
◆
２
０
１
２
年
の
新
年
が
明
け
ま
し
た
。

会
員
の
皆
様
、
明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う

ご
ざ
い
ま
す
。
３
．
11
で
文
字
通
り
列
島

が
揺
れ
た
昨
年
。
そ
の
上
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
い
く
つ
か
の
国
で
起
こ
っ
た
、
国
家

デ
フ
ォ
ル
ト
に
直
結
す
る
ほ
ど
の
金
融
・

財
政
危
機
は
、
廻
り
回
っ
て
、
世
界
一
の

“
借
金
国
”
わ
が
国
に
も
押
し
寄
せ
る
恐

れ
が
十
分
で
す
。
毎
年
、
総
理
の
顔
が
変

わ
っ
て
、
一
向
に
腰
の
定
ま
ら
な
い
政
権

運
営
は
、
年
金
・
医
療
費
の
シ
ス
テ
ム
不

安
な
ど
を
消
費
税
増
税
で
穴
埋
め
し
よ
う

と
し
て
い
ま
す
が
、
国
民
的
コ
ン
セ
ン
サ

ス
は
得
ら
れ
ず
、
こ
の
ま
ま
で
は
、
明
日

の
ギ
リ
シ
ャ
に
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。

◆
そ
れ
で
も
、
新
年
は
復
興
へ
の
足
音
が

確
か
な
も
の
と
な
る
と
信
じ
た
い
も
の
で

す
。
原
発
中
心
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
不
安
が
明

ら
か
に
な
っ
た
こ
と
で
、
新
た
な
安
心
・

自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー
へ
の
転
換
の
知
恵
や
発

見
が
進
む
も
の
と
考
え
ら
れ
な
い
で
し
ょ

う
か
。
経
済
の
マ
イ
ナ
ス
を
最
小
規
模
に

押
さ
え
込
ん
だ
日
本
経
済
の
底
力
は
、
一

部
で
“
復
興
バ
ブ
ル
”
が
囁
か
れ
る
ほ
ど

の
回
復
ぶ
り
を
み
せ
て
い
ま
す
。
世
界
を

リ
ー
ド
す
る
も
の
づ
く
り
力
に
加
え
て
昨

年
を
象
徴
す
る
漢
字
に
選
ば
れ
た
「
絆
」

に
表
わ
さ
れ
た
国
民
の
一
体
感
の
高
ま
り

は
、
大
規
模
危
機
に
直
面
し
た
が
故
の
も

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
技
術
＋
団
結

の
「
日
本
の
底
力
」
の
確
か
さ
が
そ
れ
ら

の
危
機
や
不
安
を
払
い
の
け
る
保
障
と
な

る
に
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
。

◆
日
本
き
も
の
学
会
も
発
足
し
て
6
年
目

を
数
え
ま
す
。
き
も
の
に
ま
つ
わ
る
文
化

的
知
見
を
多
様
に
提
示
す
る
こ
と
を
目
的

に
し
て
き
ま
し
た
が
、
新
年
度
か
ら
は
、

高
橋
裕
子
会
長
代
行
の
下
、
運
営
体
制
も

整
い
、
様
々
に
意
欲
的
な
事
業
展
開
が
展

望
さ
れ
ま
す
。
ぜ
ひ
、
ご
期
待
く
だ
さ
い
。

新
年
早
々
の
ビ
ッ
グ
イ
ベ
ン
ト
で
は
、
２

月
末
に
雪
の
越
後
路
を
尋
ね
ま
す
。
こ
こ

で
は
、
ど
こ
に
も
な
い
寒
さ
や
雪
の
多
さ

の
「
負
の
自
然
環
境
」
を
「
資
産
」
に
変

え
て
、
珠
玉
の
夏
織
物
を
織
り
続
け
て
き

ま
し
た
。
そ
れ
は
、
ち
ょ
う
ど
、
危
機
に

向
か
う
際
の
、
わ
が
国
の
「
底
力
」
に
通

じ
る
も
の
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
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２
０
１
１
年
３
月
11
日
の
大
震

