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雪
が
し
ん
し
ん
と
降
る
あ

る
冬
、
越
後
塩
沢
の
民

家
に
泊
っ
た
時
、
ト
ン
ト
ン
と

ゆ
っ
た
り
し
た
音
が
聞
こ
え
て

き
ま
し
た
。
玄
関
脇
の
納
屋
で

70
歳
代
の
婦
人
が
機
を
織
っ
て

い
ま
し
た
。「
今
日
は
糸
が
お

と
な
し
い
か
ら
、
夜
な
べ
し
よ

う
と
思
っ
て
ね
」
と
言
う
。
雪
や
雨
で
湿
度
が
高
い
日
は

糸
が
切
れ
に
く
く
機
織
り
に
適
し
て
い
る
そ
う
で
、
機
織

り
は
越
後
の
冬
の
大
事
な
生
業
で
し
た
。

麻
糸
を
紡
い
で
織
る
絣か
す
り
で
、
30
年
程
前
は
ま
だ
近
所

に
数
人
の
織
り
手
仲
間
が
い
た
と
記
憶
し
て
い
ま
す
。
そ

の
布
が
、
今
で
は
貴
重
な
越
後
上
布
で
あ
る
こ
と
、
苧ち
ょ

麻ま

等
を
紡
げ
る
人
も
織
姫
も
一
、二
人
し
か
い
な
く
な
っ
た

こ
と
を
最
近
知
り
ま
し
た
。

日
本
各
地
に
は
、
そ
の
地
域
の
自
然
の
恵
み
を
活
か

し
て
つ
く
っ
た
生
活
用
具
や
趣
向
品
、
質
の
高
い
材
料
を

高
度
な
技
術
で
製
造
し
て
全
国
で
販
売
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
伝
統
工
芸
品
等
が
沢
山
あ
り
ま
す
。
豊
か
な
自
然
と

四
季
に
恵
ま
れ
て
い
る
日
本
人
は
、
自
然
を
受
け
入
れ
て

活
用
す
る
文
化
を
身
に
つ
け
て
き
ま
し
た
。
現
在
「
伝
統

的
工
芸
品
」
と
指
定
さ
れ
て
い
る
も
の
が
多
い
の
は
、
日

本
人
の
自
然
や
風
土
へ
の
慈
し
み
、
身
に
つ
け
た
技
法
を

さ
ら
に
高
め
て
継
承
し
て
い
こ
う
と
い
う
几
帳
面
さ
、
誠

実
さ
の
証
で
し
ょ
う
。

し
か
し
、
商
品
生
産
は
機
械
化
さ
れ
価
格
競
争
が
激
化
、

生
活
様
式
も
自
然
環
境
も
大
き
く
変
化
し
た
現
在
で
は
、

吟
味
し
た
材
料
で
手
造
り
を
主
体
に
し
て
つ
く
り
続
け
て

い
く
こ
と
は
大
変
厳
し
い
状
況
で
す
。

「
伝
統
的
工
芸
品
」
と
し
て
経
済
産
業
省
が
指
定
し

て
い
る
も
の
は
現
在
、
織
物
、
染
色
品
、
陶
磁
器
、

漆
器
、
木
工
・
竹
工･

金
工
・
石
工
品
、
和
紙
、
文
具
等

２
１
１
品
目
あ
り
ま
す
。

伝
統
的
工
芸
品
の
指
定
を
受
け
る
に
は
、
主
と
し
て

日
常
生
活
で
使
わ
れ
る
も
の
で
、
製
品
の
主
要
部
分
が
手

づ
く
り
で
あ
り
、
製
造
技
術
・
技
法
と
使
用
さ
れ
る
主
な

原
材
料
が
と
も
に
伝
統
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。
そ
し
て
、

一
定
の
地
域
で
、
あ
る
程
度
の
人
々
が
製
造
に
係
わ
っ
て

い
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
ま
た
、
伝
統
と
は
、
概
ね

１
０
０
年
間
以
上
の
継
続
を
意
味
し
て
い
ま
す
。

本
誌
40
号
で
は
「
地
域
伝
統
の
も
の
づ
く
り
職
人
」

特
集
と
し
て
、
伝
統
的
工
芸
品
を
中
心
に
、
も
の
づ
く
り

を
し
て
い
る
職
人
さ
ん
や
地
域
の
人
達
に
登
場
し
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。

そ
れ
ら
の
工
芸
品
は
、
脈
々
と
受
け
継
が
れ
て
き
て

地
場
産
業
に
な
っ
て
い
る
も
の
が
多
い
も
の
の
、
一
方
で

は
、
中
断
し
た
り
廃
業
し
た
工
房
等
も
多
い
と
思
わ
れ
ま

す
。後

継
者
不
足
に
加
え
、
製
作
に
必
要
な
機
器
や
道
具

は
特
注
品
が
多
く
、「
今
で
は
造
っ
て
く
れ
る
と
こ
ろ
が
な

い
」
と
、
今
後
に
不
安
を
抱
く
声
も
よ
く
聞
か
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
伝
統
的
工
芸
品
に
は
指
定
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、

農
家
の
冬
場
の
手
仕
事
と
し
て
作
ら
れ
て
き
た
も
の
な
ど

で
、
地
域
で
継
承
さ
れ
て
き
た
も
の
、
希
少
価
値
の
高
い

も
の
も
あ
り
、
こ
れ
ら
も
作
り
手
が
い
な
く
な
っ
た
り
、

材
料
と
な
る
草
木
等
の
入
手
が
難
し
く
な
る
な
ど
、
そ
の

継
続
が
危
ぶ
ま
れ
て
い
ま
す
。

気
が
遠
く
な
る
よ
う
な
時
間
を
要
し
な
が
ら
、
材
料

を
確
保
・
加
工
し
、
繊
細
で
複
雑
な
技
法
で
つ
く

ら
れ
る
伝
統
的
工
芸
品
の
数
々
。
原
材
料
に
す
る
植
物
等

も
自
分
た
ち
で
種
を
確
保
し
て
栽
培
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
も
の
も
あ
り
ま
す
。
中
に
は
自
治
体
や
Ｊ
Ａ
の
支
援
・

協
力
に
よ
っ
て
、
か
ろ
う
じ
て
継
続
し
て
い
る
も
の
も
あ

り
ま
す
。

こ
う
し
て
伝
統
の
あ
る
工
芸
品
を
見
る
と
、
そ
の
製

作
過
程
と
希
少
性
か
ら
高
価
に
な
る
の
は
避
け
ら
れ
ま
せ

ん
。
し
か
し
購
入
す
る
人
が
限
ら
れ
て
く
る
と
、
本
来
の
、

日
常
生
活
品
と
し
て
使
う
と
い
う
製
品
の
価
値
や
、
作
り

手
の
熱
い
想
い
が
消
費
者
に
伝
わ
っ
て
い
き
ま
せ
ん
。

最
近
は
、
都
市
の
デ
パ
ー
ト
や
イ
ベ
ン
ト
会
場
へ
工

芸
士
自
ら
が
出
向
い
て
、
製
品
を
Ｐ
Ｒ
す
る
実
演
販
売
も

多
く
な
っ
て
い
ま
す
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
通
信
販

売
も
少
し
ず
つ
成
果
を
上
げ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
そ
う
し
た
努
力
も
、
伝
統
的
工
芸
品
等
を

身
近
な
も
の
に
し
て
い
く
の
に
は
、
ま
だ
ま
だ
十
分
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。

そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
風
土
、
生
活
に
根
ざ
し
た
伝
統

の
あ
る
工
芸
品
の
生
産
を
、
産
業
と
し
て
、
ま
た
文
化
と

し
て
継
承
さ
せ
て
い
く
こ
と
は
、
地
域
の
活
力
を
維
持

し
て
い
く
上
で
も
大
切
な
こ
と
で
あ
り
、
国
や

自
治
体
に
よ
る
今
以
上
の
支
援
を
期
待
し
た
い

も
の
で
す
。

「
で
ぽ
ら
」編
集
部

財
団
法
人
過
疎
地
域
問
題
調
査
会

「
夢
を
紡
ぐ
―
地
域
伝
統
の
も
の
づ
く
り
職
人
」

●
特
集
企
画
に
寄
せ
て

藁で編み上げた猫つぐらと飯つぐら
（長野県栄村）

い草で編んだ椅子。い業研究所展示室で
（熊本県八代市）
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「でぽら」とは───
D e p o p u l a t e d  L o c a l 
Authorities（人口が減少し
た、つまり過疎化した地方自
治体）からのネーミング。
　過疎市町村の多くは山間地
や離島など森林面積の多い農
山漁村地区で、全般に人口の
減少や高齢化が進んでいます
が、国土の保全・水源のかん
養・地球の温暖化の防止など
の多面的機能により、私たち
の生活や経済活動に重要な役
割を担っています。このよう
な過疎地域は、豊かで貴重な
自然環境に恵まれ、伝統文化
や人情あふれる風土が数多く
残っています。
　多くの人たちが過疎地域を
理解し、過疎地域と都市地域
が交流をすすめ、共生してい
くためのホットラインとして、
また過疎地域相互間の情報誌
として「DePOLA」（でぽら）
を発行しています。

NO.40
●もくじ

[夢を紡ぐ―地域伝統のものづくり職人]
●特集企画に寄せて― 2

■炎への挑戦
・近代化産業遺産の登り窯が復活
三津谷煉瓦窯再生プロジェクト
（福島県喜多方市）― 13

・土佐の匠が鍛え上げた伝統の切れ味
土佐打刃物（高知県香美市土佐山田町）― 16

■草木と根比べ
・本州唯一、栽培・生産技術を継承する
からむし織の里（福島県昭和村）― 20

・建設業界が協力、ミツマタの栽培・加工
三好お札の里（徳島県三好市池田町）― 26

・縮れ穂先を生かして編み上げる
南部箒（岩手県九戸村・㈲高倉工芸）― 28

・安全で快適な国産畳表づくり
い草の育成とゴザ織り（熊本県八代市）―23

■樹と語る
・天然杉の命を宿す機能美の工芸品
大館曲げわっぱ（秋田県大館市

㈲栗久 ）― 4

・木の個性とろくろ細工職人の真剣勝負
南木曽「木地師の里」（長野県南木曽町

㈲野原工芸 ）―7
・シャッター街NO!　風情ある城下町に
むらかみ町屋再生プロジェクト
（新潟県村上市）― 10

■夢と暮らしを紡ぐ
・雪深い山里／秋山郷の暮らしが育む
猫つぐら（長野県栄村）― 31

・民族の誇りをもって
アイヌ文化を未来へ伝える
（北海道平取町二風谷）― 34

■INFORMATION
各地の伝統的工芸品
雄勝硯／村上木彫堆朱／越後上布・小千谷縮／
宮之城竹細工品　38
経済産業大臣指定の伝統的工芸品 (品目別 )　39　
過疎地域問題調査会からお知らせ　39
編集後記／奥付　39

●表紙写真
上左／「高倉工芸」製作の南部箒
上中／アイヌ文化情報センターニ
風谷工芸館で文様刺繍をする関根
真紀さん
上右／からむし織をする酒井モト
子さん
中／「栗久」製作の大館曲げわっぱ
商品の数々
下左／木製ポールペンのろくろ細
工実演をする「野原工芸」野原一
浩さん
下中／い草の苗植えをする下永し
おりさん
下右／鉈を鍛造・成形する「宗石
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ご
飯
を
美
味
し
く
す
る
魔
法
の
器

か
つ
て
の
賑
わ
い
を
語
る
大
館
市
の
商
店
街
は
、

シ
ャ
ッ
タ
ー
街
に
な
ら
な
い
よ
う
に
工
夫
し
な
が
ら

活
気
を
維
持
、
そ
の
一
角
に
瀟
洒
な
㈲
栗
久
の
店
舗

が
あ
る
。
店
頭
で
は
デ
パ
ー
ト
に
送
る
弁
当
箱
等
を

一
点
ず
つ
丁
寧
に
箱
に
入
れ
て
い
た
。

「
不
景
気
効
果
と
い
う
ん
で
す
か
ね
、
弁
当
箱
が
よ

く
売
れ
て
い
る
ん
で
す
よ
。
お
弁
当
を
持
参
す
る
人

が
増
え
て
い
る
ん
で
す
。
わ
っ
ぱ
は
湿
気
を
取
る
の

で
ご
飯
は
銀
シ
ャ
リ
に
な
り
ま
す
。
昔
か
ら
釜
で
焚

い
た
ご
飯
は
お
櫃ひ
つ

に
移
し
代
え
て
美
味
し
く
食
べ
る

の
が
日
本
人
の
知
恵
だ
っ
た
。
お
櫃
に
入
れ
る
と
真

夏
で
も
２
日
間
は
痛
み
ま
せ
ん
。
わ
っ
ぱ
や
お
櫃
は

繰
り
返
し
使
う
こ
と
で
木
の
持
つ
機
能
が
生
き
続
け
、

20
年
30
年
は
使
え
ま
す
。
日
本
の
気
候
風
土
に
根
ざ

し
た
生
活
用
具
で
す
」
と
㈲
栗
久
社
長
、
伝
統
工
芸

士
の
栗
盛
俊
二
さ
ん（
62
）は
語
る
。

大
館
曲
げ
わ
っ
ぱ
は
樹
齢
２
０
０
〜
３
０
０
年
の

天
然
秋
田
杉
の
柾
目
を
使
う
。
目
が
細
か
く
て
美
し

い
の
が
特
色
で
、
そ
れ
を
３
・
５
〜
10
㎜
幅
の
板
状

に
し
て
曲
げ
て
い
き
、
軽
く
て
し
な
や
か
な
機
能
性

に
富
ん
だ
器
に
仕
上
げ
て
い
く
。

「
食
べ
物
を
入
れ
る
に
は
杉
が
最
高
で
、
湿
気
を
取

り
防
腐
効
果
も
あ
り
ま
す
。
ヒ
ノ
キ
や
サ
ワ
ラ
は
風

呂
桶
等
に
は
い
い
が
、
匂
い
が
き
つ
過
ぎ
、
軽
や
か

さ
が
な
い
」
と
専
門
的
な
話
も
分
か
り
や
す
く
説
明

し
て
く
れ
る
。

栗
盛
家
は
江
戸
時
代
よ
り
わ
っ
ぱ
作
り
等
の
木
工

品
加
工
を
手
掛
け
て
約
２
０
０
年
の
歴
史
を
持
つ
が
、

「
栗
久
」
と
し
て
正
式
に
創
業
し
た
の
は
明
治
７
年
。

俊
二
氏
で
６
代
目
に
な
る
。
父
親
は
桜
皮
を
使
う
樺

製
品
を
主
体
に
作
っ
て
お
り
、
息
子
に
は
曲
げ
わ
っ

ぱ
製
造
を
望
ん
で
い
た
と
い
う
。
能
代
工
業
高
校
木

材
工
芸
科
を
出
て
父
親
の
仕
事
を
手
伝
い
だ
し
た
20

代
後
半
の
頃
、
父
親
は
倒
れ
て
半
身
不
随
と
な
っ
た
。

厳
し
い
自
然
の
中
で
何
百
年
と
生
き
て
き
た
秋
田
杉
。

そ
の
美
し
い
柾
目
と
香
り
を
活
か
し
た
優
雅
で
気
品
あ

る
器
が
大
館
曲
げ
わ
っ
ぱ
。
江
戸
時
代
よ
り
伝
わ
る
高

度
な
職
人
芸
だ
が
、
㈲
栗く
り

久き
ゅ
う

で
は
良
質
の
器
を
均
一
に

製
造
す
る
た
め
に
、
近
代
的
な
手
法
を
積
極
的
に
開
発

し
て
若
い
技
術
者
を
育
成
し
て
い
る
。
人
気
の
弁
当
箱

に
加
え
て
、
フ
ル
ー
ツ
ボ
ー
ル
や
リ
ン
グ
カ
ッ
プ
等
の

新
作
も
製
造
、
全
国
伝
統
的
工
芸
品
展
で
数
々
の
グ
ッ

ド
デ
ザ
イ
ン
賞
を
受
賞
し
て
い
る
。

栗久自慢の曲げわっぱ商品。人気の
弁当箱、お櫃、グッドデザイン賞に
輝くリングカップ、ぐい飲み、アイ
スペール等

天
然
杉
の
命
を
宿
す
機
能
美
の
工
芸
品

大
館
曲
げ
わ
っ
ぱ（    

）

秋
田
県
大お

お
だ
て
し

館
市

㈲
栗
久

底入れ、接着作業をする工藤さん、成田さん、栗盛社長（右）

樹と語る
①
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曲
げ
わ
っ
ぱ
の
技
法
を
徹
底
的
に
学
ぶ
と
共
に
、
煮

沸
、
曲
げ
加
工
、
乾
燥
等
の
一
連
の
作
業
を
若
い
職

人
で
も
失
敗
な
く
手
際
よ
く
行
う
た
め
に
様
々
な
用

具
や
機
器
を
開
発
し
て
き
た
。
俊
二
氏
は
38
歳
で
伝

統
工
芸
士
に
認
定
さ
れ
、
大
館
曲
げ
わ
っ
ぱ
を
秋
田

県
の
特
産
品
と
し
て
業
界
発
展
に
努
め
る
と
共
に
、

イ
ギ
リ
ス
、
中
国
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
等
へ
も
出
か
け

て
製
作
実
演
し
、
日
本
の
工
芸
品
の
素
晴
ら
し
さ
を

Ｐ
Ｒ
す
る
活
動
に
も
当
た
っ
て
い
る
。

ま
た
、
弁
当
や
お
櫃
、
飯
切
り
等
の
伝
統
的
用
具

に
加
え
て
、
リ
ン
グ
カ
ッ
プ
や
ぐ
い
飲
み
、
徳
利
、

蕎
麦
用
具
等
の
新
し
い
わ
っ
ぱ
も
次
々
開
発
し
、
多

く
の
グ
ッ
ド
デ
ザ
イ
ン
賞
を
受
賞
し
て
い
る
。
柾
目

模
様
と
木
の
質
感
を
シ
ャ
ー
プ
に
機
能
的
に
仕
上
げ

た
も
の
で
、
美
的
セ
ン
ス
に
溢
れ
て
い
る
。

大
館
で
曲
げ
わ
っ
ぱ
が
発
展
し
た
わ
け

大
館
曲
げ
わ
っ
ぱ
は
、
き
こ
り
が
杉
柾
で
曲
物
の

器
を
作
っ
た
の
が
始
ま
り
と
さ
れ
る
。
藩
政
時
代
に

大
館
城
主
佐
竹
西
家
が
豊
富
な
秋
田
杉
に
着
目
し
て

武
士
の
内
職
に
わ
っ
ぱ
製
作
を
奨
励
、
農
民
に
は
年

貢
米
の
供
出
代
り
に
杉
の
木
を
山
か
ら
城
下
へ
運
搬

さ
せ
た
と
い
う
。

栗
盛
社
長
は
さ
ら
に
「
秋
田
県
に
は
三
本
の
一
級

河
川
が
あ
る
が
、
そ
の
一
つ
米
代
川
は
杉
の
生
育
に

大
変
よ
い
土
壌
で
、
美
人
杉
と
言
わ
れ
て
き
ま
し
た
。

冬
に
伐
採
し
た
も
の
を
春
に
な
る
と
米
代
川
か
ら
運

搬
し
、
良
い
材
は
能
代
に
運
び
ま
し
た
」
と
語
る
。

最
盛
期
に
は
30
社
４
０
０
人
が
曲
げ
わ
っ
ぱ
を
製

造
し
て
い
た
が
、
い
ま
は
９
社
約
２
０
０
人
へ
と
減

少
し
て
い
る
。
し
か
し
曲
げ
わ
っ
ぱ
を
主
体
に
し
た

木
工
芸
品
製
造
に
こ
れ
だ
け
の
職
人
さ
ん
が
従
事
し

て
い
る
の
は
全
国
的
に
も
貴
重
で
、
大
館
市
が
秋
田

県
を
代
表
す
る
伝
統
工
芸
品
の
街
、
職
人
の
街
と
し

て
健
在
で
あ
る
こ
と
が
伺
え
る
。

栗
久
に
は
15
人
の
社
員
が
お
り
、
平
均
年
齢
は
40

歳
。
ベ
テ
ラ
ン
女
性
た
ち
の
中
で
20
代
の
青
年
の
真

剣
な
姿
が
印
象
的
だ
っ
た
。
殆
ど
が
地
元
の
若
者
た

ち
で
、
将
来
は
工
芸
士
を
め
ざ
し
て
修
業
中
だ
。

一
方
、
材
に
す
る
天
然
杉
は
大
変
貴
重
と
な
っ
た

た
め
、
大
館
曲
げ
わ
っ
ぱ
協
同
組
合
が
樹
の
確
保
と

製
材
を
ま
と
め
て
発
注
し
、
製
材
し
た
も
の
を
各
社

が
仕
入
れ
て
い
る
。

大
館
曲
げ
わ
っ
ぱ
協
同
組
合
で
は
「
曲
げ
わ
っ
ぱ

の
森
育
成
協
議
会
」
を
結
成
、
材
と
な
る
杉
を
持
続

的
に
確
保
す
る
た
め
、
林
野
庁
や
米
代
東
部
森
林
管

理
署
等
と
提
携
し
て
「
曲
げ
わ
っ
ぱ
の
森
」
の
育
成

活
動
に
力
を
入
れ
て
い
る
。
大
館
市
に
は
他
に
「
秋

◀桜皮を丁寧に縫い込み特有の
模様を作っていく栗盛社長

▲曲げたわっぱはしっかり固定して乾燥する
▼接着、研磨作業をする若者たち

▲製材済みの秋田杉。製作するわ
っぱに合わせてカットしていく

▲弁当箱の底を張る作業。木片で形を整
えサッと熱を加える

▲アイスペール製作。成形用金具にわっ
ぱを巻いていく
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田
杉
・
桶
樽
の
会
」「
樺
細
工
の
会
」
等
が
あ
り
、
資

材
と
な
る
森
の
育
成
と
材
料
の
提
供
に
取
り
組
ん
で

い
る
。

蓄
積
し
て
き
た
技
術
を
現
代
に
継
承
す
る

店
舗
の
裏
に
製
造
工
場
が
あ
り
、
栗
盛
社
長
が
案

内
し
て
く
れ
た
。

曲
げ
わ
っ
ぱ
製
造
に
は
10
種
の
工
程
が
あ
り
、
そ

れ
ら
を
二
階
の
各
所
で
効
率
よ
く
行
っ
て
い
る
。

製
材
さ
れ
て
届
い
た
杉
板
は
、
製
作
す
る
商
品
の

長
さ
と
幅
、
厚
み
に
応
じ
て
寸
分
の
狂
い
も
な
い
よ

う
に
製
材
、
カ
ン
ナ
を
施
し
、
そ
れ
を
大
き
な
ス
テ

ン
レ
ス
製
の
窯
で
一
晩
水
に
漬
け
た
あ
と
、
約
５
時

間
、
90
℃
で
煮
沸
す
る
。
現
在
は
安
全
用
に
電
気
ヒ

ー
タ
ー
を
使
い
自
動
管
理
し
て
い
る
。
次
は
や
わ
ら

か
く
な
っ
た
板
を
曲
げ
加
工
す
る
作
業
。
台
上
で
コ

ロ
（
道
具
）
に
巻
き
込
む
よ
う
に
し
て
曲
げ
、
重
ね

合
わ
せ
た
部
分
を
仮
止
め
し
て
乾
燥
さ
せ
る
と
い
う

熟
練
を
要
す
る
曲
げ
加
工
だ
が
、
製
作
す
る
商
品
に

合
わ
せ
て
金
型
が
あ
り
、
さ
ら
に
曲
げ
る
角
度
等
に

合
わ
せ
て
木
片
を
挟
ん
だ
り
、
仮
止
め
用
器
具
を
使

っ
て
熱
風
を
加
え
る
等
、
随
所
に
作
業
を
正
確
に
ス

ピ
ー
デ
ィ
ー
に
行
う
た
め
の
工
夫
が
あ
っ
た
。

木
鋏
で
仮
止
め
し
た
器
は
し
っ
か
り
自
然
乾
燥
し

た
後
、
接
ぎ
手
部
分
を
接
着
剤
で
繋
ぎ
、
綴
穴
を
開

け
て
、
こ
の
穴
を
桜
皮
で
縫
い
止
め
る
。
そ
の
あ
と

底
を
入
れ
た
り
蓋
板
を
合
わ
せ
て
い
く
。
接
着
し
た

り
底
を
入
れ
る
作
業
を
し
て
い
た
の
は
入
社
６
年
目

の
成
田
誠
功
さ
ん（
28
）と
工
藤
琢
矢
さ
ん（
26
）。

す
べ
て
の
工
程
を
熟
知
し
、
い
ず
れ
一
級
技
能
士
、

将
来
は
伝
統
工
芸
士
の
資
格
を
取
得
し
た
い
と
言
う
。

栗
久
に
は
社
長
の
他
に
２
人
の
伝
統
工
芸
士
が
お

り
、
そ
の
一
人
が
仕
上
げ
作
業
を
す
る
伊
藤
朋
子
さ

ん
。
出
来
あ
が
っ
た
商
品
を
入
念
に
チ
ェ
ッ
ク
し
、

特
に
す
べ
て
の
角
や
接
ぎ
目
に
ヤ
ス
リ
や
サ
ン
ド
ペ

ー
パ
ー
を
か
け
て
、
な
め
ら
か
な
肌
合
い
に
仕
上
げ

て
い
た
。
細
か
い
の
で
女
性
向
き
の
仕
事
で
あ
る
。

「
こ
こ
は
冬
に
は
１
ｍ
50
㎝
の
雪
が
積
も
り
ま
す
が
、

室
内
で
こ
の
よ
う
な
や
り
甲
斐
の
あ
る
仕
事
を
和
気

あ
い
あ
い
と
続
け
ら
れ
る
こ
と
は
幸
せ
で
す
」
と
伊

藤
さ
ん
。社
長
は
各
部
を
案
内
し
て
く
れ
な
が
ら「
み

ん
な
良
く
働
い
て
く
れ
ま
す
。あ
り
が
た
い
で
す
よ
」

と
何
度
も
言
っ
て
い
た
。

一
階
の
奥
に
成
形
用
の
金
具
を
収
納
す
る
部
屋
が

あ
っ
た
。
先
代
た
ち
が
使
っ
て
き
た
貴
重
な
も
の
が

何
百
種
も
並
ん
で
い
る
。
昔
は
大
家
族
だ
っ
た
た
め

特
大
の
お
櫃
が
作
ら
れ
、ビ
ッ
ク
な
成
形
金
具
が
多
い
。

栗
久
の
歴
史
と
財
産
が
詰
ま
っ
た
宝
物
殿
で
あ
っ
た
。

昨
年
商
店
街
の
一
角
に
曲
げ
わ
っ
ぱ
協
同
組
合
が

運
営
す
る
体
験
工
房
が
開
設
さ
れ
た
。
組
合
員
の
商

品
を
展
示
す
る
ほ
か
、
こ
こ
で
は
一
般
の
人
が
曲
げ

わ
っ
ぱ
作
り
を
体
験
で
き
る
。
こ
の
日
は
昨
日
に
続

い
て
曲
げ
わ
っ
ぱ
製
作
を
体
験
す
る
岩
手
県
か
ら
き

た
高
橋
修
三
さ
ん
の
嬉
々
と
し
た
姿
が
あ
っ
た
。「
い

や
あ
楽
し
い
、
夢
中
で
す
」
と
宿
泊
を
延
ば
し
て
工

芸
士
か
ら
指
導
を
受
け
て
い
た
（
約
２
時
間
、

３
０
０
０
円
）。
職
員
の
佐
々
木
悌
治
さ
ん
に
秋
田

杉
に
つ
い
て
聞
く
と
「
天
然
杉
と
言
っ
て
も
枝
打
ち

し
て
手
入
れ
し
て
き
た
樹
で
な
い
と
ダ
メ
で
す
。
い

ま
国
有
林
内
に
百
年
先
を
見
な
が
ら
広
大
な
杉
林
を

育
成
し
て
い
ま
す
」
と
語
っ
て
い
た
。

文
／
浅
井
登
美
子　

写
真
／
小
林
恵

●㈲栗久 ☎0186-42-0514　http://www.kurikyu.jp/
●曲げわっぱ体験工房 ☎0186-42-7502

▲仕上げ作業とチェックをする斎藤ちど
りさんと伊藤さん（右）
▶成形用の金具を収納する部屋で、栗盛
社長

◀上／曲げわっぱ作りを体験す
る髙橋さん（岩手大学地域連携
推進センター／右）
下／秋田杉について語る佐々木
さん。伝統工芸士でもある
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木
が
好
き
、
工
作
が
好
き

