
じ
い
さ
ん
、
木
地
挽
き
が

や
っ
ぱ
り
好
き
だ
っ
た
ん
で

し
ょ
う
。
身
体
が
弱
っ
て
も

亡
く
な
る
数
年
前
ま
で
ロ
ク

ロ
を
回
し
続
け
て
。
九
十
一

歳
の
大
往
生
で
し
た
」。

　

ヨ
シ
エ
さ
ん
の
家
で
は
今

日
も
変
わ
る
こ
と
な
く
漆
器

を
使
っ
た
食
事
が
続
け
ら
れ

て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
金
作

さ
ん
が
遺
し
た
も
の
だ
。
木

地
の
里
の
記
憶
は
、
食
卓
の

上
の
小
さ
な
物
語
と
し
て
今

も
語
り
継
が
れ
て
い
る
。

ん
で
あ
っ
と
い
う
間
に
椀
コ

が
で
き
て
、
そ
れ
が
お
も
し

ろ
く
て
ね
ぇ
」
と
在
り
し
日

の
金
作
さ
ん
を
語
る
の
は
、

氏
の
息
子
嫁
の
ヨ
シ
エ
さ
ん

だ
。
戦
後
、
嫁
に
来
た
ヨ
シ

エ
さ
ん
か
ら
は
、「
ち
ょ
う

ど
水
車
動
力
に
よ
る
ロ
ク
ロ

か
ら
電
動
に
変
わ
っ
た
頃
。

当
時
は
型
打
ち
の
職
人
も

雇
っ
て
ま
し
た
。
で
も
、
注

文
も
減
っ
て
数
年
後
は
一
人

で
や
っ
て
ま
し
た
ね
。
自
分

で
カ
シ
ュ
ー
を
塗
っ
た
椀
コ

を
背
負
っ
て
米
と
交
換
し
に

出
か
け
た
り
も
し
て
ね
。
そ

れ
で
も
食
べ
れ
な
い
か
ら
牛

も
飼
っ
た
し
、
百
姓
も
や
り

ま
し
た
」
と
、
木
地
仕
事
が

変
遷
期
を
迎
え
た
様
子
が
伝

え
ら
れ
て
い
る
。
で
も
、
金

作
さ
ん
は
「
辞
め
る
」
だ
け

は
口
に
し
な
か
っ
た
。「
お

最
後
の
木
地
師

金
作
じ
い
さ
ん

語
り　

藤
村
ヨ
シ
エ
さ
ん

安
比
川

安
比
川

上
流
域

上
流
域

　

安
比
高
原
の
広
大
な
ブ

ナ
林
か
ら
流
れ
出
す
安
比

川
。
源
流
部
は
険
し
く
人

を
寄
せ
付
け
な
い
が
、
里
に

出
る
と
そ
の
表
情
は
大
き
く

変
わ
る
。
川
の
両
脇
に
民
家

が
並
ぶ
そ
の
景
色
は
、
人
の

暮
ら
し
が
川
を
迎
え
入
れ
る

よ
う
。
川
は
清
冽
な
流
れ
の

上
に
人
懐
っ
こ
い
表
情
を
加

え
、
集
落
を
進
ん
で
い
く
。

　

