
こ
れ
ま
で
に
無
か
っ
た
意
匠
の
織
物
を
作

り
上
げ
ま
し
た
。
こ
れ
が
久
留
米
絣
の
発

祥
と
伝
わ
り
ま
す
。

　

こ
の
久
留
米
絣
誕
生
の
伝
承
に
つ
い
て

は
、
記
録
と
し
て
は
伝
の
没
後
の
も
の
し

か
な
く
、
定
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
伝

が
創
意
工
夫
の
も
と
技
術
の
開
発
向
上
に

取
り
組
み
、
更
に
そ
の
技
術
を
惜
し
む
こ

と
な
く
広
く
伝
え
た
こ
と
が
、
久
留
米
絣

が
筑
後
地
方
を
代
表
す
る
産
業
と
し
て
発

展
し
て
い
く
礎
と
な
っ
た
こ
と
は
、
疑
い

を
挟
む
余
地
の
無
い
事
実
で
す
。

　

文
政
10
年
（
１
８
２
７
）
頃
に
は
伝
の

弟
子
は
千
人
を
超
え
、
そ
の
多
く
が
更
に

技
術
を
広
め
、
久
留
米
藩
を
全
国
有
数
の

絣
の
産
地
へ
と
押
し
上
げ
ま
し
た
。

　

井
上
伝
に
つ
い
て
は
、
同
じ
く
久
留
米

城
下
の
出
身
で
、
近
隣
に
住
ま
う
稀
代
の

発
明
家
「
か
ら
く
り
儀
右
衛
門
」
こ
と
田

中
久
重
と
の
交
流
に
つ
い
て
の
伝
承
も

残
っ
て
い
ま
す
。
伝
は
、
絵
模
様
を
織
り

出
す
た
め
の
技
術
を
久
重
に
相
談
し
、
久

重
は
そ
の
工
夫
を
行
な
っ
た
と
い
う
も
の

で
、
彼
の
手
記
に
「
絵
絣
の
発
明
」
と
記

録
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
と
き
の
工
夫
は
、

柄
を
彫
り
出
し
た
板
で
糸
を
き
つ
く
挟
ん

で
防
染
す
る
「
板
締
技
法
」
で
あ
る
と
推

測
さ
れ
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
久
留
米
絣
は
そ
の
誕
生

後
、
様
々
な
人
々
の
創
意
と
努
力
に
よ
り

技
術
革
新
を
続
け
て
き
ま
し
た
。
現
代
に

つ
な
が
る
絵
絣
の
技
法
を
開
発
し
た
大
塚

太
蔵
や
、
精
緻
な
小
絣
の
技
法
を
生
み
出

し
た
牛
島
ノ
シ
な
ど
、
優
れ
た
職
人
の
知

恵
を
織
り
な
し
な
が
ら
、
久
留
米
絣
の
技

術
は
確
立
さ
れ
て
行
っ
た
の
で
す
。

　

絣
と
い
う
織
物
を
一
言
で
説
明
す
る
と
、

「
先
染
め
の
織
物
」
で
す
。
完
成
し
た
時
に

柄
と
な
る
部
分
を
、
染
ま
ら
な
い
よ
う
に
、

糸
の
段
階
で
紐
で
括
っ
て
防
染
し
、
染
料

で
染
め
て
、「
絣
糸
」
を
作
り
、
そ
れ
を
織

機
の
上
で
柄
を
合
わ
せ
な
が
ら
織
り
上
げ

ま
す
。
つ
ま
り
、
布
地
に
な
っ
た
際
に
見

え
る
柄
を
、
一
度
糸
の
単
位
ま
で
分
解
し
、

染
め
て
色
を
つ
け
て
、
織
る
時
に
柄
を
再
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江
戸
時
代
か
ら
現
代
へ

　
　
　
　
　
久
留
米
藩
の
特
産
品
「
久
留
米
絣
」

城
下
に
響
く
機
の
音

　
　
　

と
白
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
が
美
し
く
、
全
国
的
に
も
よ
く
知
ら
れ
た
、
筑
後

           

