や
髪
形
、
履
物
な
ど
を
う
か
が
い

知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

◆
シ
ナ
ノ
の
武
人

，．か

し

ん

武
人
の
埴
輪
を
参
考
に
復
原
し
た
シ
ナ
ノ
の
武

人
は
、
科
野
布
の
服
と
シ
カ
革
の
靴
を
身
に
つ
け

↓　
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
ろ
い

て
い
ま
す
。
装
着
し
て
い
る
武
具
は
、
飯
田
市
鎧

塚
古
墳
出
上
の
短
甲
と
餃
田
市
炒
前
大
塚
古
墳
由

上
の
眉
庇
付
冑
を
も
と
に
作

っ
た
も
の
で
す
。

◆
装
う
馬

長
野
県
で
は
、
馬
の
骨
や
馬
に
か
か
わ
る
出
土

品
が
数
多
く
み
つ
か
っ
て
い
ま
す
。

遺
跡
か
ら
み
つ
か
る
装
飾
的
な
馬
具
や
埴
輪
馬

ヽヽ
か
ざ

か
ら
、
馬
も
お
祭
り
な
ど
の
特
別
な
時
に
は
着
飾

ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
権
力
を
も

つ

者
は
、
力
を
示
す
手
段
の
ひ
と
つ
と
し
て
馬
を
利

用
し
て
い
ま
し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
牢
内
貴
美
こ



|

北西の久保遺跡出土の埴輪群 (佐久市教育委員会蔵)

巫女

佐久市北西の久保遺跡

(佐久市教育委員会蔵)

巫女

佐久市北西の久保遺跡

(佐久市教育委員会蔵)

シナノの武人

(長野県立歴史館蔵)

飾 り馬と馬具の名称 (長野県蠅 史館蔵)



土製耳飾 り

松本市エリ穴遺跡

(松本市立考古博物館蔵)

ア
ク
セ
サ
リ
ー
の
誕
生

ヒスイ製のベンダン ト

糸魚川市小滝川周辺からヒスイを運んで

きた。

塩尻市上木戸遺跡 (長野県立歴史館蔵)

写真上 イノシシの牙製のベンダン ト

写真下 イノシシの牙製の腕輪

埋葬された縄文人と一緒にみつかった。  土製の装身具
響松

）

明科町北村遺跡

(長野県立歴史館蔵)

中野市栗林遺跡

(長野県立歴史館蔵)

(北相木村教育委員会蔵 複製)

◆
ア
ク
セ
サ
リ
ー
の
役
割

原
始
時
代
の
人
び
と
に
と
っ
て
ア
ク
セ
サ
リ
ー

に
は
、
単
に
着
飾
る
以
上
の
意
味
が
あ

っ
た
と
考

え
ら
れ
ま
す
。
魂
が
身
体
か
ら
離
れ
た
り
、
思
霊

が
侵
入
す
る
の
を
防
い
だ
り
す
る
力
が
あ
る
と
か
、

社
会
的
な
身
分
や
地
位
な
ど
を
示
す
と
い
う
理
由

で
身
に
つ
け
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

◆
骨

・
石

・
土
の
ア
ク
セ
サ
リ
ー

旧
石
器
時
代
と
縄
文
時
代
に
は
自
然
の
材
料
を

使
用
し
た
も
の
が
出
上
し
て
い
ま
す
。
遺
跡
周
辺

の
材
料
だ
け
で
な
く
、
わ
ざ
わ
ざ
遠
く
離
れ
た
場

所
で
と
れ
る
ヒ
ス
イ
な
ど
を
使
用
す
る
ア
ク
セ
サ

リ
ー
も
あ
り
ま
す
。

◆
ガ
ラ
ス

・
鉄

・
青
銅
の
ア
ク
セ
サ
リ
ー

弥
生
時
代
ご
ろ
に
伝
来
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
技
術

は
、
ア
ク
セ
サ
リ
ー
に
も
影
響
を
与
え
、
ガ
ラ
ス

や
鉄

。
青
銅
で
作

っ
た
も
の
も
あ
ら
わ
れ
ま
す
。

く
し
ろ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・つて

長
野
県
で
は
、
鉄
や
青
鋼
製

の
釧
と
呼
ば
れ
る
腕

飾
り
が
多
く
み
つ
か
っ
て
い
ま
す
。

◆
金

・
銀
の
ア
ク
セ
サ
リ
ー

古
墳
か
ら
は
、
金
や
銀
を
使
用
し
た
も
の
や
ガ

ラ
ス
や
メ
ノ
ウ
な
ど
様
ざ
ま
な
ア
ク
セ
サ
リ
ー
が

み
つ
か
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
は
基

の
主
の
権
カ

や
当
時
の
技
術
を
物
語

っ
て
い
ま
す
。

（寺
内
貴
美
子
）



漆 を塗 つた竪櫛

長野市松原遺跡

(長野県埋蔵文化財センター提供)

多紐細文鏡片ペンダン ト

青銅製の鏡の破片に穴をあ

けてベンダン トにしている。

佐久市社宮司遺跡 (個人蔵 複製)

銅 劉‖

長野市篠ノ井遺跡群 (長野県立歴史館蔵)

耳飾 り

長野市松原古墳

(長野県埋蔵文化財センター提供)

石製の腕飾 りと玉類

長野市石川条里遺跡 (長野県立歴史館蔵)

土製勾玉 とガラス玉 と管玉

長野市篠ノ井遺跡群

(長野県立歴史館蔵)

冠

松本市桜ヶ丘古墳

(松本市教育委員会蔵 復原複製)

いろいろな玉類

長野市大星山古墳群

(長野県立歴史館蔵)

田
田
■

Ｒ
圏
題

口
圏
Ｕ

耳飾 り

飯田市畦地 l号古墳

(飯田市教育委員会蔵

復原複製)



鳥浜貝塚の細縄

(福井県立若狭歴史民俗資料館蔵)

糸
を
撚
り
布
を
編
む

鳥浜員塚の装飾編み物

(福 井県立若狭歴史民俗資料館蔵)

三内丸山遺跡の編み篭

(青森県教育庁三内丸山遺跡対策室蔵)

◆
撚
る

縄
文
人
の
縄
を
撚
る
技
術
は
大
変
進
ん
だ
も
の

で
し
た
。
縄
文
土
器
の
永
面
に
残
る
縄
日
か
ら
も

よ
く
わ
か
り
ま
す
。
然

っ
た
糸
を
使

っ
て
縫
い
物

を
し
た
と
思
わ
れ
る
骨
製

の
針
も
み
つ
か
っ
て
い

ま
す
。

◆
編
む

蔓
や
小
枝
、
然

っ
た
糸
、
竹
な
ど
の
細
長
く
柔

ら
か
な
材
料
を
打
ち
違

い
に
し
た
り
、
合
わ
せ
組

ん
だ
り
し
て
、
衣
類
や
容
器
を
作
る
こ
と
を
編
む

と
い
い
ま
す
。
編
む
こ
と
で
細
長

い
材
料
が
思
う

よ
う
な
形
や
大
き
さ
に
組
み
広
げ
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
衣
類
や
篭
、
細
な
ど
の

用
途
に
応
じ
て
多
様
な
編
み
方
が
発
達
し
ま
し
た
。

縄
文
人
は
ア
カ
ソ

（赤
麻
）
・
カ
ラ
ム
シ

（苧
麻
Ｙ

ア
サ

（大
麻
）
な
ど
の
繊
維
を
利
用
し
て
衣
服
を

作

っ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
衣
服
の
実
物
は
み

つ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
遺
跡
か
ら
出
土
す
る
布

や
上
器
底
部
に
残
る
圧
痕
な
ど
か
ら
、
衣
服
の
主

流
は
ね
物
で
は
な
く
、
繊
維
を
編
む
編
布
で
あ

っ

た
よ
う
で
す
。
弥
生
時
代
に
な
る
と
、
編
布
は
衰

退
し
、
織
物
の
時
代
と
な
り
ま
す
。
こ
れ
ま
で
も

利
用
さ
れ
た
植
物
繊
維
の
材
料
の
ほ
か
に
、
絹
の

よ
う
な
動
物
繊
維
も
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま

Ｌ丁
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（小
柳
義
男
）



北
村
人
の
衣
服
の
復
原

編布を編む (新潟県十日町市博物館提供)

復原 された北村人の女性 と衣服

(長野県立歴史館蔵)

◆
カ
ラ
ム
シ
で
つ
く
ら
れ
た
糸

県
立
歴
史
館
の
常
設
晨
示
室
に
は
、
前
か
が
み

で
木
の
実
を
粉
に
す
る
作
業
姿
の
女
性
が
復
原
さ

れ
て
い
ま
す
。
衣
服
は
福
丼
県
鳥
決
貝
塚
な
ど
か

ら
み
つ
か
っ
た
編
布
を
も
と
に
編
み
方
を
復
凛
し

て
造
り
ま
し
た
。
材
料
は
出
野
に
自
生
し
て
い
た

カ
ラ
ム
シ
で
す
。
こ
れ
を
刈
り
取

っ
て
策
を
落
と

し
、
基
を
水
に
漬
け
て
皮
を
は
ぎ
取
り
、
そ
の
繊

維
を
取
り
出
し
て
乾
燥
さ
せ
ま
す
。
こ
れ
に
撚
り

を
か
け
て
糸
を
紡
ぎ
ま
し
た
。
経
糸
に
も
ち
い
た

細
い
縄
は
の
べ
八
〇
〇
層
に
も
な
り
ま
す
。

◆
完
成
ま
で
三
か
月

む

し

ろ

こ
う
し
て
作

っ
た
糸
は
、
筵
編
み
機
の
よ
う
な

道
具
を
使

っ
て
編
み
あ
げ
ま
し
た
。
こ
れ
は
糸
を

お
く
場
所
に
刻
目
を

つ
け
た
板
を
二
本
の
脚
で
支

え
た
だ
け
の
簡
単
な
道
具
で
す
。
両
端
に
お
も
り

つ
る

を
つ
け
た
糸

（経
糸
）
を
、
刻
日
に
か
け
て
吊
し
、

そ
の
上
に
経
糸
と
直
交
す
る
よ
う
に
軽
く
撚

っ
た

繊
維

（緯
糸
）
を
お
き
ま
す
。
そ
こ
に
、
経
糸
を

か
ら
め
る
よ
う
に
交
差
さ
せ
て
編
ん
で
い
き
ま
す
。

一
日
に
編
み
上
げ
る
量
は
わ
ず
か
二
付
レ
で
、
完

成
ま
で
二
か
月
も
か
か
り
ま
し
た
。
ま
た
、
前
掛

け
は
野
生
の
ア
カ
ソ
を
材
料
に
造
ら
れ
て
い
ま
す
。

（小
柳
義
男
）



身
分
で
変
わ
った
よ
そ
お
い

、し、`ヾ i t it

高松塚古墳壁画にみる女子像

(奈良国立文化財研究所飛鳥資料館蔵 国宝)

天寿国曼陀羅締帳にみる推古朝

の男子像

(中宮寺蔵 国宝)

7世紀後半の男子像 。女子像 (復原 )

(大 阪府立近つ飛鳥博物館蔵)

7世紀前半の男子像 。女子像 (復原 )

(大阪府立近つ飛鳥博物館蔵)

◆
身
分
に
応
じ
た
服

私
た
ち
は
衣
服
を
着
る
と
き
、
自
分
の
個
性
や

好
み
に
よ

っ
て
色
や
形
を
選
び
ま
す
。
し
か
し
、

明
治
時
代
以
前
、
と
り
わ
け
古
代

。
中
世
で
は
、

衣
服
は
そ
の
人
の
身
分
を
示
す
手
段
の
ひ
と
つ
で

し
た
。
繊
維
の
素
材
や
織
り
方

・
色
は
身
分
に
応

じ
て
決
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
自
分
の
好
み
で
好

き
な
衣
服
を
着
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
す
。

◆
大
陸

・
朝
鮮
半
島
を
模
倣
し
た
服
装

大
〇
三
年
、
聖
徳
太
子
は
朝
鮮
半
島
や
中
国
の

制
度
に
な
ら
い
、
日
本
で
最
初
の
服
装
の
制
度
で

あ
る
冠
位
十
二
階
を
制
定
し
、
徳

・
仁

・
礼
。
信

・

義

。
智
の
位
階
に
応
じ
た
衣
服
と

冠

の
色
を
定

め
ま
し
た
。
六
四
五
年
の
大
化
の
改
新
を
経
て
、

律
今
制
度
が
整
う
な
か
で
、
位
階
と
衣
服
の
制
度

も
決
め
ら
れ
て
い
き
ま
し
た
。

一
五
ペ
ー
ジ
の
表
は
八
世
紀
は
じ
め
の
国
の
法

律
で
あ
る
律
今
に
よ

っ
て
決
め
ら
れ
た
衣
服
の
色

を
示
し
た
も
の
で
す
。

こ
の
法
律
で
は
、
こ
れ
ま

で
の
冠
に
か
わ

っ
て
、
上

衣
の
色
に
よ

っ
て
位
階

が
表
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

信
濃

の
国
内
で
は
、
国
の
責
任
者
で
あ
る
国
司

が
五
位
、
各
地
の
家
族
で
あ
る
郡
司
が
八
位
く
ら

い
で
し
た
か
ら
、
ほ
と
ん
ど
の
庶
民
は
こ
う
し
た

Л
等



平安時代の女房装束 (復原 )

(国立歴史民俗博物館蔵)

聖徳太子画像 にみる朝服

(宮 内庁蔵 御物)

律令の位階 と服色

■  皇太子

■ 曇置ぁ萱春
・

■ 菫置F墨こ
二・三位

■  四位

■
五位

■
六位

団
七位

■  
八位

■
初位

8世紀の男子像・女子像 (復原 )下級役人が着用 したベル トの金具

松本市下神遺跡ほか (長野県立歴史館蔵)

