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1 甕覗き－かめのぞき 藍白－あいじろ

2019年、私たちの町のストーリーが
日本遺産に認定されました。

藍
の
ふ
る
さ
と 
阿
波

藍
の
ふ
る
さ
と 
阿
波

〜
日
本
中
を
染
め
上
げ
た
至
高
の
青
を
訪
ね
て
〜

な
ん
だ
か
誇
ら
し
い
こ
と

で
す
ね
！

と
こ
ろ
で
日
本
遺
産
っ
て

何
で
し
ょ
う
？

私
た
ち
の
町
と
深
い
つ
な
が
り
が

あ
る「
藍
」の
こ
と
を
、
も
っ
と

調
べ
て
み
ま
し
ょ
う
！

に ほ ん い さ ん に ん て い

ほ
こ

に
ほ
ん
い
さ
ん

あ

い

あ

わ

に
ほ
ん
い
さ
んそ

し
こ
う

た
ず

あ
い

　日
本
遺
産
と
は
、
日
本
の
魅
力
を
再
発

見
す
る
た
め
の
取
り
組
み
で
す
。
地
域
の

魅
力
を
分
か
り
や
す
い
ス
ト
ー
リ
ー
（
物

語
）
に
ま
と
め
て
、
国
内
外
に
発
信
し
、

観
光
や
地
域
の
盛
り
上
げ
に
つ
な
げ
る

た
め
に
認
定
さ
れ
ま
す
。
現
在
、
全
国
に

104
件
の
ス
ト
ー
リ
ー
が
あ
り
ま
す
。

　今
回
、
日
本
遺
産
に
認
定
さ
れ
た
私
た

ち
の
町
の
ス
ト
ー
リ
ー
は
、
徳
島
県
内
の

吉
野
川
流
域
9
市
町
（
徳
島
市
・
吉
野
川

市
・
阿
波
市
・
美
馬
市
・
石
井
町
・
北
島
町
・

藍
住
町
・
板
野
町
・
上
板
町
）
で
構
成
さ

れ
て
い
ま
す
。
各
地
で
大
切
に
受
け
継
が

れ
て
き
た
32
の
文
化
財
が
、
阿
波
藍
の
ス

ト
ー
リ
ー
を
作
り
出
し
て
い
る
の
で
す
。

　
古
く
か
ら
日
本
人
の
生
活
に
深
く
か
か
わ
り
、
神

秘
的
な
ブ
ル
ー
と
い
わ
れ
た
「
藍
」。
徳
島
県
の
北
部

を
雄
大
に
流
れ
る
吉
野
川
の
流
域
は
、
藍
染
料
＝
蒅

の
日
本
一
の
産
地
で
す
。
こ
の
地
域
の
平
野
部
に
見
ら

れ
る
高
い
石
垣
と
白
壁
の
建
物
に
囲
ま
れ
た
豪
農
屋

敷
や
脇
町
の
豪
華
な
「
う
だ
つ
」
が
上
が
る
町
並
み
、

「
阿
波
踊
り
」
の
リ
ズ
ム
か
ら
、
藍
商
人
が
蒅
の
流
通

を
担
い
、
全
国
を
飛
び
ま
わ
っ
て
活
躍
し
、
華
や
か

に
栄
え
た
か
つ
て
の
様
子
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
こ
の
地
域
で
は
、
今
も
蒅
が
伝
統
的
な
技

法
で
生
み
出
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
蒅
が
生
み
出
す
藍

の
色
彩
は
人
々
を
魅
了
し
続
け
て
い
ま
す
。

に
ほ
ん
い
さ
ん

み
り
ょ
く

み
り
ょ
く

も

に
ん
て
い

に
ほ
ん
い
さ
ん

よ
し
の
が
わ

よ
し
の
が
わ

つ

あ

わ

あ

い

あ

わ

み

ま

あ
い
ず
み

り
ゅ
う
い
き

に
ん
て
い

し
ん

ぴし
き

わ
き
ま
ち

あ

わ
お
ど

か
つ
や
く

あ
い

あ
い

し
き
さ
い

み
り
ょ
う

は
な

す
く
も

に
な

ご
う
か

な

あ
い

ゆ
う
だ
い

い
し
が
き

し
ら
か
べ

ご
う
の
う

や

よ
し
の
が
わ

り
ゅ
う
い
き

あ
い
せ
ん
り
ょ
う

す
く
も

す
く
も

す
く
も

目
次

「
藍
」
と
私
た
ち
の
町

「
藍
」
っ
て
何
？

漫
画
　
阿
波
と
藍
の
物
語

日
本
遺
産「
藍
の
ふ
る
さ
と 

阿
波
」ス
ト
ー
リ
ー

「
藍
の
ふ
る
さ
と 

阿
波
」
マ
ッ
プ

2341820

あ
い

あ
い

あ
い

あ
い

あ
い

あ

わ

あ

わ

あ

わ

ま
ん
が

に
ほ
ん
い
さ
ん
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3 水色－みずいろ 2空色－そらいろ

藍って何？ 藍と私たちの町

　史料が残っていないため、確実なことは分

かりませんが、室町時代には徳島は「藍」

の一大産地だったと考えられています。

　室町時代中頃の文安 2 年（1445）に、

徳島から大量の「藍」が兵庫の港に運ばれ

たことが「兵庫北関入舩納帳」という古い文

書から分かっています。この時、徳島以外の

地域から藍が運ばれた記録はなく、ここから、

「藍」はすでに徳島の特産品となっていたと

いわれています。

徳島では、いつから
「藍」がつくられていたの？

江戸時代の中頃、徳島城下で開かれた
「藍大市」の様子です。幟や人の多さから、
にぎわっていたことが分かります。

「藍」でにぎわう徳島の様子

これらも全て「藍」に関係しています

実
は
、
私
た
ち
が
普
段
見
慣
れ
て
い

る
町
並
み
や
吉
野
川
、
さ
ら
に
は

阿
波
踊
り
も
「
藍
」
と
深
い
関
係

が
あ
る
み
た
い
で
す
！

「藍」の歴史が、
今の私たちの町に
つながっているんですね。

吉野川吉野川

うだつの町並みうだつの町並み

と
こ
ろ
で
「
藍
」
っ
て
何
で
し
ょ
う
？

青
い
色
の
名
前
だ
と
思
っ
て
い
た
け
れ
ど…

藍の葉

蒅
すくも

藍染め

緑の葉が、きれいな青になるなんて、
不思議ですね。

藍屋敷

( 奥村家住宅 )

