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プ
ロ
の
仕
立
職
に
は
、 

考
え
工
夫
す
る
力
が
不
可
欠

岩
本
好
司
さ
ん
は
、
祖
父
の
代
か
ら
営
ん

で
き
た
和
裁
仕
立
業
の
３
代
目
。
小
学
３
年

生
の
と
き
に
初
め
て
針
を
持
ち
、
運
針
３
m

が
日
課
だ
っ
た
と
い
い
ま
す
。
中
学
以
降
は

和
裁
か
ら
離
れ
た
も
の
の
、
大
学
卒
業
後
に

高
名
な
和
服
仕
立
師
の
も
と
に
住
み
込
み
で

弟
子
入
り
し
、
修
業
の
道
に
入
り
ま
し
た
。

「
当
時
は
、
見
て
覚
え
ろ
の
時
代
、
先
生
が

縫
っ
て
い
る
様
子
を
見
せ
て
も
ら
う
だ
け
で

し
た
。
着
物
に
は
随
所
に
留
め
と
い
う
も
の

が
あ
り
、
こ
れ
は
着
物
の
急
所
と
い
う
べ
き

重
要
な
ポ
イ
ン
ト
な
の
で
す
が
、
留
め
の
場

所
１
カ
所
を
見
極
め
る
力
を
つ
け
、
自
分
の

も
の
に
す
る
の
に
３
年
か
か
り
ま
し
た
」

４
年
半
の
修
行
を
経
て
、
実
家
の
岩
本
和

裁
に
戻
り
、
さ
ら
に
経
験
を
重
ね
、
３
代
目

を
引
き
継
ぎ
ま
し
た
。
自
身
の
体
験
か
ら
、

岩
本
和
裁
で
お
弟
子
さ
ん
を
指
導
す
る
立
場

に
な
っ
て
以
降
も
、
プ
ロ
を
め
ざ
す
人
に
は

あ
え
て
手
取
り
足
取
り
教
え
ま
せ
ん
。

「
プ
ロ
を
め
ざ
す
人
と
、
趣
味
と
し
て
和
裁

を
学
び
た
い
人
と
で
は
指
導
法
が
違
い
ま

す
。
私
が
指
導
し
て
い
る
人
の
ほ
と
ん
ど
は

『
自
分
で
着
物
を
縫
い
た
い
』『
孫
に
縫
っ
て

あ
げ
た
い
』と
い
う
目
的
で
習
い
に
き
て
い

ま
す
か
ら
、
そ
う
い
う
方
々
に
は
即
技
術
を

教
え
ま
す
。
し
か
し
、
着
物
を
縫
っ
て
お
金

を
い
た
だ
く
プ
ロ
に
な
る
に
は
相
当
の
技
能

だ
け
で
な
く
、
自
分
で
考
え
な
が
ら
工
夫
を

し
て
い
く
力
が
必
要
不
可
欠
で
す
。
生
半
可

な
気
持
ち
で
は
務
ま
り
ま
せ
ん
」

和
裁
仕
立
職
の
場
合
、
国
家
検
定
の
和
裁

技
能
検
定
1
級
合
格
は
難
関
で
す
が
、
１
級

を
取
得
し
た
こ
と
に
満
足
し
て
い
て
は
一
人

前
の
和
裁
仕
立
職
に
は
な
れ
な
い
と
い
い
ま

す
。
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
出
発
点
で
、着
物
、

羽
織
、
袴
、
和
装
コ
ー
ト
は
も
ち
ろ
ん
の
こ

と
、
几
帳
、
神
主
の
装
束
、
僧
侶
の
袈
裟
な

ど
専
門
性
の
高
い
も
の
ま
で
、
和
装
全
般
を

こ
な
せ
る
の
が
プ
ロ
だ
か
ら
で
す
。
あ
わ
せ

ふたつと同じ着物はないため
高度な知識と技術、探究心が求められる

お
正
月
や
成
人
式
、冠
婚
葬
祭
な
ど
の
機
会
に
着
物
姿
の
人
を
目
に
す
る
と
、

華
や
か
で
端
正
な
趣
に
、伝
統
衣
装
の「
美
」
を
改
め
て
見
直
す
人
も
い
る
で
し
ょ
う
。

和
服
仕
立
職
３
代
目
の
岩
本
好
司
さ
ん
は
、

古
来
の
伝
統
の
技
を
継
承
し
つ
つ
も
、

和
裁
の
可
能
性
を
追
求
、新
し
い
着
物
文
化
の
発
展
に
貢
献
し
て
い
ま
す
。

いわもと・こうじ
1957年、東京都生まれ。 大
学卒業後、森岡和裁にて住み
込み修業したのち、後継者とし
て岩本和裁に入社。2001年、
国家検定の和裁技能検定1級
取得。03年、職業指導員免許

（和裁）取得。09年、全国技
能士会連合会マイスター。10年、
東京都優秀技能者、13年、も
のづくりマイスター。一昨年、「現
代の名工」に選定される。岩本
和裁で教育・指導をしているほか、
各種勉強会、講習会を通して
後進の育成に取り組んでいる。

福島喜美子＝取材・文
羽切利夫＝撮影　　

岩本好司

訪問着の仕上げに取り組む岩
本さん。縫うときは生地がたわ
まないように、着物をくけ台には
さむ。片足の指ではさみながら
縫うことも多い。縫い始めたら
3日で完成させるという

23

和服仕立職
反物を裁断・縫製して、着物、羽織、袴、和装コートなどの和服に仕立てる。一般の人の和服だけでな
く几帳、神主の装束、僧侶の袈裟、時代衣装など、手掛ける領域は広い。洋裁と異なり、すべて手縫い
が基本である。

(C) 2017 日本医療企画.
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て
、
絹
、
綿
、
麻
な
ど
生
地
の
特
性
を
知
り