か
つ
て
上
流
部
の
集
落

は
「
木
地
の
里
」
と
呼
ば
れ

て
い
た
。
史
実
に
よ
る
と
木

地
師
が
こ
の
地
で
木
地
生
産

を
始
め
た
の
は
江
戸
時
代
の

こ
と
。
そ
の
後
、
明
治
、
大

正
へ
と
時
代
が
進
ん
で
い
く

な
か
で
、
森
林
資
源
に
恵
ま

れ
た
こ
の
地
は
、
中
・
下
流

の
漆
塗
り
や
漆
掻
き
の
職
人

た
ち
と
補
い
合
い
な
が
ら
全

国
で
も
有
数
の
木
地
の
生
産

地
へ
と
成
長
し
て
い
く
。
最

盛
期
に
は
木
地
仕
事
に
従
事

し
て
い
た
職
人
の
数
は
五
百

人
以
上
。
屈
強
な
男
た
ち
に

よ
っ
て
伐
採
さ
れ
た
大
木
は

安
比
川
を
利
用
し
て
集
落
に

流
送
さ
れ
、
そ
れ
を
待
ち
構

え
て
い
た
木
地
師
た
ち
が
ロ

ク
ロ
を
回
す
と
い
う
営
み
が

数
世
紀
に
も
わ
た
っ
て
続
け

ら
れ
て
い
た
。
今
は
想
像
す

る
し
か
な
い
が
、
土
地
全
体

で
木
地
生
産
に
従
事
す
る
村

の
光
景
は
、
森
と
人
の
理
想

郷
を
見
る
よ
う
だ
。
し
か
し
、

時
代
の
変
化
と
も
に
木
地
生

産
に
陰
り
が
み
ら
れ
る
よ
う

に
な
る
。
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
や

ア
ル
ミ
製
品
。
モ
ノ
の
便
利

さ
が
求
め
ら
れ
た
戦
後
は
衰

退
が
加
速
し
て
い
く
。

　