藍屋敷

( 奥村家住宅 )

漫画でわかる！

阿波と藍の物語
次のページからスタートです！

あ い

な

よ
し
の
が
わ

あ

わ

お
ど

あ
い ふ

だ
ん

あい

あい

ひょうごきたせきいりふねのうちょう

あい

あい

え ど なかごろ とくしまじょうか

のぼりあいおおいち

あい

よしのがわよしのがわ

な

あいやしき

おくむらおくむら

あ い

あ
い

あい

あい ぞ

世界中で親しまれている「藍」
　藍染めは世界中で古くから行われて

いました。例えばエジプトでは、藍

染めの布が巻かれた約4000年前の

ミイラが発見されています。また、

北アメリカでは、藍染めした衣服

を作業着として使っていました。そ

れが現在も多くの人に愛される「ジー

ンズ」の起源だといわれています。

あいぞ

あい

ま

あいぞ

きげん

ぞ

４８種類もある！「藍」の色の名前
あい

　藍からできる色はバリエーションが豊富で、その

数はなんと48 種類といわれています。薄い青色か

ら、濃い青色まで、様 な々表情を持っているのです。

それぞれの色の名前の由来を考えてみるのも面白

いかもしれません。

あい

うす

こ

甕
覗
き

か
め
の
ぞ

白
花
色

し
ら
は
な
い
ろ

白
藍

し
ら
あ
い

秘
色
色

ひ
そ
く
い
ろ

空
色

そ
ら
い
ろ

水
色

み
ず
い
ろ

水
浅
葱

み
ず
あ
さ
ぎ

錆
浅
葱

さ
び
あ
さ
ぎ

え ど

まん が

あ わ あ い

あい

藍大市の様子（再現）
あいおおいち

なかごろ ぶんあん

あい

あい

あい

藍
白

あ
い
じ
ろ

浅
葱

あ
さ
ぎ

新
橋
色

し
ん
は
し
い
ろ

縹は
な
だ

青
藍

せ
い
ら
ん

深
縹

こ
き
は
な
だ

薄
藍

う
す
あ
い

花
浅
葱

は
な
あ
さ
ぎ

湊
鼠

み
な
と
ね
ず
み

藍
鼠

あ
い
ね
ず

紺
鼠

こ
ん
ね
ず

錆
鼠

さ
び
ね
ず

薄
縹

う
す
は
な
だ

浅
縹

あ
さ
は
な
だ

花
色

は
な
い
ろ

鉄て
つ

紺
藍

こ
ん
あ
い

藍
鉄

あ
い
て
つ

搗
返
し

か
ち
が
え

青
搗

あ
お
か
ち

搗
色

か
ち
い
ろ

紫
紺

し
こ
ん

留
紺

と
め
こ
ん

茄
子
紺

な
す
こ
ん

藍あ
い 紺こ

ん
濃
藍

こ
し
あ
い

藍
錆

あ
い
さ
び

紺
青

こ
ん
じ
ょ
う

鉄
紺

て
つ
こ
ん

藤
納
戸

ふ
じ
な
ん
ど

納
戸

な
ん
ど

高
麗
納
戸

こ
う
ら
い
な
ん
ど

錆
御
納
戸

さ
び
お
な
ん
ど

鉄
御
納
戸

て
つ
お
な
ん
ど

御
召
御
納
戸

お
め
し
お
な
ん
ど

錆
鉄
御
納
戸

さ
び
て
つ
お
な
ん
ど

熨
斗
目
花
色

の
し
め
は
な
い
ろ

薄
花
色

う
す
は
な
い
ろ

薄
花
桜

う
す
は
な
さ
く
ら

　「
阿
波
の
北
方
」
と
い
わ
れ
る
吉
野
川
流
域

の
平
野
部
で
は
、
昔
か
ら
藍
づ
く
り
が
行
わ
れ

て
お
り
、
江
戸
時
代
・
明
治
時
代
に
は
、
一
大

産
業
で
し
た
。
こ
れ
は
、
徳
島
の
気
候
と
土
地

が
藍
づ
く
り
に
適
し
て
い
た
か
ら
で
、
吉
野
川

の
影
響
が
大
き
く
あ
り
ま
し
た
。
今
で
も
こ
の

地
域
で
は
、
藍
づ
く
り
が
続
い
て
い
ま
す
。

　町
を
探
検
す
る
と
、「
藍
」
で
栄
え
た
跡
が

あ
ち
こ
ち
に
広
が
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、「
藍

屋
敷
」
と
呼
ば
れ
る
立
派
な
建
物
や
、
豊
か

さ
の
象
徴
で
あ
る
「
う
だ
つ
」
の
上
が
っ
た
町

並
み
な
ど
で
す
。
そ
し
て
、
徳
島
を
代
表
す
る

伝
統
芸
能
「
阿
波
踊
り
」
な
ど
も
「
藍
」
の
繁

栄
が
か
か
わ
っ
て
い
る
の
で
す
。

阿波踊り阿波踊り

あ

わ

き
た
か
た

あ
い

あ
い

あ
い

あ
い

あ
い

は
ん

な

あ
い

や
し
きし

ょ
う
ち
ょ
う

あ
と

え
い
き
ょ
う

え

ど

よ
し
の
が
わよ

し
の
が
わ

り
ゅ
う
い
き

あ

わ
お
ど

え
い

おどあ わあ わ おど

　「
藍
」
と
は
、
青
い
色
の
名
前
で
も
あ
り
ま
す
が
、
青
色
の
も

と
に
な
る
植
物
や
そ
れ
か
ら
つ
く
る
染
料
の
こ
と
で
す
。
世
界
