
一
度
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消
え
た
手
仕
事
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山
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高
根
町
日
和
田（
ひ
わ

だ
）地
区
。
こ
こ
に
産
ま
れ
育
っ

た
上
嶋
さ
の
子
さ
ん
は
、
夫
婦

で
名
産
品
「
タ
カ
ネ
コ
ー
ン
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を
生
産
す
る
か
た
わ
ら
、
一
度

は
途
絶
え
た
伝
統
的
な
生
活
必

需
品
で
あ
る
「
わ
ら
び
縄
」
を

復
活
さ
せ
ま
し
た
。

　標
高
千
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る

日
和
田
高
原
で
は
稲
が
育
ち
に

く
い
こ
と
か
ら
、
稲
藁
で
な
く

わ
ら
び
根
を
使
っ
た
縄
作
り
が

農
閑
期
の
仕
事
の
一
つ
で
し
た
。

　昭
和
中
期
に
は
作
ら
れ
な
く
な

り
ま
し
た
が
、
丈
夫
で
変
質
し
に

く
い
わ
ら
び
縄
を
造
園
の
資
材
と

し
て
求
め
る
声
が
あ
っ
た
こ
と
を

き
っ
か
け
に
、
祖
父
母
が
囲
炉
裏

ば
た
で
縄
を
作
る
の
を
眺
め
た
子

ど
も
時
代
の
記
憶
を
思
い
出
し
な

が
ら
、
試
行
錯
誤
の
上
作
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
と
い
い
ま
す
。

わ
ら
び
縄 

作
り
手

か

み

し

ま

　

　

　

　

こ

こ
ん
に
固
い
わ
ら
び
の
根
を

　素
手
で
縄
に
す
る
ん
や
で
大
変
や
よ

じ
い
ち
ゃ
ん
や
ば
あ
ち
ゃ
ん
も

　
　き
っ
と
苦
労
し
た
ん
や
ろ
う
な

上
嶋 

さ
の
子
さ
ん

高山市
高根町

高原
で育
つわらびの利用

高根町日和田地区では

高い標高でも育つ「わらび」から

手間ひまをかけて

食料や道具を生み出してきました。

わらびの根からとれる
澱粉は希少な栄養源。

わらび粉をとった残り
の繊維を縄作りに利用
します。

わらびの根から作られた固く丈夫
な縄は、古くから造園や建築の資
材として利用されてきました。
手でより合わせ、２時間ほどかけて
約6メートルの長さに仕上げます。



固い繊維をより合わせて

作られるわらび縄は

丈夫で変質しにくく

長持ちするのが特長です。

いま、

  伝えたいこと
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文
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大
森 

貴
絵
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企
　
画
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山
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）
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記
憶
を
頼
り
に
再
現

　
日
和
田
地
区
で
は
昭
和
31
年

頃
ま
で
、
和
菓
子
な
ど
に
利
用

す
る
「
わ
ら
び
粉
」
作
り
が
行

わ
れ
て
い
ま
し
た
。
粉
を
と
っ

た
後
の
根
を
利
用
し
て
作
ら
れ

た
の
が
「
わ
ら
び
縄
」
で
す
。

　
丈
夫
で
水
に
強
く
長
持
ち
す
る

た
め
竹
垣
な
ど
に
利
用
さ
れ
、
京

都
の
「
桂
離
宮
」
な
ど
有
名
な
庭

園
で
も
使
わ
れ
た
よ
う
で
す
。

　
冬
に
な
る
と
囲
炉
裏
を
囲
ん

で
、
祖
父
母
と
叔
父
が
わ
ら
び

縄
を
作
っ
て
い
た
光
景
を
覚
え

て
い
ま
す
。
当
時
８
歳
く
ら
い

だ
っ
た
た
め
、
売
り
物
に
触
る

こ
と
は
許
さ
れ
ず
、
手
ほ
ど
き

を
受
け
る
こ
と
は
な
い
ま
ま
、

作
り
手
は
い
な
く
な
り
ま
し
た
。

　
そ
れ
か
ら
数
十
年
、
わ
ら
び

縄
は
遠
い
思
い
出
と
な
っ
て
い

ま
し
た
が
、
平
成
25
年
頃
に
東

京
か
ら
来
て
わ
ら
び
粉
作
り
を

始
め
た
方
か
ら
依
頼
さ
れ
て
、

挑
戦
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　
作
業
は
藁
縄
と
同
じ
要
領
で

す
が
、
丈
夫
な
わ
ら
び
の
根
は

よ
く
叩
い
て
柔
ら
か
く
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。
鉄
製
の
機
械

で
は
繊
維
が
切
れ
て
し
ま
う
た

め
、
昔
な
が
ら
の
水
車
を
利
用

し
て
、
木
槌
で
な
め
ら
か
に
し

た
材
料
を
使
用
し
ま
す
。

家
族
の
苦
労
を
想
っ
て

　
固
い
わ
ら
び
の
根
に
は
悪
戦

苦
闘
し
ま
し
た
。
時
に
は
手
が

マ
メ
だ
ら
け
に
な
り
な
が
ら
も
、

６
メ
ー
ト
ル
の
縄
を
仕
上
げ
て

商
品
と
し
て
納
め
る
こ
と
が
出

来
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
夜
な
べ
を
し
て
作
っ
て
い
た

家
族
も
、
き
っ
と
大
変
だ
っ
た

だ
ろ
う
と
、
子
ど
も
の
頃
は
分

か
ら
な
か
っ
た
苦
労
を
身
を
以

て
感
じ
て
い
ま
す
。

日和田でわらび縄を作る者はわたしだけで、ほかには一人も

おりません。

興味がある人もおるもんで、講習会を計画したこともあった

んやけど、実現しとらん。今はコロナ禍もあるで難しいな。

固いわらびの根を素手で仕上げるんやで、手は痛くなるし、

とても大変な作業やけど、欲しいと頼まれれば、元気がある

うちは引き受けようと思っとるよ。

わらび縄 作り手 上嶋 さの子 さん

日本庭園の垣根に使う竹を縛って固定
する用途など、雨風にあたる屋外でも
使われてきました。

家屋や蔵などの土壁の下地として塗り
込める竹組を固定するために使われて
いました。

（こまいなわ）（たけがき）

わらび縄の

活用いろいろ