つ
く
し
、
生
地
に
合
っ
た
縫
い
方
を
す
る
こ

と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

ま
た
、
着
物
は
８
つ
の
パ
ー
ツ
か
ら
で
き

て
お
り
、
裁
断
す
る
際
、
い
か
に
柄
を
き
れ

い
に
配
置
す
る
か
が
重
要
で
す
。
そ
こ
に
こ

の
仕
事
の
お
も
し
ろ
さ
が
あ
る
そ
う
で
す
。

「
着
物
の
生
地
は
大
量
生
産
し
て
い
な
い
た

め
、ふ
た
つ
と
同
じ
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、

思
い
出
の
着
物
を
仕
立
て
直
す
場
合
も
、
代

わ
り
の
生
地
は
な
い
の
で
仕
立
職
に
失
敗
は

許
さ
れ
な
い
。
高
度
な
知
識
と
技
術
、
探
究

心
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
の
で
す
」

体
の
３
カ
所
の
サ
イ
ズ
情
報
だ
け
で 

フ
ィ
ッ
ト
す
る
着
物
を
仕
立
て
る

仕
立
職
の
腕
の
見
せ
ど
こ
ろ
は
、
い
か
に

客
の
体
に
合
っ
た
着
物
を
仕
上
げ
ら
れ
る
か

だ
と
い
い
ま
す
。
身
長
と
裄ゆ

き（
首
の
付
け
根

か
ら
手
首
ま
で
の
長
さ
）、
胴
の
一
番
太
い

部
分
、
こ
の
３
カ
所
の
サ
イ
ズ
の
情
報
だ
け

で
、
た
と
え
本
人
に
直
接
会
わ
な
く
て
も
仕

立
て
ら
れ
る
と
い
う
の
で
す
か
ら
驚
き
で

す
。
そ
れ
だ
け
に
、
岩
本
さ
ん
が
最
も
や
り

が
い
を
感
じ
る
の
は
、「
着
や
す
か
っ
た
」

と
言
わ
れ
た
と
き
で
す
。

現
代
の
名
工
の
表
彰
理
由
は
、
特
注
品
の

仕
立
て
に
お
い
て
幅
広
い
知
識
と
技
術
を
有

し
て
い
る
こ
と
で
す
。特
に
袴
で
は
馬
乗
り
、

仕
舞
な
ど
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
知
識
が
あ
り
、

さ
ら
に
、
襞ひ

だ

の
折
り
方
を
数
値
化
し
、
位
置

を
正
確
に
決
め
ら
れ
る
技
法
を
考
案
し
た
こ

と
が
高
く
評
価
さ
れ
ま
し
た
。

「
着
物
を
縫
う
と
き
は
勘
も
必
要
で
す
が
、

勘
の
継
承
は
容
易
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ

で
祖
父
は
、
早
く
正
確
に
作
る
た
め
に
勘
を

数
値
化
し
た
の
で
す
。
こ
こ
は
○
㎝
と
数
字

で
教
え
れ
ば
、
早
く
覚
え
ら
れ
作
業
を
容
易

に
す
る
の
で
、
私
も
祖
父
の
考
え
方
を
受
け

継
い
で
い
ま
す
。
で
も
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で