中

に
色
ん
な
種
類
の
「
藍
」
が
あ
り
ま
す
。
私
た
ち
は
昔
か
ら
そ
れ

ら
を
使
っ
て
様
々
な
も
の
を
青
色
に
染
め
て
き
ま
し
た
。
江
戸
時

代
に
は
、
庶
民
の
服
や
暖
簾
な
ど
町
の
あ
ち
こ
ち
に
青
が

あ
ふ
れ
て
い
た
の
で
す
。

　藍
の
葉
か
ら
、
左
の
よ
う
な
工
程
で
藍
染
め
が
で
き
る
よ
う
に

な
り
ま
す
。

徳島では「蓼藍」と
いう種類の藍を栽
培しています。青
色の成分が含まれ
ている、葉の部分
を使用します。

藍の葉を発酵させ
てできるのが「蒅」
という染料です。「藍
師」と呼ばれる職人
が約100日間かけて
つくります。

蒅を使用して、「染
師」と呼ばれる職人
が藍染めの液を作
ります。この液に、
生地をつけると青
色に染まります。

あ
い

あ
い

せ
ん
り
ょ
う

そ

ぞ

え
ど

し
ょ
み
ん

の
れ
ん

あ
い

あ
い

たであい

あい さい

ばい

あい はっこう

すくも

あい

し

すくも そめ

し

あいぞ

ふく

物語の元は、「藍田灌水之図」などの史料です。江戸時代、
藍畑で作業をする若者が、苦労の末に立派な藍師・藍
商人になったお話がえがかれています。

え どらんでんかんすいのず

あいばたけ わかもの あいし あい
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藍って何？ 藍と私たちの町

　史料が残っていないため、確実なことは分

かりませんが、室町時代には徳島は「藍」

の一大産地だったと考えられています。

　室町時代中頃の文安 2 年（1445）に、

徳島から大量の「藍」が兵庫の港に運ばれ

たことが「兵庫北関入舩納帳」という古い文

書から分かっています。この時、徳島以外の

地域から藍が運ばれた記録はなく、ここから、

「藍」はすでに徳島の特産品となっていたと

いわれています。

徳島では、いつから
「藍」がつくられていたの？

江戸時代の中頃、徳島城下で開かれた
「藍大市」の様子です。幟や人の多さから、
にぎわっていたことが分かります。

「藍」でにぎわう徳島の様子

これらも全て「藍」に関係しています

実
は
、
私
た
ち
が
普
段
見
慣
れ
て
い

る
町
並
み
や
吉
野
川
、
さ
ら
に
は

阿
波
踊
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9 納戸－なんど 8薄花桜－うすはなさくら

藍畑での作業
藍
畑
で
は
、
手
間
と
時
間
を
か

け
て
丁
寧
に
藍
草
が
育
て
ら
れ

て
い
る
の
で
す
ね
。

　
藍
づ
く
り
は
、
3
月
上
旬
の
種
ま
き
か
ら

始
ま
り
ま
す
。
そ
の
後
、
肥
料
を
ま
い
た
り
、

除
草
、
害
虫
駆
除
と
大
変
な
作
業
が
続
く
の

で
す
。
梅
雨
明
け
頃
に
な
る
と
最
初
の
刈
り

取
り
、
7
月
か
ら
9
月
上
旬
に
か
け
て
２
回

目
・
３
回
目
の
刈
り
取
り
を
行
い
ま
す
。

※日本三大暴れ川

関東の利根川、九州の

筑後川、四国の吉野川の

こと。それぞれ「坂東太

郎」、「筑紫次郎」、「四国

三郎」と呼ばれています。

　藍屋敷内には「寝床」と呼ばれる藍染料の加工場があり、
ここでは藍師が蒅づくりをしていました。「寝床」の軒先には、
洪水時に脱出するための舟がつるされています。

　藍畑での大変な作業
の一つが害虫駆除。当
時は上のような農具を
使って葉についた虫を
払い落としていました。
人力での駆除はとても
根気のいる作業だった
でしょう。

ポイント

ポイント 藍屋敷の洪水対策

※

　
吉
野
川
は
「
四
国
三
郎
」
と
呼
ば
れ
る
「
日
本
三
大
暴
れ
川
」
の
一
つ
で
、

た
び
た
び
氾
濫
を
起
こ
し
ま
し
た
。
そ
の
際
、
洪
水
に
よ
っ
て
栄
養
豊
富
な
土

が
も
た
ら
さ
れ
た
た
め
、
川
の
流
域
は
藍
の
栽
培
に
ぴ
っ
た
り
だ
っ
た
の
で
す
。

　
当
時
、藍
師
・
藍
商
人
は
、「
藍
屋
敷
」
と
呼
ば
れ
る
立
派
な
建
物
に
暮
ら
し
、

仕
事
を
し
て
い
ま
し
た
。
屋
敷
に
は
、
こ
の
地
域
で
生
活
す
る
た
め
の
様
々
な

洪
水
対
策
が
見
ら
れ
ま
す
。

　洪水時に水につからないよう、高い石垣の上に建てられ
た藍屋敷があちこちにあります。石井町の田中家住宅では
最も高い所で 2m70cm の石垣があります。吉野川の中洲
にあり、たびたび洪水被害を受けた美馬市舞中島にも、高
く石垣を築いた住宅や寺が見られます。