災
と
大
津
波
は
歴
史
上
例
を
み
な

い
甚
大
な
被
害
を
も
た
ら
し
ま
し

た
。
私
も
医
師
と
し
て
震
災
直
後

の
被
災
地
に
入
ら
せ
て
い
た
だ
き

ま
し
た
が
、
被
災
地
の
状
況
は
言

葉
に
絶
す
る
も
の
で
し
た
。
そ
れ

か
ら
９
ヶ
月
。
被
災
さ
れ
た
皆

様
の
苦
し
み
は
終
わ
る
こ
と
が
あ

り
ま
せ
ん
。
中
で
も
原
発
被
害
が

収
束
の
兆
し
の
見
え
な
い
こ
と
に

心
が
痛
み
ま
す
。
し
か
し
、
少
し

ず
つ
で
は
あ
り
ま
す
が
復
興
に
向

か
っ
て
進
ん
で
い
る
こ
と
は
誠
に

喜
ば
し
く
、
２
０
１
２
年
は
復
興

の
年
と
な
っ
て
ほ
し
い
と
強
く
願

わ
ず
に
い
ら
れ
ま
せ
ん
。

　

さ
て
波
多
野
進
前
会
長
先
生
の

ご
退
陣
に
伴
い
会
長
代
行
の
ご
指

名
を
い
た
だ
い
て
５
ヶ
月
が
過
ぎ

ま
し
た
。
そ
の
間
、
多
く
の
ご
支

援
ご
指
導
を
賜
り
ま
し
た
こ
と
に

感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
そ
し
て
総

会
・
市
民
公
開
講
座
・
き
も
の

文
化
塾
・
年
次
大
会
と
、
多
く

の
皆
様
に
ご
参
加
い
た
だ
き
盛
り

上
げ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
こ
と
を

衷
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
て
お
り

ま
す
。
代
行
就
任
以
降
、
様
々
な

場
で
、
専
門
家
の
方
々
の
貴
重
な

お
話
し
を
拝
聴
す
る
機
会
を
得
ま

し
た
。
７
月
の
総
会
で
は
、
市
民

公
開
講
座
と
し
て
木
津
川
計
先
生

（
＝
上
方
芸
能
代
表
「
粋
の
美
意

識
は
な
ぜ
衰
弱
し
た
の
か
」）
を
、

こ
の
間
、
４
回
開
催
さ
れ
ま
し
た

き
も
の
文
化
塾
で
は
、
鈴
木
一
弘

氏（
＝
鈴
木
時
代
裂
研
究
所「
誰
ヶ

袖
屏
風
と
竹
屋
町
」）、
下
村　

輝

氏 

（
＝
日
本
竹
筬
技
術
保
存
研
究

会 

会
長
「
き
も
の
の
装
い
が
楽

知
見
を
積
み
上
げ
、
震
災
復
興
と

き
も
の
未
来
へ
の
跳
躍
を

３
年
、
15
回
を
数
え
る 

隠
れ
た
人
気
の
座
学
「
き
も
の
文
化
塾
」

し
く
な
る
繭
と
絹
糸
に
つ
い
て
の

話
」）
玉
村　

咏
氏 

（
＝
京
友
禅

手
描
き
染
作
家
「
京
染
め
の
き
も

の
と
そ
の
彩
り
」）
に
お
話
し
い

た
だ
き
ま
し
た
。

　

ま
た
、
12
月
の
年
次
大
会
で
は

「
き
も
の
学
の
発
展
と
進
歩
」
の

テ
ー
マ
の
も
と
に
き
も
の
産
業
の

振
興
に
寄
与
す
る
４
題
の
研
究
成

果
が
報
告
さ
れ
、特
別
講
演
で
は
、

清
田
の
り
子
理
事
（
＝
日
本
の
き

も
の
ぷ
ら
す　

編
集
発
行
人
）
か

ら
「
北
越
雪
譜
の
世
界
を
訪
ね

る
ー
塩
沢
・
小
千
谷
伝
統
染
織
実

地
研
修
事
前
学
習
会
」
と
し
て
産

地
の
歴
史
も
含
め
て
の
お
話
い
た

だ
き
ま
し
た
。

　