最
後
の
木
地
師
と
呼
ば

れ
た
藤
村
金
作
（
１
９
１
２

｜
２
０
０
２
）
と
い
う
一
人

の
木
地
師
が
生
き
た
の
は
そ

ん
な
時
代
だ
っ
た
。「
お
じ

い
さ
ん
が
ロ
ク
ロ
を
回
せ
ば

し
ゅ
る
し
ゅ
る
と
木
屑
が
飛

細野・畑地区
八幡平市

ブ
ナ
林
（
二
次
林
）

安
比
高
原
に
広
が
る
ブ
ナ
の
二
次
林
は
、

昭
和
初
期
に
木
地
や
炭
の
原
料
と
し
て

伐
採
さ
れ
た
原
生
林
が
再
生
し
た
も

の
。
伐
採
時
、
母
木
と
な
る
木
を
残
す

こ
と
で
種
子
に
よ
る
再
生
が
促
さ
れ
た
。

ブ
ナ
の
二
次
林
は
森
に
生
き
た
当
時
の

人
々
の
営
み
を
伝
え
る
証
人
で
あ
る
。

史
実
が
語
る
木
地
師

安
比
川
流
域
の

木
地
師
の
祖
・
左

衛
門
四
郎
は
、
江

戸
期
に
上
流
部

の
赤
坂
田
で
木
地

挽
き
を
行
っ
て
い

た
。
盛
岡
藩
の
御

用
木
地
師
を
務

め
、
文
化
３
年

（
１
８
０
６
）
に

は
、
武
士
の
身
分

で
あ
る
「
苗
字
帯

刀
」
を
許
さ
れ
、

以
降
は
「
関
左
衛

門
四
郎
」
を
名

乗
っ
た
。

流
送
（
春
木
流
し
）

安
代
地
区
、
安
比
川
沿
い
の
赤
坂
田
に

祀
ら
れ
て
い
る
岩
屋
不
動
社
。
こ
の
付

近
は
上
流
か
ら
流
送
し
た
木
地
の
原
木

を
引
き
上
げ
る
春
木
場
と
し
て
も
知
ら

れ
て
い
る
。
春
の
名
が
付
く
の
は
、
主

に
流
送
の
時
期
が
雪
解
け
で
水
か
さ
の

増
す
春
に
行
わ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
ま

た
、
馬
橇
等
を
用
い
て
原
木
を
里
ま
で

搬
送
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

ロ
ク
ロ

木
地
師
が
使
用
す
る
ロ
ク
ロ
は
、
大
正

か
ら
昭
和
初
期
に
水
車
を
動
力
と
す
る

ロ
ク
ロ
が
導
入
さ
れ
た
が
、
そ
れ
以
前

は
手
引
き
ロ
ク
ロ
（
写
真
）
だ
っ
た
。

こ
の
ロ
ク
ロ
は
、
ナ
ビ
キ
（
縄
引
き
）

と
挽
き
師
の
二
人
一
組
で
行
わ
れ
た
。

な
お
電
動
ロ
ク
ロ
は
戦
後
に
導
入
さ
れ

た
が
、
そ
の
頃
に
は
安
比
川
流
域
で
の

木
地
生
産
は
衰
退
し
て
い
た
。

型
打
ち

ロ
ク
ロ
作
業
を
行
う
前
段
階
の
作
業
で
、

丸
太
か
ら
あ
る
程
度
椀
に
近
い
形
に
刃

物
を
使
っ
て
整
え
る
工
程
を
指
す
。
木

地
仕
事
は
分
業
制
で
行
わ
れ
て
い
た
。

カ
シ
ュ
ー

「
合
成
漆
」
と
も
呼
ば
れ
た
樹
脂
塗
料

で
、
漆
塗
り
よ
り
も
作
業
工
程
が
少
な

く
、
戦
後
の
漆
器
製
作
の
現
場
に
お
い

て
は
漆
の
代
用
と
し
て
使
わ
れ
る
こ
と

も
あ
っ
た
。

金
作
さ
ん
が
遺
し
た
も
の

藤
村
金
作
さ
ん
が
木
地
製
作
に
使
用
し

た
道
具
は
、
県
指
定
文
化
財
と
し
て
、

八
幡
平
市
博
物
館
に
合
計
２
５
９
点
が

収
蔵
さ
れ
て
い
る
。

木地の里木地の里

奥
南
部
漆
物
語
を
知
る

息子嫁の藤村ヨシエさんヨシエさんが所有する金作さんの作品在りし日の藤村金作さん。木地仕事の生き字引きだった

人力で木地を挽く手引きロクロ 苗字帯刀の許可を記した赤坂田・関家古文書
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と
つ
だ
っ
た
。
安
全
に
作
業

で
き
た
と
き
は
山
神
様
に
感

謝
し
、
事
故
が
起
き
た
と
き

は
、
感
謝
が
足
り
な
か
っ
た

と
改
め
て
お
参
り
し
た
。
佐

比
内
の
山
神
像
も
ま
た
、
そ

う
や
っ
て
土
地
の
人
々
の
祈

り
を
受
け
止
め
て
き
た
の
だ

ろ
う
。
そ
の
右
手
に
は
、
深

い
森
の
奥
で
巨
木
に
挑
む
男

た
ち
を
励
ま
す
か
の
よ
う
に

斧
が
握
ら
れ
て
い
る
。

焼
き
で
さ
え
も
深
山
の
雪
の

中
に
粗
末
な
小
屋
を
掛
け

て
、
寝
泊
ま
り
し
て
の
作
業

だ
っ
た
。
そ
れ
を
年
端
も
い

か
な
い
子
が
手
伝
う
の
だ
。

「
仕
事
は
辛
い
も
楽
し
い
も

ね
が
っ
た
。
山
は
好
き
で
も

嫌
い
で
も
ね
え
な
。
た
だ
オ

ラ
た
ち
に
は
山
し
か
ね
が
っ

た
。
そ
れ
だ
け
だ
な
」
と
語

る
寅
松
さ
ん
。
そ
の
口
か
ら

聞
こ
え
る
の
は
、
田
山
と
呼

ば
れ
て
き
た
風
土
の
声
、
そ

の
も
の
で
あ
る
。

　

山
で
生
き
た
人
た
ち
が
大

切
に
し
て
い
る
場
所
、
そ
れ

が
佐
比
内
の
山
神
神
社
で
あ

る
。
古
来
よ
り
山
神
へ
の
祈

り
は
山
仕
事
に
従
事
す
る

者
の
最
も
大
切
な
も
の
の
ひ

米
代
川

米
代
川

上
流
域

上
流
域

田山・舘市地区
八幡平市

木地の里木地の里

山
と
と
も
に

あ
っ
た
人
生

語
り　

三
浦
寅
松
さ
ん

　