高い石垣の上に建てられた屋敷
対策

藍屋敷（田中家住宅） 舞中島地区

①

いざという時の備え！脱出用の舟
対策

②

舟

寝床
寝床の軒先

（武知家住宅）

10人乗れる舟も！

たま

虫払箒

4~5 月頃：苗植え

６月頃：一面緑の藍畑

苗が20cm程に成長したら畑
に移植します。

当
時
の
人
は
、
洪
水
に
負
け
な
い
よ
う
に
、

屋
敷
に
色
ん
な
工
夫
を
し
て
暮
ら
し
て
い
た

ん
で
す
ね
。

あ い ば た け

あ
い
ば
た
け

こ
う
ず
い

や
し
き

く

て
い
ね
い

あ
い
く
さ

あ
い

じ
ょ
う
じ
ゅ
ん

よ
し
の
が
わ

は
ん
ら
ん

こ
う
ず
い

り
ゅ
う
い
き

あ
い

さ
い
ば
い

あ
い
し

あ
い

あ
い
や
し
き

く

し
こ
く
さ
ぶ
ろ
う

じ
ょ
う
じ
ゅ
ん

じ
ょ
そ
う

く
じ
ょ

ご
ろ

か

か

あいばたけ

ごろ なえ

なえ

ごろ あいばたけ

むしはらいほうき

あ い こ う ず い た い さ くや し き

や
し
き

こ
う
ず
い
た
い
さ
く

いしがき や し き

こうずいじ

あいやしき

いしがき

いしがき よしのがわ なかす

こうずいひがい み ま まいなかしま

いしがき

まいなかしまあいやしき

だっしゅつ ふね

あいやしき ね どこ あいせんりょう

あいし すくも ね どこ のきさき

こうずいじ だっしゅつ ふね

ふね
ふね

ね ど こ

ね ど こ

た け ち

のきさき

くじょ

くじょ

はら

とねがわ

ちくごがわ よしのがわ

ばんどうた

ろう つくしじろう しこく

さぶろう
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くじょ

はら

とねがわ

ちくごがわ よしのがわ

ばんどうた

ろう つくしじろう しこく

さぶろう

マン�阿波_[001-024].indd   11マン�阿波_[001-024].indd   11 2021/03/03   15:472021/03/03   15:47



11 熨斗目花色－のしめはないろ 10鉄－てつ

マン�阿波_[001-024].indd   12マン�阿波_[001-024].indd   12 2021/03/03   15:472021/03/03   15:47



11 熨斗目花色－のしめはないろ 10鉄－てつ

マン�阿波_[001-024].indd   13マン�阿波_[001-024].indd   13 2021/03/03   15:472021/03/03   15:47



1213 藍錆－あいさび 藍－あい

寝床での蒅づくり
　阿
波
の
北
方
で
は
、
江
戸
時
代
か
ら
変
わ
る
こ
と
の
な
い
蒅
づ
く
り
を
今
も

見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。「
藍
師
」
が
手
が
け
る
蒅
づ
く
り
は
、
美
し
い
藍
の
色

を
出
す
た
め
の
、
大
事
な
工
程
で
す
。

　藍
づ
く
り
に
全
身
全
霊
で
取
り
組
む
職
人

に
よ
っ
て
、阿
波
藍
は
伝
え
ら
れ
て
い
き
ま
す
。

藍師

ポイント

葉
を
収
穫
し
た
ら
、い
よ
い
よ
寝
床
で
の「
蒅
」づ
く
り
！

完
成
す
る
ま
で
色
ん
な
工
程
が
あ
る
み
た
い
で
す
。

寝せ込みから約100日後、発酵を
経て、蒅が完成します。

「ふとん」をかける

寒くなる10 月下旬頃からは、葉藍
に「ふとん」と呼ばれる筵をかけて
保温しながら、発酵させます。

藍粉成し

9~12 月頃：寝せ込み

葉藍の収穫

◀
水
を
か
け
る
様
子

▶
切
り
返
し
の
様
子

阿波藍を守る職人ポイント

だんだん完成に
近づいてきました!

染師

　藍師は、発酵熱で 60~70 度まで熱
くなる葉藍の切り返しを、素足に半ズ
ボンで行います。普通の人ならたえら
れない熱さですが、「藍師は肌で感じ
て仕事をしろ」という先祖からの教えを
大切にしているのです。

し
ゅ
う
か
く

ね
ど
こ

す
く
も

あ

わ

き
た
か
た

え

ど

す
く
も

す
く
も

あ
い

あ
い
し

はあい

あ い こ な

しゅうかく

くきと葉に選別し、葉を約 2 日間
乾燥させます。
かんそう

ころ ね こ

げじゅんころ はあい

むしろ

はっこう

ね こ はっこう

すくも

ね ど こ す く も

あ わ あ い

あ
い

ぜ
ん
れ
い

あ

わ
あ
い

あ い しそ め し

あ いし はっこう

はあい

あ いし はだ

12 月上旬以降：「蒅」の完成

寝床に広げた葉藍に水をかけ、そし
て混ぜ合わせる作業（切り返し）を
くり返すことで、葉藍を発酵させます。

伝
統
を
受
け
継
ぐ
職
人
が
、

今
も
藍
を
つ
く
り
続
け
て
い
ま
す
。

　藍師がつくった蒅を使い、染師は様々
な物をきれいな青に染めます。「灰汁発酵
建て」という染液づくりでは、化学薬品を
一切使わず、灰汁・ふすまなどの天然材
料で染液を作ります。染師の青く染まった
手から、藍染めへの思いが読み取れます。

つ

あ
い

ね どこ はあい

はあい はっこう

じょうじゅんいこう すくも

あ いし そめしすくも

そ

だ

あ く はっこう

あ く

せんえき

せんえき そ めし

あいぞ
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1213 藍錆－あいさび 藍－あい
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寒くなる10 月下旬頃からは、葉藍
に「ふとん」と呼ばれる筵をかけて
保温しながら、発酵させます。
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葉藍の収穫

◀
水
を
か
け
る
様
子

▶
切
り
返
し
の
様
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阿波藍を守る職人ポイント

だんだん完成に
近づいてきました!