地
域
を
代
表
す
る
特
産
品「
久
留
米
絣
」。そ
の
知
名
度
の
高
さ
に
比
し
て
、

久
留
米
絣
が
ど
の
様
な
織
物
で
あ
る
の
か
、
ま
た
、
歴
史
的
に
ど
う
い
っ
た
変
遷

を
辿
っ
て
現
在
に
至
っ
た
の
か
は
、
意
外
と
知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。

　

江
戸
後
期
に
生
ま
れ
た
久
留
米
絣
の
発
展
の
歴
史
を
追
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。

１
久
留
米
絣
っ
て

                 

ど
ん
な
織
物

　

江
戸
時
代
の
終
わ
り
頃
、
10
代
藩
主
有

馬
頼
永
の
代
に
、
藩
財
政
の
立
て
直
し
の

た
め
質
素
倹
約
を
旨
と
す
る
大
倹
令
が
出

さ
れ
ま
す
。
こ
れ
は
、
久
留
米
藩
最
後
の

藩
主
で
あ
る
11
代
頼
咸
の
代
に
も
引
き
継

が
れ
ま
し
た
。
領
民
も
麻
・
綿
織
物
以
外

の
服
装
が
禁
じ
ら
れ
る
中
で
、
藍
染
め
の

綿
織
物
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
独
特
の
美
し

さ
を
持
つ
久
留
米
絣
は
大
人
気
と
な
り
、

生
産
量
も
増
加
し
ま
し
た
。
藩
は
久
留
米

絣
を
「
国
産
品
」
に
指
定
し
、
藩
経
済
に

組
み
込
ん
で
い
き
ま
す
。

　

井
上
伝
に
よ
っ
て
創
始
さ
れ
た
久
留
米

絣
は
、
改
良
や
技
術
革
新
が
進
め
ら
れ
、

意
匠
の
幅
も
広
が
り
ま
し
た
。
ま
た
、
藍

染
め
の
綿
織
物
本
来
の
堅
牢
さ
も
相
ま
っ

て
、
需
要
が
拡
大
し
、
久
留
米
を
中
心
と

し
た
筑
後
地
方
を
代
表
す
る
特
産
品
に
成

長
し
て
い
き
ま
し
た
。

　

明
治
時
代
に
な
る
と
、
政
府
の
殖
産
興

業
の
振
興
な
ど
も
あ
り
、
久
留
米
絣
は
全

国
的
に
も
名
の
知
れ
た
特
産
品
と
な
り
ま

し
た
。

　

明
治
10
年
（
１
８
７
７
）
の
西
南
戦
争

の
際
に
は
、
南
九
州
の
戦
場
へ
と
向
か
う

官
軍
の
軍
人
た
ち
が
数
多
く
久
留
米
を
訪

れ
、
当
時
す
で
に
評
判
の
高
か
っ
た
久
留

米
絣
を
土
産
物
と
し
て
競
っ
て
買
い
求
め

ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
時
、
急
激
な

需
要
拡
大
の
中
、
一
部
の
生
産
者
及
び
商

人
に
よ
る
粗
製
濫
造
品
の
販
売
が
横
行
し
、

久
留
米
絣
は
製
品
と
し
て
の
信
用
を
大
き

く
落
と
し
て
し
ま
い
ま
す
。

　

こ
の
悪
評
と
信
用
失
墜
の
状
況
を
憂
い

た
国
武
喜
次
郎
・
本
村
庄
平
・
松
井
儀
平
・

岡
茂
平
な
ど
の
有
志
は
、
久
留
米
絣
の
信

用
回
復
を
志
し
、
製
品
管
理
と
責
任
の
所

在
の
明
確
化
の
た
め
の
改
善
案
を
示
し
ま

し
た
。
そ
れ
は
、

　