鹿
角
街
道
の
宿
場
町
と

し
て
栄
え
た
荒
屋
新
町
か
ら

街
道
を
辿
っ
て
西
に
向
か
う

と
梨
木
峠
に
差
し
掛
か
る
。

こ
の
頂
き
が
い
わ
ゆ
る
分
水

嶺
。
峠
を
境
に
東
の
雨
は

安
比
川
へ
と
流
れ
、
西
の
雨

は
米
代
川
と
な
っ
て
鹿
角
へ

と
向
か
う
。
そ
し
て
、
峠
の

先
で
現
れ
る
の
が
田
山
で
あ

る
。
こ
の
地
域
も
ま
た
、
安

比
川
流
域
の
漆
文
化
を
支
え

た
土
地
の
ひ
と
つ
だ
っ
た
。

藩
政
時
代
に
は
安
比
川
上
流

域
、
赤
坂
田
の
関
左
衛
門
四

郎
と
同
じ
く
盛
岡
藩
の
御
用

木
地
師
の
命
を
受
け
た
孫
右

衛
門
と
与
三
郎
が
お
り
、
木

地
挽
き
を
行
っ
て
い
た
。
田

山
は
も
う
ひ
と
つ
の
木
地
の

里
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ

だ
け
に
田
山
の
印
象
と
は
や

は
り
山
だ
ろ
う
。
中
心
部

は
水
田
が
広
が
る
が
、
連
な

る
山
々
が
四
方
か
ら
田
を
抱

き
、
景
色
は
「
田
山
」
の
名

の
通
り
で
あ
る
。
そ
し
て
、

地
名
は
こ
の
地
で
生
き
た

人
々
さ
え
も
物
語
る
。
田
を

耕
し
、
山
に
糧
を
求
め
て
生

き
る
。
そ
れ
が
こ
の
土
地
の

人
生
で
あ
っ
た
。

　