染師

　藍師は、発酵熱で 60~70 度まで熱
くなる葉藍の切り返しを、素足に半ズ
ボンで行います。普通の人ならたえら
れない熱さですが、「藍師は肌で感じ
て仕事をしろ」という先祖からの教えを
大切にしているのです。
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12 月上旬以降：「蒅」の完成

寝床に広げた葉藍に水をかけ、そし
て混ぜ合わせる作業（切り返し）を
くり返すことで、葉藍を発酵させます。

伝
統
を
受
け
継
ぐ
職
人
が
、

今
も
藍
を
つ
く
り
続
け
て
い
ま
す
。

　藍師がつくった蒅を使い、染師は様々
な物をきれいな青に染めます。「灰汁発酵
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料で染液を作ります。染師の青く染まった
手から、藍染めへの思いが読み取れます。
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15 搗色－かちいろ 14紺青－こんじょう

阿波踊り 　江
戸
時
代
の
お
座
敷
で
は
、
よ
く
盆
踊
り
の
唄
が
う
た
わ
れ
て
い
ま
し

た
。
全
国
で
活
躍
し
て
い
た
藍
商
人
は
、
こ
れ
に
各
地
の
民
謡
な
ど
の
音

楽
を
ミ
ッ
ク
ス
さ
せ
ま
し
た
。
こ
う
し
て
出
来
上
が
っ
た
の
が
今
の
「
阿
波

踊
り
」
で
す
。

　ま
た
、
芸
事
を
好
ん
だ
藍
商
人
は
、
た
び
た
び
人
形
座
を
招
い
て
人
形

芝
居
を
楽
し
み
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
「
阿
波
人
形
浄
瑠
璃
」
や
阿
波

木
偶
「
三
番
叟
ま
わ
し
」
の
よ
う
な
木
偶
文
化
も
発
展
し
た
の
で
す
。

藍商人の裕福な暮らし
阿
波
の
藍
を
質
・
量
と
も
に
日
本
一
に
成
長
さ

せ
た
「
藍
商
人
」
の
暮
ら
し
が
気
に
な
り
ま
す
。

ポイント

ポイント 藍商人が育てた芸事
「
お
接
待
」
を
盛
り
上
げ
る
た
め
に
も
、
芸
事
は

と
て
も
大
事
な
ん
で
す
ね
。「
藍
商
人
」
が
育
て

た
芸
事
に
は
何
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
？

藍屋敷の中（奥村家住宅）

まるでお城のよう！ここで商人をもてなしたのですね。

　徳
島
藩
の
支
援
や
藍
商
人
の
活
躍
の
お
か
げ
で
、
全
国

で
高
い
評
価
を
受
け
た
阿
波
の
藍
。
藍
栽
培
か
ら
販
売
ま

で
手
が
け
た
藍
商
人
は
、
立
派
な
藍
屋
敷
を
建
て
、
藍
の

買
い
付
け
に
来
た
全
国
各
地
の
商
人
を
最
大
限
に
も
て
な

し
ま
し
た
。
そ
ん
な
藍
商
人
た
ち
が
築
い
た
屋
敷
が
立
ち

並
ぶ
の
が
「
う
だ
つ
の
町
並
み
」
で
す
。
豊
か
さ
を
競
う

か
の
よ
う
に
豪
華
な
装
飾
が
な
さ
れ
て
お
り
、
当
時
の
裕

福
な
暮
ら
し
が
う
か
が
わ
れ
ま
す
。

うだつの
町並み

うだつ

阿波人形浄瑠璃
　義太夫節の浄瑠璃と三味線、三
人遣い（一体の人形を三人で操る）
の人形の三者で演じる人形芝居。
大きく光沢のある人形を使い、「阿
波の手」といわれる大きな振りで演
じられます。

あ わ じ ょ う る り

阿波木偶「三番叟まわし」
  2つの木箱に４体の木偶を入れて、
人形遣いと鼓打ちの二人が一組に
なって行う芸能です。正月行事とし
て親しまれ、藍商の屋敷にも訪れ
て、寝床で藍の神様に奉納します。

あ わ で こ さ ん ば そう

あ い ゆ う ふ く く

あ
い

あ
い

く

あ

わ
は
ん

し
え
ん

あ
い

か
つ
や
く

え

ど

ざ
し
き

か
つ
や
く

お
ど

あ
い

み
ん
よ
う

あ

わ

ぼ
ん
お
ど

う
た

あ
い

あ
い
さ
い
ば
い

は
ん
ば
い

あ

わ

あ
い

あ
い

あ
い

や
し
き

あ
い

や
し
き

な
ら

く

ふ
く

な

ご
う
か

ゆ
う

そ
う
し
ょ
く

あい や しき おくむら

な

あ い

あ
い

あ
い

し
ば
い

で

こ

で

こ

は
っ
て
ん

さ
ん
ば
そ
う

ざ

あ

わ

あ

わ

じ
ょ
う
る
り

あ わ おど

ぎ だ ゆ う じょうるり しゃみせんぶし

づか あやつ

しばい

こうたく あ

わ ふ

づか つづみ

あいしょう やしき おとず

ねどこ あい ほうのう

で こ

　今の阿波踊りには各地の様々な
要素が取り入れられています。上
方（現在の大阪）や九州、関東、
三重などの文化の影響を受けてお
り、全国で活躍した藍商人の姿を
感じることができます。

豊かさの象徴「うだつ」が上がる町
　屋敷の2 階の端に設けられた「うだつ」は、もとも
と火事の延焼を防ぐ防火壁でした。次第に豪華な
装飾がなされ、豊かさの象徴となりました。

しょうちょう

や しき はし

えんしょう ごうか

そうしょく しょうちょう

へき

あ わ おど

えいきょう

かつやく あい

かみ

がた
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15 搗色－かちいろ 14紺青－こんじょう
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「
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を
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る
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に
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、
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で
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」
が
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て

た
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事
に
は
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が
あ
る
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で
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藍屋敷の中（奥村家住宅）
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じられます。

あ わ じ ょ う る り

阿波木偶「三番叟まわし」
  2つの木箱に４体の木偶を入れて、
人形遣いと鼓打ちの二人が一組に
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へき