こ
れ
ら
の
お
話
を
通
じ
て
、
私

は
、
き
も
の
産
業
に
は
大
き
な
発

展
の
可
能
性
が
秘
め
ら
れ
て
い
る

と
の
確
信
を
深
め
て
い
ま
す
。
日

本
人
の
９
割
が
き
も
の
を
着
た
い

と
願
っ
て
い
る
と
の
報
告
も
あ
り

ま
す
が
、
日
本
人
の
美
意
識
の
根

幹
で
あ
り
日
本
人
の
生
活
を
支
え

て
き
た
き
も
の
は
、
今
後
の
研
究

●
き
も
の
文
化
塾
を
始
め
ら
れ
た

き
っ
か
け
は
。

　
「
京
都
は
き
も
の
の
街
、
そ
し

て
染
織
の
街
で
、
そ
れ
ら
に
携
わ

れ
る
方
々
も
多
い
土
地
柄
な
の

に
、
気
軽
に
学
べ
る
場
が
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
。
わ
ず
か
に
『
き
も

の
学
』
が
ス
タ
ー
ト
し
て
い
ま
す

が
、
も
っ
と
身
近
に
、
気
安
く
参

加
で
き
る
講
座
が
あ
っ
て
も
い
い

の
で
は
な
い
か
と
い
う
思
い
が
あ

り
ま
し
た
。
そ
れ
で
、
日
本
き
も

の
学
会
が
起
ち
あ
が
っ
て
、
私
自

身
が
理
事
の
重
責
を
果
た
す
た
め

に
も
、
年
来
の
思
い
を
形
に
し
よ

う
と
始
め
た
の
で
す
」

●
講
座
を
始
め
ら
れ
て
昨
年
ま
で

で
15
回
の
開
催
に
な
り
ま
す
が
、

感
想
は
。

　
「
町
屋
を
改
造
し
た
教
室
で
す

か
ら
、
ひ
ざ
詰
め
の
距
離
で
受
講

す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
い
わ
ば

寺
小
屋
式
の
夜
学
と
い
っ
た
形
で

す
。
し
た
が
っ
て
、
講
師
の
方
に

も
、
あ
ま
り
格
式
ば
ら
な
い
で

ざ
っ
く
ば
ら
ん
に
話
し
て
も
ら
う

一
方
、
受
講
に
際
し
て
も
遠
慮
な

く
、
ど
ん
ど
ん
質
問
し
て
ほ
し
い

と
言
っ
て
い
ま
す
。
講
師
の
選
定

も
、
大
先
生
で
は
な
く
、
あ
く
ま

で
専
門
家
、
実
務
家
の
方
に
登
壇

願
っ
て
い
ま
す
。
も
っ
と
も
、
薄

謝
し
か
用
意
で
き
ま
せ
ん
の
で
、

も
っ
ぱ
ら
講
師
の
方
の
好
意
に
甘

え
た
運
営
と
な
っ
て
い
ま
す
が

…
…
」

●
印
象
深
か
っ
た
講
座
な
ど
は
…

　「
幸
い
に
、
こ
れ
ま
で
の
講
座

は
概
ね
受
講
生
か
ら
好
評
を
得
て

い
ま
す
が
、
私
自
身
が
目
を
開
か

れ
た
と
い
う
意
味
で
は
、
ゑ
り
善

の
伊
藤
廣
明
さ
ん
の
話
し
は
貴
重

で
し
た
ね
。
染
織
に
関
係
す
る
勉

強
や
研
究
を
し
て
い
る
身
で
あ
り

な
が
ら
、
私
た
ち
は
肝
心
の
き
も

の
愛
好
家
の
声
を
詳
し
く
聞
く
こ

と
が
少
な
か
っ
た
。
と
り
わ
け
、

最
前
線
で
き
も
の
の
顧
客
と
接
し

て
お
ら
れ
る
方
か
ら
、
き
も
の
愛

好
家
の
嗜
好
や
要
望
、
ま
た
、
そ

の
こ
と
を
仕
入
れ
や
商
品
の
製
作

に
生
か
す
店
側
の
苦
心
な
ど
、
い

わ
ば