今
年
で
八
十
七
歳
に
な
る

三
浦
寅
松
さ
ん
は
、「
小
学

校
三
年
生
に
な
れ
ば
親
父
に

つ
い
て
山
サ
行
っ
た
な
。
炭

焼
き
だ
ぁ
。
冬
の
山
の
な
か

で
木
を
伐
っ
て
炭
を
焼
く
ん

だ
。
学
校
卒
業
し
た
ら
今
度

は
一
人
で
炭
焼
い
て
、
あ
と

は
木
伐
り
の
仕
事
さ
。
こ
っ

た
だ
お
っ
き
い
木
を
鋸
一
本

で
ス
パ
ッ
と
伐
り
倒
す
わ
け

さ
。
オ
ラ
の
人
生
は
、ず
う
っ

と
山
の
中
サ
あ
っ
た
な
」
と

自
ら
の
人
生
を
回
想
す
る
。

い
う
ま
で
も
な
く
山
仕
事
は

過
酷
で
あ
る
。
田
山
の
人
間

の
誰
も
が
や
っ
た
と
い
う
炭

奥
南
部
漆
物
語
を
知
る

鹿
角
街
道

古
代
か
ら
存
在
し
た
街
道
で
流
霞
道
と

も
呼
ば
れ
た
が
、
近
世
に
入
る
と
、
城

下
盛
岡
と
藩
領
鹿
角
郡
（
秋
田
県
）
を

結
ぶ
鹿
角
街
道
と
し
て
整
備
さ
れ
た
。

江
戸
期
は
尾
去
沢
鉱
山
の
産
出
す
る
銅

の
運
搬
に
使
わ
れ
、
藩
の
経
済
を
支
え

る
産
業
道
だ
っ
た
。
写
真
は
、
昭
和
47

年
（
１
９
７
２
）
の
荒
屋
新
町
。
家
並
み

の
奥
に
は
荒
屋
新
町
駅
が
見
え
る
。
昭

和
の
時
代
、
鉄
道
が
漆
器
や
木
炭
産
業

を
支
え
た
。

梨
木
峠

安
代
か
ら
鹿
角
へ
と
越
え
る
際
の
鹿
角

街
道
の
峠
で
標
高
４
８
３
m
。
菅
江
真

澄
や
高
山
彦
九
郎
と
い
っ
た
文
人
墨
客

が
辿
っ
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
る
。
現
在

の
梨
木
峠
は
林
道
と
な
り
、
明
治
に
な
っ

て
新
た
に
開
削
さ
れ
た
貝
梨
峠
が
主
要

道
と
な
っ
て
い
る
。

米
代
川
（
だ
ん
ぶ
り
長
者
）

秋
田
を
代
表
す
る
河
川
の
米
代
川
の
源

流
部
は
田
山
に
あ
る
。「
だ
ん
ぶ
り
長
者

伝
説
」
は
こ
の
源
流
部
に
伝
え
ら
れ
る
。

伝
説
は
、
だ
ん
ぶ
り
（
と
ん
ぼ
）
の
お

告
げ
に
よ
っ
て
酒
が
こ
ん
こ
ん
と
湧
き

出
す
泉
を
発
見
し
、
長
者
に
な
っ
た
夫

婦
が
、
天
台
寺
の
桂
清
水
観
音
に
願
掛

け
し
て
子
（
吉
祥
姫
）
を
授
か
り
、
後

年
、
そ
の
姫
が
皇
后
と
な
っ
た
と
語
る
。

そ
し
て
さ
ら
に
時
代
が
経
る
と
、
長
者

や
姫
の
霊
を
弔
う
た
め
に
各
地
に
大
日

如
来
が
祀
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い

う
も
の
で
あ
る
。
田
山
に
は
こ
の
長
者

が
暮
ら
し
た
と
さ
れ
る
屋
敷
跡
と
、
酒

が
湧
き
出
し
た
と
語
り
継
が
れ
る
霊
泉

跡
が
残
さ
れ
て
い
る
。

孫
右
衛
門
と
与
三
郎

田
山
を
拠
点
と
し
た
盛
岡
藩
の
御
用
木

地
師
。
税
を
免
除
さ
れ
る
「
木
地
挽
御

免
地
」
を
与
え
ら
れ
る
な
ど
、
田
山
で

の
木
地
挽
き
職
人
の
頭
領
格
だ
っ
た
。

佐
比
内
の
山
神
神
社

佐
比
内
地
区
、
御
神
木
が
立
ち
並
ぶ
山

の
中
腹
に
あ
る
。
斧
を
持
っ
た
山
神
像

は
全
国
的
に
も
珍
し
く
、
山
仕
事
と
深

い
関
係
が
あ
っ
た
田
山
・
舘
市
地
区
の

歴
史
と
信
仰
を
今
に
伝
え
て
い
る
。

伐採に使われたマドノコ 山仕事で生きてきた三浦寅松さん

佐比内の山神神社に祀られた山神像。人々の祈りを集めてきた 大正期の天台寺桂清水
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そ
う
語
る
松
尾
さ
ん
の
今
の

暮
ら
し
は
、
自
ら
が
手
が
け

た
漆
器
と
と
も
に
あ
る
。

「
や
っ
ぱ
り
、
木
と
漆
の
も

の
は
肌
触
り
が
違
う
ん
だ

な
。
こ
こ
い
ら
の
漆
器
は
プ

ラ
ス
チ
ッ
ク
に
負
け
た
け

ど
、
オ
ラ
は
ま
だ
抵
抗
中
だ
」

と
笑
う
松
尾
さ
ん
。
こ
の
地

が
抱
く
漆
器
の
記
憶
を
守
り

な
が
ら
暮
ら
し
て
い
る
。

の
こ
と
な
の
で
時
代
的
に
は

漆
器
産
業
は
衰
退
期
を
迎
え

よ
う
と
し
て
い
た
時
期
。
い

わ
ば
最
後
の
輝
き
を
目
の
当

た
り
に
し
た
の
だ
ろ
う
。

　

そ
ん
な
松
尾
さ
ん
が
独
学

で
木
地
挽
き
を
始
め
た
の
は

営
林
署
を
退
職
し
て
か
ら
。

元
々
の
家
業
は
鍛
冶
屋
だ
っ

た
が
第
二
の
人
生
で
選
ん
だ

の
は
木
地
挽
き
だ
っ
た
。「
戦

後
、
あ
っ
と
い
う
間
に
プ
ラ

ス
チ
ッ
ク
が
暮
ら
し
の
な
か

に
入
っ
て
き
た
。
で
も
こ
こ

ら
は
塗
物
の
文
化
。
椀
な
ん

か
の
食
器
は
も
ち
ろ
ん
、
味

噌
樽
で
も
白
木
じ
ゃ
な
く

て
シ
バ
キ
塗
り
し
た
も
の
を

使
っ
た
。
そ
れ
が
土
地
の
自

慢
だ
と
思
っ
て
き
た
も
の
」。

安
比
川

安
比
川

中
流
域

中
流
域

荒屋新町地区
八幡平市

市日の町市日の町

新
町
の
市
日
と

漆
器
の
時
代

語
り　

松
尾
清
常
さ
ん

　