「
木
地
師
の
里
」は
南
木
曽
駅
か
ら
車
で
20
分
ほ
ど
、

中
山
道
の
宿
場
で
知
ら
れ
る
妻
籠
宿
か
ら
さ
ら
に
入

っ
た
吾
妻
漆
畑
地
区
に
あ
り
、
伊
那
地
方
を
結
ぶ
国

道
２
５
６
沿
い
に
７
軒
の
店
が
、
各
自
の
特
色
を
活

か
し
た
ろ
く
ろ
工
芸
品
を
製
造
・
販
売
し
て
い
る
。

昭
和
55
年
３
月
に
国
の
伝
統
的
工
芸
品
産
地
に
指
定

さ
れ
た
。

そ
の
一
軒
、
㈲
野
原
工
芸
の
店
に
入
る
と
、
ま
ず

右
手
の
壁
際
に
設
置
さ
れ
た
オ
ー
デ
ィ
オ
木
製
プ
レ

イ
ヤ
ー
、
ス
ピ
ー
カ
ー
等
の
音
響
製
品
が
目
に
つ
い

た
。ジ

ー
パ
ン
姿
で
現
れ
た
の
は
野
原
廣
平
さ
ん（
60
）。

「
こ
れ
は
私
の
趣
味
の
一

部
で
、
木
と
音
の
関
係
を

知
る
た
め
に
、
い
ろ
い
ろ

の
木
で
作
っ
て
楽
し
ん
で

い
る
ん
で
す
」

子
供
の
頃
か
ら
木
が
好

き
、
木
工
品
作
り
が
好
き

だ
っ
た
と
言
う
野
原
さ
ん

は
、
中
学
生
の
頃
か
ら
真

空
管
ア
ン
プ
や
ス
ピ
ー
カ

ー
ボ
ッ
ク
ス
等
を
手
作
り

し
た
。
い
ま
店
に
展
示
し

て
あ
る
木
製
ス
ピ
ー
カ
ー

ボ
ッ
ク
ス
は
、
ク
ル
ミ
、

タ
モ
、
サ
ク
ラ
等
５
種
類

の
木
を
使
っ
て
作
っ
た
も

の
で
「
意
外
と
硬
い
木
の

方
が
音
響
が
い
い
ん
で
す
。

木
に
は
音
を
豊
か
に
広
げ

て
空
気
と
触
れ
て
響
か
せ
る
効
果
が
あ
り
ま
す
。
合

板
で
は
全
然
だ
め
で
す
」
と
楽
し
そ
う
に
説
明
し
て

く
れ
る
。

柔
ら
か
い
音
の
響
き
は
抜
群
だ
が
、
木
の
質
感
を

活
か
し
た
シ
ン
プ
ル
な
デ
ザ
イ
ン
も
美
し
く
、
室
内

に
ぴ
っ
た
り
の
現
代
ア
ー
ト
だ
。
希
望
者
か
ら
の
要

望
で
ム
ク
材
で
作
っ
た
ス
ピ
ー
カ
ー
ボ
ッ
ク
ス
の
一

部
が
通
信
販
売
で
売
ら
れ
て
い
る
。

他
に
も
、音
を
自
動
的
に
生
成
し
て
再
生
す
る「
Ｍ

Ｉ
Ｚ
Ｕ
Ｋ
Ｏ
Ｔ
Ｏ
」
と
い
う
タ
モ
の
音
響
製
品
、
木

で
作
っ
た
木
製
の
ラ
イ
ト
も
あ
る
。「
Ｍ
Ｉ
Ｚ
Ｕ
Ｋ

Ｏ
Ｔ
Ｏ
は
あ
る
メ
ー
カ
ー
と
共
同
開
発
、
せ
せ
ら
ぎ
、

風
鈴
、
琴
、
波
等
や
野
鳥
等
の
自
然
の
音
を
拾
っ
て

安
ら
ぎ
の
音
楽
を
提
供
す
る
も
の
で
す
」

長
野
県
南
部
、
伊
那
谷
か
ら
木
曽
へ
向
か
う

清
内
路
峠
を
木
曽
へ
下
っ
た
と
こ
ろ
に
、
ケ

ヤ
キ
、
ト
チ
、
セ
ン
、
カ
ツ
ラ
等
の
天
然
木

目
を
活
か
し
て
ろ
く
ろ
細
工
す
る
「
木
地
師

の
里
」
が
あ
る
。
原
木
・
木
取
か
ら
塗
装
ま

で
す
べ
て
の
作
業
を
一
人
の
職
人
が
行
う
、

木
曽
を
代
表
す
る
職
人
た
ち
の
工
房
集
落
で
、

本
来
は
盆
や
器
、
椀
、
茶
筒
等
の
丸
い
形
の

木
工
品
が
主
流
だ
っ
た
が
、
い
ま
は
モ
ダ
ン

な
机
・
文
具
や
家
具
も
製
造
さ
れ
て
い
る
。

南
木
曽
ろ
く
ろ
工
芸
協
同
組
合
理
事
長
を
務

め
、
茶
筒
等
の
他
に
新
製
品
と
し
て
木
目
を

生
か
し
た
ボ
ー
ル
ペ
ン
を
親
子
で
製
造
す
る

野
原
工
芸
を
取
材
し
た
。

▶4～5年以上寝かせたケヤキをろくろ
細工して茶筒を製作する野原さんと木
目が美しい茶筒

◀上／木目が美しい伝統のろくろ製品
下／60種ある人気の木製ボールペン

▲木と音にこだわる野原さんが趣味で製作している木製ス
ピーカー

木
の
個
性
と
ろ
く
ろ
細
工
職
人
の
真
剣
勝
負

南
木
曽「
木
地
師
の
里
」（     

）

長
野
県
南な

ぎ
そ
ま
ち

木
曽
町

㈲
野
原
工
芸

樹と語る
②
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商
売
抜
き
で
木
に
こ
だ

わ
る
趣
味
人
の
野
原
さ
ん

だ
が
、
商
品
化
し
て
工
房

の
新
商
品
と
し
て
人
気
を

博
し
て
い
る
の
が
、
さ
ま

ざ
ま
な
木
を
使
っ
て
作
っ

た
木
製
ボ
ー
ル
ペ
ン
・
シ

ャ
ー
プ
ペ
ン
。
10
〜
15
㎜

径
に
削
る
と
い
う
、
ろ
く

ろ
細
工
で
も
最
も
熟
練
を

要
す
る
作
業
だ
が
、
い
ま

で
は
息
子
の
一
浩
さ
ん

（
31
）が
マ
ス
タ
ー
し
て
、
妻
籠
宿
で
の
ろ
く
ろ
実
演

会
場
を
湧
か
せ
て
い
る
。

野
原
工
芸
は
祖
父
・
野
原
三
蔵
氏
が
明
治
時
代
に

こ
こ
南
木
曽
で
木
挽
き
屋
を
始
め
、
父
・
保
氏
の
も

と
で
廣
平
さ
ん
が
働
く
よ
う
に
な
っ
た
20
数
年
前
に

㈲
野
原
工
芸
と
し
て
組
織
化
し
た
。
廣
平
さ
ん
で
三

代
目
と
な
り
、
今
は
息
子
の
一
浩
さ
ん
も
ろ
く
ろ
細

工
職
人
と
し
て
活
躍
し
て
い
る
。

木
地
師
の
心
意
気
を
伝
承
す
る

南
木
曽
ろ
く
ろ
細
工
の
特
徴

ろ
く
ろ
を
挽
い
て
盆
や
椀
等
を
作
る
木
地
師
は
、

第
55
代
文
徳
天
皇
（
８
５
８
）
の
第
一
子
椎
喬
親
王

の
従
者
小
椋
、
大
蔵
氏
の
末
裔
だ
と
言
わ
れ
、
南
木

曽
木
地
師
の
里
に
も
同
姓
の
家
が
あ
る
と
い
う
。
宝

永
元
年
（
１
７
０
４
）
頃
に
は
木
地
師
の
荷
が
大
阪

方
面
に
出
た
と
い
う
記
述
が
あ
る
が
、
木
地
師
の
里

と
し
て
賑
わ
う
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
明
治
に
な
り

江
戸
幕
府
の
御
料
林
だ
っ
た
木
曽
山
が
払
い
下
げ
ら

れ
て
か
ら
。
明
治
13
年
に
挽
物
用
の
ト
チ
、
ケ
ヤ
キ

等
を
求
め
て
13
戸
が
漆
畑
に
移
住
し
て
き
た
と
い
う
。

「
木
地
師
と
は
全
国
各
地
の
樹
木
を
伐
る
免
許
証
を

持
っ
た
統
領
の
こ
と
で
、
こ
こ
の
木
地
師
は
滋
賀
県

の
東
近
江
市
を
出
て
、
天
竜
川
沿
い
を
登
っ
て
き
た
。

飯
田
か
ら
大
平
峠
を
越
え
て
漆
畑
に
定
住
し
た
と
聞

い
て
い
ま
す
。
木
曽
は
杉
や
ヒ
ノ
キ
の
他
に
も
樹
齢

数
百
年
の
広
葉
樹
が
茂
る
最
高
の
森
林
地
帯
で
、
木

地
師
た
ち
は
こ
こ
で
さ
ら
に
技
を
磨
き
、
ろ
く
ろ
用

の
新
動
力
も
開
発
し
て
生
産
性
を
高
め
、
製
造
販
売

ま
で
を
行
う
一
大
産
地
に
な
り
ま
し
た
」

南
木
曽
ろ
く
ろ
細
工
は
、
木
の
個
性
や
特
色
を
引

き
出
し
た
完
成
度
の
高
い
製
品
を
作
る
た
め
に
、
選

木
、
木
取
り
か
ら
塗
装
に
至
る
す
べ
て
の
作
業
を
一

人
の
熟
練
職
人
が
行
う
こ
と
、
原
木
を
ろ
く
ろ
で
回

し
な
が
ら
カ
ン
ナ
の
刃
を
当
て
て
、
木
目
の
美
し
さ

を
彫
り
出
す
の
が
特
色
だ
と
い
う
。

仕
上
げ
た
木
製
品
に
は
、「
ト
ク
サ
磨
き
」
に
よ
る

木
目
を
活
か
し
た
白
木
製
品
と
天
然
漆
を
摩
り
こ
ん

で
磨
く
「
漆
拭
き
」
が
あ
る
が
、
木
の
素
朴
さ
と
木

目
を
最
大
限
活
か
す
こ
と
を
め
ざ
し
て
い
る
。

木
を
養
生
し
て
商
品
に
活
か
す

店
の
裏
手
に
あ
る
工
房
へ
案
内
し
て
い
た
だ
い
た
。

庭
先
で
、
い
き
な
り
樹
齢
数
百
年
と
い
う
巨
大
な

樹
木
の
切
り
株
を
見
て
び
っ
く
り
。
南
木
曽
町
と
大

桑
村
の
境
に
あ
る
恋
路
峠
の
山
奥
に
生
育
し
て
い
た

樹
齢
６
０
０
年
の
栂
（
ツ
ガ
）
の
木
だ
そ
う
で
、
幹

直
径
１
・
３
ｍ
、
樹
高
20
ｍ
あ
っ
た
が
、
安
全
性
に

問
題
が
あ
る
た
め
伐
採
し
て
組
合
が
購
入
、
４
ｍ
ず

つ
に
切
断
し
て
ク
レ
ー
ン
車
で
運
ん
だ
と
い
う
。

「
栂
の
木
は
針
葉
樹
の
中
で
は
硬
く
て
重
量
感
が
あ

る
。
木
目
も
き
れ
い
な
の
で
、
ど
う
加
工
す
る
か
楽

し
み
で
す
。
だ
い
ぶ
先
に
な
り
ま
す
が
」
と
野
原
さ

ん
は
愛
し
そ
う
に
老
木
の
幹
を
撫
で
る
。

工
房
は
二
階
建
て
で
、
一
階
は
製
材
や
ろ
く
ろ
細

工
用
の
機
器
が
と
こ
ろ
狭
し
と
設
置
さ
れ
、
二
階
は

床
に
通
風
を
よ
く
す
る
た
め
に
金
網
を
張
り
、
膨
大

な
量
の
木
材
が
収
納
さ
れ
て
い
る
。

野
原
工
芸
の
代
表
的
商
品
の
茶
筒
の
材
で
あ
る
ケ

▶妻籠宿の先き、国道256号
沿いにある南木曽木地師の里

▲工房の庭に置かれた樹齢600年の栂の木
◀上／丸く成形して4～5年間乾燥・養生しているケヤキ等
下／木製ボールペン用にカットして保管する木々。貴重な
ものが多く、重厚で硬く金属を感じさせるものもある
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ヤ
キ
は
、
製
材
、
荒
挽
き
を
し
て
乾
燥
・
養
生
し
て

い
る
。

「
当
家
で
は
精
度
の
高
い
茶
筒
を
作
る
た
め
に
４
〜

５
年
は
寝
か
せ
ま
す
」
と
野
原
さ
ん
。

木
製
ボ
ー
ル
ペ
ン
用
の
材
は
60
種
以
上
あ
り
、
ペ

ン
用
の
サ
イ
ズ
に
成
形
さ
れ
て
引
き
出
し
に
ぎ
っ
し

り
収
納
し
て
あ
る
。
孔
雀
模
様
が
あ
る
黒
柿
の
板
、

土
の
中
に
眠
っ
て
い
た
神
代
ケ
ヤ
キ
の
板
等
、
希
少

価
値
の
高
い
大
変
貴
重
な
材
も
あ
る
。

素
人
で
あ
る
私
た
ち
が
見
て
も
判
り
に
く
い
が
、

こ
れ
ら
の
材
が
ろ
く
ろ
細
工
さ
れ
磨
か
れ
る
と
、
木

の
命
や
個
性
が
見
事
に
蘇
っ
て
く
る
の
だ
ろ
う
。

一
階
へ
降
り
て
、
茶
筒
の
ケ
ヤ
キ
を
ろ
く
ろ
機
器

に
か
け
て
実
演
し
て
く
れ
た
。
木
目
や
蓋
と
の
調
和

を
見
な
が
ら
５
㎜
幅
程
の
厚
さ
の
筒
に
素
早
く
製
作

し
て
い
く
作
業
で
、
か
な
り
の
熟
練
が
必
要
の
よ
う

だ
。
特
に
野
原
工
芸
の
茶
筒
は
、
二
重
構
造
に
な
っ

て
い
て
、
蓋
を
閉
め
る
と
自
然
に
空
気
が
排
出
さ
れ

る
た
め
、
機
密
性
と
木
特
有
の
吸
湿
性
に
よ
り
最
高

の
状
況
で
茶
を
保
管
で
き
る
。
筒
と
蓋
の
木
目
が
ぴ

た
り
と
合
っ
て
い
る
の
も
自
慢
だ
。

木
の
魅
力
を
手
先
に
、
木
製
ボ
ー
ル
ペ
ン

野
原
工
芸
の
木
製
ボ
ー
ル
ペ
ン
は
ま
る
で
木
の
見

本
帳
を
見
る
よ
う
で
、
そ
の
種
類
は
60
種
を
超
え
る
。

木
材
の
魅
力
を
最
大
限
活
か
し
た
新
製
品
で
、
高

級
万
年
筆
の
よ
う
だ
。
若
い
人
に
知
っ
て
も
ら
お
う

と
、
土
日
や
祭
日
に
は
妻
籠
宿
「
ふ
れ
あ
い
館
」
で

実
演
販
売
を
し
て
お
り
、
主
に
一
浩
さ
ん
が
担
当
し

て
い
る
。

休
日
で
賑
わ
う
妻
籠
宿
を
尋
ね
た
。

一
浩
さ
ん
は
国
立
高
岡
短
期
大
学（
現
富
山
大
学
）

産
業
工
芸
学
科
を
卒
業
、
飛
騨
の
工
房
で
働
い
た
後

一
年
間
渡
欧
し
て
学
び
、
３
年
前
に
帰
郷
し
た
。
い

ま
で
は
緊
張
感
を
要
す
る
ボ
ー
ル
ペ
ン
・
シ
ャ
ー
プ

ペ
ン
の
ろ
く
ろ
細
工
も
父
親
を
し
の
ぐ
ほ
ど
の
腕
前

と
な
り
、
妻
籠
宿
で
は
若
い
職
人
の
仕
事
ぶ
り
を
熱

心
に
見
守
る
女
性
の
姿
が
目
立
っ
た
。

あ
る
メ
ー
カ
ー
と
提
携
し
て
長
年
研
究
開
発
し
て

き
た
も
の
で
、
木
工
旋
盤
に
ペ
ン
用
木
材
を
取
り
付

け
て
厚
さ
10
〜
15
㎜
に
削
っ
て
い

く
。
贈
答
用
に
す
る
人
に
は
名
前

入
り
の
サ
ー
ビ
ス
も
あ
り
、
替
え

芯
等
の
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
に
も
気
配

り
を
し
て
い
る
。

一
浩
さ
ん
の
ブ
ロ
グ
に
よ
れ
ば
、

22
年
度
の
ボ
ー
ル
ペ
ン
で
人
気
の

木
は
１
位
が
槐
え
ん
じ
ゅ

、
２
位
が
ケ
ヤ
キ
、

３
位
が
桑く
わ

と
パ
ー
プ
ル
ハ
ー
ト
と

い
う
南
米
産
の
紫
色
の
木
だ
っ
た
。

一
浩
さ
ん
の
横
で
は
母
法
子
さ

ん
が
見
学
者
の
説
明
や
包
装
に
追

わ
れ
て
い
た
。「
木
に
も
沢
山
の

種
類
が
あ
り
、
木
目
や
色
の
違
い
、

木
の
質
感
を
味
わ
っ
て
も
ら
え
れ

ば
と
思
い
ま
す
。
使
う
ほ
ど
に
色

艶
が
出
て
手
に
馴
染
ん
で
き
ま
す

の
で
愛
着
が
湧
く
と
思
い
ま
す
」

と
語
る
。

一
方
、
法
子
さ
ん
と
祖
母
冨
士

子
さ
ん
は
、
木
曽
で
伝
承
さ
れ
て

き
た
「
ね
こ
」
と
い
う
綿
入
り
半は
ん

纏て
ん

を
地
域
お
こ
し
に
役
立
て
た
い

と
、
暇
を
み
て
は
針
仕
事
に
余
念

が
な
い
。
ね
こ
は
ろ
く
ろ
作
業
の
際
も
手
元
が
邪
魔

に
な
ら
な
い
た
め
冬
の
防
寒
着
と
し
て
愛
用
さ
れ
て

き
た
。
生
地
も
柄
も
豊
富
で
、
各
地
特
産
の
紬
も
使

用
、
男
性
用
か
ら
子
供
用
も
あ
る
。
取
材
に
お
伺
い

し
た
日
は
近
所
の
お
年
寄
り
が
来
て
、
冨
士
子
さ
ん

と
ね
こ
作
り
の
打
合
せ
を
し
て
い
た
。
各
店
や
妻
籠

宿
で
も
売
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
店
頭
に
暖
か
い
雰

囲
気
を
か
も
し
出
し
て
い
る
。

文
／
横
田
塔
美　

写
真
／
小
林
恵

● ㈲野原工芸 ☎0264-58-2330
web/www.nohara.jp
● 南木曽ろくろ工芸協同組合
☎0264-58-2434

◀妻籠宿で木製ボールペンのろくろ実演をする
野原一浩さんと熱心に見守る観光客たち

◀ねこの製作が楽しく   て生き甲斐だと語る
冨士子さん (店頭で )

▼木肌の美しさは高級
万年筆のよう
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城
下
は
活
気
あ
る
越
後
の
商あ
き
ん
ど人
街
に

村
上
市
の
市
街
地
の
東
部
に｢

お
城
山｣

と

呼
ば
れ
る
臥が
ぎ
ゅ
う
さ
ん

牛
山
（
標
高
１
３
５
ｍ
）
が
あ
る
。

天
然
の
要
塞
と
し
て
戦
国
時
代
に
築
か
れ
た
と

い
う
が
、
城
が
近
世
城
郭
と
し
て
形
を
な
し
た

の
は
村
上
頼
勝
、
忠
勝
と
城
主
が
代
っ
た
後
、

１
６
１
８
年
に
入
城
し
た
堀
直な
お

寄よ
り

の
時
代
で
、

天
守
閣
や
櫓
等
を
建
設
し
、
城
下
の
拡
張
に
も

力
を
入
れ
た
。
城
下
町
の
整
備
は
こ
の
時
ほ
ぼ

完
成
し
た
が
、
堀
家
は
後
継
ぎ
に
恵
ま
れ
ず
に

断
絶
し
、
以
後
幕
末
ま
で
の
３
０
０
年
で
松
平

氏
か
ら
内
藤
氏
ま
で
に
７
人
の
城
主
が
入
れ
替

わ
っ
た
。
そ
の
間
町
は
、
越
後
と
鶴
岡
・
酒
田

を
結
ぶ
商
人
街
と
し
て
発
展
し
た
。
城
下
を
見

続
け
て
き
た
城
だ
が
、
明
治
元
年
に
新
政
府
軍

に
追
い
込
ま
れ
た
村
上
藩
は
、
開
け
渡
し
に
無

血
の
道
を
選
ん
だ
。
現
在
は
石
垣
を
僅
か
残
す
の
み

と
な
っ
て
い
る
。

お
城
山
の
麓
に
は
、
当
時
の
武
家
屋
敷
を
再
生
し

て
村
上
市
郷
土
資
料
館
、
村
上
歴
史
文
化
館
、
若
林

住
宅
（
重
文
）、
成
田
家
住
宅
等
が
あ
り
、
市
役
所

や
公
民
館
、
体
育
館
も
そ
の
一
角
に
あ
る
。

そ
の
西
側
に
広
が
る
の
が
旧
町
人
町
と
呼
ば
れ
る

商
店
街
で
、
小
町
か
ら
大
町
、
上
町
を
経
て
羽
黒
神

社
に
至
る
東
西
に
伸
び
る
商
店
街
と
、
大
町
か
ら
鍛

冶
町
、
観
音
寺
に
至
る
南
北
の
道
路
に
沿
っ
た
商
店

街
を
メ
イ
ン
に
、
幾
つ
も
の
路
地
が
あ
る
。

Ｊ
Ｒ
奥
羽
本
線
村
上
駅
か
ら
旧
町
人
町
ま
で
は
東

へ
徒
歩
で
10
〜
20
分
程
あ
り
、
駅
の
西
部
・
日
本
海

寄
り
に
は
絶
好
の
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
豊
富
な
湧
出
量

を
誇
る
瀬
波
温
泉
と
観
光
施
設
、
ま
た
街
の
北
部
を

悠
々
と
流
れ
て
日
本
海
に
そ
そ
ぐ
三
面
川
は
、
鮭
が

遡
上
し
て
く
る
美
し
い
川
と
し
て
知
ら
れ
、
村
上
は

平
安
時
代
よ
り
鮭
を
特
産

品
と
し
て
栄
え
て
き
た
街

で
も
あ
る
。

ひ
と
昔
前
に

タ
イ
ム
ス
リ
ッ
プ
、

町
屋
建
造
物

「
町
屋
」
と
は
城
下
町

の
旧
町
人
町
の
家
屋
で
、

間
口
は
狭
い
が
奥
へ
長
い

〝
う
な
ぎ
の
寝
床
〞
的
な

家
で
、
雪
国
の
民
家
特
有

の
太
い
梁
や
大
黒
柱
、
囲

炉
裏
、
神
棚
、
仏
間
等
が

あ
る
。
囲
炉
裏
の
あ
る
吹

き
抜
け
の
居
間
か
ら
の
眺

め
は
明
治
、
大
正
時
代
に

タ
イ
ム
ス
リ
ッ
プ
し
た
よ

う
で
、
木
の
重
厚
な
柱
や

家
具
・
調
度
品
は
各
家
の

シ
ャ
ッ
タ
ー
街
NO
！
風
情
あ
る
城
下
町
に

む
ら
か
み
町
屋
再
生
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

（
新
潟
県
村む
ら
か
み
し

上
市
）

◀▲城下町情報館の再生した店頭と、うなぎの
寝床のように奥に長い町屋の家

村
上
市
は
鮭
、
地
酒
、
北
限
の
茶
、
岩
船
米
等
、
新
鮮

な
山
海
の
幸
で
知
ら
れ
る
城
下
町
。
伝
統
あ
る
町
屋
作

り
が
特
色
で
、
各
家
が
代
々
受
け
継
い
で
き
た
人
形
や

屏
風
、
民
具
等
を
展
示
公
開
し
て
町
屋
の
魅
力
を
Ｐ
Ｒ

し
て
き
た
が
、
一
方
で
シ
ャ
ッ
タ
ー
を
下
ろ
す
店
も
増

え
て
き
た
。
そ
こ
で
町
屋
を
再
生
し
よ
う
と
市
民
に
よ

る｢

む
ら
か
み
町
屋
の
外
観
再
生
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト｣

が

平
成
16
年
に
ス
タ
ー
ト
し
た
。
21
年
ま
で
に
す
で
に
15

軒
が
再
生
さ
れ
、
昔
の
風
情
あ
る
街
並
み
が
蘇
り
つ
つ

あ
る
。

和菓子処「早撰堂」の店舗奥にある居間。店の椅子に
座って茶を飲みながら菓子を食べることもできる

樹と語る樹と語る
③③
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歴
史
や
、
き
め
細
や
か
に
手
入
れ
し
て
暮
ら
し
て
き

た
人
々
の
想
い
が
感
じ
ら
れ
る
。
家
具
調
の
階
段
を

登
っ
た
二
階
の
居
間
や
仏
間
は
粋
な
和
室
。
さ
ら
に
、

鮭
の
製
造
販
売
、
茶
や
和
菓
子
屋
等
の
店
は
、
奥
に

広
い
製
造
工
場
や
収
納
室
が
あ
り
、
城
下
町
と
し
て

繁
栄
し
た
頃
の
面
影
が
息
づ
い
て
い
る
。

村
上
で
は
商
店
主
た
ち
の
呼
び
か
け
で
町
屋
の
内

部
を
公
開
し
て
き
た
。
３
月
の
「
町
屋
の
人
形
様
巡

り
」、
９
月
の
「
町
屋
の
屏
風
ま
つ
り
」
が
そ
れ
で
、

全
国
か
ら
観
光
客
が
訪
れ
る
よ
う
に
な
り
、
２
カ
月

間
で
10
万
人
以
上
が
や
っ
て
く
る
。
他
に
も
７
月
に

は
４
０
０
年
の
歴
史
を
語
る
「
村
上
大
祭
」、
10
月

に
は
「
宵
の
竹
籠
ま
つ
り
」
等
が
あ
り
、
２
と
７
の

日
に
は
野
菜
や
魚
、
特
産
品
を
売
る
「
六
斉
市
」
で

賑
わ
い
、
骨
董
市
で
訪
れ
る
人
も
増
え
て
い
る
。

し
か
し
町
屋
内
部
は
生
活
の
場
と
し
て
現
存
し
て

い
る
が
、
外
側
は
新
し
い
建
材
で
変
更
し
た
り
、
店

を
た
た
ん
で
シ
ャ
ッ
タ
ー
を
下
ろ
す
店
も
多
く
な
っ

て
き
た
た
め
、
城
下
町
ら
し
い
景
観
が
失
わ
れ
て
き

た
。
そ
こ
で
市
民
自
ら
が
立
ち
あ
が
っ
て
平
成
16
年

に
ス
タ
ー
ト
し
た
の
が
「
む
ら
か
み
町
屋
再
生
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
事
業
」。
外
観
を
昔
の
姿
に
蘇
ら
せ
、
商

店
に
活
気
を
取
り
戻
そ
う
と
い
う
運
動
で
、
一
般
会

員
一
口
３
０
０
０
円
の
年
会
費
を
基
金
に
、
再
生
す

る
商
店
も
出
資
し
て
、
５
年
間
で
15
軒
の
外
観
を
再

生
し
た
。
同
時
に
黒
塀
を
復
活
す
る
「
黒
塀
一
枚
千

円
運
動
」
も
行
わ
れ
、
現
在
３
６
０
ｍ
の
黒
塀
が
再

生
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
活
動
は
行
政
に
頼
ら
ず
市
民
、
企
業
、

各
団
体
の
協
力
で
実
施
さ
れ
て
お
り
、
平
成
20
年
に

は
都
市
景
観
大
賞
「
美
し
い
街
並
み
大
賞
」（
国
土
交

通
省
）、
新
潟
県
自
治
活
動
賞
、
21
年
に
は
内
閣
総

理
大
臣
賞
「
あ
し
た
の
ま
ち
・
く
ら
し
づ
く
り
活
動

賞
」
を
受
章
し
て
い
る
。

格
子
戸
や
看
板
の
変
更
で
大
き
く
様
変
わ
り

「
む
ら
か
み
町
屋
再
生
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
の
取
材

で
待
ち
合
わ
せ
場
所
に
な
っ
て
い
る
「
城
下
町
情
報

館
」
を
訪
ね
た
。
待
っ
て
い
て
く
れ
た
の
は
同
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
の
理
事
で
建
築
設
計
事
務
所
を
経
営
、
木