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
の
情
報
が

聞
け
て
、
実
に
示
唆
に
富
む
内
容

で
し
た
」

　
「
そ
れ
に
、
こ

の
文
化
塾
の
講

義
を
き
っ
か
け

に
、
き
も
の
産

地
の
研
修
ツ

ア
ー
が
実
施
さ

れ
た
こ
と
も
印

象
深
い
で
す
ね
。

沖
縄
、
金
沢
と

２
年
連
続
で
実

施
し
、
そ
し
て

今
年
は
２
月
に

越
後
路
へ
と
足
を
伸
ば
し
ま
す

が
、
産
地
へ
出
向
い
て
の
研
修
旅

行
は
、
ま
さ
に
、
百
聞
は
一
見
に

し
か
ず
。
地
方
に
根
付
い
た
染
織

文
化
を
実
感
す
る
上
で
有
意
義
な

こ
と
で
す
」

●
今
年
の
取
り
組
み
を
聞
か
せ
て

く
だ
さ
い
。

　
「
こ
こ
ま
で
『
き
も
の
文
化
塾
』

は
会
場
の
都
合
も
あ
っ
て
、
夜
に

開
講
し
て
き
ま
し
た
が
、
主
婦
の

方
に
は
忙
し
い
時
間
帯
を
潰
す
わ

け
で
、
出
か
け
に
く
い
の
で
は
な

い
の
か
、
と
気
が
か
り
で
し
た
。

と
い
っ
て
、
昼
間
の
開
講
で
は
余

計
に
出
に
く
い
の
で
は
・
・
・
。

そ
れ
で
、
昼
間
の
開
講
の
是
非
を

ア
ン
ケ
ー
ト
で
聞
い
た
の
で
す

　

平
成
21
年
４
月
か
ら
始
ま
っ
た
き
も

の
座
学
の
「
き
も
の
文
化
塾
」
も
回
を

重
ね
て
15
回
。
京
都
学
園
大
学
の
京
町

屋
キ
ャ
ン
パ
ス
（
京
都
市
中
京
区
新
町

蛸
薬
師
下
る
）
を
会
場
に
、
年
４
～
５

回
を
目
途
に
開
催
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

夜
６
時
半
か
ら
始
ま
り
８
時
過
ぎ
ご
ろ

ま
で
続
く
夜
学
に
も
、
主
婦
を
初
め
毎

回
熱
心
な
受
講
生
の
姿
が
見
ら
れ
ま

す
。
こ
の
講
座
の
人
気
の
秘
密
は
、
な

に
よ
り
も
ユ
ニ
ー
ク
な
講
師
陣
と
そ
の

内
容
（
別
表
参
照
）
に
あ
り
ま
す
が
、

講
座
テ
ー
マ
の
立
案
か
ら
講
師
の
交
渉

ま
で
一
人
で
こ
な
し
て
こ
ら
れ
た
こ
の

人
の
尽
力
が
あ
れ
ば
こ
そ
。
今
号
は
こ

の
“
縁
の
下
の
力
持
ち
”
に
登
場
願
い

ま
し
た
。

国
立
大
学
法
人
奈
良
女
子
大
学
　
保
健
管
理
セ
ン
タ
ー
教
授

▼
編
集
だ
よ
り
▲

日
本
き
も
の
学
会
・
会
長
代
行
　
高

橋

裕

子

が
、
９
割
の
方
が
昼
間
開
催
を
望

ん
で
お
ら
れ
ま
し
た
。
前
回
は
試

し
に
昼
間
に
開
講
し
ま
し
た
が
、

参
加
者
が
多
か
っ
た
。
そ
れ
で
、

今
年
か
ら
は
開
講
を
夜
か
ら
昼
に

移
行
し
よ
う
と
思
い
ま
す
。
講
義

の
内
容
で
は
、
幸
い
に
染
織
の
世

界
は
広
く
て
深
い
の
で
テ
ー
マ
に

困
る
よ
う
な
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
。
講
師
の
方
も
、
ま
だ
ま
だ
、