①
こ
れ
ま
で
の
、
個
人
が
染
め
か
ら
織

り
ま
で
の
一
切
を
仕
上
げ
、
仲
買
人
や
商

人
に
持
ち
込
む
「
織
替
」
を
廃
止
し
、
織

工
は
織
立
て
賃
の
み
を
得
る
仕
組
み
の
確

立
　

②
品
質
維
持
の
た
め
の
原
材
料
と
製
品

規
格
の
統
一
（
原
糸
は
国
内
の
紡
績
糸
を

使
用
し
、
染
料
は
地
元
産
の
藍
と
阿
波
藍

を
用
い
る
と
と
も
に
、
製
品
の
丈
尺
を
規

定
）

と
い
う
も
の
で
、
こ
の
仕
組
み
の
確
実
な

実
施
の
た
め
、染
色
業
者
は
「
緑
藍
組
」
を
、

販
売
業
者
は
「
千
年
社
」
を
組
織
し
、織
元
・

染
元
・
販
売
元
の
責
任
を
明
ら
か
に
す
る

た
め
に
、
３
種
類
の
責
任
商
標
を
貼
付
す

る
こ
と
を
規
定
し
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、

徐
々
に
久
留
米
絣
の
悪
評
は
払
拭
さ
れ
、

信
用
回
復
が
進
む
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

※

阿
波
藍…

徳
島
県
産
の
藍

　

久
留
米
藩
の
国
産
品
に
も
な
っ
た
久
留

米
絣
。
重
要
無
形
文
化
財
で
も
あ
る
そ

の
技
は
、
ど
の
よ
う
に
受
け
継
が
れ
て

き
た
の
か
。
そ
の
歴
史
に
迫
り
ま
す
！

藍

構
築
す
る
と
い
う
、
複
雑
な
計
算
と
高
度

な
技
術
を
要
す
る
織
物
で
す
。

　

ま
た
、
糸
１
本
１
本
の
柄
の
微
妙
な
ず

れ
が
、
絣
独
特
の
か
す
れ
た
よ
う
な
味
わ

い
を
生
み
出
し
ま
す
。

　

特
に
久
留
米
絣
は
、
経
糸
緯
糸
の
両
方

に
絣
糸
を
用
い
、
柄
も
精
緻
な
幾
何
学
文

や
複
雑
な
絵
絣
な
ど
を
特
徴
と
し
て
お
り
、

世
界
中
に
分
布
す
る
絣
の
中
で
も
、
よ
り

精
密
な
計
算
と
熟
練
の
技
術
が
必
要
で
す
。

２

始
ま
り
は
、
ひ
と
り
の
　

　
　
　
　
少
女
の
好
奇
心

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　　

久
留
米
絣
は
、
江
戸
時
代
の
天
明
８
年

（
１
７
８
８
）
に
筑
後
国
御
井
郡
久
留
米
通

外
町
に
生
ま
れ
た
、
井
上
伝
と
い
う
女
性

に
よ
っ
て
創
始
さ
れ
た
と
伝
わ
り
ま
す
。

　

当
時
の
久
留
米
藩
領
内
で
は
、
綿
花
や
、

藍
染
め
の
原
料
と
な
る
藍
（
タ
デ
ア
イ
）

の
栽
培
が
盛
ん
で
、
農
家
や
商
家
の
副
業

と
し
て
、
機
織
り
が
一
般
的
に
行
わ
れ
て

い
ま
し
た
。

　

伝
は
、
６
〜
７
歳
で
機
織
り
修
行
を
始

め
、
11
〜
12
歳
頃
に
は
高
い
技
術
を
習
得

し
て
い
た
と
い
い
ま
す
。
そ
し
て
こ
の
頃
、

着
古
し
て
所
ど
こ
ろ
白
く
染
料
が
ぬ
け
落

ち
た
着
物
を
見
て
興
味
を
覚
え
、
着
物
を

解
い
て
み
て
、
糸
１
本
１
本
に
染
ま
っ
た

と
こ
ろ
と
白
く
抜
け
た
と
こ
ろ
が
あ
る
こ

と
に
気
づ
き
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
柄
と
な

る
部
分
を
紐
で
括
っ
て
染
ま
ら
な
い
よ
う

に
工
夫
し
、
藍
で
染
め
た
糸
を
用
い
て
、

絣（柄部分の拡大）
※糸自体が染め分けられている

染め終わり、括りを解いた糸束

久留米絣布団地「松皮菱」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
び  

　
　
　 