服
は
着
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
に
な
り
ま

す
。
ま
た
、
県
内
各
地
の
遺
跡
か
ら
役
人
が
つ
け

た
ベ
ル
ト
の
金
具

（バ
ッ
ク
ル
）
が
み
つ
か
っ
て

い
ま
す
。
ベ
ル
ト
も
身
分
に
応
じ
た
服
装
の

一
部

で
し
た
。

◆
大
陸
風
か
ら
日
本
風
の
服
装

ヘ

平
安
時
代
に
は
い
り
、
遣
唐
使
が
中
止
さ
れ
る

と
、
大
陸
風
の
衣
服
が
日
本
独
自
の
服
装
に
改
め

ら
れ
て
い
き
ま
し
た
。
そ
の
結
果
生
ま
れ
た
服
装

の
代
表
的
な
も
の
が
、
官
廷
の
儀
式
の
際
に
身
に

つ
け
た
男
子
の
東
帯
と
女
子
の
女

一易

装

東
で
す
。

ま
た
、
天
皇

・
皇
太
子
の
み
が
着
る
こ
と
の
で
き

し

ゅ

つヽ
に

る
衣
服
の
色
や
織
り
方
が
決
め
ら
れ
た
り
、
十

二

単
衣
の
よ
う
に
重
ね
着
に
よ
る
色
構
成
の
美
し
さ

が
競
わ
れ
た
り
し
ま
し
た
。

◆
武
家
の
服
装

平
安
時
代
後
半
に
武
士
が
歴
史
の
表
舞
台
に
登

場
し
、
鎌
倉
幕
府
が
成
立
し
ま
す
。
し
か
し
、
そ

の
服
装
は
平
安
時
代
の
貴
族
の
服
装
と
大
差
な
い

も
の
で
し
た
。
武
家
の
儀
式
用
の
服
装
は
、
上
級

の
武
家
は
公
家
と
同
様
で
、
中
級

。
下
級
の
武
家

は
平
安
時
代
中
ご
ろ
に
公
家
の
軽
装
で
あ

っ
た
狩

衣
や
下
級
官
人
の
公
服
の
ひ
と
つ
で
あ

っ
た
水
千

で
し
た
。
ま
た
、
平
安
時
代
後
期
に
庶
民
の
日
常



「源頼朝
的

に
溌

る東帯

衣服の生地を糊や織 り

方で固 くこわばらせた

強装東。

(神護寺蔵 国宝)

紫式部 日記絵巻 にみ

る衣冠

(五 島美術館蔵 国宝)

着
で
あ

っ
た
直
垂
も
、
室
町
時
代
に
な
る
と
正
式

な
服
装
と
な

っ
て
い
き
ま
し
た
。

◆
僧
侶
の
服
装

六
世
紀
の
中
ご
ろ
に
日
本
に
仏
教
が
伝
来
す
る

と
、
皇
室
や
貴
族
を
中

心
に
仏
教
が
受
け
入
れ
ら

れ
、
律
今
国
家
の
も
と
で
仏
教
は
国
家
が
統
制
す

る
も
の
と
な
り
ま
し
た
。
僧
侶
も
国
家
の
統
制
下

に
入
り
、
僧
侶
の
着
る
衣
服
も
貴
族

・
官
人
の
服

と
同
様
に
国
家
が
決
め
ま
し
た
。

僧
侶
の
服
は
、
仏
教
が
生
ま
れ
た
北
イ
ン
ド
で

俗
人
が
捨
て
た
布
を
拾

っ
て
縫
い
合
わ
せ
た
こ
と

か
ら
は
じ
ま

っ
て
い
ま
す
。
中
国
や
日
本
に
仏
教

が
伝
わ
り
、
衣

（袈
裟
）
の
形
も
さ
ま
ざ
ま
な
も

の
が
伝
わ
り
ま
し
た
。

袈
裟
も
僧
侶
の
位
に
応
じ
て
身
に
つ
け
ら
れ
る

も
の
が
決
ま

っ
て
お
り
、
師

匠

で
あ
る
僧
侶
か
ら

後
継
者
の
弟
子
に
与
え
る
「
伝
　
　
衣
」
は
大
切
に

さ
れ
、
今
に
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。　
　
霜
島
工
鬱



´
「

月卍市
「

=
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石山寺造営にたずさわる役人 。僧侶・柚

が描かれている。 (石 山寺緑起絵巻 石山寺蔵

(き こり)。 大工のすがた。

国宝)

中世のさまざまな階層の人びとの姿

西福寺の開 山にあたって、 師匠が弟子 に授 けた袈裟。

(塩尻市西福寺蔵)

開山伝衣に記された墨普

15,9表
し

`済

禄 3)に 茅態継婁

が圭嶽珠 白に授けたことが記

されている。

安楽寺 (上田市)の開山である樵谷 1鷺 仙和尚の

坐像 僧侶の服装である袈裟 を身につけている。

(安楽寺蔵 重要文化財)

開山伝衣



都
人
が
身
に
つ
け
た
信
濃
の
布

麻
の
糸
を
つ
む
ぐ

（お
う
み
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
税
の
布
を
確
認
す
る

布
を
織
る

（機
織
り
）

税
を
都

へ
は
こ
ぶ

正倉院にのこる信濃の白布

白布に記された文字から■甍貫,鼻委懇『

`滉

食
の松本市 山辺あた り)の 物 部 東 人が天 平

勝墜4年 (752)に 税として納めたことがわ
かる。当時の信濃国の役人や筑摩郡の役人の

名前 もみえる。 (正倉院宝物 模造)

◇
古
代
の
布

古
代
で
は
、
布
は
人
び
と
が
身
に
つ
け
る
衣
服

に
な
る
ほ
か
、　
い
ろ
い
ろ
な
物
と
交
換
さ
れ
て
お

金
の
よ
う
な
役
割
を
呆
た
す
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

こ
の
た
め
、
奈
良
時
代
に
は
、
布
は
米
と
と
も
に

人
び
と
が
政
府
に
納
め
る
主
な
税
の

一
つ
と
し
て

位
置
づ
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

布
は
カ
ラ
ム
シ

（苧
麻
）
の
繊
維
を
つ
な
い
で

撚
り
あ
わ
せ
た
麻
糸
か
ら
織
ら
れ
ま
す
。
当
時
は

一
年
の
税
と
し
て
大
人
の
男
性

一
人
あ
た
り
幅
約

セ

一
た
レ
″
、
長
さ

一
二
・
四
セ
厨
も
の
布
を
納
め
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
奈
良
市
に
あ
る
エ

倉
院
に
は
奈
文
時
代
に
税
と
し
て
信
濃
国
か
ら
都

に
運
ば
れ
た
白
布

（麻
布
）
が
の
こ
さ
れ
て
い
ま

す
。

◇
麻
の
衣
服

こ
う
し
て
納
め
ら
れ
た
布
は
さ
ま
ざ
ま
な
用
途

に
用
い
ら
れ
ま
し
た
が
、
上
着
や

袴

な
ど
の
衣
服

に
仕
立
て
ら
れ
て
都
で
働
く
さ
ま
ざ
ま
な
人
び
と

に
支
給
さ
れ
る
こ
と
も
あ

っ
た
よ
う
で
す
。
工
倉

院
に
は
、
当
時
の
東
大
寺
で
働
い
て
い
た
人
が
、

汚
れ
た
衣
服
を
洗
濯
す
る
た
め
に
四
日
間
の
体
暇

を
願
い
出
た
文
書
が
の
こ
っ
て
い
ま
す
。
当
時
の

都

人
に
と
っ
て
、
麻
布
の
衣
服
は
大
切
な
物
だ

っ
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東大寺で働いていた人の姿

正倉院の文書にのこる絵に袴 と足を加えたもの。

′｀
い

ヽ 十、

ぐ ヒ
イ.ス

＼                :

信濃の白布か ら仕立てられた袴

信濃国の印がのこっているので信濃か らの

自布でつ くられたことがわかる。

(正倉院宝物 模造)

た
の
で
し
ょ
う
。
信
濃

の
布
は
平
安
時
代
以
降
も

特
産
品
と
し
て
有
老
で
し
た
。　
　
　
　
存
田
伊
８

，
一
●

・事

正 倉院正 倉 (奈 良県奈良市)

布から袴を仕立てる



善
光
寺
に
集
ま
った
人
び
と頑

ll.∫

憚
⊃
絆
聟

ホ
笠

め
女

』
市

フ

″ヽと え
衣

』
法

草履
奎f:ニメ`・ こ` ふれを話 ≧

旅の女性たち
僧侶たち

,メ彗 ‐写,111`|‐|=二撃
.`ニ     カ|

11,'1 lj

◆
絵
巷
に
描
か
れ
た
人
び
と

鎌
倉
時
代
の
善
光
寺
に
は
、
全
国
か
ら
た
く
さ

ん
の
人
び
と
が
参
詣
に
訪
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の

様
子
は

『
一
遍
上
人
絵
伝
』
な
ど
の
絵
巻
に
も
枯

か
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
描
か
れ
た
武
士
や
僧
侶
、

旅
の
女
性
た
ち
の
服
装
を
み
て
み
ま
し
ょ
う
。

◆
さ
ま
ざ
ま
な
服
装

武
士
は
直
垂
と
小
袴
を
身
に
つ
け
、
扇
を
持

つ

も
の
も
い
ま
す
。
僧
侶
は
法
衣
に
袈
裟
を
か
け
て
、

足
に
靴
下
の
よ
う
な
脚
半
を
つ
け
て
い
ま
す
。
な

か
に
は
団
一局
を
持

つ
人
や
、
莫
産
を
腰
に
つ
け
て

い
る
お
坊
さ
ん
、
毛
皮
を
背
中
に
あ
て
て
い
る
僧

尼
も
み
え
ま
す
。
旅
の
女
性
た
ち
は
頭
か
ら
被
衣

を
か
ぶ
っ
た
り
、
市
女
笠
に
社
を
着
て
い
ま
す
。

ま
た
鼻
緒
ず
れ
を
防
ぐ
た
め
に
草
履
に
布
を
挟
ん

で
い
る
人
も
み
え
ま
す
。

◆
か
ぶ
る
も
の

ｏ
は
く
も
の

式
士
た
ち
は
頭
に
折
鳥
帽
子
を

つ
け
、
草
履
を

履
く
も
の
が
多
い
よ
う
で
す
。
僧
侶
に
は
鉢
巻
や

頭
中
、
市
女
笠
の
ほ
か
傘
を
さ
す
人
も
い
ま
す
。

草
難
の
ほ
か
、
裸
足
の
も
の
や
足
駄
と
よ
ば
れ
る

一局
い
下
駄
を
履
い
て
い
る
人
も
い
ま
す
。（伊

藤
羊
子
）



一遍上人絵伝 (東京国立博物館蔵 複製)

′
綾商笠

団扇

切 袴

足 駄

旅の男

足半

尻切 (し りきれ。しきれ)、 半物草 (は んもの くさ)と も

いう。当時の人びとの歩き方は、現在の私たちの靴を履

いた歩き方とは異っていたと考えられる。

(長野県立歴史館蔵 模造)

草軽

切わらを編んだはきもの。二本の緒 (お )を左右の乳 (ち )

に通 して足にしばりつける。

(長野県立歴史館蔵 模造)



「衣
」を
つ
く
った
職
人
た
ち

く′i、綬苑縞綬符撃縞競
(上国市立博物館蔵

重要文化財)

▲革師

革製の衣服や小物を裁断 しているところ

◆
い
ろ
い
ろ
な
染
織
品

上
田
市
立
博
物
館
に
の
こ
る
小
文
地
桐
紋
付
革

ど
う
ふ
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま

つ

胴
服
は
、
上
田
藩
主
松
平
家
の
祖
先
に
あ
た
る
松

平

信

一
が
織
田
信
長
か
ら
与
え
ら
れ
た
と
い
う

四
〇
〇
年
前
の
皮
の
コ
ー
ト
で
す
。
小
さ
な
柄
は
、

な
め
し
た
鹿
の
革
に
細
か
い
文
様
を
彫

っ
た
型
紙

を
置
き
、
白
色
で
染
め
抜
い
て
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

中
世
に
は
じ
ま
る
能
楽
の
華
や
か
な
装
束
に
も
高

度
な
染
織
の
技
術
を
み
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

◆
職
人
の
す
が
た

こ
う
し
た
衣
服
は
ど
ん
な
人
が
つ
く

っ
て
い
た

の
で
し
ょ
う
。
『職
人
絵
』
を
み
る
と
機
織
り
、
組

み
紐
、
縫
師
、
革
屋
や
形
置
な
ど
の
製
作
の
工
程

や
素
材
に
あ
わ
せ
て
、
職
人
た
ち
が
腕
を
ふ
る
っ

て
い
た
よ
う
で
す
。

胴
服
や
能
装
束
を
例
に
し
て
職
人
た
ち
の
仕
事

を
の
ぞ
い
て
み
ま
し
ょ
う
。
ま
ず
生
地
作
り
と
し

て
、
胴
服
は
鹿
革
を
な
め
し
、
能
装
束
で
は
さ
ま

ざ
ま
な
色
糸
に
金
銀
糸
も
ま
ぜ
て
機
で
織

っ
て
布

に
し
ま
す
。
次
に
形
置
師
が
型
染
め
を
し
て
模
様

ぬ

い
と
り

し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
し

し

ゅ

つヽ

を
つ
け
た
り
、
縫
取
師
が
美
し
い
剌
締
を
つ
け
た

り
し
ま
す
。
最
後
に
着
物
の
各
部
分
を
縫
い
合
わ

せ
て
や
っ
と
着
物
が
完
成
し
ま
し
た
。　
霧
藤
羊
こ



島
=摯

幹

糧 iぃFiV
▲形置師 ▲能装束 紅地水波に菊花文唐織 (奥 田宝物館蔵 )