趣
味
で
和
裁
を
す
る
人
対
象
の
技
術
の
範

ち
ゅ
う
で
す
。プ
ロ
は
自
分
で
考
え
な
い
と
」

岩
本
さ
ん
は
和
装
コ
ー
ト
も
得
意
と
し
て

お
り
、
基
本
の
衿
以
外
の
変
わ
り
衿
創
作
に

卓
越
し
た
技
能
を
発
揮
し
て
い
ま
す
。

近
年
、
着
物
を
着
る
人
は
増
え
て
い
ま
す

が
、
多
く
は
レ
ン
タ
ル
で
、
高
価
な
着
物
を

仕
立
て
る
人
は
少
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。
し

か
し
、
着
物
は
日
本
の
伝
統
文
化
と
切
っ
て

も
切
れ
な
い
も
の
。
岩
本
さ
ん
の
客
は
、
日

本
舞
踊
や
琴
の
家
元
、
歌
舞
伎
役
者
な
ど
、

伝
統
文
化
を
担
っ
て
い
る
人
が
中
心
で
す
。

「
着
物
を
着
る
方
が
増
え
て
い
る
の
は
う
れ

し
い
で
す
が
、
一
般
の
方
の
生
活
に
は
根
付

い
て
い
ま
せ
ん
。
江
戸
時
代
に
は
、
今
の
よ

う
な
和
装
の
ル
ー
ル
は
な
く
、
着
方
は
自
由

で
し
た
。
た
と
え
ば
、
雨
が
降
っ
た
と
き
は

大
切
な
着
物
が
濡
れ
な
い
よ
う
に
、
上
か
ら

浴
衣
を
羽
織
っ
て
い
ま
し
た
。
伝
統
的
な
着

物
を
継
承
し
て
い
く
こ
と
は
大
切
で
す
が
、

そ
の
一
方
で
、
格
式
ば
ら
ず
に
気
軽
に
着
ら

れ
る
世
の
中
に
な
っ
て
ほ
し
い
で
す
ね
」

●岩本和裁　住所：東京都新宿区新宿2-15-2岩本和裁ビル8階　電話：03-3356-6546　HP：http://www.iwamotowasai.com/

1  物差しは尺差しとセンチ差しの両方を使う。中央のへらは
生地に印をつけるためのもので、牛の骨でできている。プラス
チック製のへらは生地を傷つけるので使用しない

2  左から梅結び、菊結び（下部は総
あげ

角
まき

結び）、蜷
にな

結び。右
はじは、ひも結び用のひもで、S織とＺ織を2本組み合わせる
と矢羽根柄になる

3  岩本さんが着ているのは襞
ひだ

が3本の細袴。作業しやすさを
目的にしたカジュアルな袴である。正装の袴は襞が5本ある。
各襞のたたみ方を初心者にもわかりやすく数値化したことも、
現代の名工に表彰された理由である

4  布地が詰まっていると仕上がりがたわんでしまうため完成し
た着物は掛け棒に掛けて、表と裏の釣り合いを見る

5  平安時代以降、公家の邸宅に使われた間仕切りの一種で
ある几帳。両サイドに蜷

にな
結びを取り付けると完成する

6  わからない部分はマンツーマンで、向かい合って教える。丁
寧でわかりやすい指導は、お弟子さんにも評判

7  和装コートの変わり衿創作を得意とする岩本さんのオリジナ
ル型紙。多様な形の型紙によって、衿が構成されている
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(C) 2017 日本医療企画.