　
は
た
　
　
　
　
　
ね

さ
き
ぞ

か
す
り
い
と

ぼ
う
せ
ん

ひ
も

が
ら

く     

る      

め   

か
す
り

い
の
う
え
で
ん

た
て　

よ
こ

あ
い
ぞ

え
が
す
り

あ
い

は
た
お



こ
れ
ま
で
に
無
か
っ
た
意
匠
の
織
物
を
作

り
上
げ
ま
し
た
。
こ
れ
が
久
留
米
絣
の
発

祥
と
伝
わ
り
ま
す
。

　

こ
の
久
留
米
絣
誕
生
の
伝
承
に
つ
い
て

は
、
記
録
と
し
て
は
伝
の
没
後
の
も
の
し

か
な
く
、
定
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
伝

が
創
意
工
夫
の
も
と
技
術
の
開
発
向
上
に

取
り
組
み
、
更
に
そ
の
技
術
を
惜
し
む
こ

と
な
く
広
く
伝
え
た
こ
と
が
、
久
留
米
絣

が
筑
後
地
方
を
代
表
す
る
産
業
と
し
て
発

展
し
て
い
く
礎
と
な
っ
た
こ
と
は
、
疑
い

を
挟
む
余
地
の
無
い
事
実
で
す
。

　

文
政
10
年
（
１
８
２
７
）
頃
に
は
伝
の

弟
子
は
千
人
を
超
え
、
そ
の
多
く
が
更
に

技
術
を
広
め
、
久
留
米
藩
を
全
国
有
数
の

絣
の
産
地
へ
と
押
し
上
げ
ま
し
た
。

　

井
上
伝
に
つ
い
て
は
、
同
じ
く
久
留
米

城
下
の
出
身
で
、
近
隣
に
住
ま
う
稀
代
の

発
明
家
「
か
ら
く
り
儀
右
衛
門
」
こ
と
田

中
久
重
と
の
交
流
に
つ
い
て
の
伝
承
も

残
っ
て
い
ま
す
。
伝
は
、
絵
模
様
を
織
り

出
す
た
め
の
技
術
を
久
重
に
相
談
し
、
久

重
は
そ
の
工
夫
を
行
な
っ
た
と
い
う
も
の

で
、
彼
の
手
記
に
「
絵
絣
の
発
明
」
と
記

録
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
と
き
の
工
夫
は
、

柄
を
彫
り
出
し
た
板
で
糸
を
き
つ
く
挟
ん

で
防
染
す
る
「
板
締
技
法
」
で
あ
る
と
推

測
さ
れ
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
久
留
米
絣
は
そ
の
誕
生

後
、
様
々
な
人
々
の
創
意
と
努
力
に
よ
り

技
術
革
新
を
続
け
て
き
ま
し
た
。
現
代
に

つ
な
が
る
絵
絣
の
技
法
を
開
発
し
た
大
塚

太
蔵
や
、
精
緻
な
小
絣
の
技
法
を
生
み
出

し
た
牛
島
ノ
シ
な
ど
、
優
れ
た
職
人
の
知

恵
を
織
り
な
し
な
が
ら
、
久
留
米
絣
の
技

術
は
確
立
さ
れ
て
行
っ
た
の
で
す
。
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絣
と
い
う
織
物
を
一
言
で
説
明
す
る
と
、

「
先
染
め
の
織
物
」
で
す
。
完
成
し
た
時
に

柄
と
な
る
部
分
を
、
染
ま
ら
な
い
よ
う
に
、

糸
の
段
階
で
紐
で
括
っ
て
防
染
し
、
染
料

で
染
め
て
、「
絣
糸
」
を
作
り
、
そ
れ
を
織

機
の
上
で
柄
を
合
わ
せ
な
が
ら
織
り
上
げ

ま
す
。
つ
ま
り
、
布
地
に
な
っ
た
際
に
見

え
る
柄
を
、
一
度
糸
の
単
位
ま
で
分
解
し
、

染
め
て
色
を
つ
け
て
、
織
る
時
に
柄
を
再

　