造
住
宅
耐
震
診
断
士
で
も
あ
る
小
池
昭
雄
さ
ん
と
村

上
古
建
築
研
究
会
の
副
会
長
、
匠
の
会
会
長
を
務
め

る
大
工
の
川
内
誠
さ
ん
。
城
下
町
情
報
館
は
細
野
家

の
住
宅
だ
が
、
し
ば
ら
く
空
家
に
な
っ
た
た
め
、
会

に
貸
し
て
く
れ
た
家
。
会
で
は
２
年
か
け
て
壁
の
新

建
材
を
撤
去
し
て
杉
板
を
張
り
直
し
、
窓
も
格
子
戸

に
再
生
、
内
部
も
徹
底
的
に
整
備
し
た
。
平
成
18
年

か
ら
町
屋
、
資
料
館
と
し
て
一
般
公
開
。
玄
関
を
入

る
と
、
館
の
ガ
イ
ド
役
も
兼
ね
て
、
伝
統
工
芸
士
の

川
上
健
さ
ん
が
村
上
木
彫
堆つ
い
し
ゅ朱
の
実
演
を
行
っ
て
い

る
。（
38
頁
参
照
）

間
口
は
狭
い
が
奥
行
27
ｍ
も
あ
る
典
型
的
な
町
屋

造
り
で
、
中
央
に
吹
き
抜
け
の
居
間
が
あ
る
。

「
町
屋
は
大
抵
、
表
通
り
か
ら
裏
の
道
ま
で
通
り
抜

け
ら
れ
る
よ
う
に
出
来
て
い
ま
す
。
居
間
と
玄
関
は

吹
き
抜
け
が
多
い
の
で
す
が
、
寒
い
た
め
に
天
井
を

つ
け
て
塞
い
で
し
ま
う
家
も
多
く
、
そ
う
な
る
と
通

風
が
悪
く
な
り
、
家
が
傷
み
や
す
い
。
さ
ら
に
シ
ャ

ッ
タ
ー
を
下
ろ
し
空
家
に
し
て
し
ま
う
と
せ
っ
か
く

の
町
屋
も
台
無
し
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
こ
の
家

も
空
家
で
し
た
」
と
語
る
小
池
さ
ん
は
、
東
京
の
建

設
会
社
で
働
い
て
い
た
が
、
友
人
を
訪
ね
て
村
上
に

来
た
時
こ
の
城
下
町
が
気
に
入
り
、
昭
和
49
年
に
移

住
し
て
き
た
。
町
屋
の
改
装
を
長
年
手
が
け
て
き
た

経
験
を
活
か
し
、
む
ら
か
み
町
屋
再
生
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
で
は
、
再
生
し
た
い
家
の
外
観
を
診
断
し
て
再
生

案
を
分
か
り
や
す
く
ス
ケ
ッ
チ
し
て
示
し
、
打
合
せ

を
綿
密
に
行
っ
て
い
く
と
い
う
。

「
町
屋
の
中
は
江
戸
や
明
治
の
ま
ま
で
素
晴
ら
し
い

の
に
、
外
観
は
ア
ー
ケ
ー
ド
や
サ
ッ
シ
、
ト
タ
ン
等

で
覆
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
家
が
多
い
の
で
、
外
観
を

昔
な
が
ら
の
格
子
や
壁
、
ガ
ラ
ス
戸
に
変
え
て
町
屋

の
景
観
を
整
え
よ
う
と
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
ス
タ
ー
ト

し
ま
し
た
。
長
年
町
屋
を
手
掛
け
て
き
た
地
元
の
名

工
〝
村
上
大
工
〞
の
方
々
の
協
力
で
、
少
し
手
を
加

え
る
だ
け
で
見
違
え
る
ほ

ど
雰
囲
気
の
よ
い
店
に
な

り
、
そ
の
結
果
客
も
増
え

て
活
気
が
出
て
き
ま
し
た
」

大
工
の
棟
梁
・
川
内
さ

ん
は
「
村
上
の
町
屋
は
豪

▶上／設計担当の小池さん　下／大工の川内さん
◀「㐂っ川」の建物と再生プロジェクト会長でもあ
る吉川真嗣さん。左／町屋民家を活かした店内
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雪
に
も
耐
え

る
よ
う
に
い

い
材
を
使
っ

て
い
ま
す
。

二
階
の
通
り

に
面
し
た
部

屋
に
座
敷
が

あ
り
、
祭
り

の
時
な
ど
は

恰
好
の
見
学

場
所
に
な
り

ま
す
。
襖
も

調
度
品
も
い
い
材
で
丁
寧
に
造
っ
て
い
ま
す
。

外
観
の
再
生
で
は
看
板
を
昔
風
に
替
え
た
り
、
格

子
戸
や
手
す
り
を
昔
な
が
ら
の
木
の
も
の
に
す
る
、

暖
簾
を
つ
け
る
等
の
低
コ
ス
ト
な
改
善
で
様
変
わ
り

し
て
き
ま
す
。
古
い
看
板
の
か
ま
ぼ
こ
金
文
字
の
復

元
で
は
横
浜
の
業
者
に
頼
ん
だ
が
、
他
は
我
々
地
元

大
工
な
ら
お
手
の
も
の
で
す
」
と
語
る
。

再
生
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
設
立
の
契
機
に
な
っ
た
の
が

代
々
伝
統
の
鮭
製
造
と
販
売
店
を
営
む
「
味
匠
㐂
っ

川
」。
若
主
人
・
吉
川
真
嗣
さ
ん
の
ア
イ
デ
ア
で
、

平
成
10
年
に
店
の
外
を
板
壁
や
和
紙
障
子
張
り
の
昔

風
の
外
観
に
改
装
、
店
内
は
町
屋
造
り
の
空
間
と
特

色
を
そ
の
ま
ま
取
り
入
れ
、
仕
事
場
も
居
間
も
公
開

す
る
よ
う
に
し
た
。
連
日
店
は
、
見
学
を
兼
ね
て
遠

く
か
ら
来
る
観
光
客
で
賑
わ
っ
て
い
る
。
真
嗣
さ
ん

は
同
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
設
立
を
呼
び
か
け
て
奔
走
し
、

会
長
も
務
め
る
多
忙
な
日
々
を
送
っ
て
い
る
。

も
う
ひ
と
つ
、「
シ
ャ
ッ
タ
ー
を
下
ろ
さ
な
い
！
」

「
再
生
し
た
ら
活
用
す
る
」
と
い
う
の
も
活
動
の
重

要
な
テ
ー
マ
で
、
メ
イ
ン
通
り
に
あ
り
シ
ャ
ッ
タ
ー

を
下
ろ
し
て
い
た
店
舗
は
、
お
洒
落
な
ガ
ラ
ス
戸
張

り
の
喫
茶
店
に
変
身
し
、
今
で
は
お
年
寄
り
か
ら
若

者
ま
で
客
で
大
賑
わ
い
す
る
交
流
の
場
に
な
っ
た
。

住
人
の
い
な
い
家
は
再
生
し
て
「
鯛た
い

車ぐ
る
ま

文
庫
」
と
い

う
誰
で
も
利
用
で
き
る
図
書
館
に
な
っ
て
い
る
。
こ

の
ミ
ニ
図
書
館
に
は
市
民
が
寄
贈
し
た
本
や
雑
誌
が

沢
山
並
び
、
城
下
町
村
上
を
情
緒
あ
る
元
気
な
街
に

し
た
い
と
い
う
市
民
の
熱
い
思
い
が
伝
わ
っ
て
く
る
。

頑
張
ろ
う
、
店
に
活
力
が
出
て
き
た

再
生
一
号
店
と
な
っ
た
和
菓
子
処
「
早
撰
堂
」
と

地
酒
を
販
売
す
る
「
益
甚
酒
店
」
を
見
学
さ
せ
て
も

ら
っ
た
。
早
撰
堂
は
二
階
の
サ
ッ
シ
窓
を
格
子
戸
に
、

屋
根
を
昔
風
の
瓦
に
葺
き
替
え
、
明
治
頃
に
使
っ
て

い
た
看
板
を
資
料
を
見
て
復
元
し
た
。
店
内
も
和
菓

子
づ
く
り
に
使
っ
て
き
た
木
型
を
公
開
し
た
り
、
菓

子
入
れ
に
使
っ
て
き
た
古
い
ガ
ラ
ス
瓶
も
活
用
す
る

等
、
ア
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
工
夫
が
随
所
に
見
ら
れ
る
。

店
の
奥
に
あ
る
町
屋
造
り
の
居
間
も
見
る
こ
と
が
出

来
、
店
に
入
る
だ
け
で
楽
し
く
な
っ
て
く
る
。

「
再
生
し
て
お
客
さ
ま
も
増
え
ま
し
た
。
私
た
ち
こ

そ
頑
張
ら
な
く
ち
ゃ
あ
と
和
菓
子
作
り
に
も
精
が
出

ま
す
」
と
奥
さ
ん
は
言
う
。
伝
統
の
手
造
り
銘
菓
の

中
に
、
鮭
を
テ
ー
マ
に
し
た
ラ
ク
ガ
ン
も
復
活
し
た
。

「
㐂
っ
川
」
の
隣
に
あ
る
の
が
「
益
甚
酒
店
」。
村

上
の
酒
屋
10
軒
が
協
力
し
て
米
作
り
か
ら
手
掛
け
て

開
発
し
た
地
域
限
定
の
日
本
酒「
大
洋
盛
」「
越
後
流
」

等
を
販
売
し
て
お
り
、
店
は
造
り
酒
屋
時
代
の
格
子

戸
に
復
元
し
た
。
遠
く
か
ら
買
い
求
め
に
来
る
フ
ァ

ン
も
増
え
た
そ
う
で
、
明
る
く
落
ち
着
い
た
店
内
。

３
月
に
は
奥
の
居
間
で
お
雛
様
を
飾
っ
て
公
開
し
て

い
る
。

「
再
生
し
た
店
が
皆
活
気
が
出
て
成
功
し
て
い
る
こ

と
が
何
よ
り
嬉
し
い
で
す
ね
。
目
標
は
１
２
０
軒
、

ま
だ
ま
だ
頑
張
り
ま
す
」
と
小
池
さ
ん
、
川
内
さ
ん

は
言
っ
て
い
た
。

文
／
浅
井
登
美
子　

写
真
／
満
田
美
樹

▶菓子処「早撰堂」の再生した外観と店内。
格子の奥には居間、菓子の木型も装飾に活用
▼早撰堂の奥さんと語る川内、小池さん

▲地酒 ｢大洋盛」が人気の益甚酒店と地酒に
詳しい番頭さん

▶▼鯛車文庫の内
部と鯛をシンボル
に施した外観（鯛
車は昔から幼児が
引っぱって遊んだ
玩具）

● むらかみ町屋再生プロジェクト事務局(㐂
き っ か わ

っ川内)
☎0254-53-2213
http://www.mmsp.info
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経
験
知
が
炎
を
と
ら
え
る

煉
瓦
作
り

大
正
時
代
に
築
か
れ
た
全
長
18
ｍ
、
全
幅
５
・
１

ｍ
の
10
連
房
式
の
登
り
窯
―
―
今
、
７
つ
の
窯
に
煉

瓦
が
積
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
数
５
０
０
０
個
。

火
入
れ
は
12
月
17
日
昼
。
50
時
間
余
り
た
っ
た
19

日
午
後
３
時
、
炎
は
４
つ
目
の
窯
に
達
し
、
そ
の
温

度
を
じ
わ
じ
わ
と
上
げ
続
け
て
い
る
。
温
度
調
節
の

た
め
、
数
人
の
男
た
ち
が
、
窯
の
左
右
両
側
に
あ
る

小
さ
な
穴
か
ら
炎
の
状
態
を
見
、
入
口
の
粘
土
壁
に

埋
め
込
ん
だ
温
度
計
を
確
認
す
る
。

「
８
０
０
℃
か
ら
ち
ょ
っ
と
下
が
っ
た
！
」

「
も
う
ち
ょ
っ
と
待
っ
た
方
が
い
い
か
な
」

「
で
も
、
炎
は
回
っ
て
な
い
」

「
じ
ゃ
あ
、
と
り
あ
え
ず
３
本
入
れ
ま
し
ょ
う
」

窯
の
両
側
の
入
口
か
ら
同
時
に
、
長
い
薪
が
３
本

投
げ
込
ま
れ
た
。
温
度
計
の
数
字
は
窯
端
の
温
度
で
、

中
央
は
そ
れ
よ
り
１
０
０
℃
近
く
高
い
と
い
う
。
窯

の
温
度
は
、
最
終
的
に
炎
の
勢
い
、
煙
、
煉
瓦
の
色

な
ど
で
判
断
し
、
薪
を
く
べ
る
タ
イ
ミ
ン
グ
を
計
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

通
常
、
薪
で
焼
く
煉
瓦

の
焼
成
温
度
は
約
９
０
０

℃
だ
が
、
釉
薬
が
か
か
っ

て
い
る
喜
多
方
の
煉
瓦
に

は
、１
１
０
０
〜
１
２
０
０

℃
は
必
要
だ
。
ま
た
、
厚

み
の
あ
る
煉
瓦
は
熱
容
量

が
高
く
、
蓄
熱
に
時
間
が

か
か
る
。

「
１
年
目
は
こ
れ
で
大
失

敗
し
ま
し
た
。
急
速
に
温

度
が
上
が
っ
た
の
は
い
い

け
れ
ど
、
上
の
窯
の
温
度

▲温度が逃げないように、窯口はしっかりと
粘土でふさぐ
▶薪を一気に放り込むのにも、力がいる。

炎への
挑戦①

近
代
化
産
業
遺
産
の
登
り
窯
が
復
活

三
津
谷
煉
瓦
窯
再
生
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

（
福
島
県
喜き
た
か
た
し

多
方
市
）

経
済
産
業
省
の
「
近
代
化
産
業
遺
産
」
に
認
定
さ
れ
た

喜
多
方
市
岩
月
の
登
り
窯
は
、
新
潟
県
安
田
の
瓦
職
人
・

樋
口
市
郎
に
よ
り
、
明
治
23
年
に
開
か
れ
た
。
現
在
の

登
り
窯
は
２
代
目
・
喜
市
が
大
正
時
代
に
築
い
た
も
の
で
、

現
役
の
煉
瓦
焼
成
が
可
能
な
大
型
の
登
り
窯
と
し
て
は
、

日
本
唯
一
の
も
の
と
い
わ
れ
て
い
る
。

平
成
20
年
、
喜
多
方
市
民
の
有
志
が
結
集
し
、
こ
の
登

り
窯
を
再
生
し
、
煉
瓦
を
焼
こ
う
と
「
三
津
谷
煉
瓦
窯

再
生
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
が
立
ち
上
が
っ
た
。

三津谷煉瓦窯で作業する人たちと
炎が舞う内部
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ば
か
り
気
に

か
け
て
い
た

ら
、
下
で
焼

か
れ
た
煉
瓦

が
急
速
に
冷

え
て
、
上
の

窯
の
熱
が
引

っ
張
ら
れ
て

し
ま
っ
た
。

一
番
下
の
窯

は
、
じ
っ
く

り
と
焼
き
上

げ
て
煉
瓦
に

熱
を
蓄
え
さ

せ
な
い
と
だ

め
」

窯
口
を
守
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
実
行
委
員
会
副
委
員

長
の
金
親
丈
史
さ
ん
。
当
初
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
参

加
者
の
ほ
と
ん
ど
が
未
経
験
だ
っ
た
と
い
う
。「
樋

口
窯
業
３
代
目
の
憲
一
さ
ん
に
教
え
を
請
い
ま
し
た

が
、
頭
で
理
解
し
た
だ
け
で
は
仕
事
に
な
ら
な
い
。

あ
ま
た
の
修
羅
場
を
く
ぐ
り
、
失
敗
と
い
う
失
敗
を

経
験
し
ま
し
た
（
笑
）」。
話
の
合
間
に
も
、
常
に
窯

の
状
態
に
目
を
光
ら

せ
る
。

「
炎
が
白
っ
ぽ
く
な

る
と
、
次
の
窯
の
景

色
が
薄
赤
く
な
る
。

こ
れ
が
次
の
窯
に
作

業
を
移
す
き
っ
か
け
。

釉
薬
が
溶
け
る
と
ガ

ラ
ス
質
に
な
っ
て
、

炎
が
反
射
し
て
光
り

ま
す
。
そ
れ
が
焼
き
上
が
り
の
目
安
」。
３
年
間
に

４
度
の
煉
瓦
焼
成
の
体
験
が
も
た
ら
し
た
経
験
知
で

あ
る
。

薪
を
く
べ
る
ご
と
に
、
窯
の
中
は
酸
化
と
還
元
を

繰
り
返
す
。
還
元
状
態
で
煉
瓦
は
渋
く
色
づ
き
、
酸

化
状
態
で
赤
み
を
帯
び
る
。
灰
が
舞
え
ば
釉
薬
を
変

化
さ
せ
、
炎
が
創
り
出
す
風
合
い
が
で
き
る
。
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
制
御
で
火
力
を
調
節
す
る
量
産
品
と
違
い
、

一
つ
と
し
て
同
じ
煉
瓦
は
焼
き
上
が
ら
な
い
。

煉
瓦
の
焼
き
上
が
る
の
は
明
け
方
近
く
。
焼
き
し

ま
っ
た
煉
瓦
と
対
面
で
き
る
の
は
５
日
後
で
あ
る
。

「
用
の
美
」
が
創
り
だ
す

喜
多
方
の
景
観

樋
口
窯
業
創
業
者
・
樋
口
市
郎
は
、
味
噌
・
醤
油

醸
造
元
・
若
喜
商
店
に
働
き
に
出
た
際
、
三
津
谷
の

土
地
に
惚
れ
込
み
、
明
治
23
年
、
窯
を
開
い
た
。
良

質
な
粘
土
が
あ
り
、
燃
料
と
な
る
松
が
林
立
し
、
登

り
窯
に
必
要
な
自
然
な
傾
斜
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

明
治
13
年
の
大
火
以
来
、
喜
多
方
で
は
防
火
意
識

が
強
ま
り
、
瓦
屋
根
や
蔵
の
需
要
が
高
ま
っ
た
。
市

郎
は
、
防
火
性
が
高
く
、
雪
に
負
け
な
い
防
湿
性
を

考
え
、
煉
瓦
に
益
子
焼
の
釉
薬
を
施
し
た
。
こ
れ
が
、

喜
多
方
の
煉
瓦
の
特
徴
で
あ
る
あ
ず
き
色
の
渋
い
色

合
い
の
源
と
な
る
。
漆
喰
の
蔵
よ
り
工
期
が
短
い
上
、

漆
喰
同
様
の
通
気
性
や
防
火
性
が
あ
る
煉
瓦
蔵
は
、

町
に
多
く
建
て
ら
れ
、
落
ち
着
き
の
あ
る
景
観
を
つ

く
り
だ
し
た
。

稼
働
を
停
止
し
た
後
も
、
独
特
の
風
合
い
を
も
つ

煉
瓦
を
懐
し
む
人
は
多
く
、
平
成
19
年
に
、
登
り
窯

が
近
代
化
産
業
遺
産
と
し
て
認
定
さ
れ
る
に
至
り
、

そ
の
保
存
再
生
の
機
運
が
高
ま
っ
た
。
こ
の
追
い
風

を
つ
か
も
う
と
、
平
成
20
年
、
再
生
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

の
活
動
が
開
始
さ
れ
た
。
目
的
は
、
登
り
窯
で
実
際

に
煉
瓦
を
焼
成
し
、そ
の
技
術
や
ノ
ウ
ハ
ウ
を
習
得
・

記
録
し
て
次
代
に
伝
え
る
こ
と
で
あ
る
。
活
動
は
３

年
間
と
し
、
資
金
に
は
県
の
「
地
域
づ
く
り
総
合
支

援
事
業
」
に
よ
る
助
成
金
を
は
じ
め
、
協
力
・
寄
付

金
を
充
て
た
。

焼
成
前
の
煉
瓦
素
地
は
、
樋
口
市
郎
ゆ
か
り
の
新

潟
県
安
田
町
か
ら
成
型
さ
れ
た
も
の
を
求
め
た
。
釉

薬
を
か
け
、
焼
成
す
る
作
業
に
は
、
地
元
の
工
業
高

◀市内からほどちかい岩月町に明治23年、
窯が開かれた

▲山形県大石田町に窯を開いているフランス人陶芸家・ブルーノ・ピー
フルさん。ボランティアで毎回参加している
▶金親丈史さん、皆で焼いた煉瓦を手に。「これで2.7㎏。焼く前は３㎏あ
りますから、片手で釉薬をつけるときはたいへんです」

▲「アナログ窯だからふぞろいで、ムラがあ
る煉瓦ができるけれど、それが味ですね」と
話すプロジェクト事務局の星宏一さん
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校
の
生
徒
も
含
め
、
延
べ
４
０
０
人
が
協
力
。
そ
の

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
支
援
は
現
在
も
続
い
て
い
る
。

焼
成
し
た
煉
瓦
は
、
喜
多
方
市
内
で
は
観
光
案
内

所
の
ト
イ
レ
の
フ
ァ
サ
ー
ド（
入
口
）な
ど
に
使
わ
れ

て
い
る
が
、
市
内
に
あ
る
煉
瓦
蔵
に
も
劣
ら
な
い
出

来
栄
え
だ
。
今
回
焼
き
上
が
っ
た
煉
瓦
も
、
市
内
の

橋
の
欄
干
に
一
部
使
用
さ
れ
る
。

「
再
生
」
か
ら
「
継
続
」
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ

「
理
屈
で
は
な
い
面
白
さ
が
あ
り
ま
す
。
単
純
な
よ

う
で
単
純
で
な
い
と
こ
ろ
が
い
い
」

「
簡
単
に
で
き
た
ら
、
こ
ん
な
に
夢
中
に
な
ら
な
い
。

思
う
よ
う
に
な
ら
な
い
と
こ
ろ
が
魅
力
か
な
」

参
加
者
が
、
作
業
の
魅
力
を
語
る
口
ぶ
り
の
奥
に
、

「
大
人
の
男
の
楽
し
み
」
を
感
じ
る
。

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
今
回
の
作
業
で
一
応
終
了
だ
が
、

「
老
朽
化
し
た
今
の
窯
で
は
、
補
修
に
時
間
を
と
ら

れ
ま
す
。
新
規
に
コ
ン
パ
ク
ト
な
窯
を
造
れ
ば
、
頻

繁
に
煉
瓦
を
焼
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
が
」
と
話

す
金
親
さ
ん
た
ち
に
は
、
次
の
構
想
が
浮
か
ん
で
い

る
。
新
規
の
窯
と
と
も
に
、
作
業
場
を
設
け
て
地
元

の
土
で
煉
瓦
を
成
型
し
、
一
貫
し
た
煉
瓦
生
産
体
制

の
も
と
で
年
数
回
生
産
し
た
い
と
い
う
。「
新
し
い

窯
に
は
、
消
耗
の
激
し
い
場
所
に
耐
火
煉
瓦
を
用
い
、

そ
れ
以
外
は
自
分
た
ち
が
焼
い
た
煉
瓦
を
使
い
た

い
」
と
夢
は
広
が
る
。
予
算
づ
く
り
も
含
め
、
じ
っ

く
り
と
次
の
ス
テ
ッ
プ
に
つ
な
げ
る
考
え
だ
。

喜
多
方
市
で
は
、
平
成

22
年
度
事
業
で
、
蔵
が
立

ち
並
ぶ
通
り
の
ア
ー
ケ
ー

ド
を
撤
去
し
た
。
老
朽
化

が
主
な
理
由
だ
が
、
お
か

げ
で
、
通
り
に
面
し
た
蔵

の
全
景
を
楽
し
め
る
よ
う

に
な
っ
た
。

そ
の
中
の
一
軒
、
明
治

44
年
に
完
成
し
た
金
田
洋

品
店
は
、
店
蔵
と
し
て
は

喜
多
方
市
内
で
最
も
古
い
。
明
治
の
終
わ
り

に
「
洋
品
店
」
と
名
づ
け
た
と
こ
ろ
に
、
当

時
の
喜
多
方
の
人
々
の
清
新
な
気
分
が
想
像

で
き
る
。
そ
の
後
、
シ
ャ
ッ
タ
ー
や
ア
ー
ケ

ー
ド
が
設
置
さ
れ
た
た
め
、
入
口
の
煉
瓦
の

ア
ー
チ
が
見
え
な
く
な
っ
た
。
今
回
、
ア
ー

ケ
ー
ド
が
な
く
な
っ
た
こ
と
を
契
機
に
、
シ

ャ
ッ
タ
ー
ボ
ッ
ク
ス
も
撤
去
す
る
と
い
う
。

も
う
す
ぐ
、
建
築
当
初
の
き
れ
い
な
ア
ー
チ

の
デ
ザ
イ
ン
が
全
貌
を
現
す
。

渋
い
色
合
い
の
煉
瓦
が
、
喜
多
方

の
落
ち
着
い
た
景
観
を
印
象
づ
け
て

い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
煉
瓦
自
体

が
地
域
の
得
難
い
財
産
で
あ
る
。
窯

の
火
を
絶
や
さ
ず
に
、
少
量
で
も
手

作
り
の
煉
瓦
を
作
り
続
け
る
こ
と
が
、

ま
ち
の
歴
史
と
文
化
を
継
承
し
て
い

く
こ
と
に
つ
な
が
る
。
煉
瓦
の
再
生

と
と
も
に
、
蔵
の
ま
ち
は
「
新
鮮
な

古
色
」
と
で
も
い
う
べ
き
景
観
を
見

せ
て
く
れ
る
こ
と
に
な
り
そ
う
だ
。

文
／
村
上
憲
加　

写
真
／
小
林
恵

● 三津谷煉瓦窯再生プロジェクト事務局
（特定非営利活動法人まちづくり喜多方）
☎0241-24-4541

▲プロジェクトメンバーのひとり・市産業部商工
課の大崎友和課長。焼いた煉瓦を利用した建物を
前に。「炎を見ると落ち着きます」と煉瓦作りの魅
力を語る
◀登り窯の覆屋の外観

◀集落すべてに煉瓦蔵がある
三津谷地区。写真は若菜家の蔵

▲上／明治38年、喜多方市内で、最初に建てられた若喜
商店煉瓦蔵。下／ハイカラな蔵の壁面の「金田洋品店」の
切文字。100年の時を刻む
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伝
統
的
工
芸
品
産
地
指
定
に

土
佐
打
刃
物
の
歴
史
は
、
鎌
倉
時
代
後
期
の
徳
治

元
年
（
１
３
０
９
）
に
大
和
国
よ
り
刀
鍛
冶
の
五
郎

左
衛
門
吉
光
派
が
土
佐
に
移
住
し
て
き
た
こ
と
で
始

ま
る
。
五
郎
左
衛
門
ら
は
戦
国
乱
世
期
の
武
具
刀
剣

の
需
要
に
応
え
る
と
共
に
、
農
・
山
林
用
刃
物
鍛
冶

に
も
力
を
入
れ
て
い
っ
た
。
土
佐
山
田
に
鎌
を
普
及

し
た
の
は
小
笠
原
円
蔵
と
い
う
匠
だ
っ
た
と
い
う
。

天
正
18
年
（
１
５
９
０
）
の
土
佐
一
国
を
総
地
検
し

た
長
宗
我
部
地
検
帳
に
よ
れ
ば
３
９
９
軒
の
鍛
冶
屋

が
い
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。

土
佐
打
刃
物
の
本
格
的
な
製
造
は
江
戸
時
代
か
ら

で
、
財
政
振
興
策
と
し
て
土
佐
藩
は
森
林
資
源
の
確

保
や
新
田
開
発
を
遂
行
、
そ
れ
に
伴
い
土
佐
打
刃
物

の
生
産
量
と
品
質
は
格
段
に
向
上
し
て
い
っ
た
。

江
戸
時
代
の
切
磋
琢
磨
の
技
術
と
伝
統
鍛
冶
は
、

現
在
は
多
少
の
機
械
化
を
取
り
入
れ
な
が
ら
も
受
け

継
が
れ
、
平
成
10
年
に
経
済
産
業
省
よ
り
伝
統
的
工

芸
品
産
地
の
指
定
を
受
け
た
。
日
本
刀
の
鍛
冶
技
術

か
ら
生
ま
れ
た
秘
伝
を
受
け
継
ぎ
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ

れ
が
製
品
や
用
途
に
応
じ
て
プ
レ
ス
や
ハ
ン
マ
ー
を

使
っ
て
鍛
造
加
工
す
る
「
自
由
鍛
造
」
が
行
わ
れ
て

い
る
。
最
近
は
「
自
分
の
た
め
の
刃
物
」
を
求
め
て

注
文
し
て
く
る
人
が
多
い
と
い
う
。

し
か
し
現
在
農
林
業
作
業
は
コ
ン
バ
イ
ン
や
チ
ェ

ー
ン
ソ
ー
等
を
使
っ
て
の
機
械
化
が
著
し
く
、
手
作

業
を
主
体
に
し
た
鎌
や
鍬
等
の
大
口
需
要
は
年
々
減

少
し
て
い
る
の
が
現
状
だ
。
今
回
の
取
材
で
ガ
イ
ド

し
て
く
れ
た
香
美
市
商
工
会
経
営
指
導
員
の
門
田
貴

司
さ
ん
は
「
昭
和
40
年
頃
ま
で
は
２
０
０
軒
近
い
鍛

冶
屋
が
い
た
ん
で
す
が
、
い
ま
は
50
数
軒
、
従
業
員

は
２
０
０
人
程
に
な
っ
て
い
ま
す
。
土
佐
打
刃
物
の

特
色
で
あ
る
森
林
作
業
用
の
鎌
、
鉈な
た

、
斧
等
の
需
要

が
減
っ
て
い
る
せ
い
で
す
ね
。一
般
向
け
に
包
丁
や
鎌
、

ナ
イ
フ
等
を
作
っ
て
い
ま

す
が
、
製
品
に
よ
っ
て
一

本
何
千
円
か
ら
何
万
円
の

違
い
が
で
て
く
る
。
使
い

手
が
そ
の
良
さ
を
わ
か
っ

て
く
れ
な
い
と
ダ
メ
で
す

ね
」
と
言
う
。

温
暖
多
雨
地
の
土
佐
国
は
古
く
か
ら
良
木
に
恵
ま
れ
、

多
く
の
木
材
を
大
和
や
京
等
へ
搬
出
し
て
き
た
。
そ
れ

に
伴
い
山
林
伐
採
に
必
要
な
打う
ち

刃は

物も
の

が
造
ら
れ
、
刀
鍛

冶
技
術
が
発
展
し
て
き
た
。
鋭
い
切
れ
味
と
優
れ
た
耐

久
性
を
持
つ
伝
統
的
な
刃
物
。
数
百
年
経
た
今
も
、
真

っ
赤
な
炉
で
焼
い
て
は
成
形
、
鍛
造
を
繰
り
返
す
と
い

う
手
造
り
鍛
冶
が
行
わ
れ
て
い
る
。
伝
統
の
鎌
製
造
に

加
え
て
、子
供
た
ち
も
楽
し
く
使
え
る「
ク
ジ
ラ
ナ
イ
フ
」

を
開
発
・
製
造
す
る
冨
士
源
刃
物
製
作
所
の
山
下
哲
史

さ
ん
と
、
機
械
化
し
な
が
ら
若
い
後
継
者
育
成
に
当
た

る
宗
石
工
房
・
宗
石
博
孝
さ
ん
を
取
材
し
た
。

▲刃物祭りと同時開催される「山田のかかし祭り」
◀上／土佐打刃物流通センターの建物。3000点
の刃物を展示販売している
下／香美市商工会経営指導員の門田さん（左）とセ
ンターの田村有三専務理事