在
野
に
異
色
の
方
が
お
ら
れ
ま
す

の
で
、
ど
ん
ど
ん
登
壇
願
っ
て
、

面
白
い
講
座
を
お
届
け
で
き
る
と

考
え
て
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
も
、

肩
肘
張
ら
ず
に
、
気
楽
で
た
め
に

な
る
講
座
運
営
を
心
が
け
て
い
き

ま
す
の
で
ご
期
待
く
だ
さ
い
」

格式ばらずに、ひざ詰めの距離で染織
の専門家と愛好家を結ぶ 富 山 弘 基 さん

京都伝統染織学芸舎主宰・当学会常任理事

市民公開講座　木津川計先生

一
般
演
題
発
表
①

「
子
ど
も
の
き
も
の
（
和
装
）
着
用

に
関
す
る
母
親
の
意
識
に
つ
い
て
」

安
倍
智
子
　（奈
良
女
子
大
学
大
学
院
生
活
健
康
学
博
士
前
期
課
程
）

高
橋
裕
子
　（奈
良
女
子
大
学
教
授
）

一
般
演
題
発
表
②

「
大
学
に
お
け
る
浴
衣
実
習
プ
ロ
グ
ラ

ム
と
そ
の
心
理
学
的
評
価
に
つ
い
て
」

東
山
明
子
　（畿
央
大
学
教
授
）

高
橋
裕
子
　（奈
良
女
子
大
学
教
授
）

研
究
発
表
①

「
き
も
の
と
健
康
〜
き
も
の
健
康
学
の

幕
開
け
」

高
橋
裕
子
　（奈
良
女
子
大
学
教
授
）

研
究
発
表
②

「
男
の
き
も
の
ビ
ジ
ネ
ス
の
確
立
に
向

け
て
」

早
坂
伊
織
　（オ
フ
ィ
ス
早
坂
代
表
）

特
別
講
演
／
（
第
15
回
き
も
の
文
化
塾
）

「
北
越
雪
譜
の
世
界
を
た
ず
ね
る
」

―

塩
沢
・
小
千
谷
産
地
研
修
の
解
説―

清
田
の
り
子
　（日
本
の
き
も
の
ぷ
ら
す

　編
集
・
発
行
人
）

第
４
回
年
次
大
会

に
よ
っ
て
そ
の
優
れ
た
点
が
次
々

と
明
ら
か
に
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
で

し
ょ
う
。
平
成
24
年
は
日
本
全
体

に
と
り
ま
し
て
は
大
き
な
復
興
の

年
で
す
が
、
同
時
に
、
き
も
の
に

関
す
る
知
見
が
集
積
さ
れ
、
き
も

の
産
業
の
振
興
に
繋
が
る
年
と
な

る
こ
と
を
期
待
し
ま
す
。
会
員
の

皆
様
の
ご
指
導
と
ご
支
援
を
平
に

お
願
い
申
し
上
げ
る
次
第
で
す
。

回数 開講日 講　師 テーマ

１ 4月23日（木） 日本家紋研究会理事
森本景一 女紋

２ 5月28日（木） 帝塚山女子大学現代生活学部教授
植村和代 卑弥呼の布

３ 6月25日（木） 奈良女子大学保険管理センター教授
高橋裕子 きもの健康学

４ 7月30日（木） 加賀友禅「由水十久」語り部
能登一彦 加賀友禅の美学

５ 10月29日（木） 京都伝統染織学芸舎主宰
富山弘基 沖縄の伝統染織の歴史と文化

６ 11月26日（木） 京都伝統染織学芸舎主宰
富山弘基 琉球列島染織紀行

回数 開講日 講　師 テーマ

7 6月17日（火） 時代染織衣裳研究家
卯川治男

染織品！貴方ならこれをど
うご覧になりますか

8 7月 13日（火） 西陣織工業組合監事・総代
村山洋介

思い出クラフト　
〜思い出の布いまインテリアに〜

9 10月 26日（火） 加賀友禅「由水十久」語り部
能登一彦

｢ 加賀伝統染織実地研修 ｣
に向けて

10 ２月２２日（火） 株式会社ゑり善
取締役 商品部長　伊藤廣明 呉服屋の独言 ( ひとりごと )

11 ３月２２日（火） 吉田手織工房主宰
吉田紘三

優れた手織物の條件と識別
の方法について

回数 開講日 講　師 テーマ

12 5月 23日 ( 月 ) 鈴木時代裂研究所
鈴木一弘 誰ヶ袖屏風と竹屋町

13 10月25日 (火 ) 絹のより 下村ねん糸代表
下村　輝

きものの装いが楽しくなる
繭と絹糸についての話

14 11月22日 (火 ) 京友禅手描染作家
玉村　咏　（アトリエ見学）

京染めのきものとその彩り〜いたずらに
古風に流れず、むやみに新しがらず〜

15 12月10日 (土 ) 日本のきものぷらす　編集・発行人
清田のり子

北越雪譜の世界をたずねる〜
塩沢・小千谷産地研修の解説〜

〈平成21年度〉

〈平成22年度〉

〈平成23年度〉

き も の 文 化 塾
（敬称略）

（敬称略）

（敬称略）



み
さ
れ
、
取
引
さ
れ
る
。
雪
国
で

は
嫁
入
り
の
条
件
は
容
貌
よ
り
機

織
り
の
腕
の
上
手
下
手
で
決
ま

る
。
上
質
の
布
は
高
く
買
い
取
ら

れ
て
家
を
潤
す
か
ら
で
あ
る
。

　