江
戸
時
代
の
終
わ
り
頃
、
10
代
藩
主
有

馬
頼
永
の
代
に
、
藩
財
政
の
立
て
直
し
の

た
め
質
素
倹
約
を
旨
と
す
る
大
倹
令
が
出

さ
れ
ま
す
。
こ
れ
は
、
久
留
米
藩
最
後
の

藩
主
で
あ
る
11
代
頼
咸
の
代
に
も
引
き
継

が
れ
ま
し
た
。
領
民
も
麻
・
綿
織
物
以
外

の
服
装
が
禁
じ
ら
れ
る
中
で
、
藍
染
め
の

綿
織
物
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
独
特
の
美
し

さ
を
持
つ
久
留
米
絣
は
大
人
気
と
な
り
、

生
産
量
も
増
加
し
ま
し
た
。
藩
は
久
留
米

絣
を
「
国
産
品
」
に
指
定
し
、
藩
経
済
に

組
み
込
ん
で
い
き
ま
す
。

　

井
上
伝
に
よ
っ
て
創
始
さ
れ
た
久
留
米

絣
は
、
改
良
や
技
術
革
新
が
進
め
ら
れ
、

意
匠
の
幅
も
広
が
り
ま
し
た
。
ま
た
、
藍

染
め
の
綿
織
物
本
来
の
堅
牢
さ
も
相
ま
っ

て
、
需
要
が
拡
大
し
、
久
留
米
を
中
心
と

し
た
筑
後
地
方
を
代
表
す
る
特
産
品
に
成

長
し
て
い
き
ま
し
た
。

　

明
治
時
代
に
な
る
と
、
政
府
の
殖
産
興

業
の
振
興
な
ど
も
あ
り
、
久
留
米
絣
は
全

国
的
に
も
名
の
知
れ
た
特
産
品
と
な
り
ま

し
た
。

　

明
治
10
年
（
１
８
７
７
）
の
西
南
戦
争

の
際
に
は
、
南
九
州
の
戦
場
へ
と
向
か
う

官
軍
の
軍
人
た
ち
が
数
多
く
久
留
米
を
訪

れ
、
当
時
す
で
に
評
判
の
高
か
っ
た
久
留

米
絣
を
土
産
物
と
し
て
競
っ
て
買
い
求
め

ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
時
、
急
激
な

需
要
拡
大
の
中
、
一
部
の
生
産
者
及
び
商

人
に
よ
る
粗
製
濫
造
品
の
販
売
が
横
行
し
、

久
留
米
絣
は
製
品
と
し
て
の
信
用
を
大
き

く
落
と
し
て
し
ま
い
ま
す
。

　

こ
の
悪
評
と
信
用
失
墜
の
状
況
を
憂
い

た
国
武
喜
次
郎
・
本
村
庄
平
・
松
井
儀
平
・

岡
茂
平
な
ど
の
有
志
は
、
久
留
米
絣
の
信

用
回
復
を
志
し
、
製
品
管
理
と
責
任
の
所

在
の
明
確
化
の
た
め
の
改
善
案
を
示
し
ま

し
た
。
そ
れ
は
、

　

①
こ
れ
ま
で
の
、
個
人
が
染
め
か
ら
織

り
ま
で
の
一
切
を
仕
上
げ
、
仲
買
人
や
商

人
に
持
ち
込
む
「
織
替
」
を
廃
止
し
、
織

工
は
織
立
て
賃
の
み
を
得
る
仕
組
み
の
確

立
　

②
品
質
維
持
の
た
め
の
原
材
料
と
製
品

規
格
の
統
一
（
原
糸
は
国
内
の
紡
績
糸
を

使
用
し
、
染
料
は
地
元
産
の
藍
と
阿
波
藍

を
用
い
る
と
と
も
に
、
製
品
の
丈
尺
を
規

定
）

と
い
う
も
の
で
、
こ
の
仕
組
み
の
確
実
な

実
施
の
た
め
、染
色
業
者
は
「
緑
藍
組
」
を
、

販
売
業
者
は
「
千
年
社
」
を
組
織
し
、織
元
・

染
元
・
販
売
元
の
責
任
を
明
ら
か
に
す
る

た
め
に
、
３
種
類
の
責
任
商
標
を
貼
付
す

る
こ
と
を
規
定
し
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、

徐
々
に
久
留
米
絣
の
悪
評
は
払
拭
さ
れ
、

信
用
回
復
が
進
む
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

※

阿
波
藍…

徳
島
県
産
の
藍

　