1300℃の炉で鎌の焼き入れ
（冨士源刃物製作所）

炎への
挑戦②

土
佐
の
匠
が
鍛
え
上
げ
た
伝
統
の
切
れ
味

土
佐
打
刃
物（     

）

高
知
県
香か

美み

市し

土
佐
山
田
町
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門
田
さ
ん
が
最
初
に
案
内
し
て
く
れ
た
の
が
、
協

同
組
合
「
土
佐
刃
物
流
通
セ
ン
タ
ー
」。

組
合
員
の
製
作
し
た
商
品
が
ジ
ャ
ン
ル
毎
に
ほ
ぼ

全
種
展
示
販
売
さ
れ
、
希
望
者
に
は
実
演
も
お
こ
な

っ
て
い
る
。
同
じ
よ
う
な
鎌
や
庖
丁
で
も
、
白
鋼
、

青
鋼
、
ス
ー
パ
ー
鋼
が
あ
り
、
刃
に
は
片
刃
、
両
刃

が
あ
り
、
柄
や
ケ
ー
ス
も
い
ろ
い
ろ
。
専
門
家
や
マ

ニ
ア
に
は
興
味
尽
き
な
い
世
界
だ
と
思
わ
れ
る
。

自
分
の
手
で
、
納
得
い
く
も
の
を
造
る

子
供
に
も
人
気
の
「
ク
ジ
ラ
ナ
イ
フ
」

土
佐
打
刃
物
の
代
表
商
品
で
あ
る
鎌
を
中
心
に
製

造
し
て
き
た
冨
士
源
刃
物
製
作
所
は
、
奥
ま
っ
た
集

落
の
山
を
背
景
に
し
た
道
路
沿
い
に
工
房
が
あ
っ
た
。

経
営
者
の
山
下
哲
史
さ
ん（
62
）は
、
鋼
・
鉄
造
り
か

ら
仕
上
げ
研
磨
、
柄
付
け
ま
で
の
す
べ
て
の
作
業
を

一
人
で
行
っ
て
い
る
伝
統
工
芸
士
で
、
朝
早
く
か
ら

炉
に
火
を
入
れ
、
鎌
造
り
を
行
っ
て
い
た
。

鎌
の
大
き
さ
に
応
じ
た
鉄
の
棒
が
用
意
さ
れ
て
い

て
、
そ
の
鉄
棒
を
１
０
０
０
℃
以
上
の
炉
で
焼
い
て

ハ
ン
マ
ー
を
使
い
な
が
ら
叩
い
て
や
や
平
た
く
し
、

鋼
を
真
ん
中
に
重
ね
て
、
ま
た
焼
い
て
鋼
鉄
を
作
る
。

真
っ
赤
に
な
っ
た
鋼
鉄
を
さ
ら
に
叩
き
伸
ば
し
な
が

ら
鎌
の
形
に
成
形
し
て
い
く
。
鋼
の
比
率
は
普
通
の

鎌
で
は
１
割
だ
が
、
灌
木
を
切
る
鎌
の
場
合
は
25
％

に
す
る
と
い
う
。

「
刀
と
同
じ
で
、
鍛
え
る
こ
と
で
金
属
組
織
が
細
か

く
な
り
、
切
れ
味
、
耐
摩
耗
性
、
刃
の
粘
り
が
強
化

さ
れ
て
い
く
ん
で
す
」
と
山
下
さ
ん
は
穏
や
か
に
説

明
し
て
く
れ
る
。

軟
鉄
を
叩
い
て
割
り
込
み
、高
温
で
沸
し
付
け（
鍛

接
）
を
行
い
、
プ
レ
ス
で
切
断
す
る
。
そ
の
あ
と
鎌

の
形
に
合
わ
せ
て
「
整
形
」
し
、
さ
ら
に
焼
い
て
叩

い
て
い
く
鍛
造
を
行
う
。
叩
く
と
表
面
の
鉄
屑
が
と

び
ち
っ
て
離
れ
、
精
度
の
高
い
金
属
に
仕
上
が
っ
て

い
く
。
鎌
は
両
刃
が
多
い
が
、
片
刃
の
場
合
は
鉄
と

鋼
の
バ
ラ
ン
ス
が
難
し
く
焼
き
入
れ
に
神
経
を
使
う

と
い
う
。

鍛
造
に
使
う
プ
レ
ス
機
や
ハ
ン
マ
ー
機
は
使
い
込

ん
だ
重
厚
な
鉄
の
塊
で
、
山
下
さ
ん
が
足
で
踏
む
と

回
転
す
る
よ
う
に
出
来
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
鍛
冶

屋
が
商
品
に
合
せ
て
特
注
し
た
も
の
。
冨
士
源
刃
物

製
作
所
で
は
炉
の
燃
料
に
コ
ー
ク
ス
や
Ｌ
Ｐ
ガ
ス
を

使
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
用
具
一
つ
ひ
と
つ
に
歴
史

が
あ
り
、
使
い
手
の
息
遣
い
が
感
じ
ら
れ
る
。
し
か

も
、
１
０
０
０
℃
を
超
え
る
炎
の
鉄
を
相
手
に
し
て

▲炉で鉄棒を焼く
◀焼いた鉄に鋼をいれて、また焼きのばす山下哲史さん

▲子供も安心して使えるクジラナイフ ▼山下さん特製の造園用鎌

▲▼天然砥石をいろいろ使いながら刃先を磨いで
いく

▲成形された鋼鉄の鎌

▲焼いた鎌は素早く鍛える
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瞬
時
に
製
錬
し
て
い
く
緊

張
す
る
作
業
だ
。
鍛
冶
職

の
凄
さ
を
改
め
て
感
じ
た
。

仕
上
げ
用
の
研
磨
に
も

い
ろ
い
ろ
の
砥
石
を
使
う
。

も
う
現
在
で
は
入
手
困
難

な
天
然
砥
石
だ
。
水
を
打

ち
な
が
ら
研
磨
し
て
い
く

と
、
く
す
ん
で
い
た
鋼
鉄

が
光
を
放
ち
始
め
、
刃
先
が
鋭
く
な
っ
て
い
く
。
山

下
さ
ん
の
刃
先
を
押
さ
え
て
い
る
指
先
は
刃
の
切
れ

味
を
的
確
に
感
知
し
て
い
る
よ
う
だ
。
砥
石
を
使
う

仕
上
げ
作
業
は
５
年
は
修
業
が
必
要
と
言
わ
れ
、
今

も
専
門
家
に
任
せ
る
鍛
冶
屋
が
多
い
と
聞
く
。

こ
の
工
房
は
山
下
さ
ん
の
父
親
が
昭
和
15
年
に
独

立
開
業
し
た
も
の
。
山
下
さ
ん
は
30
歳
の
時
、
父
親

の
仕
事
を
後
継
し
よ
う
と
二
代
目
鎌
鍛
冶
職
人
に
な

っ
た
。
以
前
は
従
業
員
も
い
た
が
今
は
一
匹
狼
、
伝

統
工
芸
士
の
資
格
を
取
り
、８
年
前
に
「
土
佐
の
匠
」

に
選
ば
れ
た
。

「
30
年
前
に
は
鎌
が
飛
ぶ
よ
う
に
売
れ
ま
し
た
が
、

い
ま
は
需
要
が
大
幅
に
減
っ
て
大
変
で
す
。
そ
ん
な

時
、
子
供
が
安
心
し
て
使
え
る
ナ
イ
フ
が
欲
し
い
と

い
う
母
親
の
話
を
聞
き
、
考
案
し
た
の
が
ク
ジ
ラ
ナ

イ
フ
で
す
」

ク
ジ
ラ
ナ
イ
フ
は
10
年
程
前
に
試
作
。
子
供
が
使

え
る
よ
う
に
と
角
を
丸
く
し
持
ち
や
す
い
形
に
し
た

ら
ク
ジ
ラ
の
形
に
な
っ
た
。
子
供
た
ち
の
野
外
活
動

を
指
導
す
る
イ
ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー
か
ら
も
ア
ド
バ
イ

ス
を
も
ら
い
、
用
途
に
応
じ
て
各
種
の
ナ
イ
フ
を
製

作
す
る
う
ち
に
マ
ッ
コ
ー
ク
ジ
ラ
、
ミ
ン
ク
ク
ジ
ラ
、

ナ
ガ
ス
ク
ジ
ラ
と
種
類
が
増
え
、
現
在
山
菜
ナ
イ
フ

を
入
れ
て
10
種
以
上
を
製
造
し
て
い
る
。

当
初
は
自
分
で
成
形
し
て
焼
い
て
い
た
が
、
形
に

バ
ラ
ツ
キ
が
出
て
し
ま
う
た
め
、
今
は
鉄
工
所
に
依

頼
し
、
鋼
入
り
の
鉄
板
を
レ
ー
ザ
ー
で
ク
ジ
ラ
型
に

切
断
し
て
も
ら
っ
て
い
る
。
焼
き
入
れ
か
ら
仕
上
げ

砥
ぎ
ま
で
、
手
間
の
か
か
る
細
か
い
作
業
だ
が
、
子

供
の
頃
か
ら
刃
物
の
魅
力
と
使
う
生
活
に
親
し
ん
で

欲
し
い
と
、
山
下
さ
ん
は
一
本
一
本
丁
寧
に
製
造
し

て
い
る
。
平
成
７
年
、
第
一
回
高
知
お
土
産
品
コ
ン

ク
ー
ル
で
佳
作
に
、
16
年
の
「
全
国
む
ら
お
こ
し
展
」

で
は
経
済
産
業
省
大
臣
賞
を
受
賞
し
た
。

各
種
庖
丁
か
ら
鉈な
た

ま
で

特
注
に
よ
る
「
自
由
鍛
造
」
も

市
街
地
の
メ
イ
ン
道
路
を
路
地
に
は
い
っ
て
行
く

と
石
垣
の
下
に
鍛
冶
屋
ら
し
い
大
き
な
建
物
が
見
え

て
き
た
。
重
厚
な
機
械
が
と
こ
ろ
狭
し
と
並
び
、
昼

食
を
終
え
た
従
業
員
た
ち
が
時
々
火
花
を
散
ら
し
な

が
ら
作
業
を
し
て
い
る
。

宗
石
工
房
は
、
昭
和
30
年
に
先
代
が
創
業
、
宗
石

博
孝
さ
ん（
55
）は
二
代
目
で
、
社
員
は
４
名
。「
子

供
の
頃
か
ら
鍛
冶
を
す
る
父
親
の
仕
事
を
見
て
育
ち

ま
し
た
が
、
父
は
私
が
30
歳
を
過
ぎ
た
時
、
58
歳
で

病
気
に
な
り
ま
し
た
の
で
、
そ
れ
以
来
私
が
引
き
継

い
で
や
っ
て
い
ま
す
。
林
業
用
の
鎌
、
鉈な
た

、
斧
等
を

得
意
と
し
て
き
た
の
で
す
が
、
今
は
需
要
が
減
っ
て

い
ま
す
の
で
、
庖
丁
が
主
体
で
す
ね
」
と
宗
石
さ
ん

は
言
う
。
事
務
は
奥
さ
ん
の
恵
さ
ん
が
担
い
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
通
信
販
売
も
行
っ
て
い
る
。

庖
丁
を
は
じ
め
と
し
て
大
鎌
、
鉈
、
斧
等
の
林
業

用
の
刃
物
等
を
幅
広
く
製
造
し
て
い
る
が
、「
土
佐
宗

石
作
」
の
銘
を
入
れ
た
庖
丁
と
共
に
、
別
の
銘
入
り

や
絵
柄
の
入
っ
た
特
注
品
も
あ
り
、
発
注
者
の
要
望

に
応
え
て
製
造
す
る「
自
由
鍛
造
」の
工
房
で
も
あ
る
。

そ
れ
を
語
る
よ
う
に
、
工
房
の
中
央
部
に
は
成
形

し
た
刃
物
が
沢
山
入
っ
た
箱
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
何

だ
ろ
う
と
い
う
初
め
て
見
る
形
の
も
の
も
あ
る
。

▲宗石工房で製造されている鎌、斧、鉈等
▶火作りをする宗石博孝さん

冨士源刃物製作所の建物と二代目・伝統工
芸士の山下哲史さん
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宗
石
工
房
が
製
作
す
る
庖
丁
は
大
き
く
分
け
て
６

種
で
、
一
般
家
庭
用
の
船
行
庖
丁
、
三
徳
庖
丁
、
出

刃
庖
丁
の
他
に
、
菜
切
庖
丁
、
魚
切
・
刺
身
専
用
の

柳
刃
包
丁
な
ど
が
あ
る
。
北
海
道
大
根
切
り
庖
丁
、

蕎
麦
庖
丁
、
カ
ツ
オ
解
体
専
用
庖
丁
も
あ
る
と
宗
石

さ
ん
が
説
明
し
て
く
れ
る
。

鉈
も
種
類
が
多
く
、
枝
打
ち
、
竹
打
ち
鉈
か
ら
、

刃
先
が
乱
れ
刃
に
な
っ
て
い
る
狩
猟
用
鉈
、
腰
鉈
、

剣
鉈
が
あ
る
。「
数
は
少
な
い
ん
で
す
が
、
全
国
各

地
の
森
林
業
者
さ
ん
か
ら
毎
回
特
注
さ
れ
る
鉈
や
鎌

が
あ
り
、
や
り
が
い
が
あ
り
ま
す
」

そ
の
鉈
造
り
の
成
形
を
見
学
さ
せ
て
も
ら
っ
た
。

大
型
炉
が
２
基
あ
り
、
重
油
が
炎
を
上
げ
て
い
る
。

焼
い
て
取
り
出
し
た
真
っ
赤
な
鉈
を
大
き
な
ハ
ン
マ

ー
を
使
い
な
が
ら
叩
く
。
小
鎌
と
違
っ
て
鉈
や
斧
は

分
厚
く
て
重
い
。
そ
の
た
め
圧
力
を
か
け
な
が
ら
手

早
く
鉄
の
か
た
ま
り
を
伸
ば
し
て
い
く
作
業
が
行
わ

れ
る
。

鍛
造
・
成
形
し
た
あ
と
は
荒
研
ぎ
と
泥
ぬ
り
し
、
再

び
炉
に
い
れ
て
焼
き
入
れ
・
焼
き
戻
し
を
し
て
、
歪
み

等
を
取
り
、
刃
付
け
仕
上
げ
を
行
う
。
プ
ロ
が
生
涯

使
っ
て
欲
し
い
と
入
念
に

最
高
の
も
の
を
造
る
。
も

し
柄
が
取
れ
た
り
刃
が
欠

け
た
り
し
た
時
は
直
ち
に

修
理
し
、
日
頃
の
メ
ン
テ

ナ
ン
ス
・
サ
ー
ビ
ス
に
も

力
を
入
れ
て
い
る
と
言
う
。

「
鉈
に
も
刃
の
先
端
が
出

っ
張
っ
て
い
る
剣
鉈
、
柄

の
長
い
共
柄
鉈
、
石
突
鉈

な
ど
が
あ
り
ま
す
。
石
突

鉈
は
木
を
割
っ
た
り
し
た

時
、
石
な
ど
で
刃
先
を
痛

め
な
い
よ
う
に
作
り
ま
す
。

森
の
状
況
や
作
業
に
よ
っ

て
道
具
も
異
な
っ
て
き
ま

す
」鍛

造
・
成
形
の
作
業
は

３
人
の
若
い
職
人
さ
ん
達

が
行
っ
て
い
る
。
廻
っ
て

い
る
研
磨
機
に
刃
物
を
当

て
る
と
火
花
が
飛
ぶ
、
顔

を
ガ
ー
ド
し
両
手
で
し
っ
か
り
押
さ
え
な
が
ら
正
確

に
的
確
に
行
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
作
業
。
４
〜
５

年
の
修
業
が
必
要
だ
と
い
う
が
、「
ま
だ
ま
だ
、
学
ぶ

こ
と
が
い
ろ
い
ろ
あ
り
、
奥
が
深
い
仕
事
で
す
」
と

一
人
が
言
っ
て
い
た
。

ハ
ー
ト
も
熱
く
未
来
を
め
ざ
し
て

創
造
集
団
「
Ｚ
Ａ
Ｋ
Ｕ
Ｒ
Ｉ
」

協
同
組
合
土
佐
打
刃
物
流
通
セ
ン
タ
ー
は
昭
和
57

年
に
設
立
し
、
61
年
に
現
在
の
土
佐
山
田
町
上
改
田

に
事
務
所
、
店
舗
、
倉
庫
を
移
築
新
設
し
た
。
セ
ン

タ
ー
で
は
家
庭
用
、プ
ロ
用
庖
丁
か
ら
各
種
の
造
園
・

造
林
刃
物
、
ア
ウ
ト
ド
ア
用
品
ま
で
３
０
０
０
点
が

販
売
さ
れ
て
い
る
。
平
成
元
年
に
は
青
年
部
を
結
成

し
て
後
継
者
の
育
成
や
新
製
品
の
開
発
に
あ
た
っ
て

き
た
が
、
若
い
後
継
者
た
ち
が
中
心
に
な
っ
て
10
年

前
に
結
成
し
た
の
が
「
Ｚ
Ａ
Ｋ
Ｕ
Ｒ
Ｉ
」。

伝
統
の
技
を
受
け
継
ぎ
、
未
来
派
と
し
て
の
土
佐

打
刃
物
を
め
ざ
す
有
志
団
体
で
、
協
同
組
合
理
事
長

の
山
崎
洋
介
氏
が
同
会
の
代
表
理
事
を
担
っ
て
い
る
。

合
言
葉
は
〝
頭
も
切
れ
る
し
刃
物
も
切
れ
る
。
切
っ

て
も
切
れ
な
い
人
間
関
係
〞。
切
れ
味
の
い
い
刃
物

を
造
り
な
が
ら
人
間
関
係
も
熱
く
築
い
て
い
こ
う
と

い
う
趣
旨
で
、
地
域
活
動
や
イ
ベ
ン
ト
に
も
積
極
的

に
参
加
し
て
い
る
。
そ
の
一
つ
に
、
不
要
に
な
っ
た

刃
物
を
無
料
で
供
養
す
る
「
刃
物
供
養
菜
祭
」
が
あ

る
。
供
養
処
分
の
他
に
、
刃
物
の
砥
ぎ
や
修
理
、
再

生
品
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
も
行
わ
れ
て
、
人
気
を
呼
ん
で

い
る
。

セ
ン
タ
ー
の
一
角
に
は
、
会
員
の
主
婦
た
ち
が
手
造

り
し
た
和
紙
や
布
製
の
可
愛
い
人
形
や
ア
ク
セ
サ
リ
ー

等
も
置
か
れ
、
ク
ー
ル
な
売
り
場
に
暖
か
い
雰
囲
気

を
つ
く
っ
て
い
た
。

文
／
浅
井
登
美
子　

写
真
／
小
林
恵

▲特殊な庖丁
▶火花が散る中で成形・研磨をする若い職人
さんたち
▼砥石で刃に磨きをかける宗石さん

宗石工房の建物。石垣を設置し、左手に長い

●土佐打刃物流通センター 
☎0887-52-0467 www.tosahamono.or.jp 
●香美市役所商工会（高知県土佐刃物連合協同組合）
☎0887-53-4111
●冨士源刃物製作所 ☎0887-53-4508
●宗石工房 ☎0887-53-3275



20

若
き
織
姫
た
ち
が
継
承
す
る
伝
統
の
技

師
走
も
半
ば
過
ぎ
、
昭
和
村
は
す
で
に
深
々
と
し

た
雪
の
中
に
あ
っ
た
。「
か
ら
む
し
織
の
里
」
の
拠

点
と
な
る
織
姫
交
流
館
、
か
ら
む
し
工
芸
博
物
館
も

冬
支
度
を
終
え
、
建
物
に
は
雪
囲
い
が
さ
れ
て
い
た
。

織
姫
交
流
館
に
入
る
と
、
右
手
に
研
修
や
織
物
体

験
の
で
き
る
部
屋
が
あ
り
、
手
織
機
が
何
台
も
置
か

れ
て
い
る
。
左
手
に
は
か
ら
む
し
織
の
作
品
や
、
地

元
の
特
産
品
が
展
示
販
売
さ
れ
て
い
る
ホ
ー
ル
が
広

が
る
。
ブ
ラ
ウ
ス
や
シ
ョ
ー
ル
、
ハ
ン
カ
チ
ー
フ
な

ど
、
透
け
る
ほ
ど
繊
細
に
織
ら
れ
た
「
か
ら
む
し
織
」

が
、
透
明
感
あ
る
輝
き
を
放
っ
て
い
る
。

展
示
ス
ペ
ー
ス
の
奥
に
あ
る
畳
の
ス
ペ
ー
ス
で
は
、

若
い
女
性
が
二
人
、
糸
づ
く
り
を
行
っ
て
い
た
。
彼

女
た
ち
は
「
織
姫
体
験
制
度
」
の
研
修
生
で
あ
る
。

高
齢
化
・
過
疎
化
の
進
行
に
よ
る
後
継
者
不
足
を

懸
念
し
た
村
は
、
か
ら
む
し
の
栽
培
・
技
術
の
継
承

を
目
指
し
、
平
成
６
年
か
ら
、
全
国
へ
「
織
姫
体
験

生
」
の
募
集
を
始
め
た
。

現
在
は
「
織
姫
・
彦
星
制
度
」
に
発
展
し
、
毎
年

５
月
上
旬
か
ら
翌
年
３
月
31
日
ま
で
の
11
カ
月
間
、

か
ら
む
し
焼
き
に
始
ま
り
、
刈
り
取
り
、
糸
作
り
、

織
り
に
至
る
「
か
ら
む
し
織
」
の
一
連
の
工
程
と
山

村
生
活
を
体
験
す
る
。
体
験
に
か
か
る
経
費
は
村
が

も
ち
、
生
活
費
は
自
己
負
担
す
る
条
件
で
、
３
月
に

は
高た
か
は
た機
に
よ
る
平
帯
一
本
を
仕
上
げ
る
。
体
験
修
了

後
も
、
か
ら
む
し
の
調
査
研
究
や
技
術
習
得
を
希
望

す
る
者
に
は
、
研
修
生
と
し
て
最
長
３
年
間
、
生
活

費
の
援
助
を
行
い
、
村
内
に
在
住
で
き
る
制
度
で
あ

る
。

本
州
唯
一
、栽
培
・生
産
技
術
を
継
承
す
る

か
ら
む
し
織
の
里（
福
島
県
昭し
ょ
う
わ
む
ら

和
村
）

◀右上／からむし工芸博物館。からむしの
歴史や資料、織り物を展示している
右中・下／織姫交流館内部
左／織姫体験制度の研修生。左から２年目
の前川さん、伊藤さん、３年目の門元さん

▶機織り作業をする酒井モト子さん
機は村の大工さんが作ってくれる

邪
馬
台
国
の
記
述
で
知
ら
れ
る
『
魏
志
倭
人
伝
』
に
も

「
苧ち
ょ
ま麻
」
の
名
で
登
場
す
る
「
か
ら
む
し
」。
イ
ラ
ク
サ

科
の
多
年
草
で
、
北
海
道
を
除
く
全
国
に
群
生
し
、
衣

料
の
原
料
と
し
て
各
地
で
使
わ
れ
た
。
軽
く
、通
気
性
・

吸
湿
性
に
優
れ
た
素
材
で
あ
る
。

と
く
に
越
後
・
会
津
・
出
羽
地
方
は
良
質
な
か
ら
む
し

の
産
地
で
あ
っ
た
が
、
現
在
、
本
州
で
そ
の
栽
培
・
生

産
技
術
を
有
し
て
い
る
地
域
は
唯
一
、
福
島
県
昭
和
村

だ
け
で
あ
る
。
人
口
１
５
０
０
人
足
ら
ず
。
雪
深
い
静

か
な
山
村
に
、
良
質
な
か
ら
む
し
と
確
か
な
生
産
技
術

が
継
承
さ
れ
て
い
た
。

草木と根比べ
①
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現
在
ま
で
に
79
人
が
研
修
を
修
了
。
そ
の
う
ち
23

人
は
今
も
村
に
留
ま
り
、
そ
の
多
く
が
か
ら
む
し
の

継
承
者
と
し
て
の
仕
事
を
担
っ
て
い
る
。

昭
和
村
の
「
か
ら
む
し
」
の
歴
史
を
ひ
も
と
け
ば
、

14
世
紀
後
半
、
会
津
地
方
を
支
配
し
た
戦
国
大
名
・

芦
名
盛
政
の
時
代
に
さ
か
の
ぼ
り
、
戦
国
期
の
為
政

者
に
と
っ
て
、
か
ら
む
し
は
貴
重
な
財
源
で
あ
り
、

そ
の
栽
培
は
大
い
に
奨
励
さ
れ
た
と
い
う
説
が
あ
る
。

稲
作
に
不
適
な
高
冷
地
の
昭
和
村
で
は
、
貴
重
な

換
金
作
物
と
し
て
積
極
的
に
栽
培
さ
れ
る
よ
う
に
な

り
、
村
人
の
生
活
に
溶
け
込
み
、
手
か
ら
手
へ
と
そ

の
技
が
受
け
継
が
れ
た
。
江
戸
時
代
に
は
、
越
後
縮

の
原
料
生
産
地
と
し
て
名
を
高
め
、
村
で
作
ら
れ
た

原
麻
は
新
潟
地
方
へ
向
け
て
八
十
里
峠
を
越
え
た
。

し
か
し
、
第
二
次
大
戦
後
、
化
学
繊
維
の
普
及
な
ど

で
、
か
ら
む
し
は
急
速
に
日
本
か
ら
消
え
て
い
っ
た
。

昭
和
村
が
、
村
民
に
よ
っ
て
伝
承
さ
れ
て
い
た
技
術

の
保
存
を
目
指
し
、
か
ら
む
し
の
生
産
・
製
造
へ
の

取
り
組
み
を
開
始
し
た
の
は
昭
和
46
年
の
こ
と
で
あ

る
。
伝
統
の
糸
は
こ
こ
で
結
び
直
さ
れ
た
。
命
脈
を

保
っ
た
伝
統
技
術
は
今
、村
の
人
々
、そ
し
て
織
姫
た

ち
に
よ
っ
て
し
っ
か
り
と
保
存
・
継
承
さ
れ
て
い
る
。

熟
練
の
技
が
光
る

「
苧お

引び

き
」
と
根
気
の
「
苧お

績う

み
」

織
姫
交
流
館
の
向
か
い
に
建
つ
「
か
ら
む
し
工
芸

博
物
館
」
に
は
、
か
ら
む
し
や
麻
の
栽
培
に
関
す
る

歴
史
や
製
法
、
工
程
が
わ
か
り
や
す
く
展
示
さ
れ
て

い
る
。「
一
時
は
24
人
に
激
減
し
ま
し
た
が
、
現
在

は
42
人
ほ
ど
の
方
が
か
ら
む
し
を
作
っ
て
い
ま
す
」

と
説
明
し
て
く
れ
た
平
田
尚
子
さ
ん
も
６
年
前
、
織

姫
体
験
制
度
で
、
埼
玉
県
か
ら
村
に
や
っ
て
き
た
。

昔
か
ら
織
物
の
世
界
に
興
味
が
あ
っ
た
と
い
う
。

大
学
４
年
の
と
き
、
母
方
の
実
家
が
喜
多
方
に
あ
っ

た
こ
と
が
縁
で
知
っ
た
昭
和
村
の
か
ら
む
し
の
短
期

体
験
コ
ー
ス
に
参
加
し
た
。
自
分
の
や
り
た
い
こ
と

は
こ
れ
だ
と
、
卒
業
後
、
織
姫
に
応
募
。
体
験
終
了

後
も
研
修
生
と
し
て
残
っ
た
。
現
在
は
、
役
場
の
臨

時
職
員
と
し
て
博
物
館
の
業
務
を
担
当
し
て
い
る
。

工
芸
博
物
館
の
入
口
に
、
地じ

機は
た

が
置
か
れ
て
い
た
。

平
田
さ
ん
に
実
演
を
お
願
い
す
る
と
、「
私
は
、
ま
だ

ま
だ
」
と
謙
遜
し
つ
つ
、
酒
井
モ
ト
子
さ
ん
を
紹
介

し
て
く
れ
た
。

酒
井
さ
ん
は
、
そ
の
栽
培
か
ら
織
り
ま
で
一
貫
し

た
技
術
を
継
承
し
て
い
る
。
か
ら
む
し
を
第
二
の
人

生
の
仕
事
と
思
い
定
め
た
。「
始
め
た
の
は
平
成
13

年
か
ら
。
村
の
後
継
者
育
成
事
業
に
応
募
し
、
一
か

ら
教
え
て
も
ら
い
ま
し
た
。
で
も
、
家
に
は
機
が
あ

り
ま
し
た
か
ら
、
機
織
り
に
は
な
じ
ん
で
い
ま
し
た

ね
。
昔
、
か
ら
む
し
は
貴
重
な
現
金
収
入
源
で
、
母

は
か
ら
む
し
で
は
な
く
、
麻
を
織
っ
て
い
ま
し
た
。

村
で
か
ら
む
し
を
織
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
昭
和

50
年
代
に
入
っ
て
か
ら
で
す
」

酒
井
さ
ん
は
足
を
器
用
に
操
作
し
、
縦
糸
を
交
互

に
上
下
さ
せ
、
軽
快
な
音
を
立
て
て
機
を
動
か
す
。

「
織
る
の
は
簡
単
。
糸
づ
く
り
の
方
が
大
変
」
と
酒

井
さ
ん
。
糸
の
品
質
を
左
右
す
る
「
苧お

ひ引
き
」
に
は

熟
練
し
た
技
が
必
要
だ
と
い
う
。
刈
り
取
っ
た
か
ら

む
し
を
清
水
に
浸
し
、
茎
の
表
皮
か
ら
繊
維
を
こ
そ

げ
と
る
工
程
だ
が
、
熟
練
者
の
み
が
「
き
ら
」
と
呼

ば
れ
る
光
沢
を
作
り
出
す
。「
き
ら
が
あ
る
」
と
い

う
言
葉
は
、
上
質
な
原
麻
へ
の
賛
辞
と
な
っ
た
。

次
が
苧お

う績
み
。
作
り
た
い
糸
の
太
さ
に
合
わ
せ
て

繊
維
を
裂
き
、
毛
羽
立
っ
た
り
、
つ
な
ぎ
目
が
太
く

な
ら
な
い
よ
う
に
縒
り
合

わ
せ
、
つ
な
い
で
い
く
。

根
気
の
い
る
作
業
で
あ
る
。

良
質
な「
か
ら
む
し
」

を
伝
え
続
け
る
村

酒
井
さ
ん
の
作
業
を
フ

ォ
ロ
ー
す
る
平
田
さ
ん
。

二
人
の
間
を
、
身
内
の
よ

う
な
や
さ
し
い
空
気
が
包

ん
で
い
る
。
平
田
さ
ん
に

か
ら
む
し
と
村
の
魅
力
を

聞
い
た
。「
か
ら
む
し
の

よ
う
な
伝
統
技
術
を
教
え

◀右上／「織り・生産技術」は福島県指定重要
文化財になっている。
右下／原麻を繋いで出来あがった糸
左／からむし織の商品の数々

▲からむし織を説明する平田尚子さん
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て
く
れ
る
と
こ
ろ
は
な
か
な
か
あ
り
ま
せ
ん
。
貴
重