上
布
は
降
積
ん
だ
雪
の
中
で
織

り
上
げ
ら
れ
、
暑
い
夏
に
ひ
ん
や

  

「
国
境
の
長
い
ト
ン
ネ
ル
を
抜

け
る
と
雪
国
」
と
は
ま
こ
と
に
適

切
な
表
現
で
あ
る
。
冬
、
上
越
線

の
越
後
湯
沢
か
ら
長
岡
に
至
る

沿
線
は
ま
さ
に
白
一
色
、
ほ
ん
の

数
十
年
前
ま
で
は
十
一
月
か
ら

四
月
頃
ま
で
雪
に
閉
ざ
さ
れ
て

い
た
。

　

鉄
道
で
言
え
ば
越
後
湯
沢
か

ら
四
つ
目
の
塩
沢
に
、
江
戸
後

期
、
鈴
木
牧
之
と
い
う
縮
問
屋
の

主
人
が
い
た
。
彼
は
父
の
代
か
ら

江
戸
の
文
人
や
絵
描
き
た
ち
と

も
親
し
い
文
化
人
で
あ
っ
た
。

　

江
戸
で
は
初
雪
が
降
る
と
ま

こ
と
に
賑
や
か
。
大
川
に
船
を
浮

か
べ
て
雪
見
の
盃
を
傾
け
る
し
、

吉
原
で
は
居
続
け
の
客
が
増
え

る
か
ら
喜
ぶ
。
二
寸
も
積
も
れ
ば

大
喜
び
で
あ
る
。
江
戸
の
人
た
ち

に
と
っ
て
雪
は
幻
想
的
な
美
し

い
世
界
を
つ
く
る
自
然
現
象
で

あ
っ
た
。

　

一
年
の
半
分
を
雪
に
閉
ざ
さ

れ
る
わ
が
越
後
の
国
と
は
何
と

違
う
こ
と
か
…
…
そ
こ
に
は
越

後
を
知
ら
な
い
人
に
は
想
像
も
つ

か
な
い
生
活
が
あ
る
。

　

牧
之
は
愛
す
る
越
後
の
雪
中
で

の
生
活
を
江
戸
の
人
た
ち
に
知
っ

て
も
ら
い
た
い
、
と
、
三
十
年
も

か
か
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら

雪
中
の
世
界
を
描
き
、
幕
末
、
江

戸
の
版
元
か
ら
出
版
し
た
。

　
「
北
越
雪
譜
」
で
あ
る
。

　

山
里
に
雪
の
気
配
が
す
る
と
、

そ
れ
ぞ
れ
の
里
で
人
々
は
半
年
を

過
ご
す
態
勢
を
整
え
る
。
雪
は
ど

の
よ
う
に
降
り
始
め
る
か
？
ど
ん

な
形
を
し
て
い
る
か
？
吹
雪
は
？

雪
崩
は
？
朝
起
き
て
み
る
と
一
晩

に
六
尺
も
積
も
っ
て
い
る
こ
と
も

あ
る
。
雪
の
中
で
熊
に
助
け
ら
れ

た
人
の
話
も
あ
る
。

　

女
た
ち
は
窓
に
積
む
雪
明
り
の

中
で
春
を
待
ち
な
が
ら
、
苧
麻
か

ら
苧
を
績
み
、
糸
を
作
る
。
麻
糸

は
乾
く
と
切
れ
や
す
い
が
、
雪
の

湿
り
気
が
助
け
て
く
れ
る
。
糸
を

整
え
、
機
を
織
り
、
織
り
上
が
っ

た
布
を
雪
の
中
で
濯
ぎ
、
雪
の
上

で
晒
す
。
雪
に
閉
ざ
さ
れ
た
集
落

ご
と
に
特
長
あ
る
色
柄
の
織
物
が

出
来
上
が
っ
て
い
く
。

　