構
築
す
る
と
い
う
、
複
雑
な
計
算
と
高
度

な
技
術
を
要
す
る
織
物
で
す
。

　

ま
た
、
糸
１
本
１
本
の
柄
の
微
妙
な
ず

れ
が
、
絣
独
特
の
か
す
れ
た
よ
う
な
味
わ

い
を
生
み
出
し
ま
す
。

　

特
に
久
留
米
絣
は
、
経
糸
緯
糸
の
両
方

に
絣
糸
を
用
い
、
柄
も
精
緻
な
幾
何
学
文

や
複
雑
な
絵
絣
な
ど
を
特
徴
と
し
て
お
り
、

世
界
中
に
分
布
す
る
絣
の
中
で
も
、
よ
り

精
密
な
計
算
と
熟
練
の
技
術
が
必
要
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　　

久
留
米
絣
は
、
江
戸
時
代
の
天
明
８
年

（
１
７
８
８
）
に
筑
後
国
御
井
郡
久
留
米
通

外
町
に
生
ま
れ
た
、
井
上
伝
と
い
う
女
性

に
よ
っ
て
創
始
さ
れ
た
と
伝
わ
り
ま
す
。

　

当
時
の
久
留
米
藩
領
内
で
は
、
綿
花
や
、

藍
染
め
の
原
料
と
な
る
藍
（
タ
デ
ア
イ
）

の
栽
培
が
盛
ん
で
、
農
家
や
商
家
の
副
業

と
し
て
、
機
織
り
が
一
般
的
に
行
わ
れ
て

い
ま
し
た
。

　

伝
は
、
６
〜
７
歳
で
機
織
り
修
行
を
始

め
、
11
〜
12
歳
頃
に
は
高
い
技
術
を
習
得

し
て
い
た
と
い
い
ま
す
。
そ
し
て
こ
の
頃
、

着
古
し
て
所
ど
こ
ろ
白
く
染
料
が
ぬ
け
落

ち
た
着
物
を
見
て
興
味
を
覚
え
、
着
物
を

解
い
て
み
て
、
糸
１
本
１
本
に
染
ま
っ
た

と
こ
ろ
と
白
く
抜
け
た
と
こ
ろ
が
あ
る
こ

と
に
気
づ
き
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
柄
と
な

る
部
分
を
紐
で
括
っ
て
染
ま
ら
な
い
よ
う

に
工
夫
し
、
藍
で
染
め
た
糸
を
用
い
て
、

２

広
が
る
　
久
留
米
絣

井上伝肖像画井上伝肖像画

３

信
用
失
墜
‼
　

　
　
回
復
へ
の
努
力

※

か　

す　

り

か　

す　

り

藍甕藍甕

い
た
じ
め

こ
が
す
り

よ
り
と
お

よ
り
し
げけ

ん
ろ
う

そ
せ
い
ら
ん
ぞ
う

お
り
か
え

げ
ん
し

ぼ
う
せ
きあ

わ
あ
い

り
ょ
く
ら
ん き

た
い

ぎ    

え   

も 

ん 

書状（部分）明治７年（1784）
※東京の有馬伯爵家（頼咸）を娘が訪ねた際の贈り物
　の内容　加壽理（かすり）１反とある



　

明
治
16
年
（
１
８
８
３
）
に
は
、
旧
藩

主
有
馬
家
の
寄
附
金
と
有
志
の
義
援
金
、

政
府
の
下
賜
金
に
よ
り
、
士
族
の
授
産
施

設
と
し
て
「
赤
松
社
」
が
設
立
さ
れ
、
品

質
の
高
い
絣
製
品
の
生
産
が
進
み
、
久
留

米
絣
の
年
産
額
は
約
30
万
反
を
超
え
た
と

さ
れ
ま
す
。

　