鹿
角
街
道
の
宿
場
町
と

し
て
栄
え
た
荒
屋
新
町
。
道

の
両
脇
に
は
商
店
を
は
じ
め

と
す
る
民
家
が
肩
を
寄
せ
合

う
よ
う
に
し
て
並
び
、
か
つ

て
の
宿
場
町
風
情
を
今
に
伝

え
て
い
る
。
安
比
川
流
域
で

漆
器
産
業
に
従
事
す
る
者

に
と
っ
て
、
こ
の
荒
屋
新
町

で
四
の
つ
く
日
に
開
催
さ
れ

る
市
日
は
な
く
て
は
な
ら
な

い
も
の
だ
っ
た
。
漆
器
や
木

地
の
売
買
は
も
ち
ろ
ん
、
予

約
注
文
や
注
文
商
品
の
受

け
取
り
、
原
材
料
や
道
具
の

仕
入
れ
な
ど
漆
器
に
関
わ
る

あ
ら
ゆ
る
も
の
が
行
き
交
っ

た
。
ま
た
、
腕
の
良
い
職
人

に
関
す
る
噂
話
、
新
し
い
ロ

ク
ロ
の
性
能
、
技
法
の
盗
み

合
い
な
ど
、
職
人
た
ち
が
切

磋
琢
磨
す
る
土
地
な
ら
で
は

の
情
報
の
や
り
取
り
も
あ
っ

た
に
違
い
な
い
。
昭
和
二
年

（
１
９
２
７
）
に
な
る
と
鉄
道

も
開
通
し
、
交
易
の
町
と
し

て
、
さ
ら
に
活
況
を
呈
す
る

こ
と
に
な
っ
た
。

　