雪
解
け
の
頃
に
な
る
と
、
信
濃

川
畔
の
小
千
谷
の
町
に
は
、
江
戸

や
京
・
大
坂
の
人
た
ち
が
集
ま
っ

て
き
て
縮
市
が
立
つ
。
雪
中
で
織

り
上
げ
た
麻
布
が
集
ま
り
、
値
踏

り
し
た
衣
料
と
な
る
の
で
あ
る
。

牧
之
は「
雪
あ
り
て
縮
あ
り
。」「
魚

沼
郡
の
雪
は
縮
の
親
と
い
ふ
べ

し
」
と
い
う
名
文
句
を
残
し
た
。

絵
の
素
養
も
あ
る
鈴
木
牧
之
は
、

雪
国
の
人
た
ち
の
営
み
を
さ
ま
ざ

ま
な
面
か
ら
丹
念
に
記
し
、
そ
の

様
子
を
絵
に
も
描
い
て
み
せ
て
い

る
。

　

　

小
千
谷
縮
の
取
材
に
初
め
て
越

後
を
訪
れ
た
の
は
昭
和
四
十
四
年

二
月
、
真
冬
で
も
主
な
道
は
除
雪

さ
れ
て
い
た
が
、
両
側
は
二
メ
ー

ト
ル
の
雪
壁
で
あ
っ
た
。
そ
れ
か

ら
三
月
、
四
月
と
行
く
た
び
に
ト

ン
ネ
ル
を
抜
け
る
と
そ
こ
に
現
れ

る
景
色
は
変
わ
り
、
春
が
広
が
っ

て
い
っ
た
。

　

雪
国
と
都
会
を
繋
ぐ
上
越
新
幹

線
が
開
通
し
、
不
便
で
あ
っ
た
十

日
町
に
も
日
本
海
側
か
ら
十
日
町

を
通
っ
て
六
日
町
に
抜
け
る
ほ
く

ほ
く
線
が
開
通
し
た
。
地
球
温
暖

化
の
た
め
か
、
以
前
の
よ
う
な
深

い
雪
に
も
遭
わ
な
く
な
っ
た
。

　

小
千
谷
は
克
雪
都
市
宣
言
を
し

て
い
る
。
丈
余
の
雪
に
も
く
じ
け

な
い
人
た
ち
は
、
今
も
そ
こ
で
夏

向
き
の
ひ
ん
や
り
と
し
た
肌
触
り

の
薄
物
を
作
っ
て
く
れ
て
い
る
。

　

小
千
谷
縮
・
越
後
上
布
を
作

る
技
術
は
、
昭
和
三
十
年
、
国

の
重
要
無
形
文
化
財
に
指
定
さ

れ
て
い
る
が
、
平
成
二
十
一
年

に
は
ユ
ネ
ス
コ
の
世
界
文
化
遺

産
と
し
て
も
認
定
さ
れ
た
。
越

後
上
布
を
作
る
技
術
は
雪
国
と

い
う
自
然
環
境
と
そ
こ
に
住
ま

う
人
に
よ
る
合
作
だ
か
ら
で
あ

る
。

　