な
体
験
を
さ
せ
て
も
ら
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
村

の
暮
ら
し
は
不
便
な
面
も
あ
る
け
れ
ど
、
人
と
人
と

の
触
れ
合
い
が
あ
り
、
あ
っ
た
か
い
生
活
が
あ
り
ま

す
」当

初
、
村
で
自
活
す
る
こ
と
は
大
変
だ
と
案
じ
た

が
、
村
の
人
々
が
野
菜
を
く
れ
た
り
、
な
に
く
れ
と

な
く
面
倒
を
見
て
く
れ
、
不
安
は
吹
き
飛
ん
だ
。

村
に
留
ま
っ
た
織
姫
の
中
で
、
10
人
が
村
の
男
性

と
結
婚
し
た
。
村
を
離
れ
た
織
姫
も
、
収
穫
時
期
や

栽
培
時
期
に
手
伝
い
に
来
る
。
彼
女
た
ち
は
「
か
ら

む
し
」
以
上
に
、
村
の
人
々
の
温
か
さ
に
魅
せ
ら
れ

た
に
違
い
な
い
。
平
田
さ
ん
と
酒
井
さ
ん
の
間
に
流

れ
て
い
る
空
気
が
、
そ
れ
を
物
語
っ
て
い
る
。

博
物
館
に
あ
っ
た
一
枚
の
展
示
パ
ネ
ル
に
心
が
動

い
た
。
昭
和
村
大
芦
地
区
の
、「
か
ら
む
し
だ
け
は
な

く
す
な
」
と
い
う
先
人
の
教
え
を
守
っ
た
家
の
話
で

あ
る
。
こ
の
家
は
、
戦
中
戦
後
の
食
糧
難
の
時
代
、

周
囲
が
雪
崩
を
う
っ
て
葉
た
ば
こ
栽
培
に
移
行
し
た

時
代
、
ひ
た
す
ら
良
い
根
を
守
り
続
け
た
。

パ
ネ
ル
は
次
の
よ
う
に
記
す
。

「
よ
い
か
ら
む
し
と
い
う
も
の
は
決
し
て
一
朝
一
夕

に
作
ら
れ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
良
い
根
だ
け

を
残
し
、
次
の
世
代
に
引
き
継
い
で
い
く
。
根
と
と

も
に
、
教
え
ら
れ
た
作
業
方
法
を
伝
え
、
次
の
世
代

へ
と
つ
な
い
で
い
く
。
そ
の
連
綿
と
し
た
伝
承
を
行

っ
て
き
た
人
、
家
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
今
も
昭
和

村
の
か
ら
む
し
の
美
し
さ
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
す
」

伝
統
と
は
、
持
続
す
る
奇
跡
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

昭
和
村
に
は
今
日
も
古
い
に
し
えと
同
じ
雪
が
降
っ
て
い
る
。

文
／
村
上
憲
加　

写
真
／
小
林
恵

苧引きして採りだされた繊維は陰干しされ、束に
して集荷される。栽培・苧引きの技術は平成３年
に国選定保存技術に認定されている。

原麻集荷　集荷では、その品質が厳しく評価され
る。特上の糸は、越後上布・小千谷縮の原料として
取引される。

苧積みの作業　原麻を細かく裂き、太さが均一
になるように原麻を組み合わせて先端をよりなが
らつなぐ。つないだ糸は「おぼけ」と呼ばれるわっ
ぱの中に貯めておく。縦糸200匁、横糸100匁
で着尺１反が仕上がる。

写真・資料提供／昭和村総務課企画係

からむし織の工程

刈り取ったからむしは清水に浸し、皮を２枚にな
るよう１本ずつ丁寧にはぐ。

●福島県昭和村総務課企画係 ☎0241-57-2116
●織姫交流館 ☎0241-58-1655
●からむし工芸博物館 ☎0241-58-1677

苧引き 道具を使って、表皮と繊維に引き分ける
もっとも熟練を要する作業。体験生にも、その技が
丁寧に指導される。

春に根の植え替えをし、５月下旬、からむし焼きを
行う。畑を焼くことで、発芽を揃えて成長を均一に
するだけでなく、害虫駆除の目的も果たす。

焼いたあとの畑に有機質の肥料をまき、藁を敷く。
その後、からむしが倒れないよう萱で垣作り。畑の
作業は多くの人たちの協力あってこそ。
織姫たちも大活躍。

刈り取り ７月の土用頃から８月のお盆前までに
２ｍ近くに成長したからむしの刈り取り。
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国
産
い
草
生
産
の
大
半
を
担
う
八
代
平
野

江
戸
時
代
か
ら
の
干
拓
事
業
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た

熊
本
県
の
八
代
平
野
は
、
豊
か
な
水
量
を
誇
る
球
磨

川
の
灌
漑
用
水
と
塩
分
を
含
む
土
壌
が
、
い
草
栽
培

に
適
し
て
い
る
。
そ
の
風
土
を
活
か
し
、
全
国
で
生

産
さ
れ
る
い
草
の
95
％
ほ
ど
は
八
代
平
野
で
栽
培
さ

れ
て
い
る
。

書
院
造
り
が
広
ま
っ
た

鎌
倉
時
代
か
ら
、
畳
は
日

本
人
の
生
活
に
欠
か
せ
な

い
生
活
空
間
の
主
役
で
あ

っ
た
。
畳
表
の
い
草
に
は
、

空
気
を
浄
化
す
る
機
能
や

保
湿
、
断
熱
の
役
割
も
あ

る
。
湿
気
の
多
い
日
本
の

暮
ら
し
で
は
、
気
付
か
な

い
う
ち
に
畳
が
大
切
な
役

割
を
果
し
て
い
る
の
だ
。

し
か
し
、
近
年
で
は
生

活
様
式
の
変
化
に
よ
っ
て
、

畳
の
需
要
が
減
っ
て
い
る

だ
け
で
な
く
、
国
内
で
消

費
さ
れ
る
畳
表
の
８
割
が
、

安
価
な
中
国
か
ら
の
輸
入

で
あ
る
と
い
う
の
だ
。

１
５
０
５
年（
永
正
２
）

に
、
八
代
郡
上あ
げ

土つ
ち

城
の
城

主
岩い

わ

崎さ
き

主し
ゅ

馬め
の

守か
み

忠た
だ

久ひ
さ

が
、
い
草
を
植

え
育
て
る
こ
と
を

奨
励
し
た
の
が
始

ま
り
と
伝
え
ら
れ

る
八
代
平
野
の
い

草
農
家
を
訪
ね
た
。

冬
に
苗
植
え
、

夏
に
刈
取
り

新
八
代
駅
に
近

い
鹿
児
島
本
線
沿

い
に
あ
る
下
永
辰
也
さ
ん（
50
）の
い
草
田
で
は
、
手

植
え
に
よ
る
苗
植
え
が
行
わ
れ
て
い
た
。
12
月
と
も

な
れ
ば
九
州
で
も
冷
た
い
北
風
が
吹
く
。

「
手
で
苗
を
泥
に
差
し
込
む
時
に
、
ど
う
し
て
も
手

前
に
隙
間
が
空
く
の
で
、
北
風
で
苗
が
倒
れ
な
い
よ

う
、
南
側
を
向
い
て
植
え
る
た
い
」

「
深
植
え
し
な
い
よ
う
気
を
ば
付
け
て
で
す
ね
。
深

植
え
す
れ
ば
株
が
張
ら
ん
と
で
す
よ
」

安
全
で
快
適
な
国
産
畳
表
づ
く
り

い
草
の
育
成
と
ゴ
ザ
織
り（
熊
本
県
八や
つ
し
ろ
し

代
市
）

日
本
人
の
生
活
空
間
の
主
役
を
担
っ
て
き
た
畳
の
和
室
。

畳
表
の
い
草
は
日
本
の
風
土
に
マ
ッ
チ
し
て
、
空
気
の

浄
化
、
保
温
、
除
湿
等
の
機
能
を
持
つ
優
れ
も
の
。
し

か
し
私
た
ち
は
、
い
草
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
植
え

付
け
や
収
穫
加
工
、
ゴ
ザ
織
り
、
畳
造
り
等
に
つ
い
て

は
殆
ど
知
ら
な
い
。
国
産
の
畳
表
の
安
全
性
と
特
色
、

魅
力
づ
く
り
に
取
り
組
む
現
場
の
人
々
を
取
材
し
た
。

植え付けを終えた
い草の田

い草が栽培される八代平（龍峰山５合目より）

▶最近は、多様ない草製品が開発
され、畳表の材質も工夫されてい
る（い業研究所展示室にて）

▲い草植えをする下永しおりさんと田づくりをする下永辰也さん（右）

草木と根比べ
②
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北
風
の
吹
く
な

か
で
腰
を
屈
め
、

冷
た
い
水
田
に
何
時
間
も
足
を
浸
け
る
作
業
だ
が
、

手
伝
い
に
来
て
い
る
稲
田
幸
則
さ
ん（
62
）は
、
裸
足

で
作
業
を
し
て
い
た
。

「
田
植
え
靴
ど
ん
履
き
よ
っ
た
ら
、
足
を
捕
ら
れ
て

仕
事
に
な
ら
ん
で
す
も
ん
」

実
は
、
稲
田
さ
ん
も
以
前
は
、
い
草
を
栽
培
し
て

い
た
。

「
後
継
者
も
居
ら
ん
し
、
ゴ
ザ
の
値
段
も
ぱ
っ
と
せ

ん
し
、
経
費
も
要
る
も
ん
じ
ゃ
け
ん
」
と
、
い
草
栽

培
は
止
め
た
そ
う
だ
。

下
永
さ
ん
の
い
草
植
え

を
手
伝
い
に
来
て
い
る
小

路
永
芳
子
さ
ん（
68
）と
園

田
美
子
さ
ん（
68
）、
園
田

栄
子
さ
ん（
65
）も
、
同
じ

事
情
で
い
草
栽
培
を
止
め

た
農
家
だ
。

夏
の
暑
い
盛
り
に
植
え

付
け
た
苗
の
根
切
り
を
す

る
こ
と
か
ら
、
い
草
苗
の

植
え
付
け
は
始
ま
る
。
２
本
の
刀
を
Ｖ
字
に
組
み
合

わ
せ
た
大
き
な
鋤
を
ウ
イ
ン
チ
で
引
っ
張
っ
て
、
い

草
苗
の
根
を
切
っ
て
い
く
。
そ
の
苗
を
10
本
ほ
ど
に

株
分
け
し
、
約
20
㎝
間
隔
で
植
え
付
け
て
い
く
。
下

永
さ
ん
の
田
ん
ぼ
１
町
１
反
を
全
て
植
え
終
わ
る
に

は
、
８
人
で
約
２
週
間
が
必
要
だ
。

下
永
さ
ん
宅
で
は
植
え
付
け
が
終
わ
る
と
、
す
ぐ

に
織
り
が
始
ま
る
。

「
植
え
終
わ
っ
た
ら
、
す
ぐ
ゴ
ザ
打
た
っ
さ
ん
ば
ん

け
ん
（
畳
表
を
織
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
）。

一
年
中
忙
し
か
で
す
た
い
。
家
族
の
手
が
な
け
り
ゃ

出
け
ん
で
す
」

下
永
さ
ん
は
、
現
在
、
熊
本
県
い
草
生
産
部
副
部

会
長
を
務
め
て
い
る
。
中
国
産
の
安
い
畳
表
が
大
量

に
輸
入
さ
れ
て
い
る
現
状
の
中
で
、
ど
の
よ
う
に
八

代
の
畳
表
を
販
売
し
て
い
く
の
か
。
頭
を
悩
ま
せ
て

い
る
一
人
だ
。

こ
こ
数
年
で
、
心
強
い
味
方
が
現
れ
た
。

「
や
っ
ぱ
国
産
ば
、
お
客
さ
ん
に
薦
め
ん
ば
と
い
う

こ
と
で
、
畳
屋
さ
ん
が
お
客
さ
ん
を
開
拓
し
て
、
国

産
が
増
え
て
き
た
ご
と
言
い
よ
っ
た
で
す
よ
」

岐
阜
県
、
山
形
県
、
新
潟
県
な
ど
の
畳
屋
が
、
畳

替
え
の
少
な
い
時
期
に
数
人
で
八
代
を
訪
れ
、
実
際

に
苗
植
え
を
手
伝
っ
て
く
れ
た
と
い
う
の
だ
。

「
夏
の
い
草
刈
り
に
も
来
よ
う
ご
と
あ
っ
で
す
ね
と
、

言
い
よ
っ
た
で
す
も
ん
」

畳
屋
が
、
実
際
に
い
草
植
え
を
体
験
し
、
労
働
の

大
変
さ
や
生
産
者
の
品
質
に
対
す
る
姿
勢
を
知
る
こ

と
で
、
国
産
畳
表
の
良
さ
を
実
感
す
る
。
そ
う
す
れ

ば
、
お
客
さ
ん
に
薦
め
や
す
い
と
い
う
の
だ
。

泥
染
め
、
乾
燥
、
選
別

い
草
の
植
え
付
け
と
畳
表
を
織
る
作
業
は
、
ほ
ぼ

同
時
期
に
行
わ
れ
る
。
農
家
に
よ
っ
て
、
織
り
を
先

に
す
る
か
植
え
付
け
を
先
に
す
る
か
で
あ
る
。

笹
原
一
好
さ
ん（
53
）さ
ん
の
納
屋
を
訪
ね
る
と
、

干
し
草
の
よ
う
な
、
い
草

独
特
の
香
り
が
漂
っ
て
き

た
。
笹
原
さ
ん
は
、
苗
植

え
を
１
月
に
ポ
ッ
ト
式
の

機
械
で
植
え
る
た
め
、
手

植
え
の
農
家
が
植
え
付
け

し
て
い
る
間
に
織
り
を
先

行
し
て
い
る
。

「
今
、
ゴ
ザ
を
打
っ
と
く

▼下永辰也さん

◀泥染め、乾燥したい草（右）と、機械に
かける前に一本一本品質や色を点検す
る笹原由美子さん

▶い草植えの手伝いに来た元い草農家の女
性たち。冷えないようにしっかり着込んで
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な
ら
、
製
品
が
少
な
い
か
ら
高
か
っ
た
い
」

悠
然
と
構
え
て
い
る
笹
原
さ
ん
だ
が
、「
起
き
と
る

間
は
、
ゴ
ザ
を
打
っ
と
る
け
ん
な
。
ど
こ
も
そ
ぎ
ゃ

ん
だ
ろ
。
一
時
間
10
分
で
一
枚
の
畳
表
。
一
日
に
12

〜
３
枚
か
な
。
15
〜
16
時
間
の
労
働
に
な
っ
ど
」
と
、

由
美
子
夫
人（
50
）と
二
人
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
機
械
を

担
当
し
て
織
り
続
け
て
い
た
。

畳
表
の
芯
糸
に
は
、
綿
糸
１
本
、
そ
れ
に
綿
糸
と

麻
糸
を
各
１
本
、
麻
糸
２
本
を
経
糸
に
す
る
３
種
類

が
あ
る
。
麻
糸
２
本
を
使
っ
た
畳
表
が
、
立
体
感
の

あ
る
高
級
品
と
な
る
。

６
月
下
旬
か
ら
７
月
中
旬
に
か
け
て
刈
り
取
ら
れ

た
い
草
は
、
最
初
に
天
然
染
土
で
泥
染
め
を
す
る
。

こ
の
泥
染
め
に
よ
っ
て
、
乾
燥
が
均
一
に
な
り
、
織

り
の
際
に
引
っ
か
か
り
が
な
く
な
り
、
畳
表
独
特
の

香
り
が
引
き
出
さ
れ
る
。

「
い
草
の
色
を
活
か
す
な
ら
ば
ひ
の
み
ど
り
専
用
染

土
と
フ
カ
染
土
、
そ
れ
に
３
種
類
の
普
通（
淡
路
）染

土
を
混
ぜ
て
使
っ
た
方
が
良
か
も
ん
な
。」

農
家
ご
と
に
、
泥
染
め
に
使
う
染
土
を
工
夫
し
て

い
る
の
だ
。
泥
染
め
を
し
た
後
、
長
さ
を
選
別
し
て

い
草
の
等
級
が
決
ま
る
。
長
く
、
太
さ
が
均
一
の
い

草
に
は
、
麻
糸
２
本
の
経
糸
を
使
う
。

「
相
手
が
中
国
産
や
で
、
負
け
ん
ご
つ
厚
う
打
つ
ご

つ
な
っ
た
。
２
０
８
㎝
以
上
の
長
さ
で
、
重
さ
３
㎏
。

最
高
の
も
の
を
目
指
し
て
仕
事
し
よ
り
ま
す
け
ん
な
」

機
械
に
掛
け
る
前
に
、
い
草
の
束
を
縦
に
し
て
手

に
持
ち
、
扇
の
よ
う
に
開
い
た
い
草
一
本
一
本
の
部

分
変
色
を
点
検
す
る
。
高
品
質
で
高
価
格
の
畳
表
を

生
産
す
る
に
は
、
全
行
程
で
細
心
の
注
意
を
払
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。

品
質
向
上
と
需
要
拡
大
を
め
ざ
し
て

い
業
研
究
所

全
国
で
唯
一
、
い
草
を
研
究
す
る
熊
本
県
農
業
研

究
セ
ン
タ
ー
い
業
研
究
所
を
訪
ね
た
。
い
草
の
品
質

改
良
と
加
工
技
術
の
開
発
、
そ
れ
に
い
草
の
遺
伝
資

源
の
保
存
な
ど
を
目
的
と
し
て
い
る
研
究
所
だ
。

我
が
国
の
い
草
生
産
の
ほ
と
ん
ど
を
担
う
熊
本
県

だ
か
ら
こ
そ
、
そ
の
研
究
に
も
熱
が
入
る
と
い
う
も

の
だ
。
改
良
し
た
品
種
の
い
ち
押
し
は
「
ひ
の
み
ど

り
」。
茎
が
細
く
、き
め
の
細
か
い
畳
表
に
な
る
た
め
、

見
栄
え
が
良
く
高
級
感
の
あ
る
品
種
だ
。
部
分
変
色

茎
が
少
な
い
た
め
、
手
間
が
掛
か
ら
ず
、
捨
て
る
率

は
従
来
品
種
が
30
〜
40
％
だ
っ
た
の
に
比
べ
、
１
、

２
％
に
激
減
し
た
。

統
計
で
見
る
と
、
熊
本
県
の
い
草
生
産
農
家
は
、

ピ
ー
ク
だ
っ
た
昭
和
50
年
の
９
７
５
８
戸
か
ら
、
平

成
22
年
は
６
７
９
戸
に
減
っ
て
い
る
。
作
付
面
積
は

ピ
ー
ク
時
の
13
・
４
％
に
ま
で
落
ち
込
み
、
８
８
０

ha
し
か
な
い
。

た
だ
事
で
は
な
い
数
字
だ
。
全
国
の
作
付
面
積
の

約
95
％
を
誇
る
熊
本
県
に
し
て
、
こ
の
数
字
だ
と
い

う
こ
と
は
日
本
の
い
草
産
業
は
、
中
国
産
畳
表
に
押

さ
れ
っ
ぱ
な
し
な
の
だ
ろ
う
か
。

い
業
研
究
所
の
田
中
良
典
所
長（
59
）は
、
高
品
質

の
熊
本
県
産
い
草
の
可
能
性
に
期
待
を
寄
せ
て
い
る
。

「
日
本
人
は
、
精
神
的
肉
体
的
に
、
畳
表
の
良
さ
を

知
っ
て
い
ま
す
。
杉
の
香
り
で
リ
ラ
ッ
ク
ス
し
、
血

圧
が
下
が
る
と
い
う
成
果
が
出
て
い
ま
す
が
、
同
じ

こ
と
を
い
草
で
出
来
な
い
の
か
。
そ
ん
な
い
草
の
効

果
を
、
数
値
と
し
て
消
費
者
に
伝
え
た
い
」

需
要
を
伸
ば
す
た
め
に
は
、
い
草
を
畳
表
と
し
て

使
う
だ
け
で
な
く
、
い
ぐ
さ
縄
マ
ッ
ト
や
い
草
座
布

団
、
コ
ー
ス
タ
ー
や
暖
簾

に
も
使
っ
て
も
ら
お
う
と
、

商
品
開
発
に
も
積
極
的
に

取
り
組
ん
で
い
る
。

畳
表
を
織
っ
て
い
た
笹

原
一
好
さ
ん
が
、
手
を
休

め
て
嬉
し
そ
う
に
話
し
て

く
れ
た
。

「
昨
年
成
人
式
を
迎
え
た

息
子
の
大だ
い

奨す
け

が
、
今
年
３

月
に
は
農
業
大
学
校
を
卒

業
し
て
帰
っ
て
き
ま
す
。

百
姓
を
継
が
す
っ
と
が
、

良
か
か
ど
う
か
と
思
う
ば
っ
て
ん
」

熊
本
県
の
い
草
生
産
農
家
の
96
・
５
％
が
、
水
稲

と
い
草
を
輪
作
す
る
専
業
農
家
で
あ
る
。

冷
た
い
北
風
の
中
で
苗
を
植
え
付
け
、
酷
暑
の
真

夏
に
刈
り
取
る
い
草
。
泥
染
め
の
土
埃
が
舞
う
な
か

で
の
織
り
作
業
。
そ
ん
な
厳
し
い
労
働
の
中
で
培
わ

れ
た
熊
本
い
草
の
品
質
に
対
す
る
生
産
者
の
自
信
は
、

八
代
平
野
に
５
０
０
年
前
か
ら
続
く
伝
統
の
技
術
に

支
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
。 

写
真
・
文
／
芥
川
仁

● 熊本県い業生産販売振興協会 
☎0965-35-3899
● 八代市農林水産部　農業振興課 
☎0965-33-4117

▶畳表織り機を操作する笹原一好さん
▲い業研究所研究員の皆さん。後列左が田中良典所長



26

減
り
続
け
て
い
る
ミ
ツ
マ
タ
の
産
地

古
く
か
ら
和
紙
の
原
料
は
楮

こ
う
ぞ
、
三み

つ

椏ま
た

、
雁が

ん

皮ぴ

の
内

皮
が
使
わ
れ
て
き
た
。
ミ
ツ
マ
タ
は
日
本
固
有
の
製

紙
原
料
で
２
０
０
年
程
前
か
ら
各
地
で
栽
培
さ
れ
、

繊
維
が
長
く
て
強
靭
で
光
沢
が
あ
る
こ
と
か
ら
高
級

和
紙
に
加
工
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
産
地
は
過
疎
化

と
老
齢
化
で
、
生
産
量
は
年
々
減
少
、
現
在
生
産
量

は
岡
山
県
が
ト
ッ
プ
で
、
他
に
は
高
知
県
、
島
根
県
、

徳
島
県
、
愛
媛
県
が
主
な
生
産
地
に
な
っ
て
い
る
。

ミ
ツ
マ
タ
は
半
陰
性
植
物
で
、
水
は
け
の
よ
い
斜
面

に
適
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
徳
島
県
内
で
は
旧
池
田
町

の
山
間
部
で
古
く
か
ら
栽
培
さ
れ
て
き
た
。
加
工
さ

れ
た
和
紙
は
「
阿
波
和
紙
」
と
も
言
わ
れ
、
繊
維
が

柔
軟
で
細
く
、
光
沢
が
あ
る
こ
と
か
ら
印
刷
適
性
に

優
れ
て
お
り
、
世
界
一
の
紙
幣
の
品
質
を
誇
る
（独）
国

立
印
刷
局
が
購
入
、「
お
札
の
里
」
と
し
て
地
域
の
発

展
を
担
っ
て
き
た
。
し
か
し
近
年
は
離
農
や
農
家
の

高
齢
化
で
休
耕
地
が
目
立
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

そ
ん
な「
お
札
の
里
」を
何
と
か
し
た
い
と
平
成
21

年
５
月
に
発
足
し
た
の
が「
三
好
お
札
の
里
協
議
会
」。

公
共
建
設
事
業
の
減
少
で
人
材
や
機
器
が
余
っ
て

い
る
建
設
業
界
の
人
に
ミ
ツ
マ
タ
の
栽
培
と
加
工
を

担
っ
て
も
ら
お
う
と
い
う
も
の
で
、
同
協
議
会
に
は

協
同
組
合
三
好
郡
建
設
業
協
会（
井
上
孝
雄
理
事
長
）

と
４
社
の
建
設
会
社
が
参
加
し
事
業
を
お
こ
な
っ
て

い
る
。
三
好
市
長
や
Ｊ
Ａ
組
合
長
、
（独）
国
立
印
刷
局

四
国
み
つ
ま
た
調
達
所
も
協
議
会
メ
ン
バ
ー
で
、
栽

培
・
加
工
に
は
同
調
達
所
の
技
術
者
が
指
導
・
協
力

し
て
い
る
。

協
力
し
あ
っ
て
地
域
を
発
展
さ
せ
た
い

三
好
市
は
平
成
18
年
に
三
野
町
、
池
田
町
、
山
城

町
、
井
川
町
、
西
祖
谷
山
村
、
東
祖
谷
山
村
が
合
併

し
て
誕
生
、
吉
野
川
の
景
観
を
活
か
し
た
大
歩
危
峡
、

黒
川
湿
原
、
剣
山
等
の
景
勝
地
で
知
ら
れ
る
ま
ち
。

旧
池
田
町
に
あ
る
三
好
市
産
業
観
光
部
農
林
振
興

課
の
齊
藤
稔
課
長
補
佐
の
案
内
で
、「
三
好
お
札
の

里
」
の
加
工
所
へ
出
か
け
た
。
吉
野
川
の
上
流
に
当

た
り
、
川
沿
い
は
最
適
な
ド
ラ
イ
ブ
コ
ー
ス
。
や
が

て
道
路
と
民
家
、
裏
手
の
斜
面
に
畑
が
耕
作
さ
れ
て

い
る
池
田
町
漆し
つ
か
わ川
に
到
着
し
た
。
以
前
は
タ
バ
コ
が

栽
培
さ
れ
て
い
た
と
い
う
が
、休
耕
地
が
増
え
た
た
め
、

最
近
は
猿
や
鹿
等
が
出
没
し
て
い
る
よ
う
だ
。

加
工
所
は
市
の
水
道
タ
ン
ク
が
設
置
さ
れ
て
い
た

場
所
で
、
ミ
ツ
マ
タ
加
工
作
業
用
に
広
い
ス
ペ
ー
ス

を
整
備
、
屋
根
を
張
り
、
建
設
業
者
た
ち
の
ノ
ウ
ハ

ウ
を
活
か
し
て
加
工
用
の
機
械
を
設
置
し
て
い
る
。

通
常
は
12
月
か
ら
１
月
頃
の
寒
い
時
期
に
原
木
を

採
取
し
て
加
工
作
業
を
す
る
の
だ
が
、
我
々
の
た
め

に
会
代
表
の
㈱
池
北
代
表
取
締
役
会
長
の
池
北
忠
義

山
間
部
を
利
用
し
て
ミ
ツ
マ
タ
を
栽
培
・
加
工
し
、
紙

幣
用
に
独
立
行
政
法
人
国
立
印
刷
局
に
供
給
し
て
き
た

池
田
地
区
だ
が
、
栽
培
農
家
の
高
齢
化
で
休
耕
地
が
目

立
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
対
応
策
と
し
て
取
り
組
み

始
め
た
の
が
建
設
業
界
。
土
木
関
係
の
公
共
事
業
の
減

少
と
不
況
の
影
響
で
仕
事
が
大
幅
に
減
少
し
て
き
た
。

保
有
す
る
人
材
と
機
材
、ノ
ウ
ハ
ウ
を
活
か
し
て
「
三
好

お
札
の
里
」
再
生
に
向
け
て
活
動
を
は
じ
め
た
。
市
と

Ｊ
Ａ
、（独）
国
立
印
刷
局
四
国
み
つ
ま
た
調
達
所
も
協
力
、

同
調
達
所
の
技
術
者
が
ミ
ツ
マ
タ
の
栽
培
や
加
工
方
法

の
指
導
に
当
た
っ
て
い
る
。

建
設
業
界
が
協
力
、ミ
ツ
マ
タ
の
栽
培・加
工

三
好
お
札さ

つ

の
里（
徳
島
県
三み
よ
し
し

好
市
池
田
町
）

◀ 上／池田町に設置された「三好お札の里」施設
下左／採取した原木を蒸熱するスチームボックスを説
明する大黒さん
下右／ミツマタを剥皮する機器を操作しているところ