そ
の
後
、
明
治
19
年
（
１
８
８
６
）
に

は
久
留
米
絣
同
業
組
合
が
設
立
さ
れ
、
筑

後
一
円
の
生
産
者
は
す
べ
て
こ
の
組
合
に

加
入
さ
せ
、
厳
し
い
品
質
管
理
を
行
っ
た

た
め
、
絣
業
界
の
発
展
は
軌
道
に
の
り
、

明
治
25
年
（
１
８
９
２
）
久
留
米
絣
は
福

岡
県
の
重
要
物
産
と
な
り
、
生
産
高
も
年

間
50
万
反
を
超
え
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

明
治
32
年
（
１
８
９
９
）
に
は
更
な
る

品
質
の
向
上
の
た
め
、
久
留
米
絣
鑑
定
所

を
１
市
４
郡
に
40
数
か
所
設
置
す
る
と
い

う
、
全
国
に
も
例
を
見
な
い
厳
し
い
仕
組

み
を
作
り
上
げ
ま
し
た
。
こ
う
し
て
、
検

査
の
向
上
・
不
正
の
締
め
出
し
に
取
り
組

ん
だ
た
め
、
久
留
米
絣
の
信
用
は
確
固
た

る
も
の
と
な
り
ま
し
た
。

　

明
治
37
年
（
１
９
０
４
）
の
日
露
戦
争

の
開
戦
と
と
も
に
織
物
業
界
は
不
況
に
見

ま
わ
れ
ま
し
た
が
、
久
留
米
絣
は
そ
の
中

で
も
生
産
数
を
伸
ば
し
、
戦
後
に
は
年
間

生
産
高
は
百
万
反
を
超
え
る
ほ
ど
に
な
り

ま
す
。
大
正
末
期
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け

久留米入城４００年モノ語り・Web　　第 12 回 久留米入城４００年モノ語り・Web　　第 12 回

６ ５

て
久
留
米
絣
業
界
の
繁
栄
は
頂
点
に
達
し
、

年
間
生
産
高
は
２
百
万
反
を
超
え
、
絣
業

の
従
事
者
数
は
約
５
万
人
と
な
り
ま
し
た
。

　

昭
和
恐
慌
の
影
響
も
あ
り
、
久
留
米
絣

の
生
産
高
は
昭
和
３
年
（
１
９
２
８
）
を

ピ
ー
ク
に
や
や
下
降
線
を
た
ど
り
ま
す
。

戦
争
の
足
音
が
迫
る
政
情
不
安
の
中
、
昭

和
13
年
（
１
９
３
８
）
に
突
然
出
さ
れ
た

綿
糸
統
制
令
は
、
久
留
米
絣
業
界
に
大
き

な
衝
撃
を
与
え
ま
し
た
。
原
糸
の
確
保
や

製
品
の
販
売
が
厳
し
く
統
制
さ
れ
、
生
産

者
に
と
っ
て
死
活
問
題
で
あ
る
こ
の
事
態

に
、
当
時
久
留
米
絣
工
業
組
合
の
理
事
長

で
あ
っ
た
国
武
金
太
郎
（
国
武
喜
次
郎
の

長
子
）
は
、
久
留
米
絣
の
窮
状
を
幾
た
び

も
陳
情
し
、
旧
藩
主
有
馬
家
14
代
当
主
で

あ
る
農
林
大
臣
有
馬
頼
寧
の
口
添
え
も
得

て
、
特
免
品
と
し
て
原
糸
を
確
保
す
る
こ

と
に
成
功
し
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
時
局
は
太
平
洋
戦
争
に
向
か

い
、
多
く
の
産
業
が
軍
需
産
業
に
切
り
替

え
ら
れ
て
い
く
中
で
、
昭
和
18
年
（
１
９

４
３
）
8
月
、
つ
い
に
民
需
用
の
綿
織
物

が
生
産
禁
止
と
な
り
、
久
留
米
絣
工
業
組

合
も
解
散
す
る
と
い
う
、久
留
米
絣
に
と
っ

て
最
大
の
危
機
が
訪
れ
ま
す
。

　

昭
和
３
年
（
１
９
２
８
）
当
時
、
約
２

２
１
万
７
千
反
で
あ
っ
た
久
留
米
絣
の
年

間
生
産
高
は
、
昭
和
20
年
（
１
９
４
５
）

に
は
１
３
７
反
ま
で
落
ち
込
み
、
絣
製
造

を
行
う
事
業
者
と
従
業
者
の
数
も
７
２
５

戸
４
万
８
千
５
６
０
人
か
ら
11
戸
２
百
人

と
な
り
ま
し
た
。

　