型紙を使って糊を置 く人、色を布につける人が描がかれる

４́一一́７鐵

”″
ｉ
″
、

けみ

▲機織師

さまざまな色糸や金、

銀糸を緯糸にして文様

を織っていく。

く縫取師

刺締をつけたりする。

写

p22～ 23の絵画 はすべ て『 職 人 尽 絵』 (喜 多院蔵 重要文化財)



苧麻の収穫 (刈取 り)

北
信
濃
の
育
苧
と
越
後
布

~｀
＼

＼

斃ｐ
卜

げ
Ψ

引いた青苧 を束 ねて竿 にか ける

(福 島県昭和村 からむし生産保存協会

提供)

◆
苧
麻
と
青
苧

イ
ラ
ク
サ
科
の
多
年
草
で
あ
る
苧
麻
か
ら
と
っ

せ
ん

いい
　

　

あ
お

そ

た
繊
維
を
青
苧
と
い
い
ま
す
。
二
、
一一一肝
ほ
ど
に

逹
し
た
も
の
を
刈
り
、
基
を
水
に
浸
し
て
筵
で
お

お
っ
て
蒸
す
方
法
で
繊
維
を
取
り
出
す
こ
と
か
ら
、

乾
蒸

（カ
ラ
ム
シ
）
と
も
嗜
ん
で
い
ま
す
。

出
野
に
自
生
し
て
い
た
苧
麻
は
、
か
な
り
古
く

か
ら
衣
料
の
原
料
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
鎌
倉

時
代
の
末
こ
ろ
に
は
、
こ
れ
を
畑
に
植
え
て
栽
培

す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

中
せ
か
ら
の
代
表
的
な
苧
麻
の
産
地
は
、
越
後

（現
新
潟
県
）
で
し
た
。
中
せ
後
期
に
は
全
国
の

青
苧
座

（苧
麻
の
同
業
組
合
）
は
、
京
都
の
二
条

西
家
が
と
り
ま
と
め
て
い
ま
し
た
。
座
の
な
か
で

は
天
工
寺
青
苧
座
が
、
越
後
の
青
苧
を
大
量
に
買

い
付
け
て
い
ま
し
た
。

戦
国
時
代
に
な
っ
て
、
上
杉
民
の
勢
力
が
強
ま

る
と
、
そ
の
と
り
ま
と
め
に
変
化
が
み
ら
れ
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
直
江
津
に
あ
っ
た
越
後
苧
座

が
、
畿
内

（出
城
、
大
和
、
撮
津
、
河
内
、
和
泉
）

へ
進
出
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。
中
越
地
方

に
接
し
た
信
越
国
境
で
も
苧
麻
が
栽
培
さ
れ
、
上

布
な
ど
が
越
後

へ
移
出
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

■
■



栽培の作業行程

2年 目、3年 目以降

カキタテ、除草
▼

小満の日、畑焼、

施肥、国い垣作 り

畑囲い雑草刈 払
▼

害虫防除
(カ ラムシ虫)

(台風による

倒伏 に注意 )

▼

刈取 り、皮はぎ、

(二年ロアラソ)

(三年ロカゲソ)

カヤ刈 り (焼草用、
囲い垣用)

(『 からむし栽培の手引き』

昭和村からむし生産技術保存協会発刊)

◆
豊
臣
秀
吉
と
信
濃
の
苧
麻

青
苧
を
凛
料
に
織
ら
れ
た
越
後
布
は
、
京
都
や

畿
内
の
人
々
に
よ
っ
て
買
い
求
め
ら
れ
、
上
流
社

会
で
贈
り
物
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
越

し
ゆ
¨ヽ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
かヽさ
さ
だ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
し
ひ
さ

後
国
の
守
護
だ
っ
た
上
杉
一易
定
が
将
軍
足
利
義
尚

に
、
上
杉
謙
信
の
子
景
勝
が
豊
臣
分
吉
に
越
後
布

を
贈
っ
て
い
ま
す
。

豊
臣
秀
吉
が
天
下
を
統

一
し
て
か
ら
は
、
北
信

濃

（川
中
島
四
郡
）
の
苧
麻
が
大
量
に
越
後
の
直

江
滓
湊
に
集
め
ら
れ
、
畿
内
へ
輸
送
さ
れ
た
こ
と

が
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
ら
は
朝
鮮

へ
繰
り
出
す
船

の
大
綱
と
し
て
使
用
さ
れ
ま
し
た
。

と
て
も
じ
ょ
う
ぶ
だ
っ
た
信
濃
の
青
苧
は
、
江

戸
時
代
に
も
、
衣
料
だ
け
で
な
く
、
漁
網
や
晨
業

用
の
縄
、
船
の
ロ
ー
プ
な
ど
に
も
使
わ
れ
ま
し
た
。

（樋
口
和
雄
）

Ｅ
Ｕ

Ｄ
Ｅ



①麻蒔き 麻の種まき

近
世
信
濃
の
麻
衣

麻
蒔
き
か
ら
麻
布
が
で
き
る
ま
で

②麻扱き 麻の収穫

にする。写真は開田村の畑

中たみさん。 (昭和40年頃)

⑤麻績み 細くさばいて

大麻取扱者免許証

◆
山
中
麻

麻
と
い
う
と
ア
サ
科
の

一
年
草
の
大
麻
の
こ
と

で
す
が
、
そ
の
ほ
か
苧
麻

（カ
ラ
ム
シ
）
な
ど
の

繊
維
も
麻
と
よ
ば
れ
ま
し
た
。
鎌
倉
時
代
、
大
麻

で
織
ら
れ
た
木
曽
の
麻
織
物
は
木
曽
の
麻
衣
と
し

て
知
ら
れ
、
歌
に
も
詠
ま
れ
ま
し
た
。

江
戸
時
代
中
ご
ろ
に
は
、
衣
料
の
主
役
が
木
綿

に
か
わ
り
、
麻
生
産
が
減
り
ま
し
た
が
、
松
代
領

さ
ん

ち

ゅ
う

の
水
内
郡

出
中

地
方

（上
水
内
郡
洒
出

一
帯
）
で

栽
培
さ
れ
た
麻
は
出
中
麻
と
よ
ば
れ
、
松
本
領
で

は
、
安
曇
郡
北
部
を
中
心
に
さ
か
ん
に
麻
が
栽
培

さ
れ
て
い
ま
し
た
。　
一
セ
六
八
年

（明
和
五
）
安

ず
み　
　
し
お
し
ま

曇
郡
塩
島
村

（現
白
馬
村
）
で
は
、
五
町
四
反
五

畝
え
歩

（約
五
四
〇
・
ニ
ア
ー
ル
）
の
麻
畑
を
つ

く
っ
て
い
ま
し
た
。

◆
麻
荷
と
中
馬
荷
物

松
本
領
内
の
麻
を

一
手
に
扱
っ
て
い
た
、
松
本

町
間
屋
倉
科
民
は
、　
一
セ
二
二
年

（享
保

一
セ
）

に

一
万
四
八
セ
五
貫

（約
五
万
五
七
八
一
キ
ロ
グ

ラ
ム
）
の
麻
を
出
荷
し
、
運
上

（営
業
税
）
を
百

五

一
両
ほ
ど
納
め
て
い
ま
し
た
。　
一
セ
六
三
年

（宝
暦

一
二
）
に
は
、
松
本
か
ら
名
古
屋
へ
約
十
駄

（
一
駄
は
二
八
貫
、
約

一
〇
五
キ
ロ
グ
ラ
ム
）
、
吉

田

（現
豊
橋
市
）

へ
八
〇
駄
、
飯
田
へ
五
〇
駄
な

●
Ｕ



近世前期の麻衣料

(長野県立歴史館蔵)

麻布

(長野県立歴史館蔵)

⑨機を織る

r木曽の麻衣」 (開 田村教育委員会

澤頭修自氏写真提供)よ り

⑥麻を撚る 糸に撚りをかけ
る

⑦機を線る 経糸の長さ

を整える (整経という)

③機をはる のりをつけて乾かす

野沢温泉の麻釜 ここで、刈り取った大麻を天然の温泉で蒸 した。

ど
が
出
荷
さ
れ
て
、
麻
が
主
な
生
産
品
の
ひ
と
つ

で
し
た
。

し
か
し
、
寛
政
こ
ろ
か
ら
木
綿
衣
料
に
お
さ
れ

て
、
麻
織
物
は
衰
退
し
て
い
き
ま
し
た
。　
一
八
二

五
年

（文
政
八
）
の
四
ケ
庄

（現
白
馬
村
）
か
ら

お
こ
っ
た
百
姓

一
揆

（赤
蓑
騒
動
）
も
麻
の
買

い

た
た
き
に
反
発
し
て
起
こ
っ
た
の
で
す
。

◆
木
曽
の
麻
衣

鎌
倉
時
代
か
ら
知
ら
れ
て
い
た
木
曽

の
麻
衣
は
、

江
戸
初
期
の

『慶

長

見

聞

集
』
と
い
つ
書
物
に

も

「
木
曽

の
麻
衣
は
信
濃
に
て
織
り
」
と
あ
り
、

一
セ
五
七
年

（宝
暦
セ
）
の

『吉
蘇
恙
略
』
と
い

う
書
物
に
、
西
野

・
末
川

（現
開
田
村
）
、
上
口
・

黒
川

（現
木
曽
福
島
町
）
な
ど
が
麻
織
物
産
地
と

し
て
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

で

か
せ

晨
閑
期
に
は
男
は
大
工
仕
事
で
出
稼
ぎ
に
出
て
、

女
子
が
機
織
を
し
て
麻
織
物
を
つ
く
っ
て
い
ま
し

た
。　
一
八
二
四
年

（天
保
五
）
刊
の

『信
濃
奇
勝

録
』
に
は
、
木
曽
の
奥
出
二
で
は
男
女
と
も
に
麻

を
普
段
着
に
し
て
い
る
こ
と
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。

（青
木
歳
幸
）

７
′



木
綿
時
代
の
風
俗

『諸国道中商人鑑』

1827(文政 10)頃の小諸町篠屋伝右衛門方で

は木綿類や綿 (繭 をほぐした真綿)な どを販

売 していた。

(長野県立歴史館蔵)

茶屋伊右衛門大幅帳

1686年 (貞享 3)の茶や木綿、麻な

どの取引がわかる

(長野県立歴史館蔵)

茶屋伊右衛門の大福帳 (2月 9日 から 2月 6日

まで記載)をみると、この年木綿5′ 377反、 くり

綿866貫が取引された。

町 ミ町

甲 眸

悔盤鵜

甲 ¬ の

月 木綿 (反 ) くり綿 (fl)

l (言己録 なし) (記録な し)

2 6

3

4

5 0

27 7

7 0 0

0

0

375 0

0

0

合計 5377 86 6

◆
木
綿
世
に
な
っ
た
。

一
六
え
六
年

（元
禄
九
）
筑
摩
郡
下
波
多
村

（現
波
田
町
）
の
農
民
が
、
二
〇
年
ほ
ど
前
か
ら

も

め

ん

よ

「木
綿
せ
」
に
な
っ
た
の
で
麻
が
ほ
と
ん
ど
売
れ

な
く
な
っ
た
と
嘆
い
て
い
ま
す
。

一
セ
四
二
年

（寛
保
二
）
の
水
内
郡
芋
川
村

（現
二
水
村
）
の
農
民
も
、
も
と
は
お
び
た
だ
し

い
麻
を
つ
く
っ
て
他
国
に
売
り
出
し
て
い
ま
し
た

が
、
今
で
は
ま
っ
た
く
売
れ
な
い
と
嘆
い
て
い
ま

す
。　
一
セ
世
紀
中
ご
ろ
か
ら
、
信
濃
で
も
木
綿
衣

料
が
普
及
し
は
じ
め
、
麻
生
産
地
を
困
窮
に
お
と

し
い
れ
ま
し
た
。

一
六
八
六
年

（貞
享
二
）
の
な
本
本
町
の
茶
屋

伊
右
衛
門
の
大
福
帳
を
み
る
と
、
こ
の
年
で
五
二

セ
セ
反
の
木
綿
と
八
六

・
六
貫
の
繰
綿

（実
綿
か

ら
実
を
と
っ
た
も
の
）
を
扱
っ
て
い
ま
し
た
。

◆
木
綿
衣
料
の
ひ
ろ
が
り

一
七
世
紀
末
ご
ろ
、
高
丼
郡
町
川
口
村

（現
長

野
市
若
穂
）
の
間
屋
の
若
旦
那
は
、
木
綿
合
羽
を

新
調
し
見
せ
び
ら
か
し
た
の
で
、
人
々
は
木
綿
合

羽
の
若
旦
那
が
通
る
と
噂
し
あ
っ
た
そ
う
で
す
。

木
綿
衣
料
は
、
麻
と
違

っ
て
柔
ら
か
く
、
染
色

し
や
す
く
、
美
し
い
色
も
多
様
に
出
し
や
す
く
、

少
し
ぜ
い
た
く
な
気
分
が
味
わ
え
る
た
め
、
需
要
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『 教 草』にみる木綿栽培から機織 りまで
つむぎ

種子、木綿の花、繰綿機、綿打道具、紡 車、木綿糸、機織などの工

程がよくわかる。(長野県立歴史館蔵)