あ わ おど

えいきょう

かつやく あい

かみ

がた
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藍
の
ふ
る
さ
と 

阿
波

私
た
ち
の
町
の
日
本
遺
産
ス
ト
ー
リ
ー
を
ま
と
め
ま
し
た
！

に

ほ

ん

い

さ

ん

あ

い

あ

わ

そ

し
こ
う

た
ず

〜
日
本
中
を
染
め
上
げ
た
至
高
の
青
を
訪
ね
て
〜

藍
の
里
の
景
観
と
風
土

阿
波
藍
の
流
通
と
繁
栄

徳
島
市
・
吉
野
川
市
・
阿
波
市
・
美
馬
市
・

石
井
町
・
北
島
町
・
藍
住
町
・
板
野
町
・

上
板
町

徳島県

　古
く
か
ら
日
本
人
の
生
活
に
深
く
か
か
わ
り
、
日
本
を
代
表
す
る
色
彩

で
あ
る
「
藍
」。
明
治
時
代
に
日
本
を
訪
れ
た
外
国
人
は
日
本
中
に
「
藍
」

で
染
め
ら
れ
た
衣
服
が
溢
れ
て
い
る
こ
と
に
驚
き
、「
こ
の
国
は
神
秘
的
な

ブ
ル
ー
に
満
ち
た
国
」
と
絶
賛
し
ま
し
た
。
そ
の
神
秘
的
な
ブ
ル
ー
を
生

み
だ
し
て
い
た
の
が
「
阿
波
の
北
方
」
と
い
わ
れ
る
徳
島
県
北
部
の
吉
野

川
流
域
で
す
。
こ
の
地
域
は
日
本
一
の
藍
染
料
＝「
蒅
」
の
産
地
で
、
今
も

職
人
が
伝
統
の
技
で
蒅
づ
く
り
を
行
い
、
日
本
の
染
織
文
化
を
支
え
続
け

て
い
る
藍
の
ふ
る
さ
と
で
す
。

藍
染
料
、「
蒅
」
づ
く
り
の
技

▶
奥
村
家
住
宅

▶
藍
の
葉
に
水
を
か
け
る
藍
師

▶
藍
畑

▶
藍
の
葉
を
切
り
返
す
藍
師

▶｢

寝
床｣

の
軒
先
に

　つ
ら
れ
た
舟

▶
阿
波
踊
り

▶
阿
波
人
形
浄
瑠
璃

▶
う
だ
つ
の
町
並
み

▶
吉
野
川

し
き
さ
い

あ
い

そ

あ
ふ

お
ど
ろ

し
ん
ぴ

し
ん
ぴ

あ
い

お
と
ず

あ

わ

き
た
か
た

よ
し
の

が
わ
り
ゅ
う
い
き

あ
い
せ
ん
り
ょ
う

す
く
も

す
く
も

せ
ん
し
ょ
く

あ
い

あ
い

あ
い

せ
ん
り
ょ
う

す
く
も

あ
い

あ

わ

は
ん
え
い

お
く
む
ら

よ
し
の
が
わ

ね
ど
こ

の
き
さ
き

ふ
ね

あ
い
ば
た
け

あ
い

あ
い
し

あ
い

あ
い
し

あ
わ

あ
わ

お
ど

じ
ょ
う
る
り

な

よ
し
の
が
わ

あ

わ

み

ま

あ
い
ず
み

用
の
舟
が
つ
り
下
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
、
蒅

づ
く
り
の
技
術
を
受
け
継
い
で
き
た
藍
の
ふ
る
さ
と

の
風
景
で
す
。

　阿
波
の
北
方
で
は
、
江
戸
時
代
か
ら
変
わ
る
こ

と
の
な
い
伝
統
的
な
蒅
づ
く
り
を
今
も
見
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
初
春
、
種
を
ま
き
、
梅
雨
明
け
頃

に
は
一
面
緑
の
藍
畑
が
広
が
り
ま
す
。
初
夏
に
収
穫

し
た
藍
の
葉
を
細
か
く
刻
み
、
乾
燥
さ
せ
、
発
酵

さ
せ
る
こ
と
で
蒅
が
出
来
上
が
り
ま
す
。「
寝
床
」

で
は
、
積
み
上
げ
ら
れ
た
藍
の
葉
に
水
を
打
ち
、

混
ぜ
る
作
業
が
秋
か
ら
冬
に
か
け
て
何
度
も
く
り

返
さ
れ
ま
す
。
そ
こ
に
は
、
全
力
で
美
し
い
色
を
出

す
蒅
を
つ
く
る
職
人
の
姿
が
あ
り
ま
す
。

　藍
の
葉
の
発
酵
温
度
は
や
が
て
60
度
を
超
え
、
作

業
中
の
寝
床
の
中
は
も
う
も
う
と
湯
気
が
た
ち
こ

め
、
暖
か
い
空
気
と
刺
激
的
な
臭
い
で
い
っ
ぱ
い
に

な
り
ま
す
。
そ
の
温
度
と
臭
い
は
蒅
の
仕
上
が
り
を

知
る
目
安
で
す
。
そ
し
て

１２
月
上
旬
以
降
、
黒
い
土

の
塊
の
よ
う
な
姿
に
な
り
、蒅
が
出
来
上
が
り
ま
す
。

  