こ
う
し
た
荒
屋
新
町
の
か

つ
て
の
姿
を
記
憶
し
て
い
る

の
が
、
今
年
で
八
十
六
歳
に

な
る
松
尾
清
常
さ
ん
だ
。

「（
荒
屋
）
新
町
の
市
日
に

な
る
と
、
通
り
サ
、
上
か
ら

下
ま
で
ず
ら
っ
と
店
が
並

ん
で
、
人
も
い
っ
ぺ
え
で
賑

わ
っ
て
。
漆
器
は
も
ち
ろ
ん
、

何
で
も
か
ん
で
も
売
っ
て
た

な
。
だ
か
ら
こ
っ
た
だ
山
の

中
サ
住
ん
で
て
も
足
り
な

い
も
の
は
な
く
不
便
な
こ
と

は
ね
が
っ
た
な
」
と
市
日
の

光
景
を
懐
か
し
く
思
い
起
こ

す
。
と
く
に
印
象
深
い
の
が

職
人
た
ち
の
姿
で
、
市
日
に

な
る
と
木
地
や
漆
椀
を
背
中

い
っ
ぱ
い
に
背
負
っ
た
職
人

た
ち
が
行
き
交
か
う
様
子
が

見
ら
れ
た
と
い
う
。
松
尾
さ

ん
の
こ
う
し
た
記
憶
は
戦
後

奥
南
部
漆
物
語
を
知
る

漆
器
や
木
地
の
売
買

漆
器
の
売
買
に
つ
い
て
は
、
市
日
を
中

心
に
取
引
さ
れ
た
ほ
か
、
卸
業
者
が
事

前
に
木
地
師
や
塗
師
に
注
文
す
る
こ
と

も
あ
っ
た
。
ま
た
、
卸
業
者
が
買
取
り

や
商
談
を
行
う
場
所
を
設
け
、
そ
こ
に

職
人
が
商
品
を
持
参
す
る
場
合
も
あ
っ

た
。
そ
う
し
た
商
談
を
行
う
商
店
や
個

人
宅
の
こ
と
を
「
宿
」
と
呼
ん
だ
。

道
具

木
地
師
た
ち
は
自
ら
鍛
治
仕
事
を
行

い
、
道
具
を
自
作
す
る
こ
と
も
あ
っ
た

が
、
市
日
で
店
を
出
す
鍛
冶
屋
に
注
文

す
る
こ
と
も
多
か
っ
た
。
手
引
き
ロ
ク

ロ
の
時
代
は
、
ロ
ク
ロ
だ
け
で
は
き
れ

い
に
仕
上
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、

専
用
の
刃
物
を
何
種
類
も
必
要
と
し
た
。

鉄
道
の
開
通

昭
和
２
年
（
１
９
２
７
）
の
鉄
道
開
通
に

伴
い
、
炭
焼
き
の
時
代
が
訪
れ
た
。
鉄

道
を
使
っ
て
大
量
の
炭
を
遠
方
ま
で
運

べ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
炭

焼
き
は
現
金
収
入
と
し
て
は
木
地
仕
事

よ
り
効
率
が
よ
く
、
木
地
師
か
ら
炭
焼

き
へ
と
転
向
す
る
職
人
も
少
な
く
な

か
っ
た
。

漆
器
産
業
の
衰
退
期

安
比
川
流
域
の
漆
器
産
業
は
地
域
で

分
業
化
さ
れ
て
お
り
、
衰
退
期
は
必
ず

し
も
同
時
期
で
は
な
い
。
た
だ
し
、
ど

の
地
域
で
あ
っ
て
も
昭
和
30
年
代
か
ら

が
ひ
と
つ
の
区
切
り
に
な
っ
た
。
安
価

な
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
品
の
台
頭
や
炭
か

ら
石
油
へ
の
燃
料
の
変
化
、
さ
ら
に
出

稼
ぎ
の
一
般
化
な
ど
、
い
く
つ
も
社
会

変
化
の
な
か
で
漆
器
産
業
は
衰
退
し
て

い
っ
た
。

シ
バ
キ
塗
り

柿
渋
を
塗
っ
た
後
に
、
生
漆
を
浸
し
た

木
綿
布
で
拭
き
上
げ
た
も
の
。
主
に
樽

や
お
膳
な
ど
に
施
さ
れ
た
。

市日では椀のほか絵皿も売られた椀製作用の刃物石神の民家に残された製作途中の椀

現在の荒屋新町。市日も開催されている自宅の工房で作業する松尾清常さん

昭和中期の荒屋新町の市日風景
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器
を
二
三
男
さ
ん
の
お
爺
さ

ん
は
浄
法
寺
の
市
日
で
売
っ

た
。「
当
時
の
農
業
は
自
給

自
足
で
精
一
杯
。
貧
し
い
暮

ら
し
を
漆
塗
り
が
救
っ
て
く

れ
た
。
そ
の
証
拠
に
岩
屋
で

室
を
持
っ
て
い
た
家
は
蔵
を

建
て
た
。
蔵
は
富
の
象
徴
。

そ
れ
だ
け
漆
塗
り
で
稼
ぐ
こ

と
が
で
き
た
っ
ち
ゅ
う
こ
と

だ
な
」。
漆
を
塗
れ
ば
蔵
が

建
つ
。
浅
沢
に
生
き
る
人
々

に
と
っ
て
、
漆
は
豊
か
さ
の

象
徴
だ
っ
た
の
だ
。

が
え
の
な
い
生
業
だ
っ
た
」。

そ
ん
な
風
に
語
っ
て
く
れ
た

の
は
、
浅
沢
岩
屋
地
区
の
小

山
田
二
三
男
さ
ん
だ
。
昭
和

五
年
生
ま
れ
の
二
三
男
さ
ん

が
知
る
限
り
、
岩
屋
で
は
半

数
以
上
の
家
が
漆
塗
り
を

稼
業
に
し
て
い
た
と
い
う
。

「
塗
り
を
や
っ
て
い
る
家
に

は
必
ず
“
室
”
と
呼
ば
れ
る

小
さ
な
土
蔵
の
よ
う
な
小
屋

が
あ
っ
た
ん
だ
な
。
岩
屋
で

は
八
棟
。
も
ち
ろ
ん
オ
ラ
ほ

の
家
サ
に
も
あ
っ
て
爺
様
が

塗
っ
て
た
な
。
室
の
中
で
の

作
業
は
主
に
柿
渋
を
塗
る
下

地
塗
り
と
上
塗
り
で
、
木
地

の
乾
燥
な
ん
か
は
家
の
中
。

木
地
を
並
べ
た
ゴ
カ
ゴ
を
カ

マ
ド
の
上
の
棚
サ
置
い
て
あ

る
風
景
を
覚
え
て
い
る
な
」

と
、
当
時
を
懐
か
し
む
。

　