が
高
ま

っ
て
い
っ
た
の
で
す
。

◆
善
光
寺
木
綿

・
小
倉
織

綿
は

一
ハ
世
紀
の
中
ご
ろ
か
ら
善
光
寺
平
で
さ

か
ん
に
栽
培
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
こ
れ
ら
の
綿

は
、
町
屋
や
晨
家
で
木
綿
布
に
織
ら
れ
て
、
市
で

売
買
さ
れ
ま
し
た
。
宝
暦
期
こ
ろ
に
は
善
光
寺
町

の
十
二
斎
市
ご
と
に
、
新
田

（現
長
野
市
）
で
木

綿
市
が
開
か
れ
て
い
ま
し
た
。
木
綿
商
人
は
、
木

綿
布
や
繰
綿
、
篠
巻

（綿
を
細
い
竹
に
巻
い
て
紬

長

い
筒
状
に
巻

い
た
も
の
）
を
各
地
に
移
出
し
ま

し
た
。
上
田
領
で
は
、
北
信
濃
で
生
産
さ
れ
た
善

光
寺
綿
を
奥
綿
と
い
っ
て
盛
ん
に
取
引
し
ま
し
た
。

須
坂
藩
家
老
九
出
反
政
著

『
二
峰
紀
聞
』
の
名
産

の
項
に
高
丼
郡
綿
内
村

（現
長
野
市
）
の
木
綿
な

ど
が
あ
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

諏
訪
で
は
、
繰
綿
を
打

っ
て
篠
巻
に
す
る
綿
打

」̈
く
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぉ
び

し

ち
の
ほ
か
に
小
倉
織
が
さ
か
ん
に
な
り
、
帯
地

。

袴
地

・
羽
織
地
な
ど
の
ほ
か
に
、
足
袋
裏
な
ど
も

織
ら
れ
ま
し
た
。
天
保
期
に
は
、

二
五
セ
六
台
も

の
小
倉
織
機
が
あ

っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
さ

か
ん
な
様
子
が
う
か
が
え
ま
す
。　
　
　
Ｔ
木
歳
主

ギ

遍



絹
衣
料
３

ろ
が
り

鶴着絡革苑讐将輸芦ぽ馨輩模様祷響

江戸時代後期の作で武家や町方の女

性に流行 した友禅染め打掛

(長野県立歴史館蔵)

旨給撃ぱ料霧定出毅′i、糟
江戸時代中期の作。松竹梅の縁起の

よい総模様の小袖

(長野県立歴史館蔵)

◆
衣
服
へ
の
規
制

衣
服
は
日
に
つ
き
や
す
い
の
で
、
百
姓
ら
は
贅

た
く沢

し
な
い
で
年
貢
を
お
さ
め
る
よ
う
に
と
、
領
主

か
ら
規
制
さ
れ
ま
し
た
。　
一
六
四
〇
年

（寛
水

一

セ
）
の
幕
府
頷
佐
久
郡
下
桜
丼
村

（現
佐
久
市
）

の
二
人
組
帳
前
書
で
は
、
百
姓
の
日
常
着
を
木
綿

か
み

こ

か
紙
子

（紙
で
つ
く
っ
た
衣
服
）
に
限
る
と
し
、

一
六
六
九
年

（寛
文
九
）
上
口
頷
の
百
姓
法
度
で

は
百
姓
の
衣
類
は
布

（麻
Ｙ

木
綿
に
限
る
と
し

て
い
ま
し
た
。

◆
華
や
か
な
婚
礼
衣
装

一
八
世
紀
後
半
か
ら

一
え
世
紀
に
か
け
て
の
諸

産
業
の
発
達
に
よ
り
、
庶
民
生
活
が
経
済
的
に
も

文
化
的
に
も
向
上
し
ま
し
た
。　
一
八
二
六
年

（天

保
セ
）
の
埴
科
郡
下
戸
倉
村

（現
戸
倉
町
）
の
豪

商
坂
丼
家
の
娘
は
、
嬌
礼
衣
装
と
し
て
、
飢
饉
時

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
紫
色
の
絹
の
綿
入
れ

（表
地

ひ
　
　
　
　
　
ち
り

と
裏
地
の
間
に
綿
を
入
れ
た
衣
装
）
や
緋
色
の
縮

緬

（縮
の
あ
る
絹
織
物
）
襦
祥

（和
服
の
肌
着
）

な
ど
着
物
六
四
品
、
瑚
珀
色
の
昼
夜
帯

（表
裏
が

違
う
色
の
帯
）

一
〇
品
な
ど
を
も
っ
て
い
ま
し
た
。

こ
の
中
に
は
規
制
さ
れ
て
い
る
は
ず
の
高
級
絹
織

物
や
箸

・
丼
な
ど
上
等
品
が
い
く
つ
も
入
っ
て

い
ま
し
た
。



石

ゝ 切前髪
(江戸初期)

大名家の化粧道具 (上)と 櫛 (下 )

(長野県立歴史館蔵)

江戸時代の女性の髪型

◆
庶
民
衣
料
の
多
様
化

八
満
村

（現
小
諸
市
）
の
老
主
で
あ
っ
た
小
林

葛
古
が
記
し
た

『幾
利
茂
久
佐
』
と
い
う
記
録
に

は
、
「寛
政
年
間

（
一
七
八
え
～

一
八
〇

一
）
こ
ろ

ま
で
は
、
子
供
の
衣
料
は
夏
の
ふ
だ
ん
着
は
麻
で
、

や
が
て
木
綿
の
単

物

（裏
地
な
し
の
着
物
）
を
着

た
。
弘
化
年
間

（
一
八
四
四
～
四
八
）
か
ら
冬
物
・

夏
物
と
も
に
絹
糸
入
り
の
縞
に
な
っ
た
。
男
の
普

段
着
は
帯
が
な
く
、
手
織
り
、
木
綿
を
浅
黄
色
に

染
め
、
恙
に
綿
を
入
れ
た
も
の
だ
っ
た
。
羽
織
は

竜

紋

（太
い
糸
で
織

っ
た
粗
い
絹
織
物
）
か
ら

撰
糸
絹

（薄
い
羽
二
菫
状
の
絹
織
物
）
の
薄
羽
織

に
、
近
頃
で
は
、
儒
子
、
さ
ら
に
結

（織
日
の
透

い
た
薄
い
絹
織
物
）
の
羽
織
ま
で
出
て
き
た
。　
一

八
二
八
年

（天
保
え
）
に
江
戸
で
羽
織
を
着
た
婦

人
を
み
て
あ
き
れ
た
も
の
だ
っ
た
が
、
今
で
は
女

も
羽
織
な
し
で
は
人
前
に
出
ら
れ
な
い
程
に
な
っ

た
」
な
ど
華
や
か
に
な
る

一
方
の
衣
類
の
変
化
が

書
か
れ
て
い
ま
す
。
江
戸
後
期
に
な
る
と
庶
民
の

衣
料
は
、
豊
富
に
、
多
様
に
な
っ
た
の
で
す
。

（青
木
歳
幸
）

澪 くれ



城
下
町
絵
巻
に
み
る
風
俗
の
変
化

‐
松代十二ヶ月絵巻

にみる風俗

」― ①「年頭の挨拶」(正月)

従者をつれた年輩の武
た び

士は白足袋をはき、祥、

袴を着用 している。こ

れは武士の礼服だった。

だった。

②「上巳の節句」(三 月)

雛人形や雛道具が飾ら

れた部屋に株を着た老

藩士が正座し、奥方は

打掛を着ている。

艦

ドギ
|::〔 =

| 

″

◆
武
家
や
庶
民
の
服
装

ぶ
ん

一
八
二
三
年

（文
政
六
）
に
飯
田
藩
医
大
田
文

積
が
著
し
た

「
各
々
御
用
慎
」
に
よ
れ
ば
、
ｆ

セ

世
紀
中
ご
ろ
に
は
、
男
女
と
も
に
油
で
な
く
て
水

で
髪
を
櫛
け
ず
り
、
半
紙
を
裂

い
た
こ
よ
り
で
髪

を
結
い
、
武
家
は
羽
織
を
着
て
い
た
。
町
人
や
百

姓
は
絹
羽
織
を
着
る
こ
と
が
で
き
ず
に
、
藁
草
履

で
歩

い
て
い
た
。
文
政
年
間

（
一
八

一
八
～
ニ

○
）
以
降
、
百
姓
の
中
に
は
、
絹
布
を
身
に
つ
け
、

足
袋
や
流
行
の
雪
駄
を
は
く
も
の
も
で
て
き
た
。

銀
ぎ
せ
る
を
使

っ
て
煙
草
は
名
品
の
国
分
を
喫
煙

ぜ
い
た
く

す
る
も
の
も
で
た
」
と
記
さ
れ
、
贅
沢
に
な
っ
た

庶
民
の
風
俗
の
変
化
が
わ
か
り
ま
す
。

松
代
藩
士
飯
島
勝
体
が
幕
末
に
記
し
た

「飯
島

家
記
」
に
よ
れ
ば
、
ｆ

八
世
紀
中
ご
ろ
か
ら
、
登

城
の
際
に
春

を
着
、
黒
股
引
を
は
く
よ
う
に
な

り
、　
一
人
世
紀
初
の
武
家
女
中
の
帯
は
五
尺
ほ
ど

の
長
さ
だ
っ
た
の
に
、
近
頃
は

一
人

一
尺
（約
二
・

二
六
肝
）
余
に
も
な
り
、
櫛
や
井
も
大
き
く
な
っ

た
、
武
士
も
明
和

（
一
セ
六
四
～
セ
ニ
）
頃
か
ら

べ
にし
ぼ

紅
絞
り
、
紅
染
め
の
夏
下
着
や
キ
ぬ
ぐ
い
を
持

つ

よ
う
に
な

っ
た
。
肩
衣
と
長
袴
を
着
て
勤
め
る
よ

う
に
な
っ
た
の
は

一
ハ
二
四
年

（文
政
セ
）
か
ら

は
じ
ま

っ
た
」
な
ど
、
や
は
り
派
手
に
な
っ
た
式
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十             ~~~つ く男などが描かれてい

松に雉、魚などをもつ尻

(4点 とも長野市真田宝物館蔵 )

る 。

家
風
俗
の
変
化
が
書
き
留
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

◇
身
分
格
式
と
服
装

江
戸
時
代
に
は
、
衣
服
は
視
党
的
に
身
分
を
示

す
日
中
で
、
各
層
に
差
別
が
あ
り
ま
し
た
が
、
庶

民
衣
料
の
高
ま
り
と
と
も
に
身
分
標
識
は
崩
れ
、

）」
も
ん
つき
か
み
し
も

乗
晨

・
豪
商
層
も
献
金
な
ど
に
よ
り
御
紋
付

祥

な
ど
の
着
用
を
許
可
さ
れ
、
身
分
格
式
を
与
え
ら

れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

◇
松
代
十
二
ヶ
月
絵
巻

松
代
藩
士
の
娘
恩
田
緑
陰
が
、
幕
末
の
松
代
城

下
町
の
年
十
行
事
と
風
俗
を

「
松
代
十
二
ヶ
月
絵

巻
」
に
描
い
て
い
ま
す
。
二
月
の
二
河
万
歳
、
謡

初
め
と
年
始
ま
わ
り
、
江
戸
時
代
で
は
信
州
最
大

の
祭
り
と
い
わ
れ
た
松
代
祗
園
祭
の
ね
り
物
、
高

張
り
提

灯
を
中

ミ
に
輪
舞
す
る
男
女
の
盆
踊
り
、

は
た
お
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
えヽ　
び
　
す
」ヽう

機
織
と
染
物
を
す
る
女
性
、
初
冬
の
恙
比
寿
講

。

髪
置
き

。
袴
着
な
ど
の
年
中
行
事
、
二
月
仕
舞

い

（二
月
の
準
備
）

の
餅

つ
き
な
ど
が
描
か
れ
、
当

時
の
城
下
町
の
風
俗
や
生
活
な
ど
が
わ
か
り
ま
す
。

（青
木
歳
幸
）



染
物
屋
と
染
料
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藍色の染料である藍玉 (松本花氏蔵)

上田縞の見本帳

染料を入れた藍甕

◇
信
濃
の
染
物
屋

一
セ
二
三
年

（享
保

〈
）
に
作
ら
れ
た
上
田
縞

（縞
模
様
の
絹
織
物
）

の
見
本
恨
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
見
本
恨
は
も
と
も
と
海
野
町

（現
東
部
町
）

の
本
陣
間
屋
の
日
記
に
挟
ま

っ
て
い
た
も
の
で
、

当
時
の
染
料
を
知
る
貴
重
な
資
料
で
す
。
天
然
染

料
で
染
め
た
も

の
な

の
で
、
色
彩

の
変
化
が
起

こ
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
全
体
と
し
て
茶

系
統
の
色
が
日
立
ち
ま
す
。

縞
に
す
る
た
め
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
糸
を
染
め

て
織
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
生
糸
も
綿
糸
も
そ
の

ま
ま
で
は
染
料
を
は
じ
い
て
し
ま
い
よ
く
染
ま
り

ま
せ
ん
。
そ
こ
で
木
灰
を
使

っ
て
糸
に
含
ま
れ
る

油
状
の
成
分
を
落
と
し
て
、
染
色
の
作
業
に
入
り

ま
す
。
植
物
を
使

っ
た
染
色
は

一
度
で
は
十
分
色

お

け

が
つ
か
な
い
た
め
、
何
度
も
染
料
の
桶
に
糸
を
通

あ
い　　
　
　
　
　　
　
　
　
　　
　
　
　
し
ゅくれん

し
て
染
め
ま
す
。
特
に
藍
色
に
染
め
る
に
は
熟
練

し
た
技
術
が
必
要
で
し
た
。
慣
れ
て
い
な
い
と
糸

に
む
ら
が
で
き
て
し
ま

っ
た
り
、
色
疼
ち
し
た
り

し
ま
す
。
素
人
で
は
な
か
な
か
う
ま
く
染
ま
り
ま

せ
ん
で
し
た
。

こ
の
た
め
信
濃

の
村
や
町
で
糸
や
単
物
を
藍
色

に
染
め
る
紺
屋
が
、
江
戸
時
代
前
中
期
か
ら
木
綿

衣
料
の
広
が
り
と
と
も
に
増
え
て
行

っ
た
の
で
す
。

Л
↓



翡

藍色の染料である藍玉製造の作業風景

「藍一覧」 (『教草』 長野県立歴史館蔵)