加工して（独）国立印刷局四国みつ
また調達所に納品されたミツマタ

草木と根比べ草木と根比べ
③③
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さ
ん
と
三
縄
建
設
㈱
代
表
取
締
役
大
黒
和
彦
さ
ん
が

来
て
く
だ
さ
っ
た
。

11
月
下
旬
か
ら
翌
年
４
月
頃
ま
で
の
寒
い
時
期
に
、

高
さ
１
３
０
㎝
、
幹
径
20
㎝
以
上
に
達
し
た
ミ
ツ
マ

タ
の
枝
を
採
取
す
る
。
こ
れ
を
大
型
の
箱
に
並
べ
て

蒸
熱
し
、
や
わ
ら
か
く
な
っ
た
原
木
の
皮
を
剥
い
で

い
く
。
皮
は
乾
燥
す
る
と
黒
皮
が
現
れ
て
く
る
。
一

晩
水
漬
け
し
、
清
流
な
ど
で
洗
っ
て
黒
皮
や
甘
皮
を

し
っ
か
り
取
り
除
く
と
白
皮
に
な
る
。
こ
の
作
業
を

「
し
げ
皮
」「
さ
ら
し
皮
」
と
言
い
、
機
械
化
が
難
し

い
た
め
手
作
業
で
行
わ
れ
て
い
る
。

「
三
好
お
札
の
里
」
で
は
、
蒸
熱
用
に
鉄
板
で
出

来
た
大
型
ス
チ
ー
ム
ハ
ウ
ス
を
設
置
。
天
井
か
ら
熱

い
蒸
気
で
蒸
し
て
柔
ら
か
く
し
た
原
木
は
、
そ
の
隣

に
設
置
し
た
剥
皮
機
で
表
皮
を
剥
い
で
い
く
。
大
黒

さ
ん
が
持
参
し
て
き
た
枝
を
入
れ
る
と
、
チ
ェ
ー
ン

が
回
転
し
な
が
ら
た
ち
ま
ち
き
れ
い
に
皮
が
剥
け
た
。

「
皮
を
剥
い
た
枝
は
、
華
道
家
の
假
屋
崎
省
吾
さ
ん

が
使
っ
て
人
気
と
な
り
、
銀
で
塗
っ
た
り
し
て
生
け

花
に
利
用
さ
れ
て
い
ま
す
よ
」
と
大
黒
さ
ん
は
言
う
。

「
白
皮
に
し
た
あ
と
日
陰
干
し
し
ま
す
が
、
か
び
が

生
え
な
い
よ
う
に
と
神
経
を
使
い
ま
す
」

昨
年
は
試
験
的
に
19
㌧
の
原
木
を
加
工
し
た
。
今

後
は
毎
年
１
０
０
㌧
は
加
工
す
る
計
画
だ
と
い
う
。

「
一
本
１
０
０
円
に
は
な
る
。
高
く
は
な
い
け
れ
ど

確
実
に
印
刷
局
が
購
入
し
て
く
れ
ま
す
。
ミ
ツ
マ
タ

の
栽
培
地
を
増
や
し
て
効
率
よ
く
作
業
し
て
い
き
た

い
と
思
い
ま
す
」
と
池
北
さ
ん
は
言
う
。

苗
木
を
育
成
し
耕
地
拡
大
へ

ミ
ツ
マ
タ
を
栽
培
し
て
い
る
畑
の
一
つ
に
案
内
し

て
も
ら
っ
た
。
人
家
も
多
い
場
所
で
、
畑
は
平
地
だ

が
周
り
に
森
が
あ
る
た
め
、
日
照
時
間
が
や
や
少
な

く
、
半
陰
性
を
好
む
ミ
ツ
マ
タ
の
栽
培
に
適
し
て
い

る
場
所
だ
と
い
う
。
地
面
に
は
し
っ
か
り
籾
殻
を
敷

き
水
は
け
に
も
気
を
使
っ
て
い
る
。
植
樹
し
て
２
年

経
っ
た
ミ
ツ
マ
タ
は
株
を
た
く
ま
し
く
伸
ば
し
青
々

し
た
葉
を
広
げ
て
い
る
。
今
年
の
冬
に
は
太
い
枝
を

２
本
ず
つ
取
り
、
加
工
す
る
予
定
だ
と
い
う
。

そ
こ
か
ら
し
ば
ら
く
行
っ
た
場
所
に
、
池
北
さ
ん

の
自
宅
と
広
い
農
園
が
あ
っ
た
。
昔
か
ら
野
菜
作
り

や
園
芸
を
趣
味
に
し
て
き
た
池
北
さ
ん
は
、
い
ま
ミ

ツ
マ
タ
の
苗
木
栽
培
に
力
を
入
れ
て
い
る
。

植
え
て
４
、５
年
た
っ
た
生
育
の
よ
い
ミ
ツ
マ
タ
か

ら
７
月
頃
に
種
を
取
っ
て
砂
と
混
ぜ
て
貯
蔵
し
、
翌

年
４
〜
５
月
頃
に
種
ま
き
を
す
る
。
直
射
日
光
を
さ

け
て
布
で
覆
い
な
が
ら
発
芽
さ
せ
、
苗
は
何
度
か
間

引
き
や
施
肥
し
て
１
年
育
て
、
さ
ら
に
仮
植
え
し
た

あ
と
畑
に
本
式
に
植
樹
す
る
の
だ
と
い
う
。
株
分
け

や
さ
し
木
で
増
や
す
方
法
も
あ
る
が
、
今
後
広
い
場

所
に
ミ
ツ
マ
タ
畑
を
確
保
し
て
い
く
た
め
に
は
、
実
生

法
で
苗
木
を
沢
山
確
保
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
、工

事
現
場
の
第
一
線
を
降
り
植
栽
を
楽
し
む
池
北
さ
ん
に

と
っ
て
は
新
た
な
生
き
が
い
に
も
な
っ
て
い
る
よ
う
だ
。

「
気
を
使
う
の
は
、
イ
ノ
シ
シ
が
苗
床
の
ミ
ミ
ズ
を

食
べ
に
来
て
畑
を
掘
り
起
こ
し
て
し
ま
う
こ
と
だ
ね
。

成
長
し
た
ミ
ツ
マ
タ
は
猿
も
鹿
も
食
用
し
な
い
の
だ

け
ど
」
と
笑
う
。

池
田
町
の
中
心
部
、
小
さ
い
川
の
先
に
（独）
国
立
印

刷
局
四
国
み
つ
ま
た
調
達
所
が
あ
っ
た
。
広
い
庭
の

奥
に
倉
庫
棟
が
あ
り
、
四
国
各
地
か
ら
届
い
た
ミ
ツ

マ
タ
が
収
納
さ
れ
て
い
る
。
白
く
乾
燥
し
た
美
し
い

繊
維
で
あ
る
。
や
が
て
製
紙
さ
れ
、
紙
幣
に
な
る
。

ご
存
じ
の
よ
う
に
、
日
本
の
紙
幣
は
透
か
し
、
深

凹
版
印
刷
、
特
殊
発
光
イ
ン
キ
等
の
偽
造
防
止
の
技

術
を
駆
使
し
た
世
界
一
の
品
質
を
誇
っ
て
い
る
。
当

然
な
が
ら
そ
の
た
め
の
用
紙
も
、

複
雑
な
印
刷
に
耐
え
、
手
に
さ

わ
っ
た
だ
け
で
判
り
、
何
度
で

も
使
え
る
強
度
が
求
め
ら
れ
、

（独）
国
立
印
刷
局
が
認
可
し
た
産

地
の
も
の
で
、
厳
し
い
加
工
条

件
も
ク
リ
ア
す
る
必
要
が
あ
る
。

「
し
か
し
産
地
は
高
齢
化
等
で

年
々
生
産
が
減
少
し
て
お
り
、

我
々
も
出
来
る
限
り
指
導
・
協

力
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い

ま
す
」
と
岡
本
匡
史
専
門
官
は

語
っ
て
い
た
。

文
／
横
田
塔
美　

写
真
／
小
林
恵

▶ミツマタ畑で池北さん（左）と大黒さん
▼ 2年育成したミツマタはしっかり枝
を伸ばしている　◀（独）国立印刷局四国
みつまた調達所の建物（上）と倉庫に収納
されている加工したミツマタ

●三好お札の里事務局 ☎0883-74-0023（大黒氏）
●三好市産業観光部農林振興課 ☎0883-72-7617
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縮
れ
た
穂
先
の
特
色

ほ
う
き
草
は
ほ
う
き
モ
ロ
コ
シ
と
も
言
わ
れ
る
植

物
で
、
㈲
高
倉
工
芸
で
は
品
質
改
良
し
な
が
ら
優
良

種
を
育
成
し
て
き
た
。
春
の
雪
解
け
を
待
っ
て
畑
に

種
播
き
し
、
真
夏
に
２
〜
３
ｍ
に
伸
び
、
穂
に
実
が

つ
い
て
結
実
す
る
頃
に
収
穫
す
る
。
岩
手
県
の
北
部
、

九
戸
地
方
は
「
南
部
」
と
言
わ
れ
、
初
夏
か
ら
夏
の

頃
し
ば
し
ば
太
平
洋
か
ら
冷
た
い
風
〝
や
ま
せ
〞
が

吹
き
込
む
た
め
、
昔
か
ら
米
に
代
わ
る
作
物
と
し
て

ア
ワ
や
モ
ロ
コ
シ
等
の
雑
穀
が
栽
培
さ
れ
て
き
た
。
ほ

う
き
草
も
そ
の
よ
う
な
植
物
の
一
つ
で
、
縮
れ
は
〝
や

ま
せ
〞
に
よ
り
つ
く
ら
れ
た
自
然
の
恵
み
で
も
あ
る
。

南
部
地
方
の
一
部
の
農
家
で
は
農
閑
期
に
自
家
用

の
箒
を
作
り
、
市
へ
も
出
し
て
農
家
の
副
収
入
に
な

っ
て
き
た
が
、
掃
除
機
の
普
及
で
栽
培
製
造
す
る
農

家
は
殆
ど
な
く
な
っ
た
。

代
々
こ
の
地
で
手
広
く
農
業
を
や
っ
て
き
た
高
倉

家
だ
が
、
高
倉
徳
三
郎
さ
ん（
77
）は
「
こ
の
伝

統
あ
る
特
産
品
を
誰
か
が
継
承
し
て
い
か
な
い

と
栽
培
技
術
も
製
造
技
術
も
消
え
て
し
ま
う
」

と
危
惧
し
、
30
年
前
に
農
産
物
に
代
わ
っ
て
ほ

う
き
草
の
栽
培
を
本
格
的
に
始
め
た
。

「
栽
培
に
は
、
種
採
り
、
土
造
り
、
収
穫
と
人

手
も
か
か
る
の
で
製
造
状
況
を
見
な
が
ら
５
反

歩
ほ
ど
減
ら
し
、
い
ま
は
２
・
５
ha
を
栽
培
し

て
い
ま
す
。
真
夏
、
実
が
つ
い
た
穂
が
頭
を
垂

れ
る
頃
刈
り
取
る
の
で
す
が
、
タ
イ
ミ
ン
グ
が

難
し
い
。
早
す
ぎ
る
と
縮
れ
が
完
成
し
な
い
、

遅
す
ぎ
る
と
茎
が
硬
く
な

り
折
れ
や
す
く
な
り
ま
す
」

ほ
う
き
草
は
赤
い
小
さ

い
実
を
沢
山
つ
け
る
が
、
実

が
赤
く
な
る
前
に
刈
り
取

る
。
実
を
生
か
し
た
ま
ま

の
箒
も
あ
る
が
、
大
半
は

実
を
取
り
除
い
て
縮
れ
部

分
を
ほ
う
き
に
す
る
。
縮

れ
具
合
が
良
く
長
さ
の
あ

る
も
の
ほ
ど
価
値
が
あ
る
。

収
穫
し
た
ほ
う
き
草
は

折
れ
な
い
よ
う
に
注
意
し

な
が
ら
大
き
な
窯
で
湯
通

穂
先
に
縮
れ
の
あ
る
ほ
う
き
草
を
自
家
栽
培
し
、
一
本
一

本
を
厳
選
し
て
密
度
濃
く
丹
念
に
編
み
上
げ
た
㈲
高
倉

工
芸
の
南
部
箒
。
か
つ
て
は
南
部
地
方
の
多
く
の
農
家

が
自
家
用
に
製
造
し
て
き
た
が
、
現
在
で
は
ほ
ぼ
皆
無
に
。

こ
の
伝
統
技
術
を
継
承
し
産
業
と
し
て
興
そ
う
と
決
意

し
た
高
倉
徳
三
郎
氏
は
、
研
究
を
重
ね
て
穂
先
に
強
い

縮
れ
の
あ
る
ほ
う
き
草
を
栽
培
、
穂
の
具
合
や
編
み
方

に
よ
り
60
種
に
及
ぶ
和
洋
箒
を
製
造
す
る
。
自
然
素
材

を
熟
練
し
た
手
技
で
美
し
く
仕
上
げ
た
芸
術
性
に
加
え

て
、
30
年
使
っ
て
も
変
形
一
つ
し
な
い
機
能
性
も
誇
る
。

伊勢丹デパートで南部箒の実演販売をする高倉清勝さん

◀乾燥室や収納庫、作業場が並ぶ
高倉工芸の建物

縮
れ
穂
先
を
生
か
し
て
編
み
上
げ
る

南
部
箒ほ

う
き（     

）

岩
手
県
九く

の
へ
む
ら

戸
村

㈲
高
倉
工
芸

▼八月、刈り取りを間近に迎えたほうき草（ほうきモロコシ）。
穂先に独特の縮れがある

草木と根比べ
④
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し
し
て
締
め
、
天
日
干
し
す
る
。
さ
ら
に
室
内
の
乾

燥
庫
で
風
に
さ
ら
し
て
干
し
た
後
、
分
類
し
て
保
管
、

熟
練
の
編
手
た
ち
が
一
本
一
本
箒
に
仕
上
げ
て
い
く
。

見
て
触
れ
て
判
る
優
れ
モ
ノ

ほ
う
き
草
の
栽
培
、
収
穫
、
湯
通
し
、
乾
燥
作
業

と
い
う
一
連
の
力
仕
事
を
終
え
る
と
秋
。
父
徳
三
郎

さ
ん
に
代
わ
っ
て
経
営
を
担
う
こ
と
に
な
っ
た
代
表

取
締
役
の
高
倉
清
勝
さ
ん（
45
）は
、
箒
の
製
造
は
父

徳
三
郎
さ
ん
と
社
員
た
ち
に
ま
か
せ
て
、
年
末
ま
で

各
地
の
デ
パ
ー
ト
へ
南
部
箒
の
Ｐ
Ｒ
の
た
め
実
演
販

売
に
出
か
け
る
。

そ
ん
な
清
勝
さ
ん
を
訪
ね
て
，
伊
勢
丹
デ
パ
ー
ト

府
中
店
へ
出
か
け
た
。
高
級
食
器
類
が
並
ぶ
五
階
の

中
央
部
に
南
部
箒
の
コ
ー
ナ
ー
が
設
け
ら
れ
、
高
倉

さ
ん
が
実
演
し
て
い
た
。

「
え
っ
、
こ
の
箒
百
万
円
し
て
い
る
」
と
主
婦
た
ち

が
歓
声
を
あ
げ
て
い
る
箒
は
長
さ
１
３
０
㎝
、
幅
30

㎝
、
重
さ
約
７
８
０
ｇ
あ
る
長
柄
箒
で
、
18
金
や
一

部
プ
ラ
チ
ナ
も
使
っ
て
編
み
上
げ
、
桐
箱
に
入
っ
て

い
る
。
50
〜
60
㎝
も
あ
る
縮
れ
た
穂
先
を
ぎ
っ
し
り

濃
密
に
束
ね
て
繊
細
に
編
み
上
げ
た
も
の
で
、
こ
の

よ
う
な
縮
れ
部
分
の
多
い
も
の
は
少
な
い
た
め
、
10

数
年
か
け
て
ス
ト
ッ
ク
す
る
の
だ
と
い
う
。

清
勝
さ
ん
は
き
ち
ん
と
正
座
し
な
が
ら
束
ね
た
茎

を
一
本
ず
つ
折
っ
て
は
手
早
く
絹
糸
で
編
ん
で
い
く
。

小
箒
で
も
数
十
本
の
ほ
う
き
草
が
使
わ
れ
て
お
り
、
そ

れ
を
束
ね
て
編
み
上
げ
る
に
は
大
変
な
力
と
技
術
が

必
要
だ
。
清
勝
さ
ん
は
父
親
か
ら
そ
の
技
を
学
ぶ
と

共
に
、
ほ
う
き
草
と
い
う
自
然
素
材
の
育
成
栽
培
・
加

工
に
科
学
的
、
近
代
的
手
法
を
取
り
入
れ
る
努
力
を

重
ね
、
岩
手
大
学
認
定
の
ア
グ
リ
管
理
士
の
資
格
を

持
っ
て
い
る
。

感
心
し
て
見
守
る
女

性
客
た
ち
に
、
編
む
手

を
休
め
て
「
こ
の
縮
れ

が
特
徴
で
、
掃
除
機
で

は
取
れ
に
く
い
絨
毯
や

セ
ー
タ
ー
等
に
着
い
た

ゴ
ミ
や
糸
く
ず
を
さ
っ

と
掻
き
だ
し
ま
す
」
と

楽
し
げ
に
説
明
す
る
。

ア
ン
ゴ
ラ
の
生
地
に
着

い
て
い
た
ゴ
ミ
は
南
部

筆
の
は
け
を
軽
く
当
て

▲刈り取り湯通し、天日干ししたほうき草は、乾燥室でじっくり
干す。写真は種用のほうき草

▲乾燥を終えたほうき草は茎の長さ
や穂の縮れに応じて分類していく

◀身近に置いて衣類のほこりやゴミを
さっと取り除く和洋小箒（5000円～）

▲穂先の縮れが南部箒の命

▲和洋箒を製作する欠端さん。足で支えながら糸を巻き
編み込んでいく
▶模様編みのあと更にタコ糸で茎を締める

▲収納庫に納められたほうき草 ▲製作する箒に合わせて束ねていく
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る
だ
け
で
き
れ
い
に
取
れ
て
、
女
性
客
を
驚
か
せ
た
。

「
こ
の
よ
う
な
品
物
は
、
直
接
見
て
手
に
触
れ
て
貰

う
こ
と
が
一
番
で
す
。
不
景
気
で
そ
う
は
売
れ
ま
せ

ん
が
、
買
っ
た
方
は
と
て
も
喜
ん
で
愛
用
し
て
く
れ

て
い
ま
す
」
と
清
勝
さ
ん
は
言
う
。

地
域
の
女
性
た
ち
が
伝
承
に
貢
献

北
上
山
地
の
北
端
に
位
置
す
る
九
戸
村
戸
田
地
区

へ
㈲
高
倉
工
芸
を
尋
ね
た
。

広
い
敷
地
の
中
に
、
住
ま
い
、
乾
燥
棟
、
収
納
庫
、

作
業
場
等
が
建
ち
並
ん
で
い
る
。
し
っ
か
り
乾
燥
し

た
あ
と
の
ほ
う
き
草
は
茎
が
白
色
に
美
し
く
変
身
し
、

針
金
の
よ
う
に
縮
れ
た
穂
先
を
持
っ
て
い
る
。
こ
れ

ら
を
二
人
の
女
性
が
穂
と
茎
の
状
況
に
分
類
し
て
収

納
庫
に
納
め
て
い
た
。

作
業
場
の
ド
ア
を
開
け
る
と
、
製
作
を
待
つ
ほ
う

き
草
が
立
ち
並
び
、
風
と
干
し
草
の
心
地
よ
い
匂
い

が
流
れ
出
て
き
た
。
出
迎
え
て
く
れ
た
の
は
こ
の
道

60
年
の
高
倉
徳
三
郎
さ
ん
。
一
昨
年
奥
様
を
失
っ
た

が
、
毎
日
車
を
飛
ば
し
て
平
庭
高
原
の
ふ
る
さ
と
館

へ
入
浴
に
行
き
郷
土
食
「
ま
め
ぶ
」
を
食
し
て
く
る

と
い
う
溌
剌
た
る
現
役
で
あ
る
。
職
工
さ
ん
を
育
て
、

共
に
作
業
す
る
こ
と
が
若
さ
の
秘
訣
と
思
わ
れ
る
。

手
前
の
部
屋
で
は
３
人
の
女
性
が
ほ
う
き
草
の
縮

れ
具
合
と
縮
れ
長
さ
に
合
わ
せ
て
揃
え
る
作
業
を
行

っ
て
い
る
。
一
つ
の
箒
に
30
〜
50
本
の
茎
が
使
わ
れ

て
お
り
、
茎
の
太
さ
も
選
別
の
大
切
な
要
因
と
か
。

そ
れ
を
箒
の
形
に
応
じ
て
茎
を
湿
ら
せ
な
が
ら
折
り

曲
げ
、
絹
タ
コ
糸
で
美
し
く
幾
重
に
も
縛
り
上
げ
て

い
く
の
が
ベ
テ
ラ
ン
徳
三
郎
さ
ん
の
仕
事
。「
細
い

茎
の
中
に
太
い
の
が
一
本
で
も
入
る
と
、
細
い
の
が

負
け
て
美
し
く
編
め
な
い
。
こ
こ
の
基
本
を
し
っ
か

り
や
ら
な
い
と
後
の
作
業
に
影
響
し
ま
す
」

次
の
部
屋
で
は
原
型
が
出
来
あ
が
っ
た
箒
に
編
み

込
み
模
様
を
入
れ
る
作
業
が
行
わ
れ
て
い
た
。
小
型

の
和
洋
箒
に
編
み
込
み
を
し
て
い
る
の
は
欠
端
サ
ト

さ
ん（
68
）。
ほ
う
き
台
に
は
４
種
の
絹
糸
が
設
置
さ

れ
、
折
り
曲
げ
た
茎
と
糸
を
織
物
の
よ
う
に
編
み
上

げ
て
い
く
。
熟
練
の
技
に
加
え
て
力
量
も
必
要
で
、

足
と
手
を
使
い
な
が
ら
で
糸
を
き
つ
く
巻
き
こ
ん
で

い
く
。「
こ
の
編
み
込
み
が
で
き
る
人
は
数
人
し
か

お
ら
ず
、
欠
端
さ
ん
は
勘
が
よ
く
覚
え
が
早
か
っ
た

ね
」
と
徳
三
郎
さ
ん
が
褒
め
る
。
は
じ
め
は
畑
の
草

取
り
、
次
は
収
穫
と
乾
燥
の
仕
事
を
経
て
、
編
み
職

人
と
し
て
５
年
目
、
手
間
が
か
か
る
作
業
な
の
で
１

日
に
20
本
つ
く
る
の
が
や
っ
と
だ
と
い
う
。

働
く
女
性
た
ち
は
殆
ど
が
地
域
の
お
母
さ
ん
達
。

南
部
箒
の
こ
と
は
知
っ
て
い
た
が
、
本
格
的
な
箒
製

作
は
こ
こ
で
習
得
し
、
年
間
を
通
し
て
働
い
て
い
る
。

30
年
使
用
し
た
と
い
う
古
い
箒
が
あ
っ
た
。
取
っ

手
の
と
こ
ろ
に
使
っ
た
人
の
手
の
跡
が
少
し
残
っ
て

い
る
が
、
形
も
色
艶
も
穂
先
の
縮
れ
具
合
も
新
品
と

殆
ど
変
ら
な
い
。「
親
か
ら
子
へ
孫
へ
と
何
十
年
で

も
使
え
る
生
活
用
具
で
す
。
だ
か
ら
決
し
て
高
く
な

い
と
思
い
ま
す
よ
」
と
徳
三
郎
さ
ん
。
多
く
の
人
に

使
っ
て
も
ら
い
な
が
ら
改
良
・
工
夫
を
重
ね
て
、
現

在
の
形
と
種
類
を
完
成
し
た
と
言
う
。

穂
先
の
縮
れ
が
60
㎝
以
上
あ
る
長
箒
用
の
ほ
う
き

草
は
、
一
年
に
一
、二
本
し
か
収
穫
で
き
な
い
貴
重

な
も
の
。
百
万
円
、
50
万
円
す
る
箒
は
、
檀
家
の
人

が
お
寺
へ
寄
贈
し
た
り
、
茶
道
、
華
道
関
係
者
か
ら

愛
用
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。

収
納
庫
に
は
出
来
あ
が
っ
た
箒
が
沢
山
並
ん
で
い

る
。
実
を
つ
け
た
長
柄
外
箒
は
芝
生
の
落
葉
取
り
等

に
適
し
て
い
る
盆
栽
用
箒
で
、
天
井
掃
除
用
、
便
器

用
等
の
箒
も
あ
る
。
小
箒
は
セ
ー
タ
ー
等
の
仕
上
げ

に
最
適
と
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
店
か
ら
の
注
文
も
多
い
と

い
う
。
す
べ
て
の
箒
に
施
さ
れ
た
美
し
い
編
み
込
み

は
、
身
近
に
置
い
て
長
年
愛
用
し
て
ほ
し
い
と
い
う

作
り
手
の
心
が
織
り
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
私
の
夢
は
一
千
万
円
ほ
ど
す
る
究
極
の
逸
品
を
完

成
す
る
こ
と
で
、
最
高
の
素
材
を
少
し
ず
つ
ス
ト
ッ

ク
し
て
い
る
ん
で
す
」
と
徳
三
郎
さ
ん
は
楽
し
そ
う

に
語
っ
て
い
た
。 

文
／
浅
井
登
美
子　

写
真
／
小
林
恵

草の心地よい香りがする
出来たての箒たち

南部箒の伝承と工芸的技術の向上に邁進してきた高倉徳三郎さん

● ㈲高倉工芸 ☎0195-43-2826　
http://nanbuhouki.jp
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●
交
通
便
の
良
い
観
光
村
に

