
鶉
織
と
鶉　

　

邑
楽
町
の
地
場
産
業
と
し
て
戦
前
盛
ん
だ
っ

た
中
野
絣
（
な
か
の
が
す
り
）
に
は
、
古
い
歴

史
が
あ
り
ま
し
た
。
大
正
時
代
に
は
「
西
の
大

和
絣
、
東
の
中
野
絣
」
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
で
し

た
。

　

こ
の
中
野
絣
の
起
源
は
、
遠
い
鎌
倉
時
代
。

そ
の
頃
す
で
に
綿
の
縞し

ま

織
が
織
ら
れ
て
い
た
そ

う
で
、
主
に
浴
衣
地
と
し
て
広
く
愛
用
さ
れ
た

よ
う
で
す
。

　

こ
れ
を
人
々
は
鶉
織
と
呼
び
ま
し
た
。
そ
も

そ
も
鶉
織
と
は
木
綿
織
が
鶉
の
里
で
織
ら
れ
て

い
た
の
で
、
生
産
地
の
里
名
を
と
っ
て
名
付
け

た
と
い
う
話
が
あ
り
ま
す
。

　

し
か
し
、
こ
れ
は
そ
れ
よ
り
昔
の
ま
だ
鶉
と

い
う
地
名
の
な
い
こ
ろ
の
話
で
あ
り
ま
す
。
木

綿
の
縞
織
の
技
術
を
編
み
出
し
た
里
の
女
た
ち

は
冬
の
仕
事
と
し
て
は
、
も
っ
ぱ
ら
織
物
に
専

念
し
て
い
ま
し
た
。

　

あ
る
静
か
な
暖
か
い
朝
、
機
織
り
場
近
く
の

木
に
数
羽
の
鳥
が
飛
来
し
て
羽
を
休
め
て
い
ま

し
た
。
織
り
子
た
ち
は
こ
の
鳥
の
羽
の
色
が
地

味
で
、
自
分
た
ち
の
織
っ
て
い
る
縞
織
と
似
て

い
る
こ
と
に
気
付
き
ま
し
た
。

　

そ
の
鳥
の
名
が
ウ
ズ
ラ
と
い
う
名
で
あ
る
こ

と
を
知
っ
た
織
り
子
た
ち
は
、誰
言
う
と
な
く
、

自
分
た
ち
の
織
っ
て
い
る
縞
織
を
鶉
織
と
呼
ぶ

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

あ
る
い
は
鶉
織
の
盛
ん
な
場
所
で
あ
っ
た

と
こ
ろ
か
ら
、
こ
の
地
を
鶉
と
呼
ぶ
よ
う
に

な
っ
た
の
だ
ろ
う
と
い
う
者
も
い
ま
す
。

　

別
に
地
名
の
起
こ
り
に
つ
い
て
は
、
鎌
倉
時

代
、
足
利
の
庄
の
館
に
住
ん
で
い
た
足
利
義
兼

が
命
名
し
た
と
い
う
説
も
あ
り
ま
す
。
い
ず
れ

に
し
て
も
、
鶉
の
地
名
の
起
こ
り
は
足
利
時
代

に
さ
か
の
ぼ
れ
そ
う
で
す
。
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平成29年1月8日の成人式典に、受付＆広報委員として参加しました。
新成人の皆さんのキラキラした表情と、色とりどりの晴れやかな着物
に、なぜかものすごくワクワクし興奮状態に。会場に溢れる新しい風
もビシビシと肌で感じられました。▶新しいと言えば今年の「立春」は
2月4日ですが、旧暦でいうとお正月のような扱いになるので、前日の
節分は大晦日にあたるそうです。なので豆まきや柊鰯などで邪気を払
うのですね。▶「立春」と言っても1年で最も寒さが厳しい頃です。で
も、ふと見上げた木々の枝先には膨らんできた花の蕾を見ることが多
くなってきて春の息吹を感じられます。▶今年の恵方は北北西。恵方
巻きにかぶりつきながら、どんなことをお願いしようかなぁ（久保田）

ひとりごと　From editors

朝もやの中を

〈
第
六
十
五
回
〉

Photo 原田八重子（記録ボランティア）

あすへひとこと

若い人たちに語り継ぎたい、
次の世代に残しておきたい。
貴重な話をお届けします―。

いつの時代までも残したい

【発行】邑楽町老人クラブ連合会　【編集】あすへひとこと編集委員会
平成10年12月31日発行「高齢者の語り（第六集）あすへひとこと」より

この広報紙は、自然保護のため
植物油インキを使用しています。

当時は柄の溝が彫られた板に糸を巻き付け、色付けをされていた中野
絣。現在は、糸を染めるときに色を抜く方法で、絣柄を再現しています邑楽町の昔ばなし

　（多々良沼）
　　　　

30年以上活動を続けています。現在は、中野絣
の技術を元に「なかの織」として、織物を行って
います。今年は、その中野絣柄を生かしたコー
スターを試作。いずれは邑楽の土産物になるよ
うな商品をつくっていきたいです。そして、一
緒にやっていただける人も募集しています。

中野絣の伝統を
現代に伝える

試作品として作成した、
中野絣柄のコースター

中野絣会代表
小久保しず子さん保ししず子ず子さんさん

（前原・4区）