松
本
町
で
は

一
六
六
九
年

（寛
文
九
）
紺
屋
が
ニ

六
軒
だ

っ
た
も
の
が
、　
一
大
え
七
年
（元
禄

一
〇
）

に
は
二
九
軒
と
な

っ
て
い
ま
す
。

◆
藍
玉
の
流
通

衣
類
を
染
め
る
代
表
的
な
染
料
は
藍
で
す
。
藍

は
タ
デ
科
の
植
物
で
、
全
国
的
に
作
ら
れ
て
い
ま

し
た
が
、
な
か
で
も
阿
波
国

（現
徳
島
県
）
の
特

産
品
で
し
た
。
信
州
に
は
藍
工
の
形
で
入
っ
て
き

は

っ

こ

う

ま
し
た
。
こ
れ
は
藍
の
策
を
発
酵
さ
せ
、
自
で
ひ

き
乾
燥
し
固
め
た
も
の
で
す
。
ま
た
江
戸
時
代
後

し
ょ
う
れ
い

期
、
信
濃

の
藩
で
は
藍
を
植
え
る
こ
と
を
奨
励
し
、

幕
末
に
は
信
濃
全
域
で
生
産
さ
れ
て
い
ま
す
。

紺
屋
で
は
糸
を
預
か
り
染
色
し
ま
す
。
藍
は
染

あ

さ

ヽ
ヽ

い
ろ

　

　

　

　

」ヽ
ん

い
ろ

め
る
回
数
に
よ

っ
て
色
が
浅
黄
色
か
ら
紺
こ
に

変

っ
て
い
き
ま
す
。
染
め
値
段
も
回
数
に
よ

っ
て

あ
が
っ
て
き
ま
す
。
藍
色
に
染
め
ら
れ
た
糸
は
染

め
ら
れ
て
い
な
い
糸
に
比
べ
、
菫
く
丈
夫
に
な
り

ま
し
た
。

明
治
中
期
こ
ろ
国
産
の
藍
工
か
ら
、
輸
入
さ
れ

た
イ
ン
ド
藍
に
代

っ
て
い
き
ま
し
た
。
イ
ン
ド
藍

は
国
産

の
藍
よ
り
か
な
り
値
段

の
安

い
染
料
で

あ

っ
た
た
め
で
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
↑
野
和
基



地
機
と
高
機
を
使
った
織
物

③真綿から糸を紡ぐ
①煮た繭(6～ 7粒 )を枠にかけて真綿にする。

④紡いだ糸を糸車を使ってよりをかける

紬糸を取 り、上田紬を地機で織る

②枠にかけた真綿をほす

◆
上
田
紬
の
生
産

江
戸
時
代
中
期
以
降
、
信
州
で
は
上
田

・
小
県

地
方
の
縞

・
結

（絹
織
物
の

一
種
）
、
諏
訪
地
方
の

小
倉
織

（木
綿
織
物
）
の
生
産
が
非
常
に
ふ
え
ま

し
た
。
『
和
漠
ニ
オ
図
会
』
（工
徳

二
年
成
立
）
に

も
、
全
国
の
著
名
な
絹
織
物
の

一
つ
に
上
口
結
が

あ
げ
ら
れ
、　
一
セ
世
紀
後
半
に
は
上
田

。
小
県
地

方
が
結
の
産
地
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

上
口

・
小
県
地
方
の
人
び
と
は
江
戸
時
代
、
委

種
紙

（委
の
卵
を
和
紙
に
貼

っ
た
も
の
）
を
信
濃

国
内
や
他
国
に
売

っ
て
多
く
の
財
産
を

つ
く
り
ま

し
た
。
と
こ
ろ
が
委
の
卵
を
採

っ
た
あ
と
に
は
出

が
ら
ま
ゆ

殻
繭

（穴
の
空
い
た
繭
）
が
残
り
ま
す
。
こ
の
出

殻
繭
で
は
生
糸
を
と
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
ま

た
工
繭

（
二
つ
の
委
が

一
緒
に
な
り

つ
く

っ
た

繭
）
や
、
屑
繭

（で
き
の
思
い
繭
）

も
良
質
の
生

糸
を
生
産
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
こ

の
よ
う
な
繭
を
ほ
ぐ
し
て
、
真
綿
を
作
り
、
こ
れ

を
紡
ぐ
こ
と
に
よ

っ
て
紬
糸
を
と
り
ま
し
た
。
経

糸
に
生
糸
、
緯
糸
に
結
糸
を
使

っ
て
つ
く
ら
れ
た

織
物
が
上
口
結
で
す
。

◆
上
田
縞

・
紬
を
織
る
機
織
り
機
―
地
機
―

し

ば
た

江
戸
時
代
の
上
田
縞

・
上
田
紬
は
地
機
を
使

っ

て
織
ら
れ
ま
し
た
。
地
機
と
は
床
に
腰
を
お
ろ
し



じ |また

⑦地機を使い、上田紬を織る
⑤整経台を使い

こゃ
一ないし二反のたて糸をそろえる

最後の段階で綾をとる

⑥機にたて糸をかけるため、糸を歳に通す19世紀初頭以降信州に広がった高機

(長野県立歴史館蔵)

た
姿
勢
で
機
を
織
る
道
具
の
こ
と
を
い
い
ま
す
。

吊
り
綱
を
足
に
掛
け
引
く
こ
と
に
よ
り
、
経
糸
を

ひ

持
ち
あ
げ
横
か
ら
緯
糸
の
入
っ
た
着

（検
）
を
入

れ
る
空
間
を
つ
く
り
ま
す
。
こ
の
地
機
は
土
台
が

水
平
な
と
こ
ろ
か
ら
、
水
平
型
地
機
と
呼
ば
れ
、

東
日
本
で
広
く
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

◆
木
綿
を
織
る
高
機

信
州
で
は
、　
一
九
世
紀
初
頭
か
ら
機
に
腰
を
か

た
か
ば
た

け
て
織
る
高
機
が
導
入
さ
れ
ま
し
た
。
綿
織
物
の

需
霙
の
増
大
に
し
た
が

っ
て
高
機
が
急
速
に
普
及

し
て
い
き
ま
し
た
。
信
州
で
よ
く
見
ら
れ
る
高
機

は
京
都
西
陣
で
絹
織
物
を
専
門
に
織
る
た
め
に
使

わ
れ
た
高
機
に
比
べ
、
土
台
の
長
さ
の
短
い
、
半

ば
た

機
と
嗜
ば
れ
る
機
で
す
。
同
じ
型
の
機
は
中
央
日

本

（崚
阜
県

。
長
野
県

・
出
梨
県

・
群
馬
県

・
神

奈
川
県

・
茨
城
県

。
東
京
都
）
を
中

ぬ
に
分
布
し

て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
高
機
が
地
域
ご
と
に

異
な

っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

江
戸
時
代
後
期
の
信
州
で
、
冬
期
間
の
女
性
の

仕
事
は
機
を
織
る
こ
と
で
し
た
。　
　
　
↑
野
和
参



洋
服
が
や
っ
て
き
た

y=
∫| ‖|‐ 7..:

諸工 職 業 競 船来仕立 職

(国文学研究資料館史料館蔵)

1 洋服業者の開業 (長野県関係分)

1 1867(度 応 3) 松平伊平 岩村田

1877(明 治10) 荻野憲治 上田海野町二丁目

1887(明 治20) 細川倅作 上田新参口T

1892(明 治25) 阿部竹次郎 岩村田

i 1901(明 治34)深 堀長左衛門 長野

赤松 小三郎 (1867年 4月 撮 影 )

(上 田市立博物館蔵)

『日本洋服史』ほかより作成

◇
サ
ム
ラ
イ
が
洋
服
を
着
る

上
の
写
真
は
、
上
田
藩
士
の
赤
松
小
二
郎
が

一

八
六
七
年

（慶
応
二
）

四
月
に
京
都
で
撮
影
し
た

も
の
で
す
。
す
で
に
留
を
切
り
、
散
髪
で
洋
服
姿

を
し
て
い
ま
す
。
散
髪
脱
刀
今
の
公
布
は

一
八
セ

一
年

（明
治
四
）
で
す
か
ら
、
そ
れ
よ
り
四
年
も

早
く
旨
を
ス
と
し
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
洋
式
兵

学
者
と
し
て
活
躍
し
た
小
二
郎
で
し
た
が
、
撮
影

し
た
年
の
九
月
に
は
暗
殺
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

彼
の
遺
品
に
は
、
士
官
羽
織
四
着
、
ト
ン
ビ

一
着
、

胴
着

一
着
の
ほ
か
、
黒
ラ
シ
ャ
ズ
ボ
ン
を
含
む
ズ

ボ
ン
ニ
本
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

江
戸
幕
府
は

一
〈
六
大
年
軍
服
の
使
用
を
許
可

し
ま
す
。
軍
隊
の
近
代
化
を
は
か
る
中
で
、
洋
式

の
軍
服
が
採
用
さ
れ
、
明
治
政
府
も
洋
服
を
積
極

的
に
採
用
し
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
洋
装
は
制
服
か

ら
始
ま

っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

０
サ
ム
ラ
イ
、
洋
服
を
つ
く
る

明
治
初
期
の
洋
服
は
、
外
国
か
ら
の
購
入
に
よ

る
か
、
外
国
人
洋
服
店
で
作
ら
れ
た
も
の
で
し
た

が
、
次
第
に
日
本
人
の
洋
服
店
も
で
き
て
き
ま
し

た
。
旧
上
田
藩
士
荻
野
憲
治
は
上
京
後
、
外
国
人

の
洋
服
を
解
体
し
て
研
究
し
、　
一
八
セ
四
年
麹
町

で
開
業
し
ま
し
た
。
三
年
後
、
郷
里
に

「
西
洋
服



上田女子技芸学校生徒の作品

水兵服 (上衣丈 13cm)

1908年 (明治41)(上 国市立博物館蔵)

文
明
開
化
ス
タ
イ
ル
の
官
員

髪
を
裁
り

♂
ン
ャ
ン
プ
』
（帽
子
）
を
戴
き
洋
服
を
着

け
て
、
花
を
欺
く
二
八

（
一
六
歳
、
若
い
娘
）
と
車
を

同
う
し
、
以
て
自
由
を
得
た
り
と
な
す
も
の
あ
り

一
八
七
五
年

（明
治
八
）
二
月

一
六
日

『信
飛
新
聞
』

調
達
所
」
の
看
板
を
掲
げ
ま
し
た
。
当
時
の
ミ
シ

ン
は
ド
イ
ツ
製
で
、
現
在
上
田
市
立
博
物
館
に
残

さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
て
開
業
し
た
洋
服
店
で

し
た
が
、
仕
事
が
な
く
生
活
は
苦
し
か
っ
た
そ
う

で
す
。

◆
珍
し
い
洋
服

明
治
期
で
洋
服
を
着
る
の
は
、
官
史

・
警
官

・

教
員
な
ど
の
公
的
な
人
た
ち
に
限
ら
れ
ま
し
た
。

上
の
新
聞
に
あ
る
よ
う
に
、
髪
を
切
り

。
帽
子
を

か
ぶ
γ
、
洋
服
を
着
る
の
が
官
員
の
ス
タ
イ
ル
で

し
た
。
し
か
し
、　
一
般
に
は
洋
服
は
珍
し
い
も
の

で
し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
霜
原
康
Ｅ

貢鵞量彗 に参カロした上田藩士の月長。襟の しま柄は

出陣中の上田藩の襟印で、ボタンはイギ リス製。

(上国市立博物館蔵)

婦人股引 (長 さ31cm)太鼓胸飾シャツ (丈27cm)



ミ
シ
ン
は
マ
シ
ー
ン

現在 も使用されている大正初年の ミシン (中野市 高橋達雄氏蔵)

1910年 にパテン トを取得 したシンガー社の ミシンで、シンガー日鋼株式会社によると製造番号か

ら1916年 (大正 5)か ら1919年 (大正 8)の間にアメリカのニュージャージー州エリザベスエ場

で製造されたミシンであることがわかるという。

◆
ミ
シ
ン
は
マ
シ
ー
ン

こヽ
シ
ン
は
∽
①
ｌ
５
¨
ヨ
”
ｏ
〓
い
①
の
日

，
ｏ
巨
●
①
が

な
ま

っ
た
こ
と
ば
で
、
幕
末
に
日
本
に
初
め
て
紹

介
さ
れ
ま
し
た
。
こ
シ
ン
は
軍
服
な
ど
を
大
量
に

生
産
す
る
た
め
の
衣
服
を
、

工
業
的
に
縫
製
す
る

機
械
で
あ
る
と
と
も
に
、
家
庭
で
の
裁
縫
を
容
易

に
す
る
道
具
と
し
て
急
速
に
浸
透
し
ま
し
た
。
そ

の
背
景
に
は
洋
裁
の
普
及
が
あ
り
ま
し
た
。

初
期
の
こ
シ
ン
業
界
は
ア
メ
リ
カ
の
ア
イ
ザ
ッ

ク
・
メ、
リ
ッ
ト
・
シ
ン
ガ
ー
が
設
立
し
た
シ
ン
ガ
ー

社
が
世
界
市
場
を
支
配
し
、
日
本
で
使
わ
れ
た
ミ

シ
ン
も
ほ
と
ん
ど
が
シ
ン
ガ
ー
社
の
も
の
で
し
た
。

ま
た
こ
シ
ン
針
も
ア
メ
リ
カ
製
な
い
し
ド
イ
ツ
製

で
し
た
。

◆
レ
コ
ー
ド
針
か
ら
ミ
シ
ン
針

ヘ

昭
和
初
期
、
満
州
事
変
以
後
の
国
産
品
愛
用
と

外
国
資
本
排
除
の
流
れ
の
中
で
、
ミ
シ
ン
の
国
産

化
が
本
格
化
し
始
め
ま
す
。

こ
う
し
た
な
か
、
東
京
で
普
音
機
の
針
を
製
造

し
て
い
た
増
島
製
針
所
が
ミ
シ
ン
針
製
造
を
始
め

ま
す
。　
一
え
二
七
年
に
日
中
戦
争
が
始
ま
り
せ
の

中
が
軍
国
主
義
化
す
る
と
、
奢
修
品

（ぜ
い
た
く

口じ

の
製
造
禁
上
が
出
さ
れ
、
「
軽
桃
浮
薄
な
歌
舞

音
由
」
の
た
め
の
蓄
音
機
の
針
は
造
る
こ
と
を
禁

Л
４



蓄音機 (長野県立歴史館蔵)