栄
村
は
長
野
県
最
北
端
に
位
置
し
、

北
部
は
千
曲
川
が
東
西
に
、
志
久
見
川
、

中
津
川
が
南
北
に
流
れ
、
そ
の
沿
岸
の

平
坦
部
に
集
落
を
形
成
し
て
い
る
。
南

部
は
苗
場
山
、
鳥
甲
山
等
２
０
０
０
ｍ

級
の
山
が
連
な
り
、
そ
の
麓
に
12
の
集

落
が
点
在
し
て
い
る
。
秋
山
郷
は
こ
れ

ら
の
山
間
部
の
総
称
で
、
豊
か
な
自
然

と
ふ
る
さ
と
の
原
風
景
、
数
々
の
温
泉

等
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
秘
境
の
観
光
地

と
し
て
賑
わ
っ
て
い
る
。

そ
の
入
口
に
当
た
る
の
が
栄
村
北
信

地
区
。
今
で
は
上
越
新
幹
線
越
後
湯
沢

駅
か
ら
ク
ル
マ
で
１
時
間
と
い
う
便
利

さ
で
、
村
の
野
菜
や
山
菜
、
伝
統
食
品

等
を
売
る
「
道
の
駅
」
に
到
着
し
た
。

間
も
な
く
冬
を
迎
え

る
道
の
駅
で
は
、
棚

田
米
、
栃
餅
、
手
打

ち
そ
ば
等
が
並
び
、午
前
中
か
ら
客
で
賑
わ
っ
て
い
る
。

千
曲
川
の
段
丘
は
広
大
な
畑
作
地
帯
だ
が
、
現
在

は
「
さ
か
え
倶
楽
部
ス
キ
ー
場
」、「
ト
マ
ト
の
国
」、

「
絵
手
紙
タ
イ
ム
カ
プ
セ
ル
館
」「
山
路
智
恵
絵
手
紙

美
術
館
」
が
開
設
し
、
連
日
観
光
客
が
訪
れ
て
い
る
。

猫
つ
ぐ
ら
取
材
の
手
配
を
お
願
い
し
て
い
た
㈶
栄

村
振
興
公
社
事
務
局
は
、
道
の
駅
か
ら
数
分
の
場
所

に
あ
り
、
Ｊ
Ｒ
飯
山
線
森
宮
野
原
駅
を
兼
ね
た
交
流

館
に
な
っ
て
い
る
。
電
車
の
到
着
時
間
に
合
わ
せ
て

職
員
が
切
符
を
売
り
改
札
口
を
開
け
て
い
た
。
駅
構

内
に
は
昭
和
20
年
２
月
に
積
雪
日
本
一
、７
ｍ
85
㎝

に
な
っ
た
時
を
記
録
し
た
標
柱
が
立
っ
て
い
る
と
い

う
。
館
内
は
観
光
客
の
休
憩
所
に
な
っ
て
お
り
、
村

の
観
光
物
産
や
資
料
を
揃
え
、
喫
茶
店
も
あ
る
お
洒

落
な
造
り
。
担
当
の
山
田
久
美
子
さ
ん
が
、
二
階
に

雪
深
い
山
里
／
秋
山
郷
の
暮
ら
し
が
育
む

猫
つ
ぐ
ら
（
長
野
県
栄
さ
か
え
む
ら村）

▲初冬を迎えた栄村青倉集落

▲▶森宮野原駅に併設される交流館。
観光物産を揃え、喫茶店もある
右下／出来たての猫つぐら

◀藁で猫つぐらを編む
高橋甚治さん

信
州
の
最
北
端
に
位
置
す
る
栄
村
は
、
秘
境
秋
山
郷
で
知
ら
れ
る
全
国

屈
指
の
豪
雪
地
帯
。雪
に
閉
ざ
さ
れ
た
長
い
冬
の
暮
ら
し
の
中
で
、人
々

は
自
然
の
恵
み
を
い
た
だ
い
て
生
活
用
具
の
殆
ど
を
自
分
た
ち
で
作
っ

て
き
た
。
そ
れ
ら
の
多
く
が
貴
重
な
伝
統
工
芸
品
に
認
定
さ
れ
、
伝
承

さ
れ
て
い
る
。
寒
い
冬
を
人
も
猫
も
暖
か
く
暮
ら
す
た
め
に
編
ま
れ
た

藁
製
品
「
猫
つ
ぐ
ら
」
を
中
心
に
取
材
し
た
。

夢と
暮らしを
紡ぐ
①
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出
来
た
て
の「
猫
つ
ぐ
ら
」

が
数
個
保
管
し
て
あ
る
と

い
う
の
で
見
せ
て
も
ら
っ

た
。長

年
製
作
し
て
い
る
ベ

テ
ラ
ン
の
男
性
が
、
穫
れ

た
て
の
新
米
藁
で
編
ん
だ

も
の
で
、
網
目
が
均
等
で

美
し
く
、
形
も
優
雅
、
藁

の
匂
い
も
い
い
。「
最
近

は
人
気
が
出
て
、
購
入
希
望
者
に
は
予
約
を
お
願
い

す
る
こ
と
も
あ
る
ん
で
す
」
と
山
田
さ
ん
は
言
う
。

●
長
い
冬
は
藁
を
使
っ
て
手
仕
事

早
速
、
取
材
を
お
願
い
し
て
い
る
高
橋
甚
治
さ
ん

の
家
へ
案
内
し
て
も
ら
っ
た
。
民
家
が
立
ち
並
ぶ
青

倉
集
落
に
あ
り
、
日
当
り
の
良
い
家
。
玄
関
に
は
雪

払
用
の
土
間
が
あ
り
、
そ
の
奥
に
も
う
一
つ
の
玄
関
口

が
あ
る
。
土
間
に
は
猫
つ
ぐ
ら
用
の
藁
が
積
ま
れ
て

い
る
。

に
こ
に
こ
と
出
迎
え
て
く
れ
た
高
橋
さ
ん
は
86
歳
、

奥
さ
ん
の
ふ
さ
さ
ん
は
87
歳
で
、
二
人
暮
ら
し
。

「
も
う
歳
だ
か
ら
止
め
よ
う
と
思
っ
て
い
た
ん
だ
が
、

山
田
さ
ん
が
ま
だ
頑
張
っ
て
と
引
き
止
め
る
も
ん
だ

か
ら
」
と
高
橋
さ
ん
が
言
う
と
、「
そ
う
よ
、
高
橋
さ

ん
の
作
っ
た
猫
つ
ぐ
ら
は
丁
寧
で
、
と
て
も
人
気
が

あ
る
ん
だ
か
ら
、
ぼ
ち
ぼ
ち
続
け
て
」
と
山
田
さ
ん
。

ふ
さ
さ
ん
も
「
何
か
し
て
い
た
方
が
体
に
も
い
い
か

ら
ね
」
と
相
づ
ち
を
打
つ
。

高
橋
さ
ん
は
７
反
歩
の
稲
作
を
す
る
農
家
だ
っ
た

が
、
60
歳
の
頃
か
ら
猫
つ
ぐ
ら
作
り
を
始
め
た
。
10

年
ほ
ど
前
か
ら
稲
作
は
親
戚
の
家
に
依
頼
し
、
猫
つ

ぐ
ら
作
り
に
専
念
し
て
い
る
。

「
一
年
中
作
っ
て
や
っ
と
30
個
、
今
は
10
個
作
れ
れ
ば

い
い
と
こ
で
す
。
若
い
う
ち
は
一
個
作
る
の
に
３
日

だ
っ
た
が
、
い
ま
は
10
日
か
か
る
。
で
も
振
興
公
社

の
山
田
さ
ん
に
励
ま
さ
れ
て
買
っ
て
く
れ
る
の
で
、

止
め
る
訳
に
は
い
か
ん
な
」と
高
橋
さ
ん
は
つ
ぶ
や
く
。

編
む
た
め
に
は
良
い
藁
を
確
保
す
る
こ
と
が
必
要

で
、
コ
ン
バ
イ
ン
を
や
め
て
バ
イ
ン
ダ
ー
で
丁
寧
に
刈

っ
て
も
ら
い
、
ハ
ザ
に
か
け
て
天
日
干
し
す
る
。
藁

は
家
に
取
り
入
れ
た
後
、
茎
以
外
の
部
分
を
取
除
い

て
よ
く
叩
い
て
し
な
や
か
に
す
る
。
玄
関
の
土
間
に

は
使
い
込
ん
だ
藁
打
ち
用
の
石
が
仕
込
ん
で
あ
っ
た
。

藁
は
猫
つ
ぐ
ら
以
外
に
も
、
筵
む
し
ろ
、
か
ん
じ
き
、
蓑み

の

、

草
履
等
に
使
う
大
切
な
素
材
だ
っ
た
。
つ
ぐ
ら
は
猫

用
以
前
に
も
、
食
品
や
穀
物
を
入
れ
る
飯
つ
ぐ
ら
や

幼
児
を
入
れ
る
つ
ぐ
ら
と
し
て
作
ら
れ
て
き
た
が
、

今
は
つ
ぐ
ら
を
利
用
す
る
家
も
減
り
、
ま
た
稲
刈
り

も
機
械
化
し
た
た
め
、
良
質
の
藁
の
確
保
が
難
し
く

な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
今
年
は
猛
暑
で
藁
の
出
来

が
い
ま
一
つ
優
れ
な
い
上
に
、
止
め
る
つ
も
り
だ
っ

た
の
で
確
保
し
た
量
が
足
り
な
さ
そ
う
だ
と
嘆
く
。

「
猫
つ
ぐ
ら
製
作
で
は
関
川
に
名
人
が
い
た
の
で
皆

で
講
習
を
受
け
に
行
き
、
多
い
時
は
最
大
60
人
が
作

っ
て
い
ま
し
た
。
猫
も
沢
山
い
た
し
ね
。
今
は
農
閑

期
に
作
る
人
が
20
人
程
い
る
が
、
他
所
か
ら
見
習
い

▲天日干しした藁を庭先で整えて干す

▲広い雪よけ玄関が藁の保存や整備に便利

▶高橋夫妻と山田久美子さん（右）

▲土間の石の上で藁をしっかり叩く

▲仕事の手を休めて奥さんと楽しいお茶タイム

▶高橋さんが作った猫つ
ぐら、飯つぐら、へちま型
をした物入れ
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た
い
と
言
っ
て
来
る
人
が
増
え
て
い
る
」

高
橋
さ
ん
の
と
こ
ろ
に
も
先
日
、
上
田
市
の
美
大

出
身
の
女
性
が
３
日
間
通
っ
て
き
た
。「
編
む
こ
と

に
興
味
が
あ
る
と
言
っ
て
い
た
ね
。
最
近
は
絵
手
紙

館
を
訪
ね
て
く
る
グ
ル
ー
プ
も
多
く
な
り
、
賑
や
か

で
す
よ
」
と
ふ
さ
さ
ん
。
暖
か
い
炬
燵
で
美
味
し
い

漬
物
を
出
し
て
く
れ
た
。

例
年
積
雪
は
３
ｍ
程
だ
が
、
平
成
18
年
は
５
〜

６
ｍ
の
豪
雪
と
な
り
、
一
階
は
３
日
間
雪
で
真
っ
暗

だ
っ
た
と
い
う
が
、「
停
電
も
水
の
凍
結
も
な
い
。
子

供
は
娘
が
５
人
、
孫
も
大
勢
い
て
、
近
く
に
住
む
娘

が
良
く
来
て
く
れ
る
の
で
何
の
心
配
も
あ
り
ま
せ

ん
」
と
に
こ
や
か
だ
。

猫
つ
ぐ
ら
は
底
か
ら
編
み
は
じ
め
る
。
針
に
２
本

ず
つ
藁
を
入
れ
て
刺
し
て
、
し
っ
か
り
束
ね
て
、
そ
れ

を
繰
り
返
し
て
い
く
手
間
の
か
か
る
作
業
で
あ
る
。
直

径
40
㎝
程
の
底
が
出
来
あ
が
る
と
、
立
ち
上
げ
て
丸

み
を
持
た
せ
な
が
ら
出
入
口
を
作
り
、
目
を
減
ら
し

な
が
ら
屋
根
部
分
を
編
ん
で
い
く
。
一
目
が
10
本
以
上

の
藁
で
編
ま
れ
て
い
る
の
で
頑
丈
で
、
ず
っ
し
り
重
い
。

実
は
私
も
10
年
程
前
に
３
個
を
購
入
し
て
今
も
猫

た
ち
が
愛
用
し
て
い
る
が
、
爪
を
研
ご
う
が
上
に
乗

っ
て
遊
ぼ
う
が
ビ
ク
と
も
せ
ず
、
し
っ
か
り
原
型
を

保
っ
て
い
る
。
購
入
し
た
猫
つ
ぐ
ら
は
主
婦
た
ち
が

製
作
し
た
も
の
で
、
網
目
に
素
人
っ
ぽ
さ
が
あ
っ
た

が
、
中
に
小
さ
な
小
豆
が
入
っ
て
い
て
「
猫
と
楽
し

く
大
切
に
使
っ
て
く
だ
さ
い
」
と
い
う
手
書
き
の
紙

が
添
え
て
あ
り
、
大
変
感
動
し
た
も
の
で
あ
る
。

村
の
女
性
た
ち
の
猫
つ
ぐ
ら
作
り
は
、
野
沢
菜
漬

け
が
終
わ
っ
た
12
月
頃
か
ら
始
ま
る
よ
う
だ
。

●
絵
手
紙
の
展
示
・
交
流
の
拠
点
と
し
て

集
落
を
見
下
す
高
原
地
帯
に
は
自
然
景
観
を
利
用

し
て
「
栄
村
国
際
絵
手
紙
タ
イ
ム
カ
プ
セ
ル
館
」
と

｢

山
路
智
恵
絵
手
紙
美
術
館｣
が
あ
り
、
見
学
者
の

バ
ス
が
何
台
も
停
ま
っ
て
い
る
。
長
野
オ
リ
ン
ピ
ッ

ク
を
機
に
始
ま
っ
た
絵
手
紙
活
動
で
、
村
と
絵
手
紙

協
会
が
２
０
０
０
年
に
﹇
21
世
紀
へ
の
絵
手
紙
展

―
―
20
世
紀
を
忘
れ
な
い
よ
﹈
と
公
募
し
た
と
こ
ろ

63
万
通
の
絵
手
紙
が
全
国
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
。

２
０
０
７
年
に
タ
イ
ム
カ
プ
セ
ル
館
を
完
成
し
、
現

在
１
０
０
万
通
を
超
え
る
絵
手
紙
を
永
久
保
管
、

数
々
の
展
示
会
や
製
作
講
座
等
を
行
っ
て
い
る
。
近

く
に
は
、
小
学
生
の
頃
か
ら
毎
日
絵
手
紙
を
書
い
て

小
池
邦
夫
（
絵
手
紙
の
創
始
者
）
へ
送
っ
た
こ
と
か

ら
話
題
に
な
り
、
そ
の
作
品
が
世
界
的
に
も
注
目
さ

れ
る
山
路
智
恵（
東
京
生
ま
れ
・
30
歳
）の
美
術
館
も

あ
る
。
ス
キ
ー
場
施
設
の
一
部
を
転
用
し
た
も
の
で
、

畳
４
畳
分
の
大
作
ま
で
約
１
５
０
点
が
展
示
さ
れ
、

見
学
者
た
ち
を
う
な
ら
せ
て
い
る
。

運
営
は
絵
手
紙
㈱
に
委
託
し
て
い
る
が
、
秋
山
郷

を
訪
ね
る
人
も
増
え
て
、
栄
村
を
元
気
に
し
て
い
る
。

秋
山
郷
は
初
冬
を
迎
え
て
、
訪
れ
る
観
光
客
の
姿

は
少
な
か
っ
た
が
、
木
々
を
渡
る
風
の
音
、
ヤ
マ
ガ

ラ
や
ヒ
ガ
ラ
等
の
野
鳥
の
さ
え
ず
り
、
川
の
音
な
ど

の
壮
大
な
シ
ン
フ
ォ
ニ
ー
会
場
で
、
山
渓
の
素
晴
ら

し
さ
に
改
め
て
感
動
し
た
。「
の
よ
さ

の
里
」
や
最
奥
に
あ
る｢

切
明
温
泉｣

で
は
赤
々
と
ス
ト
ー
ブ
が
燃
え
、
天
然

温
泉
は
た
っ
ぷ
り
湯
を
た
た
え
て
、
訪

れ
る
人
を
待
っ
て
い
る
。
真
冬
も
除
雪

車
が
く
ま
な
く
走
る
の
で
施
設
は
営
業
、

雄
大
な
雪
景
色
と
村
民
の
冬
の
暮
ら
し

を
見
た
い
と
出
か
け
て
く
る
若
者
が
多

い
と
の
こ
と
で
あ
る
。

文
／
浅
井
登
美
子　

写
真
／
満
田
美
樹

◀栄村国際絵手紙タイムカプセル館と展示会場。
絵手紙用の画材や出版物も多数売られ、習作を楽しむ
グループも

●財団法人栄村振興公社 ☎0269-87-3115
●絵手紙タイムカプセル館 ☎0269-87-1920

秋山郷小赤沢にある秋山木工生産組合が運営
する売店。手彫木鉢、山ブドウや蔦等で編んだ
バッグ、自然木花台等、秋山郷ならではの民芸
品が多数ある ☎ 0257-67-2210
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●
女
仕
事
が
織
り
な
す
織
物
の
世
界

北
海
道
の
玄
関
口
・
新
千
歳
空
港
か
ら
車
で
１
時

間
余
。
平
取
町
二
風
谷
は
、
自
然
豊
か
な
沙
流
川
中

流
域
に
あ
る
。
古
く
か
ら
の
ア
イ
ヌ
文
化
を
色
濃
く

留
め
た
土
地
だ
と
い
う
。

平
取
町
内
に
入
り
、
左
に
沙
流
川
の
気
配
を
感
じ

な
が
ら
国
道
を
し
ば
ら
く
走
る
と
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の

よ
う
な
建
物
が
見
え
て
く
る
。
そ
れ
が
二
風
谷
ダ
ム

だ
と
理
解
す
る
ま
で
少
し
時
間
が
か
か
っ
た
。
ダ
ム

を
過
ぎ
る
と
、
そ
こ
が
二
風
谷
の
中
心
部
で
あ
る
。

国
道
を
右
に
入
る
と
「
萱
野

茂
二
風
谷
ア
イ
ヌ
資
料
館
」
が

あ
る
。
敷
地
内
に
ア
イ
ヌ
の
チ

セ
（
家
）
が
数
棟
建
っ
て
い
る
。

そ
の
う
ち
の
一
棟
が
、
ア
ッ
ト
ゥ
シ
織
を
継

承
し
て
い
る
藤
谷
る
み
子
さ
ん
の
仕
事
場
。

「
寒
い
か
ら
火
を
炊
い
た
の
。
ち
ょ
っ
と
煙

い
け
ど
我
慢
し
て
ね
」
と
元
気
な
声
で
迎
え

て
く
れ
た
。
昭
和
58
年
か
ら
木
彫
り
職
人
の

夫
・
憲
幸
さ
ん
と
と
も
に
チ
セ
を
仕
事
場
に

し
、
今
年
で
29
年
目
を
迎
え
る
が
、
憲
幸
さ

ん
は
４
年
前
に
亡
く
な
り
、
今
は
る
み
子
さ
ん
一
人

で
仕
事
場
を
守
り
な
が
ら
、
職
業
訓
練
指
導
員
と
し

て
地
元
の
人
た
ち
に
指
導
も
し
て
い
る
。

ア
ッ
ト
ゥ
シ
織
は
、
オ
ヒ
ョ
ウ
や
シ
ナ
な
ど
の
樹

近
代
以
降
、
明
治
政
府
の
同
化
政
策
に
よ
り
、
北
海
道

の
先
住
民
族
で
あ
る
ア
イ
ヌ
の
文
化
や
風
習
は
衰
退
を

余
儀
な
く
さ
れ
た
。
そ
の
中
に
あ
っ
て
も
、
ア
イ
ヌ
プ

リ
（
ア
イ
ヌ
の
風
習
・
伝
統
）
の
火
を
絶
や
さ
ず
受
け

継
い
で
き
た
土
地
が
あ
っ
た
。
ア
イ
ヌ
に
生
活
文
化
を

教
え
た
と
さ
れ
る
神
・
オ
キ
ク
ル
ミ
が
降
臨
し
た
と
さ

れ
る
沙
留
川
流
域
に
あ
り
、
ア
イ
ヌ
の
伝
統
が
色
濃
く

残
る
北
海
道
平
取
町
二
風
谷
地
区
で
あ
る
。

こ
の
地
で
、
ア
イ
ヌ
民
族
と
し
て
の
誇
り
を
も
ち
、
文

化
の
継
承
と
再
生
に
力
を
注
い
で
い
る
人
々
を
訪
ね
た
。

民
族
の
誇
り
を
も
っ
て

ア
イ
ヌ
文
化
を
未
来
へ
伝
え
る（
北
海
道
平び

ら

取ど
り

町ち
ょ
う

二に
ぶ
た
に

風
谷
）

▲松坂木綿に刺繍を施した着物を手
にする藤谷るみ子さん

▲柔らかく煮て乾燥した木の皮を細かく
裂いて一本の糸に仕上げる

▶萱野茂さんに勧め
られて仕事場にした
アイヌの伝統的家屋
ポロチセ（大きい家）

▲丁寧に巻きあげた糸玉。縦・横糸で
２個の糸玉を使う

夢と
暮らしを
紡ぐ
②

▲夫・憲幸さんのために作った着物。開口部等に
魔除けの文様が施されている
▶織物は腰と支柱でしっかりと固定する
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皮
を
採
取
し
、
そ
の
繊
維
を
糸
に
し
て
織
り
上
げ
る

織
物
。
ア
イ
ヌ
を
代
表
す
る
衣
服
で
あ
り
、
時
に
は

晴
れ
着
と
し
て
愛
用
さ
れ
、
ア
イ
ヌ
の
女
性
た
ち
は
、

自
ら
の
手
で
織
り
、
刺
繍
を
施
し
た
衣
服
を
夫
や
子

供
た
ち
に
着
せ
る
こ
と
が
最
高
の
誇
り
だ
っ
た
。

藤
谷
さ
ん
は
、
母
親
の
織
る
姿
を
見
て
育
っ
た
。

「
私
も
織
り
た
く
て
、
母
が
機
か
ら
ち
ょ
っ
と
離
れ

た
間
に
、い
た
ず
ら
で
織
っ
た
り
す
る
と
、
母
は
『
ダ

メ
』
と
言
い
つ
つ
、
苦
笑
い
し
て
い
ま
し
た
ね
」

母
親
が
病
気
で
入
院
し
た
と
き
、
中
学
３
年
生
だ

っ
た
藤
谷
さ
ん
は
母
が
押
入
れ
に
し
ま
っ
て
い
た
織

り
か
け
の
機
を
引
っ
張
り
出
し
て
、
一
反
の
織
物
を

仕
上
げ
た
。「
そ
の
反
物
が
す
ぐ
に
売
れ
た
の
。
も
う
、

う
れ
し
く
っ
て
」。
バ
ッ
グ
や
財
布
に
加
工
す
る
シ

ナ
の
反
物
が
貴
重
な
現
金
収
入
に
な
っ
た
時
代
で
あ

る
。
以
来
、
本
格
的
に
織
物
に
取
り
組
む
よ
う
に
な

っ
た
。

ア
ッ
ト
ゥ
シ
織
は
、
１
本
の
長
い
糸
を
伸
ば
し
な

が
ら
、
必
要
な
幅
に
縦
糸
の
本
数
を
並
べ
、
一
方
を

柱
な
ど
に
固
定
し
、
も
う
一
方
を
織
り
手
の
腰
の
バ

ン
ド
で
固
定
す
る
形
で
織
る
。
織
物
の
原
点
と
も
い

え
る
や
り
方
で
あ
る
。
縦
糸
を
上
下
に
分
け
る
の
は

足
で
は
な
く
、
下
糸
を
１
本
１
本
丁
寧
に
棒
に
結
び
、

手
で
持
ち
上
げ
て
縦
糸
を
上
下
さ
せ
る
。
小
ぶ
り
な

機
だ
か
ら
、
一
定
の
空
間
が
あ
れ
ば
ど
こ
で
も
作
業

が
で
き
、
持
ち
運
び
も
可
能
だ
。

織
り
以
上
に
根
気
の
い
る
作
業
が
、
樹
皮
の
採
取

か
ら
始
め
る
糸
づ
く
り
で
あ
る
。
樹
皮
を
木
灰
な
ど

で
煮
て
柔
ら
か
く
し
、
２
〜
３
㎜
の
薄
さ
に
は
い
だ

繊
維
を
、
一
本
の
長
い
糸
に
し
て
い
く
。「
一
本
の

糸
か
ら
着
物
に
仕
立
て
、
刺
繍
を
し
て
仕
上
げ
る
ま

で
に
は
何
カ
月
も
か
か
る
し
、
大
変
な
仕
事
で
す
。

で
も
ね
、
愛
す
る
家
族
の
た
め
で
す
か
ら
、
と
て
も

幸
せ
な
仕
事
」
と
話
す
藤
谷
さ
ん
。

そ
ん
な
藤
谷
さ
ん
の
ア
ッ
ト
ゥ
シ
織
と
着
物
の
製

作
方
法
を
保
存
し
よ
う
と
、
平
成
11
年
、
㈶
ア
イ
ヌ

文
化
振
興
・
研
究
推
進
機
構
が
「
ア
イ
ヌ
生
活
文
化

再
現
マ
ニ
ュ
ア
ル
作
成
事
業
」
の
一
環
と
し
て
映
像

化
・
文
字
化
に
取
り
組
ん
だ
。「
夫
婦
と
も
に
木
彫

や
ア
ッ
ト
ゥ
シ
織
を
続
け
て
こ
れ
た
の
も
、
萱
野
茂

さ
ん
の
お
か
げ
。
長
い
間
、
ア
イ
ヌ
文
化
の
保
存
と

継
承
に
尽
力
さ
れ
た
方
で
す
」
と
藤
谷
さ
ん
の
口
か

ら
、
一
人
の
人
物
の
名
前
が
飛
び
出
し
た
。

●
ア
イ
ヌ
の
伝
統
文
化
の
継
承
・
再
生
の
歴
史

萱
野
茂
氏
。
大
正
15
年
、

二
風
谷
に
生
ま
れ
、
平
成

18
年
に
79
歳
で
亡
く
な
る

ま
で
、
ア
イ
ヌ
文
化
や
風

習
、
ア
イ
ヌ
語
の
保
存
・

継
承
の
た
め
、
精
力
的
な

活
動
を
続
け
た
人
物
で
あ

る
。幼

い
頃
、
ア
イ
ヌ
語
を

母
語
と
す
る
祖
母
が
語
る

昔
話
を
聞
き
な
が
ら
育
っ

た
。
ア
イ
ヌ
の
思
想
文
化

は
、
呼
吸
を
す
る
よ
う
に

氏
の
体
に
染
み
渡
っ
た
。

ア
イ
ヌ
の
生
活
か
ら
離
れ

た
時
期
も
あ
っ
た
が
、
ア

イ
ヌ
の
生
活
文
化
が
消
滅

す
る
の
を
恐
れ
、
ア
イ
ヌ

の
生
活
民
具
や
衣
服
の
収

集
を
始
め
、
昭
和
47
年
の

「
二
風
谷
ア
イ
ヌ
文
化
資

料
館
」
開
設
に
尽
力
し
た
。

そ
の
後
、
同
館
は
町
に
移
管
さ
れ
た
が
、
平
成
４

年
に
「
平
取
町
立
二
風
谷
ア
イ
ヌ
文
化
博
物
館
」
が

新
築
さ
れ
た
た
め
、
旧
建
物
を
町
か
ら
買
い
取
り
、

「
萱
野
茂
二
風
谷
ア
イ
ヌ
資
料
館
」
と
名
を
改
め
、

再
出
発
し
た
。
両
館
に
保
存
・
展
示
さ
れ
て
い
る
萱

野
氏
の
収
集
品
の
う
ち
１
１
２
１
点
は
、
平
成
14
年

「
北
海
道
二
風
谷
及
び
周
辺
地
域
の
ア
イ
ヌ
生
活
用

具
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」
と
し
て
、
国
重
要
有
形
民
俗
文

化
財
に
指
定
さ
れ
た
。

朝霧に包まれる二風谷ダムと沙流川沿いの放牧場

憲
幸
さ
ん
の
作
品
の
数
々
。そ
の
緻
密
さ
は
芸
術
的
域
に
達
し
て
い
る

萱野茂二風谷アイヌ資料館と萱野茂氏。収集した資料はすべて出所が明らかで、貴重な研究資料に
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平
成
６
年
に
は
、
ア
イ
ヌ
民
族
初
の
国
会
議
員
と