徳
島
県
北
部
を
東
西
に
流
れ
る
吉
野
川
の
流
域
で

は
、
高
い
石
垣
で
か
さ
上
げ
さ
れ
た
大
き
な
屋
敷
が

あ
ち
こ
ち
に
見
ら
れ
ま
す
。

　お
城
を
思
わ
せ
る
こ
の
屋
敷
は
「
藍
屋
敷
」
と

呼
ば
れ
こ
の
地
域
を
象
徴
し
ま
す
。「
藍
屋
敷
」
は

「
藍
師
」
や
「
藍
商
人
」
の
住
居
・
仕
事
・
商
談
の

場
で
あ
り
、
こ
こ
か
ら
多
く
の
蒅
が
全
国
に
送
り
出

さ
れ
ま
し
た
。
暴
れ
川
で
あ
っ
た
吉
野
川
の
流
域
で

は
、
た
び
た
び
洪
水
が
起
こ
り
、
人
々
に
大
き
な

被
害
を
与
え
ま
し
た
。
し
か
し
、
洪
水
に
よ
っ
て

養
分
が
豊
富
な
土
が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
の
地
域
は
、

藍
の
栽
培
に
適
し
た
土
地
だ
っ
た
の
で
す
。

　室
町
時
代
に
は
、
藍
が
こ
の
地
域
の
特
産
だ
っ

た
と
い
わ
れ
、
江
戸
時
代
に
入
る
と
、
徳
島
藩
が

藍
の
生
産
を
支
援
し
、
積
極
的
に
品
質
向
上
に
努

め
ま
し
た
。
品
質
が
高
ま
っ
た
阿
波
の
蒅
は「
本
藍
」

と
呼
ば
れ
全
国
で
人
気
と
な
り
ま
し
た
。

　阿
波
の
藍
師
や
藍
商
人
た
ち
は
、
蒅
を
買
い
に

来
る
全
国
各
地
の
商
人
た
ち
を
最
大
限
に
も
て
な

し
、
信
用
を
得
る
た
め
に
競
っ
て
豪
華
な
屋
敷
を

構
え
、
接
待
に
多
く
の
金
を
使
い
ま
し
た
。
立
派

な
「
藍
屋
敷
」
が
多
く
あ
る
の
は
、
こ
う
し
た
歴

史
が
理
由
で
す
。「
藍
屋
敷
」
に
は
蒅
の
加
工
場
で

あ
る
「
寝
床
」
が
今
も
残
り
、
洪
水
の
時
の
脱
出

　全
国
で
評
価
さ
れ
た
阿
波
の
蒅
。
阿
波
の
藍
商

人
も
ま
た
全
国
規
模
で
活
躍
し
ま
し
た
。
藍
商
人

た
ち
は
富
を
得
る
だ
け
で
な
く
、
各
地
の
文
化
を

阿
波
に
持
ち
帰
り
ま
し
た
。
そ
こ
か
ら
阿
波
独
自

の
文
化
に
発
展
し
、
今
の
阿
波
踊
り
と
な
り
ま
す
。

　ま
た
、
芸
事
を
好
み
、
金
銭
を
惜
し
ま
な
か
っ

た
阿
波
の
藍
商
人
が
た
び
た
び
人
形
芝
居
を
楽
し

ん
だ
こ
と
か
ら
「
阿
波
人
形
浄
瑠
璃
」
な
ど
の
木

偶
文
化
が
繁
栄
し
ま
し
た
。
今
で
も
年
明
け
に
は

「
三
番
叟
ま
わ
し
」
が
藍
屋
敷
を
訪
ね
て
芸
を
行
っ

て
い
ま
す
。

　脇
町
に
は
、
藍
豪
商
が
築
い
た
「
う
だ
つ
の
町

並
み
」
が
残
り
ま
す
。
本
来
防
火
の
た
め
に
作
ら

れ
た
「
う
だ
つ
」
は
、
豊
か
さ
を
競
う
か
の
よ
う

に
豪
華
な
装
飾
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
美
し
い
う

だ
つ
の
上
が
っ
た
町
並
み
や
、
敷
地
内
に
船
着
き

場
ま
で
つ
く
ら
れ
た
豪
商
の
屋
敷
を
見
る
と
、
藍

で
栄
え
た
当
時
の
暮
ら
し
ぶ
り
が
う
か
が
え
ま
す
。

そ
し
て
、
年
の
暮
れ
に
は
藍
景
気
を
唄
う
「
三
味

線
餅
つ
き
」
の
軽
快
な
リ
ズ
ム
が
当
時
の
に
ぎ
わ
い

を
伝
え
て
い
ま
す
。

よ
し
の
が
わ

り
ゅ
う
い
き

い
し
が
き

や
し
き

や
し
き

や
し
き

あ
い

や
し
き

し
ょ
う
ち
ょ
う

あ
い

あ
い
し

あ
い

す
く
も

よ
し
の
が
わ

り
ゅ
う
い
き

こ
う
ず
い

こ
う
ず
い

ひ
が
い

あ
た

あ
い

さ
い
ば
い

あ
い

え

ど

は
ん

あ
い

し
え
ん

あ

わ

す
く
も

ほ
ん
あ
い

あ

わ

あ
い
し

あ
い

ご
う
か

や
し
き

や
し
き

あ
い

や
し
き

あ
い

す
く
も す

く
も

ね
ど
こ

こ
う
ず
い

だ
っ
し
ゅ
つ

ふ
ね

す
く
も

つ

あ
い

あ

わ

き
た
か
た

え

ど

す
く
も

し
ょ
し
ゅ
ん

ご
ろ

あ
い
ば
た
け

し
ょ
か

し
ゅ
う
か
く

あ
い

き
ざ

か
ん
そ
う

は
っ
こ
う

す
く
も

ね
ど
こ

あ
い

す
く
も

あ
い

は
っ
こ
う

ね
ど
こ

あ
た
た

し
げ
き

に
おす

く
も

す
く
も

じ
ょ
う
じ
ゅ
ん

い
こ
う

か
た
ま
り

あ

わ

あ

わ

す
く
も

あ
い

あ
い

き

ぼ

か
つ
や
く

あ

わ

あ

わ

あ

わ
お
ど

き
ん
せ
ん

お

は
っ
て
ん

あ

わ

し
ば
い

あ
い

あ

わ

は
ん
え
い

さ
ん
ば
そ
う

じ
ょ
う
る
り

で

こ

や
し
き

た
ず

わ
き
ま
ち

な

ご
う
か

そ
う
し
ょ
く

あ
い

ご
う
し
ょ
う

あ
い

な

く
く

し
き
ち

ご
う
し
ょ
う

や
し
き

あ
い

あ
い

う
た

し
ゃ
み

に
お

せ
ん
も
ち
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の
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る
さ
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私
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の
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の
日
本
遺
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ス
ト
ー
リ
ー
を
ま
と
め
ま
し
た
！