ミシン針の包装

(オ ルガン針株式会社蔵)

太平洋戦争の末期に製作された竹製

の ミシン針 とその使用説明書

(オ ルガン針株式会社蔵)

戦争中鉄不足から一般消費者用の ミ

シン針がほとんど製造できな くなり

奈良県の大和精針社では竹製の ミシ

ン針を製造 した。「シンガー ミシンな

ら調子よく縫へます」「金属針の不足

何をうれへん 金属は総て戦線へさ

さげ 而 して本品の御愛顧 を願ひま

す」とある。

蓄音機の針 (右)と ミシン針

(オ ルガン針株式会社蔵)

じ
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
た
め
ミ
シ
ン
針
専
業
に
切

り
替
え
、
「
オ
ル
ガ
ン
針
」
の
登
録
名
称
を
使
い
始

め
ま
し
た
。

第

二
次
世
界
大
戦
中
ア
メ
リ
カ
軍
に
よ
る
空
襲

が
激
し
く
な
る
と
、
陸
軍

・
海
軍
に
ミ
シ
ン
針
を

納
入
し
て
い
た
増
島
製
針
所
も
長
野
県

へ
踪
開
す

る
こ
と
に
な
り
、　
一
九
四
四
年
に
工
場
を
小
県
郡

中
塩
曰
村

（現
上
口
市
）

へ
移
転
し
ま
し
た
。

◆
疎
開
工
場
と
ミ
シ
ン
産
業

ヽ
そ
の
後
も
湿
度
の
低
い
塩
田
平
は
ミ
シ
ン
針
製

造
に
適
し
て
い
た
た
め
生
産
を
続
け
た
増
島
製
針

所
は

一
九
六
三
年
に
オ
ル
ガ
ン
針
株
式
会
社
に
社

名
を
変
更
し
現
在
に
い
た

っ
て
い
ま
す
。

つ

敗
戦
後
軍
需
品
の
生
産
が
禁
止
さ
れ
る
と
、
津

上
製
作
所
や
石
川
島
菫
工
の
よ
う
に
、
長
野
県
に

疎
開
し
て
い
た
軍
需
工
場
が
、
戦
後
に
な
っ
て
か

ら
ミ
シ
ン
の
生
産
を
開
始
し
て
輸
出
す
る
例
も
現

れ
ま
し
た
。
戦
後
は
洋
装
が

一
般
化
し
た
た
め
、

こ
シ
ン
は
ま
す
ま
す

一
般
家
庭

へ
普
及
し
ま
し
た
。

（祢
津
宗
伸
）



国
際
商
品
と
し
て
ツ
生
糸
「信
州
上
一
番
」

日本の輸出総額に占める蚕糸輸出

の割合 (1868-945)

(「横浜市史』資料編二より作成)

生糸以外 の蚕糸 とは焚斗糸・真

綿 。暦糸・玉糸の総額。

口生糸以外蚕糸割合

蚕卵紙輸出割合

回生

信濃国埴科郡西條邑六工製糸之図 (長野県立歴史館蔵)

◆
生
糸
輸
出
が
支
え
た
日
本
の
近
代
化

幕
末
の
開
港
以
来
、
信
州
の
生
糸
は
品
質
が
良

か
っ
た
こ
と
か
ら
、
諸
外
国
に
人
気
が
あ
り
ま
し

た
。
信
州
産
の
上
質
生
糸
は

「
信
州
上

一
番
」
と

呼
ば
れ
、
日
本
の
代
表
的
生
糸
銘
柄
と
し
て
横
浜

か
ら
盛
ん
に
輸
出
さ
れ
ま
し
た
。
日
本
は
主
に
生

糸
を
輸
出
し
て
外
貨
を
獲
得
し
た
の
で
す
。

つ
ま

り
、
生
糸
が
日
本
の
近
代
化
を
経
済
面
で
支
え
て

い
た
の
で
す
。

養
委
晨
家
が
出
荷
し
た
繭
は
器
械
製
糸
場
で
生

糸
に
な
り
、
そ
の
生
糸
を
巨
額
な
資
本
を
持

つ
横

決
の
生
糸
売
込
間
屋
が
買
い
取
っ
て
輸
出
し
ま
し

た
。
幕
末
に
伊
那
郡
小
野
宿

（現
辰
野
町
）
か
ら

い
ち
早
く
横
浜

へ
お
も
む

い
た
小
野
兵
助

（光
み
つか
け

賢
）
は
横
浜
の
町
役
人
と
な
り
、
そ
の
子
の
光
景

は
横
浜
で
い
く

つ
か
の
公
職
を
勤
め
た
後
に
生
糸

売
込
間
屋
と
な
り
ま
し
た
。
小
野
光
景
が
始
め
た

小
野
商
店
は
や
が
て
日
本
有
数
の
生
糸
売
込
間
屋

に
成
長
し
ま
し
た
。

養
委

・
製
糸
業
が
さ
か
ん
に
な

っ
た
長
野
県
は

「
委
糸
王
国
」
と
よ
ば
れ
ま
し
た
。
委
糸
業
の
よ
り

ち
い
さ
が
た
さ
ん
ヽ
ょヽ
う
が
っ
こ
う

一
層
の
発
展
を
図
ろ
う
と
、
小
県

委
業

学

校
や

上
田
委
糸
専
門
学
校
、
平
野
晨
委
学
校
の
よ
う
な

委
糸
専
門
の
教
育
機
関
も
設
立
さ
れ
ま
し
た
。

Л
４



MADE IN」APAN

横浜の生糸売込間屋小野商店

小野兵助光賢

安政 6年 (1859)に 小野宿から

開港間もない横浜へ赴 き横浜町

名主・横浜副市長を勤めた。

絲襲猟 路崚 熱

輸出生糸につけられたシルクラベル

(長野県立歴史館蔵)

小野光景

横浜正金銀行頭取を辞 した

後、生糸売込間屋小野商店

を開業 した。のちに貴族院

議員も勤めた。

(3点とも辰野町 小野光賢・光景記念館蔵)

◆
蚕
糸
業
の
衰
退

当
初
は
上
質
生
糸
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た

「
信

州
上

一
番
」
に
は
、
明
確
な
規
格
が
な
か
っ
た
こ

と
か
ら
品
質
に
ば
ら

つ
き
が
あ
り
、
次
第
に
裾
物

と
呼
ば
れ
る
仏
級
品
扱
い
を
う
け
る
よ
う
に
な

っ

て
い
き
ま
し
た
。
か
わ

っ
て
均
質
で
よ
り
細
く
強

度
の
あ
る
エ
キ
ス
ト
ラ
格
と
呼
ば
れ
る
生
糸
が
輸

出
の
主
力
を
も
め
る
よ
う
に
な
り
、
主
に
ア
メ
リ

カ
向
け
に
輸
出
さ
れ
、

ス
ト

ッ
キ
ン
グ
な
ど
に
カロ

エ
さ
、れ

ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
高
品
質
の

生
糸
を
生
産
で
き
る
製
糸
工
場
は
グ
な
く
、
多
く

の
工
場
は
次
第
に
経
営
が
不
安
定
に
な

っ
て
行
き

ま
す
。

化
学
繊
維
の
登
場
と

一
九
二
九
年
か
ら
ア
メ
リ

カ
で
始
ま

っ
た
世
界
恐

′―荒
は
、
養
委

・
製
糸
業
にま

ん

大
打
撃
を
与
え
ま
し
た
。
ま
た

一
九
二

一
年
の
満

州
事
変
以
後
の
ア
メ
リ
カ
と
の
対
立
、
さ
ら
に

一

九
四

一
年
の
日
米
開
戦
は
、
ア
メ
リ
カ
向
け
輸
出

で
成
長
し
て
き
た
製
糸
業
そ
の
も
の
を
戌
り
立
た

な
く
し
ま
し
た
。

第

二
次
世
界
大
戦
後
に
蚕
糸
業
は

一
時
復
活
し

ま
す
が
、
安
い
化
学
繊
維
の
普
及
と
輸
入
生
糸
の

増
カロ
で
現
在
で
は
国
産
生
糸
は
ほ
と
ん
ど
生
産
さ

れ
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。
　
　
　
　
　
　
霧
滓
一不じ



1923年 (大正 12)当時の

女学生一本杖スキー姿

(長野県政史資料、長野県立歴

史館蔵)

ス
ポ
ー
ツ
の
始
ま
り
と
衣
服

袴姿で下駄スケー トを楽 しむ女学生 (1929年、三村文明堂写真館撮影、長野県政史資料、長野県立歴史館蔵)

◆

「
メ
テ
レ

・
ス
キ
ー

（ス
キ
ー
を
は
け
）
／
」

一
九

一
一
年

（明
治
四
四
）

一
二
月
、
オ
ー
ス

ト
リ
ア
陸
軍
の
テ
オ
ド
ー
ル

・
フ
ォ
ン

・
レ
ル
ヒ

グ
佐
が
新
潟
県
高
田
町

（現
上
越
市
）
で
ス
キ
ー

で
ん
じ

ゅ

を
伝
損
し
た
の
が
、
日
本
に
お
け
る
近
代
的
な
ス

キ
ー
の
始
ま
り
で
す
。
最
初
の
子
今
が
、
「
ス
キ
ー

を
は
け
／
」
で
し
た
。
翌
年

一
月
飯
出
で
は
県
立

飯
出
中
学
校
の
体
育
教
師
市
川
逹

譲

に
よ

っ
て
、

長
野
県
初
の
ス
キ
ー
が
始
ま
り
ま
し
た
。
当
時
の

服
装
は
制
服
で
、
女
性
は

袴

姿

で
防
水
性
も
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
。

◆
ス
ケ
ー
ト

一
え
〇
三
年
、
諏
訪
湖
で
は
ス
キ
ー
よ
り
も
早

く
ス
ケ
ー
ト
が
始
ま
り
ま
し
た
。
活
動
し
や
す

い

よ
う
に
女
学
生
の
袴
は
ズ
ボ
ン
風
に
仕
立
て
た
も

の
を
使
用
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

ス
ピ
ー
ド
ス
ケ
ー
ト
に
求
め
ら
れ
る
特
性
は
、

選
手
の
動
き
を
妨
げ
ず
、
着
用
し
や
す
く
、
空
気

の
抵
抗
を
受
け
な
い
こ
と
で
す
。
そ
こ
で
最
近
で

は
、
ポ
リ
エ
ス
テ
ル
と
ウ
レ
タ
ン
フ
ォ
ー
ム
の
極

ぼ
そ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヽ
わヽ

細
糸
を
使
用
し
、
表
面
が
極
め
て
滑
ら
か
な
ツ
ー

ウ

ェ
イ
ト
リ

コ
ッ
ト
編
み
と
な

っ
て
い
ま
す
。　
一

え
え

八
年
の
長
野
オ
リ

ン
ピ

ッ
ク
で
使
用
さ
れ
た

の
も
こ
の
タ
イ
プ
で
す
。

Л
↓

Л
■
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明治末期女性の水着姿 上越海岸

(神津猛撮影、長野県政史資料、長野県立歴史館蔵)

鑓ヶ岳温泉付近を歩 く登山者 と案内人

1904年 (明 治37)(市立大町山岳博物館蔵)