な
り
、
国
会
で
史
上
初
の
ア
イ
ヌ
語
で
挨
拶
を
行
っ

た
。
ア
イ
ヌ
が
日
本
の
先
住
民
族
で
あ
る
こ
と
、
ア

イ
ヌ
文
化
の
保
護
を
目
的
と
し
た
ア
イ
ヌ
文
化
振
興

法
泫
成
立
を
訴
え
る
。

一
方
、
二
風
谷
ダ
ム
建
設
に
徹
底
し
て
反
対
を
唱

え
、
用
地
の
強
制
収
用
取
り
消
し
を
求
め
て
提
訴
。

平
成
９
年
、
判
決
は
、
提
訴
は
棄
却
さ
れ
た
が
、
ダ

ム
建
設
は
違
法
、
ア
イ
ヌ
民
族
を
先
住
民
族
と
認
め

る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
ア
イ
ヌ
文
化
振
興
法
が

成
立
し
た
の
は
同
年
の
こ
と
で
あ
る
。

ア
イ
ヌ
の
文
化
保
護
を
訴
え
、
走
り
続
け
た
萱
野

氏
の
思
想
と
行
動
力
は
、
現
在
、
館
長
と
し
て
資
料

館
を
運
営
す
る
ご
子
息
の
志
朗
さ
ん
と
奥
さ
ま
の
知

子
さ
ん
に
し
っ
か
り
と
受
け
継
が
れ
て
い
る
。

そ
ん
な
萱
野
氏
の
ア
イ
ヌ
へ
の
愛
情
の
結
晶
と
も

い
う
べ
き
資
料
館
と
文
化
博
物
館
の
展
示
品
を
ゆ
っ

く
り
と
見
せ
て
い
た
だ
い
た
。
精
密
な
刺
繍
や
彫
り

が
日
常
の
生
活
用
具
に
施
さ
れ
て
い
る
。
す
べ
て
手

仕
事
で
仕
上
げ
ら
れ
た
品
々
。
物
言
わ
ぬ
品
々
が
、

そ
れ
ら
を
手
塩
に
か
け
た
人
々
の
息
づ
か
い
と
手
の

ぬ
く
も
り
を
語
り
か
け
て
く
る
。

●
生
活
民
具
や
資
料
的
作
品
か
ら

芸
術
作
品
へ

翌
朝
、
木
彫
の
工
房
に
足
を
運
ん
だ
。「
北
の
工

房
つ
と
む
」
の
貝
澤
徹
さ
ん
、「
つ
と
む
民
芸
店
」
の

貝
澤
幸
司
さ
ん
兄
弟
を
訪
ね
る
。
お
二
人
と
も
ア
イ

ヌ
の
伝
統
の
木
彫
を
伝
え
つ
つ
、
そ
れ
ぞ
れ
が
得
意

な
素
材
で
木
彫
の
仕
事
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

弟
の
幸
司
さ
ん
は
釣
り
好
き
が
高
じ
て
、
魚
を
数

多
く
彫
っ
て
い
る
。「
魚
の
こ
と
は
、
す
べ
て
頭
に

入
っ
て
い
る
か
ら
、
自
然
に
手
が
動
き
ま
す
」
と
幸

司
さ
ん
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
父

親
の
仕
事
を
手
伝
い
な
が
ら
、
女

性
の
顔
を
ひ
た
す
ら
彫
っ
た
修
業

時
代
の
賜
物
。「
ず
い
ぶ
ん
手
を

切
り
ま
し
た
け
れ
ど
、
の
み
の
使

い
方
や
彫
り
方
を
習
得
で
き
た
と

思
っ
て
い
ま
す
」。マ
キ
リ（
小
刀
）

を
使
っ
て
伝
統
的
工
芸
も
手
掛
け

な
が
ら
、
絵
の
世
界
に
も
活
動
を

広
げ
、
動
物
に
伝
統
文
様
を
描
く

デ
ザ
イ
ン
画
を
創
り
出
し
た
。

動
物
を
素
材
に
木
彫
に
取
り
組

ん
で
い
る
兄
・
徹
さ
ん
が
、
ア
イ

ヌ
の
伝
統
的
木
彫
へ
傾
倒
し
た
の

は
30
代
に
入
っ
て
か
ら
。
き
っ
か

け
は
、
建
設
さ
れ
た
ば
か
り
の
文

化
博
物
館
で
開
催
さ
れ
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
発
言
者

と
な
っ
た
こ
と
だ
っ
た
。
徹
さ
ん
は
、
押
入
れ
に
し

ま
っ
て
あ
っ
た
曾
祖
父
の
作
品
を
紹
介
し
た
。
そ
の

と
き
、
木
彫
の
先
輩
た
ち
の
目
の
色
が
サ
ッ
と
変
わ

っ
た
こ
と
に
驚
い
た
と
い
う
。

作
品
は
、
明
治
25
年
頃
に
作
ら
れ
た
「
イ
タ
（
盆
）」。

曾
祖
父
・
ウ
ト
レ
ン
ト
ク
は
有
名
な
木
彫
家
で
、

そ
の
作
品
は
当
時
の
宮
内
省
に
も
買
い
上
げ
ら
れ
た
。

曾
祖
父
の
作
品
に
伝
統
の
美
し
さ
と
強
さ
を
見
て
取

っ
た
徹
さ
ん
は
、
そ
の
複
製
を
彫
る
こ
と
か
ら
ア
イ

ヌ
の
伝
統
の
世
界
に
入
っ
て
い
っ
た
。

６
年
前
に
は
「
イ
タ
」
を
発
展
さ
せ
、
木
の
風
合

い
を
生
か
し
な
が
ら
布
を
表
現
す
る
「
樹
布
」
と
名

づ
け
た
作
品
を
世
に
出
し
た
。「
ア
イ
ヌ
の
木
彫
は
、

資
料
的
に
展
示
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
け
れ
ど
、
芸
術

作
品
と
し
て
美
術
館
で
展
示
さ
れ
る
方
向
も
必
要
で

は
な
い
か
」
と
徹
さ
ん
。
そ
の
面
差
し
が
、
仕
事
場

に
飾
っ
て
あ
る
曾
祖
父
の

写
真
に
重
な
っ
て
見
え
た
。

一
方
、
夫
婦
で
東
京
か

ら
移
住
し
た
の
が
、「
高
野

民
芸
」
の
高
野
繁
廣
さ
ん
。

「
一
人
旅
の
途
中
、
一
文

無
し
に
な
っ
た
と
こ
ろ
が

二
風
谷
だ
っ
た
」
と
高
野

さ
ん
。
昭
和
40
年
代
後
半
、

ア
イ
ヌ
の
生
活
が
色
濃
く

残
る
土
地
に
大
き
な
衝
撃
を
受
け
、
こ
こ
に
住
も
う

と
思
っ
た
と
い
う
。
木
彫
家
・
貝
澤
守
幸
さ
ん
に
５

年
の
年
季
奉
公
で
弟
子
入
り
し
た
も
の
の
、
具
体
的

な
指
導
は
な
か
っ
た
。
師
匠
の
仕
事
を
盗
ん
で
覚
え

た
。
し
か
し
、
師
匠
が
急
逝
。
一
時
は
東
京
に
戻
ろ

う
か
と
も
思
っ
た
が
、
お
礼
奉
公
で
２
年
は
い
よ
う

と
決
心
、「
そ
れ
が
今
ま
で
続
い
ち
ゃ
い
ま
し
た
」
と

▶東京から移り住んで40年の
高野繁廣さん

▼北の工房「つとむ」　右／貝澤徹さんと梟の木彫作品　左／貝澤幸司さん
と作品。魚の木彫以外にもユーモラスなアート的なものも多い
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笑
う
。
そ
の
間
、
師
匠
の
娘
さ
ん
に
、
亡
き
父
に
代

わ
り
、
木
彫
を
伝
授
す
る
ま
で
に
な
っ
た
。

店
内
に
は
、
ア
イ
ヌ
の
伝
統
的
文
様
の
木
彫
作
品

が
置
か
れ
て
い
る
。
師
匠
の
技
術
が
受
け
継
が
れ
て

い
る
と
話
す
と
、「
ま
だ
ま
だ
一
人
前
な
ん
か
じ
ゃ
な

い
。
修
業
中
で
す
」
と
即
答
が
返
っ
て
き
た
。

●
未
来
に
つ
な
ぐ
―
―

無
限
大
の
文
様
デ
ザ
イ
ン

平
取
町
ア
イ
ヌ
文
化
情
報
セ
ン
タ
ー
内
の
二
風
谷

工
芸
館
に
は
、
地
元
工
芸
家
に
よ
る
木
彫
や
織
物
・

刺
繍
な
ど
の
作
品
が
展
示
販
売
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ

に
、
か
つ
て
の
北
海
道
の
観
光
ブ
ー
ム
で
量
産
さ
れ

た
木
彫
の
熊
の
世
界
は
な
い
。「
ア
イ
ヌ
の
木
彫
を

一
言
で
は
語
れ
ま
せ
ん
。
作
風
も
さ
ま
ざ
ま
で
、
皆
、

木
彫
に
対
し
て
深
い
思
い
を
も
っ
て
い
ま
す
」
と
話

す
の
は
、
地
元
工
芸
家
の
関
根
真
紀
さ
ん
。
高
野
さ

ん
が
木
彫
を
指
導
し
た
娘
さ
ん
で
、
女
性
と
し
て
は

珍
し
く
木
彫
の
技
も
継
承
し
て
い
る
。

ア
イ
ヌ
の
木
彫
や
刺
繍
に
は
、
独
特
の
文
様
が
施

さ
れ
て
い
る
。
う
ず
ま
き
、
と
げ
の
形
、
ひ
し
形
な

ど
の
基
本
形
を
組
み
合
わ
せ
て
作
る
文
様
に
は
、
地

域
ご
と
に
特
徴
が
あ
り
、
そ
の
意
味
も
さ
ま
ざ
ま
だ

と
い
う
。「
無
限
大
に
つ
な
が
る
よ
う
に
デ
ザ
イ
ン

す
る
の
が
ア
イ
ヌ
の
文
様
。
基
本
形
を
組
み
合
わ
せ

な
が
ら
、
途
切
れ
な
い
文
様
を
作
る
の
は
難
し
い
け

ど
、
小
さ
な
文
様
が
無
限
大
に
広
が
る
宇
宙
に
つ
な

が
る
と
思
う
と
、
す
て
き
で
し
ょ
」
と
関
根
さ
ん
。

そ
ん
な
関
根
さ
ん
は
、
自
身
を
「
現
代
の
ア
イ
ヌ
」

と
称
す
る
。「
現
代
だ
か
ら
、
合
理
的
に
考
え
、
便

利
な
も
の
は
利
用
し
ま
す
。
で
も
、
先
祖
が
継
承
し

て
き
た
形
は
き
ち
ん
と
受
け
止
め
、
理
解
・
消
化
し

た
上
で
、
次
代
に
引
き
継
ぐ
こ
と
が
大
切
」

ど
ん
な
文
化
で
も
、
時
代
に
よ
っ
て
変
化
す
る
も

の
。
ア
イ
ヌ
の
社
会
で
も
、
男
女
の
仕
事
の
棲
み
分

け
に
こ
だ
わ
る
時
代
で
は
な
い
と
言
う
。「
で
も
、

伝
統
的
な
儀
式
な
ど
で
は
、
受
け
継
が
れ
て
き
た
性

差
の
ル
ー
ル
を
大
切
に
し
た
い
で
す
ね
」。
ア
イ
ヌ

の
伝
統
の
中
で
培
わ
れ
た
節
度
を
感
じ
さ
せ
る
言
葉

で
あ
る
。

仕
事
の
手
伝
い
を
し
て
く
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
11

歳
の
娘
さ
ん
に
も
、
ア
イ
ヌ
の
手
仕
事
を
教
え
て
い

き
た
い
と
い
う
関
根
さ
ん
。

現
在
、
町
の
小
学
校
で
は
、
総
合
学

習
の
時
間
や
夏
休
み
の
体
験
学
習
を
通
し
、
木
彫
や

織
物
・
糸
作
り
な
ど
ア
イ
ヌ
の
伝
統
文
化
を
学
ん
で

い
る
。
独
自
の
文
化
の
衰
退
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
歴

史
に
直
面
し
な
が
ら
、
連
綿
と
文
化
を
つ
な
い
で
き

た
二
風
谷
の
人
々
に
、
ア
イ
ヌ
民
族
と
し
て
生
き
る

誇
り
を
感
じ
た
。

取
材
の
最
後
に
、「
沙
流
川
歴
史
館
」
を
訪
ね
る
。

展
示
さ
れ
て
い
る
縄
文
土
器
の
縄
目
模
様
が
ア
イ
ヌ

の
文
様
に
重
な
っ
て
く
る
。

多
彩
な
風
土
に
恵
ま
れ
た
日
本
に
は
、
自
然
に
寄

り
添
い
、
多
様
な
文
化
を
は
ぐ
く
ん
で
き
た
歴
史
が

あ
る
。
そ
う
い
え
ば
、
ち
ょ
っ
と
前
ま
で
は
日
本
人

の
誰
も
が
自
然
へ
の
畏
敬

を
も
っ
て
生
活
を
送
っ
て

い
た
。
そ
の
原
点
が
、
今

も
ア
イ
ヌ
の
人
々
の
文
化

の
中
に
息
づ
い
て
い
る
。

文
／
村
上
憲
加　

写
真
／
満
田
美
樹

泫
正
式
名
称
は
「
ア
イ
ヌ
文

化
の
振
興
並
び
に
ア
イ
ヌ
伝

統
等
に
関
す
る
知
識
の
普
及

及
び
啓
発
に
関
す
る
法
律
」

◀出来あがったばかりのタペストリーを
手に、関根真紀さん

▲工芸館の展示作品。モレウノカ（緩やかに渦巻
く文様）、アイウシノカ（とげのある形）、シクノカ
（神の目と呼ばれるひし形）等の文様が描かれる。
上は工芸館入口に施された文様

上／平取町立二風谷アイヌ文化博物館内部
下／沙留川歴史館入口

● 萱野茂二風谷アイヌ資料館 
☎01457-2-3215
● 平取町立二風谷アイヌ文化博物館 
☎01457-2-2892
● 平取町アイヌ文化情報センター（二風谷
工芸館） ☎01457-2-3299
● 沙留川歴史館　☎01457-2-4085
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各地の伝統的工芸品
硯
の
銘
産
地
―
雄お
が
つ
す
ず
り

勝
硯

 

（
宮
城
県
石
巻
市
雄
勝
）

硯
の
生
産
で
日
本
一
を
誇
る
雄

勝
硯
は
、
室
町
時
代
に
始
ま
り
、

伊
達
藩
が
硯
師
を
抱
え
て
育
成
し

た
こ
と
か
ら
硯
製
造
が
地
域
産
業

と
し
て
発
展
し
、
現
在
に
至
っ
て

い
る
。

色
は
黒
又
は
暗
い
藍
色
で
艶
が

あ
り
肌
は
な
め
ら
か
。
墨
を
刷
る

際
に
歯
の
役
目
を
す
る
鋒
ぼ
う
と

言
わ
れ
る
「
海
」
部
分
が
荒
さ
、

硬
さ
等
の
バ
ラ
ン
ス
が
よ
く
、
実

用
的
な
硯
か
ら
装
飾
を
施
し
た
贈

答
用
ま
で
種
類
も
豊
富
。
吸
水
率

が
低
く
、
長
年
使
用
し
て
も
変
質

し
な
い
美
し
い
肌
を
保
っ
て
い
る

の
が
自
慢
だ
と
い
う
。

硯
の
原
料
と
な
る
石
は
、
太
古

の
川
底
の
泥
が
堆
積
し
て
出
来
た

石
で
、
昔
か
ら
一
般
の
人
が
採
掘

し
な
い
よ
う
に
「
お
止
め
山
」
と

言
わ
れ
て
き
た
。
今
も
ノ
ミ
を
使

っ
て
一
枚
の
石
か
ら
全
身
で
重
心

を
取
り
な
が
ら
縁
取
り
し
丁
寧
に

製
作
、
彫
り
あ
げ
た
硯
は
３
段
階

に
分
け
て
磨
き
、
仕
上
げ
は
漆
塗

り
の
つ
や
出
し
か
墨
に
よ
る
墨
引

き
を
す
る
。
現
在
雄
勝
町
を
中
心

に
19
社
あ
り
46
名
が
従
事
し
て
い

る
。
雄
勝
硯
生
産
販
売
協
同
組
合

☎
０
２
２
５-

５
７-

２
６
３
２

町
屋
に
似
合
う
朱
色
の
器
、

調
度
品　

村
上
木
彫
堆つ
い

朱し
ゅ

 

（
新
潟
県
村
上
市
）

花
や
鳥
、
山
水
を
木
に
浮
き
彫

り
し
、
漆
を
繰
り
返
し
重
ね
塗
り

し
、
さ
ら
に
毛
彫
り
す
る
と
い
う

気
の
遠
く
な
る
よ
う
な
作
業
か
ら

生
ま
れ
る
「
村
上
木
彫
堆
朱
」
は
、

町
屋
再
生
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
取
材

（
10
頁
〜
）
の
際
も
古
い
町
屋
の

居
間
で
器
、
盆
、
菓
子
器
等
を
拝

見
し
、
漆
工
芸
品
と
し
て
愛
用
さ

れ
て
い
る
の
が
わ
か
っ
た
。
村
上

藩
時
代
よ
り
継
承
さ
れ
て
き
た
越

後
を
代
表
す
る
工
芸
品
で
あ
る
。

木
地
師
と
彫
師
、
塗
師
の
３
部

門
の
分
業
で
一
つ
の
製
品
が
誕
生

す
る
。

代
表
的
な
「
堆
朱
」
は
、
漆
塗

り
を
数
回
し
た
あ
と
艶
消
し
仕
上

げ
す
る
も
の
で
、
他
に
、
花
に
色

漆
し
た
り
金
箔
を
施
し
た
金
磨
塗
、

表
面
に
溜
漆
を
し
て
ア
メ
色
に
す

る
朱
溜
漆
等
６
つ
の
種
類
が
あ
る

が
、
城
下
町
情
報
館
で
実
演
し
て

い
た
川
上
健
さ
ん
は
「
三
彩
彫
」

と
い
う
堆
朱
の
中
で
は
最
も
繊
細

な
技
術
が
必
要
な
作
品
作
り
を
し

て
い
た
。
ホ
ウ
の
木
の
生
地
に
３

色
と
黒
の
漆
を
塗
っ
た
後
、
表
面

に
花
等
を
彫
り
あ
げ
て
い
く
も
の

で
、
23
工
程
が
あ
る
と
い
う
。

現
在
木
彫
師
は
20
人
程
お
り
、

食
器
等
以
外
に
花
瓶
や
座
卓
、
飾

り
棚
等
も
製
作
し
て
い
る
。
村
上

堆
朱
事
業
協
同
組
合
☎
０
２
５
４

-

５
３-

１
７
４
５

独
特
の
風
合
い「
小お
じ
や
ち
ぢ
み

千
谷
縮
」

昭
和
村
か
ら
糸
を
仕
入
れ
て

 

（
新
潟
県
小
千
谷
市
）

越
後
に
は
伝
統
的
工
芸
品
に
指

定
さ
れ
て
い
る
織
物
が
多
い
が
、

着
物
通
に
人
気
の
越
後
上
布
の
中

で
特
に
珍
重
さ
れ
て
い
る
の
が
小

千
谷
縮
。
織
っ
た
布
を
湯
の
中
で

均
一
に
手
も
み
す
る
こ
と
で
「
し

ぼ
」
と
い
う
細
か
な
ひ
だ
が
出
来

る
。
し
ぼ
が
あ
る
と
、
布
が
肌
に

ま
と
わ
り
つ
か
ず
、
風
が
抜
け
て

清
涼
感
を
感
じ
る
。
手
織
り
に
よ

る
小
千
谷
縮
は
重
要
無
形
文
化
財

に
指
定
さ
れ
て
い
る
が
、
生
産
量
・

職
人
と
も
減
少
し
、
原
料
の
い
い

糸
の
確
保
も
厳
し
く
な
っ
た
。

縮
織
保
存
会
の
大
淵
茂
さ
ん
が

注
目
し
た
の
が
昭
和
村
が
栽
培
加

工
し
て
い
る
か
ら
む
し
。
村
の
関

係
者
と
交
流
・
研
修
を
重
ね
て
き

て
、
越
後
上
布
糸
と
し
て
活
用
、

糸
紡
ぎ
の
名
手
も
育
っ
て
き
た
。

小
千
谷
で
は
２
月
か
ら
雪
溶
け

ま
で
、
雪
原
に
雪
晒
し
す
る
方
法

が
風
物
詩
に
な
っ
て
い
る
。
雪
に

晒
す
と
布
は
織
り
目
も
色
も
鮮
明

に
な
り
、
着
心
地
が
良
く
な
る
と

言
わ
れ
る
。手
織
り
の
越
後
上
布
・

小
千
谷
縮
の
生
産
は
年
間
に
合
わ

せ
て
も
百
反
に
満
た
な
い
が
、
平

成
21
年
に
ユ
ネ
ス
コ
の
無
形
文
化

遺
産
に
登
録
さ
れ
た
の
を
機
に
、

若
い
技
術
者
の
養
成
に
も
努
力
し

て
い
る
。
小
千
谷
織
物
協
同
組
合

☎
０
２
５
８-

８
３-

２
３
２
９

孟
宗
竹
日
本
一
、
竹
工
芸
品
の
町

 
（
鹿
児
島
県
さ
つ
ま
町
宮
之
城
）

町
を
囲
む
孟
宗
竹
が
市
町
村
で

は
全
国
一
の
広
さ
を
持
つ
旧
宮
之

城
町
で
は
竹
を
活
か
し
た
町
づ
く

り
に
取
り
組
み
、
昭
和
58
年
よ
り

「
み
や
ん
じ
ょ
チ
ク
リ
ン
村
」
を

開
設
、
竹
細
工
製
品
の
数
々
を
製

作
し
て
き
た
。
特
に
竹
の
花
器
で

は
全
国
の
70
％
を
生
産
し
て
い
る
。

孟
宗
竹
は
、
風
呂
よ
り
大
き
い

釜
の
熱
湯
で
苛
性
ソ
ー
ダ
を
入
れ

て
数
分
間
煮
た
あ
と
磨
き
粉
で
表

面
を
削
り
、
20
日
間
ほ
ど
陰
干
し

す
る
。
竹
の
油
分
を
取
り
、
変
色

や
カ
ビ
を
防
ぐ
た
め
の
も
の
で
、

数
人
が
か
り
の
重
労
働
だ
。

編
み
組
み
に
使
う
竹
は
、
ナ
イ

フ
等
を
使
っ
て
布
の
よ
う
に
薄
く

し
た
り
糸
の
よ
う
に
細
く
し
て
編

み
込
ん
で
い
く
。
木
製
の
盆
や
茶

器
の
よ
う
に
隙
間
な
く
編
み
込
ん

だ
重
厚
な
も
の
か
ら
、
模
様
編
み

に
し
た
も
の
な
ど
、
そ
の
種
類
は

１
０
０
を
超
え
る
。

町
の
伝
統
工
芸
セ
ン
タ
ー
で
は

一
日
竹
細
工
教
室
を
開
い
て
お
り
、

最
近
は
県
外
か
ら
の
受
講
生
が
増

え
て
い
る
。
町
内
で
は
、
ち
く
り

ん
公
園
、「
竹
取
り
通
り
」「
か
ぐ

や
姫
の
里
」
等
、
竹
の
爽
や
か
さ

を
随
所
に
取
り
入
れ
て
い
る
。

宮
之
城
伝
統
工
芸
セ
ン
タ
ー

☎
０
９
９
６-

５
２-

１
３
１
３

写真／東北経済産業局提供

写
真
は
三
彩
彫
を
す
る
川
上
さ
ん
と
、「
早

撰
堂
」
菓
子
店
で
愛
用
の
堆
朱
品
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編集後記
▼今冬も各地から雪の便り。秋山郷は3mの雪、
南信州の木地師の里も東北も例年にない寒波
と雪だという。そんな中で人々は黙々と工芸
品づくりに精出しているのだろう。春はもう
すぐ、商品の完成と販売UPを切望して（A）
▼織物体験に応募するのは女性、炎を前に、
煉瓦づくりに目を輝かせるのは男性たちであ
った。ものづくりの現場に男女差はないと思
うが、ものに対する興味や取り組み方に、男
女の本質的な違いを見たような気がした（M）

　交流居住ポータルサイト「交流居住
のススメ」では、全国約530の各自
治体が、田舎への定住や田舎と都市を
行き来するライフスタイルの情報を
提供しています。空家情報、滞在施設、
体験プログラム、生活関連情報、支援
施策など、掲載プログラムは約
4700件。地域別や目的別など6種
類の検索方法で必要な情報をお探し
いただけます。

　また、「メールマガジン」を、毎月第
1、3水曜日に発行し、交流居住に積
極的な自治体からのメッセージや田
舎に定住した方からのお便り、全国で
開催される様々な交流イベント等を
紹介しています。購読をご希望の方
は、ポータルサイトからお申し込みく
ださい。
交流居住優良事例集
「田舎暮らしのススメ」⑤（2010 年版）
交流居住に取り組む自治体の風土や交流
施策と、交流居住者の体験談などを紹介
する「田舎暮らしのススメ」（A4版80
頁）が発行されています。今号では、田舎
暮らし実践者の談話を多く取り上げてい
ます。ご希望の方は，ポータルサイト「交
流居住のススメ」の資料配布コーナー、ま
たは左記の㈶過疎地域問題調査会にお申
し込みください。

交流居住の
ポータルサイト発信中!!
http://kouryu-kyoju.net/
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織物
置賜紬

つむぎ

（山形県）
羽越しな布（山形県、新潟県）
結城紬（茨城県、栃木県）
伊勢崎絣

かすり

、桐生織（群馬県）
村山大島紬、多摩織（東京都）　
塩沢紬、本塩沢絣（新潟県）
小千谷縮、小千谷紬（新潟県）
十日町絣、十日町明石縮（新潟県）
信州紬（長野県）
牛首紬（石川県）
近江上布（滋賀県）
西陣織（京都府）
弓浜織（鳥取県）
阿波正藍しじら織（徳島県）
博多織（福岡県）
久留米絣（福岡県）
本場大島紬（鹿児島県、宮崎県）
久米島紬、宮古上布（沖縄県）
読谷山花織（沖縄県）
読谷山ミンサー（沖縄県）
琉球絣、首里織（沖縄県）
与那国織（沖縄県）
喜如嘉の芭蕉布（沖縄県）
八重山ミンサ―、上布（沖縄県）
染色品
東京染小紋（東京都）
東京手描友禅（東京都）
有松・鳴海絞（愛知県）
名古屋友禅（愛知県）
名古屋黒紋付染（愛知県）
加賀友禅（石川県）
京鹿の子絞（京都府）
京友禅、京小紋（京都府）
京黒紋付染（京都府）

琉球びんがた（沖縄県）
その他の繊維製品
伊賀組みひも（三重県）
加賀繍（石川県）
京繍、京組みひも（京都府）
陶磁器
大堀相馬焼、合津本郷焼（福島県）
笠間焼（茨城県）
益子焼（栃木県）
赤津焼（愛知県）
瀬戸染付焼、常滑焼（愛知県）
美濃焼（岐阜県）
四日市萬古焼、伊賀焼（三重県）
九谷焼（石川県）
越前焼（福井県）
信楽焼（滋賀県）
京焼・清水焼（京都府）
丹波立杭焼、出石焼（兵庫県）
石見焼（島根県）
備前焼（岡山県）
萩焼（山口県）
大谷焼（徳島県）
砥部焼（愛媛県）
小石原焼（福岡県）
上野焼（福岡県）
伊万里・有田焼（佐賀県）
唐津焼（佐賀県）
三川内焼、波佐見焼（長崎県）
小代焼、天草陶磁器（熊本県）
薩摩焼（鹿児島県）
壺屋焼（沖縄県）
木工品
岩谷堂箪笥（岩手県）
樺細工（秋田県）
大館曲げわっぱ（秋田県）

秋田杉桶樽（秋田県）
奥会津編み組細工（福島県）
春日部桐箪笥（埼玉県）
江戸指物（東京都）
箱根寄木細工（神奈川県）
加茂桐箪笥（新潟県）
松本家具（長野県）
南木曽ろくろ細工（長野県）
井波彫刻（富山県）
一位一刀彫（岐阜県）
名古屋桐箪笥（愛知県）
京指物（京都府）
大阪欄間、大阪唐木指物（大阪府）
大阪泉州桐箪笥（大阪府）
豊岡杞柳細工（兵庫県）
紀州箪笥（和歌山県）
宮島細工（広島県）
竹細工
江戸和竿（東京都）
駿河竹千筋細工（静岡県）
大阪金剛簾（大阪府）
高山茶筌（奈良県）
勝山竹細工（岡山県）
別府竹細工（大分県）
都城大弓（宮崎県）
金加工
南部鉄器（岩手県）
山形鋳物（山形県）
東京銀器（東京都）
燕鎚起銅器（新潟県）
越後与板打刃物（新潟県）
越後三条打刃物（新潟県）
信州打刃物（長野県）
高岡銅器（富山県）
越前打刃物（福井県）
堺打刃物、大阪浪華錫器（大阪府）
播州三木打刃物（兵庫県）
土佐打刃物（高知県）

肥後象がん（熊本県）
和紙
内山紙（長野県）
美濃和紙（岐阜県）
越中和紙（富山県）
越前和紙（福井県）
因州和紙（鳥取県）
石州和紙（島根県）
阿波和紙（徳島県）
大洲和紙（愛媛県）
土佐和紙（高知県）
文具
雄勝硯（宮城県）
豊橋筆（愛知県）
鈴鹿墨（三重県）
播州そろばん（兵庫県）
奈良筆（奈良県）
雲州そろばん（島根県）
熊野筆（広島県）
川尻筆（広島県）
赤間硯（山口県）
石工品・貴石細工
真壁石燈籠（茨城県）
甲州水晶貴石細工（山梨県）
岡崎石工品（愛知県）
若狭めのう細工（福井県）
京石工芸品（京都府）
出雲石燈籠（島根県・鳥取県）
その他の工芸品
天童将棋駒（山形県）
房州うちわ（千葉県）
江戸からかみ・江戸切子（東京都）
尾張七宝（愛知県）　
岐阜提灯（岐阜県）
播州毛鉤（兵庫県）
福山琴（広島県）
丸亀うちわ（香川県）
八女提灯（福岡県）

経済産業
大臣指定伝統的工芸品（品目別）
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