に

ほ
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い
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ん

あ

い

あ
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そ

し
こ
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た
ず

〜
日
本
中
を
染
め
上
げ
た
至
高
の
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藍
の
里
の
景
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波
藍
の
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通
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繁
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井
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　古
く
か
ら
日
本
人
の
生
活
に
深
く
か
か
わ
り
、
日
本
を
代
表
す
る
色
彩

で
あ
る
「
藍
」。
明
治
時
代
に
日
本
を
訪
れ
た
外
国
人
は
日
本
中
に
「
藍
」

で
染
め
ら
れ
た
衣
服
が
溢
れ
て
い
る
こ
と
に
驚
き
、「
こ
の
国
は
神
秘
的
な

ブ
ル
ー
に
満
ち
た
国
」
と
絶
賛
し
ま
し
た
。
そ
の
神
秘
的
な
ブ
ル
ー
を
生

み
だ
し
て
い
た
の
が
「
阿
波
の
北
方
」
と
い
わ
れ
る
徳
島
県
北
部
の
吉
野

川
流
域
で
す
。
こ
の
地
域
は
日
本
一
の
藍
染
料
＝「
蒅
」
の
産
地
で
、
今
も

職
人
が
伝
統
の
技
で
蒅
づ
く
り
を
行
い
、
日
本
の
染
織
文
化
を
支
え
続
け

て
い
る
藍
の
ふ
る
さ
と
で
す
。

藍
染
料
、「
蒅
」
づ
く
り
の
技

▶
奥
村
家
住
宅

▶
藍
の
葉
に
水
を
か
け
る
藍
師

▶
藍
畑

▶
藍
の
葉
を
切
り
返
す
藍
師

▶｢

寝
床｣

の
軒
先
に

　つ
ら
れ
た
舟

▶
阿
波
踊
り

▶
阿
波
人
形
浄
瑠
璃

▶
う
だ
つ
の
町
並
み

▶
吉
野
川

し
き
さ
い

あ
い

そ

あ
ふ

お
ど
ろ

し
ん
ぴ

し
ん
ぴ

あ
い

お
と
ず

あ

わ

き
た
か
た

よ
し
の

が
わ
り
ゅ
う
い
き

あ
い
せ
ん
り
ょ
う

す
く
も

す
く
も

せ
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し
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あ
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あ
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あ
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せ
ん
り
ょ
う

す
く
も

あ
い

あ

わ

は
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え
い

お
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む
ら

よ
し
の
が
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ね
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こ

の
き
さ
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ふ
ね

あ
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ば
た
け
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し

あ
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あ
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し

あ
わ

あ
わ

お
ど

じ
ょ
う
る
り

な

よ
し
の
が
わ

あ

わ

み

ま

あ
い
ず
み

用
の
舟
が
つ
り
下
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
、
蒅

づ
く
り
の
技
術
を
受
け
継
い
で
き
た
藍
の
ふ
る
さ
と

の
風
景
で
す
。

　阿
波
の
北
方
で
は
、
江
戸
時
代
か
ら
変
わ
る
こ

と
の
な
い
伝
統
的
な
蒅
づ
く
り
を
今
も
見
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
初
春
、
種
を
ま
き
、
梅
雨
明
け
頃

に
は
一
面
緑
の
藍
畑
が
広
が
り
ま
す
。
初
夏
に
収
穫

し
た
藍
の
葉
を
細
か
く
刻
み
、
乾
燥
さ
せ
、
発
酵

さ
せ
る
こ
と
で
蒅
が
出
来
上
が
り
ま
す
。「
寝
床
」

で
は
、
積
み
上
げ
ら
れ
た
藍
の
葉
に
水
を
打
ち
、

混
ぜ
る
作
業
が
秋
か
ら
冬
に
か
け
て
何
度
も
く
り

返
さ
れ
ま
す
。
そ
こ
に
は
、
全
力
で
美
し
い
色
を
出

す
蒅
を
つ
く
る
職
人
の
姿
が
あ
り
ま
す
。

　藍
の
葉
の
発
酵
温
度
は
や
が
て
60
度
を
超
え
、
作

業
中
の
寝
床
の
中
は
も
う
も
う
と
湯
気
が
た
ち
こ

め
、
暖
か
い
空
気
と
刺
激
的
な
臭
い
で
い
っ
ぱ
い
に

な
り
ま
す
。
そ
の
温
度
と
臭
い
は
蒅
の
仕
上
が
り
を

知
る
目
安
で
す
。
そ
し
て

１２
月
上
旬
以
降
、
黒
い
土

の
塊
の
よ
う
な
姿
に
な
り
、蒅
が
出
来
上
が
り
ま
す
。

  

徳
島
県
北
部
を
東
西
に
流
れ
る
吉
野
川
の
流
域
で

は
、
高
い
石
垣
で
か
さ
上
げ
さ
れ
た
大
き
な
屋
敷
が

あ
ち
こ
ち
に
見
ら
れ
ま
す
。

　お
城
を
思
わ
せ
る
こ
の
屋
敷
は
「
藍
屋
敷
」
と

呼
ば
れ
こ
の
地
域
を
象
徴
し
ま
す
。「
藍
屋
敷
」
は

「
藍
師
」
や
「
藍
商
人
」
の
住
居
・
仕
事
・
商
談
の

場
で
あ
り
、
こ
こ
か
ら
多
く
の
蒅
が
全
国
に
送
り
出

さ
れ
ま
し
た
。
暴
れ
川
で
あ
っ
た
吉
野
川
の
流
域
で

は
、
た
び
た
び
洪
水
が
起
こ
り
、
人
々
に
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。
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。
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入
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