来
る
二
月
末
、
学
会
の
第
三

回
研
修
旅
行
は
越
後
の
織
物
を

訪
ね
る
こ
と
に
決
ま
っ
た
。
雪

の
中
で
作
ら
れ
て
い
る
織
物
を

見
る
た
め
で
あ
る
。
さ
て
、
こ

の
冬
の
雪
は
ど
れ
程
積
も
る
で

あ
ろ
う
？

雪晒し

越後上布

《
第
４
回
年
次
大
会
特
別
講
演
／
（
第
15
回
き
も
の
文
化
塾
）
か
ら
》

〜
鈴
木
牧
之
「
北
越
雪
譜
」
の
世
界
へ
の
誘
い
〜

「
雪
あ
り
て
縮
み
あ
り
」
越
後
染
織
研
修
旅
行
に
向
け
て

清
田
　
の
り
子

出版まで苦節30年、
雪国・越後のすべてを詰め込む

　本書は 1837 年（天保８）に初編各巻が江戸で発行
され、1841 年（天保 12）に二編４巻が発売された。
初編巻之上はまず、雪の成因・雪の結晶のスケッチな
ど科学的分析から筆を起こし、雪中洪水や熊が雪中に
人を助けた逸話など、「暖国」の人々の興趣を誘う内容
が多い。巻之中は、牧之自身が縮の仲買商人であった
ことから、越後魚沼の名産品であった縮（ちぢみ）に
関する話しが、その素材や機織り方法、縮のさらし、
縮の流通などに亘って詳述されている。巻之下は、渋
海川の珍蝶や鮭に関する考察、越後に伝わる様々な奇
譚、山岳地方の方言、など博物学的な内容となってい
る。
　二編巻一は、越後各地の案内に始まり、雪国の一年
を、多様な逸話・記録・考察によって正月から順に描
いていく。残念ながら牧之の死により、春から夏へ移
るところで二編は終わっている。牧之が最初に本書の
出版を期してから、発売に至るまでには、実に 30 年
の歳月が費やされている。当時の出版事情は、地方に
あっては不可能に近く、そのため、在江戸の文人など
の仲介を試みる。牧之は、交流のあった山東京伝や滝
沢馬琴の仲介を頼ったが、いずれも不調で、曲折の末、
大坂での出版を目論むに至るが、これも、成功せず、
話しは振り出しの江戸の戻り、京伝の弟・山東京山の
協力で日の目をみることとなった。この間実に 30年。
出版されると、たちまち、700 部を超える当時の大ベ
ストセラーとなり、読者・書店の要望を受けて第二編
が出版された。
　出版に導いたのは、なんといっても、牧之の執念だっ
た。全編を通して、「暖国」ではまったく想像もつかな
い雪国の生活が、珍しい風習・逸話とともに数多く載
せられているが、本書のテーマは、雪国の奇習・奇譚
を紹介するにとどまるものではなく、雪との厳しい闘
いに耐えながら生活する郷土の生活ぶりを暖国の人々
へ知らせたい、という点に求められる。本書に数多く
掲載されている挿絵も、牧之が原画を描いたもので、
単なる戯作にとどまるものではなく、現代にあっては、
雪国越後の貴重な民俗・方言・地理・産業史料と位置
づけられる。

　

当
会
で
は
、
会
員
の
皆
様
か
ら
の
ご
要
望
に
お
応

え
し
て
、
全
国
の
染
織
産
地
を
訪
ね
る
研
修
旅
行
を

実
施
し
て
き
ま
し
た
。
第
一
回
は
、
二
泊
三
日
の
沖

縄
研
修
旅
行
、
次
い
で
昨
年
に
は
一
泊
二
日
で
加
賀

友
禅
の
工
房
を
訪
ね
ま
し
た
。
い
ず
れ
も
、
参
加
者

か
ら
好
評
を
受
け
て
い
ま
す
が
、
今
年
は
、「
雪
の

越
後
路
」
へ
と
足
を
伸
ば
し
ま
す
。
冬
真
っ
只
中
の

二
月
下
旬
を
予
定
し
て
い
ま
す
が
、
産
地
は
名
に
聞

こ
え
た
豪
雪
地
帯
。
冬
の
寒
さ
を
越
し
て
織
り
あ
が

る
夏
織
物
の
真
髄
を
体
感
し
て
も
ら
お
う
と
、
あ
え

て
こ
の
時
期
を
選
び
ま
し
た
。

　

そ
し
て
、
研
修
旅
行
を
ナ
ビ
ゲ
ー
ト
し
て
く
だ
さ

る
の
は
、
当
会
常
任
理
事
で
き
も
の
雑
誌
（
日
本
の

き
も
の
ぷ
ら
す
）
編
集
発
行
人
の
清
田
の
り
子
さ
ん
。

こ
れ
ま
で
、
数
え
切
れ
な
い
ほ
ど
こ
の
産
地
に
足
を

踏
み
入
れ
ら
れ
た
実
績
に
基
づ
く
人
脈
と
豊
富
な
情

報
を
生
か
し
て
、
通
常
の
産
地
見
学
で
は
味
わ
う
こ

と
の
出
来
な
い
、
魅
力
的
な
染
織
産
地
の
実
態
に
触

れ
ら
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

こ
こ
で
は
、
第
４
回
年
次
大
会
特
別
講
演
／
（
第

15
回
き
も
の
文
化
塾
）
を
再
録
い
た
し
ま
し
た
。
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