◆
女
性
が
着
た
水
着

明
治
末
か
ら
大
工
時
代
に
か
け
て
の
水
着
は
写

真
の
よ
う
に
、
メ
リ
ャ
ス
の
横
縞
、
袖
は
半
袖
、

股
の
と
こ
ろ
で
二
つ
に
分
か
れ
半
ズ
ボ
ン
風
に
な

っ
て
い
ま
し
た
。
当
時
膝
か
ら
下
の
素
足
を
見
せ

た
と
こ
ろ
が
画
期
的
で
し
た
。
模
様
は
白
地
に
黒

か
紺
、
ま
た
は
海
老
茶
色
で
よ
こ
し
ま
が
入
っ
て
い

る
と
こ
ろ
か
ら
、
「し
ま
う
ま
」
と
よ
ば
れ
ま
し
た
。

信
州
で
も
経
済
的
に
豊
か
で
あ

っ
た
人
は
上
越

海
岸

へ
海
水
浴
に
出
か
け
て
い
ま
し
た
。

◆
近
代
登
山
の
夜
明
け

明
治
二
〇
年
代
後
半
か
ら
、
ス
ポ
ー
ツ
、
レ
ク

リ

エ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
の
登
出
が
盛
ん
に
な
り
始

め
ま
す
。
日
本
ア
ル
プ
ス
の
魅
力
を
西
洋
に
紹
介

し
た
、
ウ
ォ
ル
タ
ー

・
ウ

ェ
ス
ト
ン
ら
の
影
響
も

あ
り
ま
し
た
。
登
出
の
た
め
に
訪
れ
る
人
び
と
の

荷
を
背
負

い
、
道
案
内
を
し
て
支
え
た
の
は
地
元

の
人
た
ち
で
し
た
。
明
治
時
代
の
出
案
内
人
の
服

装
は
、
登
出
用
の
特
別
な
服
装
は
な
く
里
の
生
活

着
の
延
長
で
し
た
。
腹
掛
に
襦
祥
、
よ

っ
こ
ぎ
と

呼
ば
れ
る
ズ
ボ
ン
に
脚
絆
で
足
ま
わ
り
を
守
り
ま

は
き
も

の

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ち

か

た

び

し

た

。

履

物

は

ワ

ラ

ジ

で

、

の

ち

に

地

下

足

袋

、

か
わ

ぐ

つ
　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

一
〓
っ
せ

い

し

ゅ

し

革
靴
、
プ
ラ
ス
チ

ッ
ク
な
ど

の
合
成
樹
脂
製
に
変

わ

っ
て
い
き
ま
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
霧
凍
康
Ｅ



第
二
次
世
界
大
戦
中
・戦
後
の
服
装

成年男子が着た「国民服」 (上田市立博物館蔵)

和服にエプロン 。モンペ という国防婦

人会のユニホーム

(長野県政史資料、長野県立歴史館蔵)

衣料切符 (長野県立歴史館蔵)

◆
国
民
服
と
も
ん
ペ

戦
争
が
激
し
く
な
る
と
、
男
性
は

「
国

防

色
」

と
い
わ
れ
る
カ
ー
キ
色
の
国
民
服
が
日
常
着
に
な

り
ま
し
た
。
国
民
服
は
軍
服
に
似
た
服
で
、
足
に

は
ゲ
ー
ト
ル
を
ま
き
戦
闘
帽
を
か
ぶ
り
ま
し
た
。

い
っ
ぽ
う
女
性
は
和
服
を
作
り
直
し
た
筒
補
の

上
着
と
も
ん
ぺ
が
日
常
着
と
な
り
ま
す
。
台
所
仕

か
っ
ぼ
う

ヽ
ヽ

事

の
た
め
明
治
末
に
考
案
さ
れ
た
割
烹
着
に
、

「
大
日
本
国
防
婦
人
会
」
。
「愛
国
婦
人
会
」
な
ど
の

た
す
き
を
か
け
た
姿
が
み
ら
れ
ま
す
。
兵
士
で
あ

る
夫
や
子
の
無
事
を
願
う

「十
人
針
」
が
縫
わ
れ
、

いも
ん
ぶ
く
ろ

慰
間
袋
が
戦
地

へ
送
ら
れ
ま
し
た
。

空
襲
か
ら
身
を
ま
も
る
た
め
に
、
防
空
頭
中
を

か
ぶ
っ
て
外
出
す
る
こ
と
も
多
く
な
り
ま
し
た
。

フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
の
自
由
が
ま

っ
た
く
な
い
時
代
で

し
た
。

◆
衣
料
切
符

一
え
四
二
年
（昭
和

一
セ
）
、
戦
争
で
物
が
不
足

し
衣
服
は
配
給
制
と
な
り
ま
し
た
。
切
符
が
な
い

と
衣
服
が
購
入
で
き
な
か
っ
た
の
で
す
。
国
民
服

は
二
五
点
、
も
ん
ぺ
は

一
〇
点
と
い
う
よ
う
に
衣

服
に
点
数
を
つ
け
、
点
数
の
範
囲
内
で
し
か
衣
服

は
買
え
な
く
な
り
ま
し
た
。

害」烹着姿の女性

”
牛



もんぺのあとにやってきたロングス

カー ト (1948年 頃か ら)

(長野県政史資料、長野県立歴史館蔵)

(長野県政史資料、

◇
フ
ア
ッ
シ
ョ
ン
の
自
由

戦
争
が
終
わ
り
、
生
活
に
ゆ
と
り
が
生
ま
れ
る

と
お
し

ゃ
れ

へ
の
関

心
も
高
ま
り
ま
し
た
。
さ
ま

ざ
ま
な
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
が
流
行
し
服
装
も
め
ま
ぐ

る
し
く
変
わ
り
ま
し
た
。
　
　
　
　
　
　
霧
原
康
ｕ

好みの衣服 を着てディスコで踊る女性たち。

(長野県広報文書課蔵)



2000年 3月 卒業の長野西高校 3年 8組の皆 さん

(長野西高校提供)

袴姿の長野高等女学校生徒

(長野西高校同協会蔵)

袴姿で戸隠登山をする長野高等女学校生徒

(長野西高校同協会蔵)

女
学
校
制
服
の
う
つ
り
か
わ
り

1898年和服姿の長野高等女学校本科第 1回卒業生

(長野西高校同協会蔵 )

◇
袴
制
服
の
制
定

一
ハ
え
九
年
、
長
野
高
等
女
学
校
校
長
の
渡
辺

敏
は
袴
の
着
用
を
生
徒
に
義
務
づ
け
ま
し
た
。
明

治
初
め
に
高
等
女
学
校

（
四
年
制
ま
た
は
五
年
制
、

現
在
の
中
学
校
、
高
校
に
相
当
）
の
制
度
が
始
ま

っ
て
か
ら
も
、
服
装
規
定
は
あ

っ
て
も
制
服
は
な

く
、
女
学
生
は
幅
広
の
帯
に
和
服
を
着
て
登
校
し

て
い
ま
し
た
。
し
か
し
和
服
で
は
運
動
な
ど
が
し

に
く
く
活
動
的
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

渡
辺
敏
は
実
験
中
心
の
科
学
教
育
を
お
こ
な
う

と
と
も
に
、
戸
隠
登
出
を
学
校
行
事
に
と
り
い
れ

る
な
ど
、
女
学
生
に
科
学
や
運
動
を
奨
励
し
ま
し

た
。
当
時
は
若

い
良
家
の
子
女
は
和
服
を
着
て
し

と
や
か
に
生
活
す
べ
き
だ
と
い
う
考
え
方
が

一
般

的
で
し
た
の
で
、
驚
く
べ
き
先
駆
的
な
改
革
で
し

た
。
し
か
し
、
女
性
の
社
会
進
出
に
と
も
な
い
、

よ
り
動
き
や
す

い
服
装
が
求
め
ら
れ
つ
つ
あ

っ
た

の
で
す
。
そ
れ
は
洋
服
の
普
及
と
い
う
形
で
現
れ

て
き
ま
し
た
。

◇
袴
か
ら
セ
ー
ラ
ー
服

ヘ

長
野
高
等
女
学
校
を
中

心
に
女
学
生
制
服
の
移

り
変
わ
り
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

一
九
二

一
年
に
は

「
改
良
服
」
と
よ
ば
れ
る
制

服
が
制
定
さ
れ
ま
し
た
。
上
着
は
筒
袖
の
和
服
で



1926年制定の大本筋の制服

(長野西高校同協会蔵)

1921年制定の改良服

(長野西高校同協会蔵)

制服人形

1941年 に各校独 自の制服が禁

セーラー服

(長野西高校同協会蔵)

(野沢南高校同窓会蔵)

とても精巧につ くられた人形で、制服の変遷がよくわ

かる。

下段右が全国統一の標準服

止され、かわって制定された

標準月長 (長野西高校同協会蔵)

下
は
ス
カ
ー
ト

と
い
う
和
洋
折
来
の
制
服
で
、

翌
々
年
に
は
制
帽
も
制
定
さ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て

一
九
二
五
―
二
六
年
に
か
け
て
上
下
と
も
洋
服
の

制
服
に
な
り
ま
し
た
。

女
学
生
の
制
服
の
代
Ｚ
詞
の
よ
う
に
い
わ
れ
る

セ
ー
ラ
ー
服
が
、
長
野
高
等
女
学
校
に
導
入
さ
れ

た
の
は

一
九
二
三
年
か
ら
で
し
た
。
し
か
し
、　
一

え
四

一
年
に
は
、
国
家
総
動
員
体
制
の
下
で
、
高

等
女
学
校
の
制
服
は

「
標
準
服
」
と
よ
ば
れ
る
全

国
統

一
様
式
が
強
制
さ
れ
た
た
め
に
、
わ
ず
か
八

年
で
い
っ
た
ん
は
姿
を
消
し
ま
し
た
。

そ
し
て
第

二
次
世
界
大
戦
が
終
わ
り
、
学
制
改

革
で
長
野
高
等
女
学
校
が
長
野
西
高
等
学
校
と
な

る
な
か
で
セ
ー
ラ
ー
服
が
復
活
し
、
あ
ら
た
め
て

工
式
な
制
服
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。

制
服
自
由
化
の
流
れ
の
な
か
で
、
長
野
西
高
校

で
は

一
九
七
四
年
以
降
は
セ
ー
ラ
ー
服
の
制
服
は

着
用
の
義
務
が
な
く
な
り
ま
し
た
。
ま
た
現
在
の

長
野
県
の
県
立
高
校
で
は
、
男
女
別
学
の
制
度
も

廃
止
さ
れ
て
い
ま
す
。　
　
　
　
　
　
　
霧
津
一ホじ

1933年 に制定された戦前の

Л
４



科
布
を
織
る

安
曇
村
で
織
ら
れ
て
い
る
科
布

日
本
人
が
使
っ
て
き
た
天
然
繊
維

北
ア
メ
リ
カ
の
極
北
地
方
に
住
む
イ
ヌ
イ
ッ

ト

（
エ
ス
キ
モ
ー
）
の
人
た
ち
は
、
毛
皮
で
つ

く
っ
た
ブ
ー
ツ
を
は
き
、
ア
ノ
ラ
ッ
ク
を
着
て

い
ま
す
。
皆
さ
ん
も
着
て
い
る
ア
ノ
ラ
ッ
ク
は

イ
ヌ
イ
ッ
ト
の
民
族
衣
装
で
す
が
、
寒
さ
に
は

強
い
衣
服
の
た
め
に
、
熱
帯
を
除
く
世
界
各
地

で
利
用
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

日
本
人
が
古
く
か
ら
も
ち
い
て
き
た
天
然
の

繊
維
に
は
、
い
ろ
い
ろ
な
樹
木
の
皮
や
繊
維
作

物
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
な
か
で
古
代
日
本
で
最
も
よ
く
使
わ
れ

た
も
の
に
、
落
葉
広
葉
樹
で
あ
る
シ
ナ
ノ
キ
の

樹
皮
が
あ
り
ま
す
。
シ
ナ
ノ
ノ
ク
ニ
は
科
野
国

と

『
古
事
記
』
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は

現
在
の
長
野
県
の
頷
域
で
あ

っ
た
シ
ナ
ノ
ノ
ク

ニ
は
、
古
代
出
野
に
シ
ナ
ノ
キ
が
多
く
自
生
し

て
い
た
か
ら
だ
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。　
一
五

年
か
ら
二
〇
年
生
ほ
ど
の
シ
ナ
ノ
キ
を
真
夏
に

伐
り
倒
し
て
、
そ
の
皮
を
は
ぎ
、
こ
れ
を
水
の

な
か
に
つ
け
て
永
皮
を
く
さ
ら
せ
ま
す
。
残

っ

た
内
皮
を
さ
い
て
糸
に
紡
い
で
織

っ
た
も
の
が

科
布
で
す
。
水
に
強
い
の
で
衣
服
の
ほ
か
、
米

飯
を
蒸
す
際
の
敷
布
や
お
洒
を
し
ぼ
る
袋
な
ど

に
も
使
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
い
ま
わ
が
国
で
科

布
を
織

っ
て
い
る
の
は
、
出
形

。
新
潟

。
長
野

の
二
県
の
み
で
す
。
県
内
で
は
上
高
地
に
近
い

安
曇
村
稲
核
の
川
上
恙
蔵
さ
ん

一
家
が
、
科
布

を
織

っ
て
お
り
、
民
芸
品
の
み
や
げ
物
な
ど
を

つ
く
っ
て
い
ま
す
。

マ
メ
科
の
つ
る
草
で
あ
る
ク
ズ
の
繊
維
で
織

っ
た
も
の
が
葛
布
で
す
。
ま
た
、
ク
ズ
の
根
を

掘

っ
て
、
そ
れ
を
た
た
い
て
粉
に
し
た
も
の
が

葛
粉
で
、
和
某
子
の
原
料
や
織
物
の
糊
に
使
わ

れ
て
い
ま
す
。
葛
布
は
明
治
時
代
ま
で
信
州
で

も
織
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、　
い
ま
で
は
つ
く
ら

れ
て
い
ま
せ
ん
。
静
岡
県
掛
川
市
で
織
ら
れ
て

い
ま
す
。

畑
で
作
ら
れ
て
い
た
繊
維
作
物
に
は
、
大
麻

と
苧
麻
が
あ
り
ま
す
。
綿
花
の
栽
培
が
普
及
す

る
中
せ
か
ら
近
せ
初
め
ま
で
、
主
要
な
繊
維
製

品
は
麻
類
で
し
た
。

大
麻
を
紡
い
だ
糸
の
人
さ
に
よ
っ
て
、
麻
布

は
人
布
と
細
布
に
区
分
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
江

戸
時
代
に
な
っ
て
も
綿
花
の
栽
培
が
難
し
い
信

州
の
高
冷
地
で
は
、
大
麻
が
も

っ
ば
ら
作
ら
れ

て
麻
布
が
織
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
雪
の
な
か
を



歩
く
と
き
、
本
が
し
み
な
い
よ
う
に
柿
渋
を
衣

服
に
塗
る
よ
う
な
工
夫
を
し
て
い
ま
し
た
。
大

麻
は
衣
服
の
ほ
か
、
蚊
帳

・
畳
糸

・
漁
網

・
縄

な
ど
の
用
途
が
広
い
た
め
、
大
量
に
作
ら
れ
て

い
ま
し
た
。
長
野
県
で
は
第
二
次
世
界
大
戦
後

ま
で
筑
摩
出
地
が
日
本
有
数
の
大
麻
の
産
地
に

な
っ
て
い
ま
し
た
。
い
ま
で
も
信
州
新
町
で
は

大
麻
が
作
ら
れ
て
い
ま
す
。

苧
麻
は
カ
ラ
ム
シ
と
も
い
い
ま
す
が
、
多
年

生
で
あ
る
の
で
、
毎
春
枯
れ
た
根
元
を
焼
い
て

再
生
力
を
強
め
て
い
ま
す
。
な
お
、
秋
出
郷
で

は
野
生
の
十
麻
が
自
生
し
て
い
ま
す
。
江
戸
時

代
か
ら
近
代
に
お
け
る
県
下
の
十
麻
栽
培
は
大

麻
に
く
ら
べ
て
量
的
に
多
く
は
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
の
苧
麻
の
繊
維
は
大
変
細
い
の
で
、
薄
い