久
留
米
絣
関
係
者
は
、
こ
の
事
態
に
際

し
て
、
井
上
伝
以
来
培
わ
れ
て
き
た
伝
統

の
技
術
が
失
わ
れ
る
こ
と
を
惜
し
み
、
政

府
に
対
し
て
技
術
保
存
を
強
力
に
請
願
し
、

そ
れ
が
認
め
ら
れ
て
、
わ
ず
か
な
が
ら
綿

糸
の
配
給
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
数
多
く
の
生
産
者
の
中
か
ら
、

特
に
高
い
技
術
を
有
す
る
11
名
を
選
出
し
、

昭
和
18
年
（
１
９
４
３
）「
久
留
米
絣
技
術

保
存
会
」
を
発
足
さ
せ
ま
し
た
。
現
在
に

続
く
久
留
米
絣
の
伝
統
的
技
術
の
保
存
に

対
す
る
取
り
組
み
は
、
こ
こ
に
始
ま
っ
た

の
で
す
。

　

戦
後
い
ち
早
く
復
興
に
取
り
組
ん
だ
久

留
米
絣
は
、
昭
和
21
年
（
１
９
４
６
）
の

12
月
に
は
生
産
復
活
が
認
め
ら
れ
ま
し
た
。

明
治
以
降
機
械
化
に
取
り
組
ん
で
き
た
久

留
米
絣
で
す
が
、「
手
く
び
り
」「
純
正
天

然
藍
染
め
」「
投
杼
の
手
織
り
織
機
に
よ
る

手
織
り
」
と
い
う
伝
統
的
な
技
術
の
保
存

に
も
積
極
的
に
取
り
組
み
、
こ
の
伝
統
の

技
は
昭
和
32
年
（
１
９
５
７
）
に
文
化
財

保
護
法
に
基
づ
く
重
要
無
形
文
化
財
に
指

定
さ
れ
ま
し
た
。

　

久
留
米
絣
は
、
江
戸
時
代
後
期
に
生
ま

れ
、
現
在
に
至
る
ま
で
幾
多
の
困
難
に
見

舞
わ
れ
な
が
ら
も
、
関
係
者
の
た
ゆ
み
な

い
努
力
に
よ
っ
て
、
地
域
を
代
表
す
る
伝

統
工
芸
品
と
し
て
の
地
位
を
守
り
続
け
て

き
ま
し
た
。
現
代
は
、
化
学
繊
維
が
一
般

的
と
な
り
、
伝
統
的
な
綿
織
物
で
あ
る
久

留
米
絣
は
、
生
産
コ
ス
ト
の
高
さ
や
、
消

費
者
の
嗜
好
の
変
化
な
ど
に
よ
り
、
厳
し

い
状
況
に
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
生
産
者

は
今
も
日
々
変
化
す
る
ニ
ー
ズ
に
対
応
す

べ
く
創
意
工
夫
を
続
け
、
新
た
な
展
開
を

目
指
し
努
力
を
続
け
て
い
ま
す
。

　

井
上
伝
が
生
ま
れ
て
２
３
０
年
以
上
が

経
過
し
た
現
在
で
も
、
久
留
米
絣
の
伝
統

の
技
は
連
綿
と
守
り
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
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４

品
質
の
向
上
と

　
　
久
留
米
絣
の
隆
盛

５

迫
る
戦
争
の
足
音

　
　
久
留
米
絣
の
危
機

賞状（篠山神社蔵　有馬記念館寄託）
※有馬家の赤松社設立の功績に対し送られたもの
賞状（篠山神社蔵　有馬記念館寄託）
※有馬家の赤松社設立の功績に対し送られたもの

６

伝
統
の
技
術
を
守
れ
！

７

伝
統
の
技
が
文
化
財
に

久留米絣反物

※

本
文
中
使
用
し
た
「
書
状
」「
賞
状
」
以
外
の
画
像
は
、
全
て

（
公
財
）
久
留
米
絣
技
術
保
存
会
の
提
供
に
よ
る
。

じ
ゅ
さ
ん

あ
か
ま
つ

め
ん
し
と
う
せ
い
れ
い

よ
り
や
す

か  

し 

き
ん

し
こ
う

な
げ
ひ


