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京
都
府
丹
後
地
方
の
織
物
と
い
え
ば
「
丹
後

ち
り
め
ん
」
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
こ

れ
と
並
ぶ
逸
品
に
「
丹
後
藤
布
」
が
あ
り
ま
す
。

　

藤
布
の
歴
史
は
非
常
に
古
く
、
縄
文
時
代
に

ま
で
さ
か
の
ぼ
り
ま
す
。
古
来
、
人
々
は
山
野

に
自
生
す
る
藤
蔓
の
皮
を
剥
ぎ
、
木
灰
で
炊
き
、

績う

ん
で
（
繊
維
を
長
く
つ
な
い
で
糸
に
す
る
こ

と
）
衣
服
を
織
り
、
身
に
ま
と
っ
て
い
ま
し
た
。

明
治
時
代
ま
で
は
全
国
で
織
ら
れ
て
い
ま
し
た

が
、
製
造
に
は
大
変
な
労
力
と
技
術
を
要
す
る

こ
と
や
、木
綿
の
普
及
に
伴
い
衰
退
し
、藤
布
の

文
化
は
消
滅
し
た
も
の
と
思
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
昭
和
三
十
七
年
、
丹
後
地
方
で

そ
の
製
造
が
続
い
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
、
以

後
、
地
元
の
人
々
が
中
心
と
な
っ
て
「
丹
後
藤

織
り
保
存
会
」「
丹
後
藤
布
振
興
会
」
を
設
立
し
、

技
術
の
伝
承
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　

京
丹
後
市
網あ
み

野の

町
で
明
治
時
代
よ
り
続
く
機は
た

屋や

「
遊ゆ
う
し
し
ゃ

絲
舎
」
を
営
む
小こ

石い
し
は
ら
ま
さ

原
将
夫お

さ
ん
。
も

と
も
と
は
、
絹
織
物
の
帯
を
織
っ
て
い
ま
し
た

が
、
織
物
の
製
造
に
携
わ
る
者
と
し
て
「
衣
服

の
原
点
で
あ
る
藤
布
を
知
ら
な
け
れ
ば
い
け
な

い
」
と
の
思
い
か
ら
、
そ
の
技
術
の
保
存
に
力

を
注
ぐ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
技
術
を
伝
承
し

て
い
く
た
め
に
、
藤
布
を
製
造
し
て
い
た
丹
後

地
方
の
山
あ
い
の
集
落
に
通
い
、
そ
こ
で
糸
作

り
か
ら
織
り
方
ま
で
の
全
工
程
を
学
び
ま
し
た
。

　

今
で
は
、
絹
と
の
融
合
を
図
っ
た
織
物
な
ど
、

現
代
の
生
活
様
式
に
合
う
製
品
の
開
発
に
取
り

組
ん
で
い
ま
す
。
現
在
、
藤
布
の
製
品
は
和
装

の
帯
や
草
履
を
は
じ
め
、
座
布
団
、
照
明
器
具

の
イ
ン
テ
リ
ア
な
ど
多
岐
に
わ
た
り
ま
す
。

　

ま
た
、
藤
布
を
世
界
に
発
信
す
る
た
め
、
経

済
産
業
省
「
Ｊ
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｎ
ブ
ラ
ン
ド
育
成
支
援

事
業
」の
認
定
を
受
け
、数
年
前
か
ら
パ
リ
で
展

示
会
を
開
い
て
い
ま
す
。
藤
布
は
そ
の
色
合
い

や
感
触
が
評
価
さ
れ
、
フ
ラ
ン
ス
の
高
級
ブ
ラ

ン
ド
か
ら
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
現
在
で

は
パ
リ
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
出
品
す
る
衣
服
の
生

地
の
注
文
も
入
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
、
藤
を
活
用
し
た
地
域
お
こ
し
に
も

取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
良
質
な
藤
の
繊
維
を
安

定
的
に
採
取
す
る
た
め
、昨
年
、京
都
府
の
「
地

域
力
再
生
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
支
援
事
業
」
の
認
定

を
受
け
、
藤
布
の
一
貫
工
程
を
行
う
施
設
「
衣

の
ま
ほ
ろ
ば
『
藤
の
郷さ
と

』」
を
開
園
し
ま
し
た
。

将
来
的
に
は
作
業
が
体
験
で
き
る
工
房
を
設
け

る
予
定
で
、
織
物
産
業
と
観
光
資
源
を
融
和
さ

せ
る
新
た
な
試
み
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
「
古
代
の
衣
」
藤
布
は
今
、
職
人
の
手
に
よ
っ

て
新
た
な
息
吹
が
与
え
ら
れ
、
最
高
級
の
帯
地

素
材
と
し
て
活
躍
し
て
い
ま
す
。

産
品自
慢

先
人
の
知
恵
と
技
術
を
受
け
継
ぎ
、
現
代
の
生
活
空
間
へ

丹
後
の
山
野
が
育
ん
だ
藤
蔓
が
生
み
だ
す
素
朴
か
つ
力
強
い
織
物

丹た

ん

後ご

藤ふ

じ

布ふ

京都府
京丹後市（ ）

●お問い合わせ先／木の布工房「遊絲舎（ゆうししゃ）」  TEL:0772-72-2677  http://www.fujifu.jp/

（上）藤布を使って作られた能衣
装「シケの水衣」。

（左）藤蔓から糸をつくるには多
くの工程を要する。枝の出ていな
い親指大の藤蔓を伐り、皮を剥い
で、その中皮を灰にまぶして、長
時間炊いた後、小川で洗い流して
繊維を取り出す。それを細かく割
いて、績んで長い糸にしていく。

（右）藤布と絹を融合させた和装
の帯