上
布
や
縮
に
織
ら
れ
、
最
高
級
の
夏
衣
料
に
用

い
ら
れ
て
い
ま
す
。
上
布
や
縮
は
新
潟
県
六
日

町
盆
地
で
織
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
第
二
次
世
界

大
戦
後
ま
で
は
、
栄
村
や
飯
出
市
岡
出
地
区
で

も
上
布
や
縮
が
織
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

い
ま
で
も
世
界
で
最
も
多
く
利
用
さ
れ
て
い

る
衣
類
は
綿
布
で
す
。
信
州
に
は
伊
那
地
方
南

部
に
戦
国
時
代
に
東
海
地
方
か
ら
伝
わ
り
ま
し

た
。
こ
の
綿
花
栽
培
が
も
っ
と
も
普
及
し
た
の

は
長
野
盆
地
で
、
江
戸
時
代
中
期
に
は
有
力
な

商
品
作
物
に
な
り
ま
し
た
。
十
由
川
の
沖
積
地

で
は
畑
の
五
割
ま
で
も
綿
花
を
作

っ
て
い
た
村

も
あ
り
ま
し
た
。　
一
八
え
六
年

（明
治
二
九
）

綿
花
輸
入
の
自
由
化
以
降
、
急
激
に
栽
培
は
衰

え
ま
し
た
。
い
ま
で
は
自
家
用
に
綿
を
わ
ず
か

作

っ
て
い
る
晨
家
が
み
ら
れ
る
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。

わ
が
国
で
は
現
在
化
学
繊
維
が
大
半
を
し
め

て
い
ま
す
が
、
綿
系
は
保
温
性

。
吸
湿
性
な
ど

で
化
学
繊
維
よ
り
は
優
れ
て
い
る
の
で
、
根
強

い
需
要
が
あ
り
ま
す
。

信
州
は
江
戸
時
代
中
期
以
降
、
養
委
が
発
展

し
ま
し
た
。　
一
八
八
〇
年

（明
治

一
二
）
か
ら

一
九
二
二
年

（昭
和
二
八
）
ま
で
、
日
本

一
の

委
糸
王
国
に
な
り
ま
し
た
。
養
委
は
桑
の
栽
培

と
委
の
飼
育
が
結
び

つ
い
た
晨
業
経
営
で
す
。

そ
こ
で
飼
わ
れ
て
い
る
委
を
家
委
と
嗜
ん
で
い

ま
す
。
蚕
が
つ
く
っ
た
繭
か
ら
と
っ
た
糸
が
生

糸
で
す
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ク
ヌ
ギ
、　
コ
ナ
ラ

な
ど
の
落
葉
広
葉
樹
の
葉
を
食
べ
さ
せ
て
蚕
を

戌
育
さ
せ
る
養
委
が
ぁ
り
ま
す
。
こ
こ
で
の
飼

わ
れ
て
い
る
委
を
出
委
と
い
い
ま
す
が
、
戌
熟

す
る
と
体
長
が
セ
セ
ン
チ
ほ
ど
に
も
な
り
、
薄

い
緑
色
の
繭
を
つ
く
り
ま
す
。
こ
の
出
委
が
日

本
原
産
の
天
委
で
す
。
ま
た
、
中
国
や
東
南
ア

ジ
ア
原
産
の
杵
委
は
セ
ピ
ア
色
の
繭
を
つ
く
り

ま
す
。
天
委
糸
で
つ
く
っ
た
織
物
は
後
で
染
色

し
て
も
色
が
染
ま
ら
な
い
性
質
を
も

っ
て
い
ま

す
。
そ
こ
で
天
呑
糸
は
高
級
絹
織
物
に
欠
く
こ

と
が
で
き
な
い
素
材
と
し
て
、
京
都
西
陣
な
ど

の
機
業
地
で
は
珍
菫
さ
れ
て
い
ま
す
。

長
野
県
は
日
本
第

一
の
天
委
の
産
地
で
、　
一

九
二
〇
年
代
ま
で
安
曇
野
の
み
で
二
十

ヘ
ク
タ

ー
ル
の
飼
育
林
が
あ
り
ま
し
た
。
第
二
次
世
界

大
戦
後
、
飼
育
林
で
あ
っ
た
平
地
林
の
本
田
化

や
宅
地

。
別
荘
地

へ
の
転
用
が
進
ん
だ
た
め
に

天
委
の
飼
育
が
衰
え
ま
し
た
。
し
か
し
最
近
天

蚕
糸
の
も
つ
天
然
繊
維
の
よ
さ
が
み
な
お
さ
れ

て
、
安
曇
野
の
み
で
な
く
、
須
坂
市
を
は
じ
め

県
下
各
地
で
天
蚕
飼
育
の
復
活
が
は
か
ら
れ
て

い
ま
す
。
天
敲
の
烏
や
昆
虫
の
被
害
を
防
ぐ
た

め
、
ネ
ッ
ト
を
張

っ
て
飼

っ
て
い
ま
す
。

西
陣
や
相
生
な
ど
の
織
物
の
先
造
地
で
は
、

主
と
し
て
中
国
か
ら
杵
委
糸
を
輸
入
し
て
い
ま

す
が
、
最
近
タ
イ
や
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
は
、
天

然
繁
殖
の
出
蚕
の
繭
の
株
取
が
行
わ
れ
、
そ
の

糸
は
日
本
に
も
輸
出
さ
れ
て
い
ま
す
。（市

川
健
夫
）
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対
話
詈

（株
式
会
社
津
上
製
作

所
　
一
九
六
二
）

古
川
貞
雄

「
江
戸
時
代
の
生
活
変
化
―

『飯
島
家
記
』
抄
」
翁
長
野
　
一
二

〇
口Ｊ

一
え
八
五
）

松
沢
か
ね

（著
者
兼
発
行
者
）
『織
り

へ
の
誘
い
』
貧

九
九
六
）

丸
出
伸
彦

♂
示
都
書
院
美
術
双
書
日
本
の
染
織
３
　
武
士
の
装
い
』
（京
都
書

院
　
一
え
え
四
）

『
六
十
年
の
あ
ゆ
み
』
（長
野
県
長
野
西
高
等
学
校
　

一
え
五
六
）



協

力

者

の

み

な

さ

ん

貧

主

晨

、
教
称
Ｅ

青
森
県
教
育
庁
二
内
丸
出
遺
跡
対
策
室

安
楽
寺

上
田
市
立
博
物
館

大
阪
府
立
近
つ
飛
鳥
博
物
館

大
阪
府
立
中
之
島
図
書
館

大
阪
府
立
弥
生
文
化
博
物
館

大
原
英
嗣

尾
崎
行
也

尾
関
清
子

小
野
恙
秋

オ
ル
ガ
ン
針
株
式
会
社

片
倉
工
業
株
式
会
社

川
越
市
立
博
物
館

川
上
恙
蔵

喜
多
院

官
内
庁
侍
従
職

官
内
庁
工
倉
院
事
務
所

国
文
学
研
究
資
料
館
史
料
館

国
立
歴
史
民
俗
博
物
館

（財
）
二
島
美
術
館

西
福
寺

佐
久
市
教
育
委
員
会

（林
）
サ
ン
ビ
ー
ム

真
田
宝
物
館

（松
代
藩
文
化
施
設
管
理
事
務
所
）

澤
頭
修
自

市
立
大
町
出
岳
博
物
館

恙
摩
晴
樹

シ
ン
ガ
ー
日
鋼
株
式
会
社

神
護
寺

大
本
出
石
出
寺

高
嬌
逹
雄

滝
沢
分

一

谷
田
博
文

中
官
寺

十
日
町
市
博
物
館

東
京
国
立
博
物
館

長
野
県
総
務
部
広
報
文
書
課

長
野
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー

長
野
西
高
等
学
校
同
協
会

奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
飛
鳥
資
料
館

野
沢
南
高
等
学
校
同
窓
会

東
筑
摩
塩
尻
教
育
会

福
丼
県
立
若
狭
歴
史
民
俗
資
料
館

福
島
県
昭
和
村
か
ら
む
し
生
産
技
術
保
存
協
会

古
川
貞
雄

（林
）
便
利
屋

松
本
市
立
考
古
博
物
館

松
本
花

二
村
俊
ニ

柳
沢
暢
宏



あ
と
が
き

長
野
県
立
歴
史
館
で
は
、
毎
年

一
冊
ず

つ
、
テ
ー
マ
を
き
め
て

ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
を
発
行
し
て
い
ま
す
。
大
冊
日
の
こ
の
本
は
、
衣

服
の
歴
史
に
つ
い
て
、
小
学
生
や
中
学
生
の
み
な
さ
ん
に
も
興
味

を
も

っ
て
読
ん
で
も
ら
え
る
よ
う
に
企
画

・
編
集
し
た
も
の
で
す
。

最
新
の
研
究
成
果
も
と
り
い
れ
な
が
ら
、
長
野
県
内
の
資
料
や

県
立
歴
史
館
の
展
示
資
料
を
中
磁
に
構
成
し
て
み
ま
し
た
。
み
な

さ
ん
の
学
習
に
も
役
立
つ
も
の
と
思
い
ま
す
。

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
資
料
の
晨
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
。

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
。

二
〇
〇
〇
年
二
月

長
野
県
立
歴
史
館

編
集

・
執
筆

青
木
歳
幸
、
市
川
健
夫
、

小
野
和
英
、
小
柳
義
男
、

祢
津
宗
伸
、
樋

口
和
雄
、

伊
藤
羊
子
、
梅
原
康
嗣

寺
内
貴
美
子
　
博
田
伊
史

福
島
正
樹

利
用
案
内

（開
饉
時
間
）

午
前
え
時
～
午
後
五
時

（
〈
館
は
午
後
四
時
二
〇
分
ま
で
）

（体
里
日
）

月
曜
日

（祝
日
・
捩
替
休
日
に
あ
た
る
と
き
は
人
曜
日
）

江
日
の
翌
日

（日
曜
日
に
あ
た
る
と
き
は
開
館
）

崚
蒸
等
館
長
が
定
め
る
日

キ
ニ
月
二
八
日
～

一
月
二
日

（常
設
展
観
覧
料
）

一
般
　
　
　
　
高
校

。
大
学
生
　
　
小

。
中
学
生

”
人
　
一二
〇
〇
円
　
　
一
五
〇
円
　
　
　
　
七
〇
円

団
体
　
一一〇
〇
円
　
　
一
〇
〇
円
　
　
　
　
五
〇
円

（
団
体
二
Ｏ
Ｚ
以
上
）

学
校
の
教
育
活
動
と
し
て
観
覧
す
る
長
野
県
内
の
小

。
中

・

喜
校
生
お
よ
び
障
害
者
手
恨
を
お
持
ち
の
方
と
介
護
者
の
方

は
減
免
に
な
り
ま
す
。

（交
通
案
内
）

長
野
新
幹
線
上
田
駅
で
来
り
換
え
、
し
な
の
鉄
道
屋
代
駅
か

ら
徒
歩
二
五
分

長
野
電
鉄
河
東
線
東
屋
代
駅
か
ら
徒
歩
二
〇
分

長
野
自
動
車
道

。
上
信
越
自
動
車
道
史
埴
Ｉ
Ｃ
か
ら
車
五
分

喜
速
道
路
バ
ス
停

「
上
信
越
道
　
屋
代
」
か
ら
徒
歩
三
分

長
野
県
立
歴
史
館

信
濃
の
歴
史
と
風
土
（ｇ
　
衣
―
あ
む

・
お
る
・
き
る
―

二
〇
〇
〇
年

（工
戌

一
二
）
二
月
二
五
日
発
行

編
集

。
発
行
　
長
野
県
十
歴
史
館

〒
二
八
キ
ー
○
○
○
セ
　
長
野
県
更
埴
市
屋
代
字
清
水
二
六
〇
―
六

電
話
０
∩
二
六
―
ニ
セ
四
―
二
〇
〇
〇

Ｆ
Ａ
Ｘ
∩
二
六
―
ニ
セ
四
―
二
え
え
六

印
　
　
　
刷
　
信
毎
書
籍
印
刷
株
式
会
社



表 紙 写 真 白綸子松 竹梅疋田紋小袖 (長野県立歴史館蔵)

裏表紙写真 片倉工業株式会社 旧岩代工場のシルクラベルより (長野県立歴史館蔵)

背 景 写 真 復原された北村人の衣服 (長野県立歴史館蔵)