そ
う
し
て
完
成
さ
せ
た
漆

奥
南
部
漆
物
語
を
知
る

石神の八幡神社で権現舞を奉納する

郷土史家でもある小山田二三男さん

浅
沢
神
楽

浅
沢
地
区
で
伝
承
さ
れ
て
い
る
神
楽
。

浄
法
寺
の
駒
ヶ
嶺
新
山
神
楽
の
流
れ
を

汲
む
と
さ
れ
て
お
り
、
小
正
月
に
な
る

と
集
落
の
家
々
で
舞
っ
て
き
た
。
過
去
、

こ
の
神
楽
に
は
明
治
と
昭
和
に
存
続
の

危
機
が
あ
り
、
そ
れ
を
伝
承
に
繋
げ
た

の
が
北
口
興
乃
さ
ん
と
斎
藤
駒
吉
さ
ん

と
い
う
二
人
の
翁
だ
っ
た
。
二
人
は
神

楽
狂
い
と
呼
ば
れ
る
ほ
ど
神
楽
を
愛
し
、

神
楽
の
素
晴
ら
し
さ
を
後
世
に
伝
え
る

役
割
を
果
た
し
た
。
現
在
は
約
二
十
数

名
ほ
ど
の
神
楽
衆
で
活
動
し
て
い
る
。

室む
ろ

（
塗

ぬ
り

室む
ろ

）

塗
室
は
間
口
２
間
、
奥
行
き
２
間
、
高

さ
６
尺
ほ
ど
の
小
さ
な
も
の
で
内
部
に

は
炉
が
切
ら
れ
、
柿
渋
を
貯
め
る
甕
が

置
か
れ
て
い
た
。
唯
一
現
存
し
て
い
た

浅
沢
の
岩
屋
地
区
の
小
山
田
家
の
塗
室

は
八
幡
平
市
博
物
館
に
移
築
さ
れ
た
。

柿
渋

下
地
塗
り
に
は
豆
柿
を
原
料
と
し
た
柿

渋
を
使
う
の
が
一
般
的
だ
っ
た
（
渋
下

地
）。
そ
の
た
め
、
塗
師
は
柿
の
木
を
庭

に
植
え
て
原
料
を
確
保
し
て
い
た
が
足

り
な
い
と
き
は
買
う
こ
と
も
あ
っ
た
。

木
地
の
乾
燥

か
つ
て
の
木
地
仕
事
で
は
、
生
木
の
状

態
で
ロ
ク
ロ
挽
き
し
た
の
で
、
塗
師
は

仕
入
れ
た
木
地
を
乾
燥
さ
せ
て
か
ら
漆

塗
り
の
作
業
に
入
っ
た
。

塗室は、壁土を塗って建造された

豊
か
さ
を
生
ん
だ

漆
塗
り
仕
事

語
り　

小
山
田
二
三
男
さ
ん

安
比
川

安
比
川

中
流
域

中
流
域

　

川
の
中
流
域
、
浅
沢
に
は

五
つ
の
集
落
が
あ
る
。
そ
の

ひ
と
つ
、
石
神
で
浅
沢
神
楽

の
笛
と
鉦か
ね

が
久
し
ぶ
り
に
鳴

り
響
い
た
。「
神
社
を
改
築

し
て
以
来
だ
か
ら
二
十
九
年

ぶ
り
だ
な
」
と
、
産
土
で
あ

る
八
幡
神
社
に
駆
け
つ
け
た

古
老
が
笑
う
。
今
日
の
秋
祭

り
で
の
演
目
は
「
権
現
舞
」。

災
い
を
祓
い
、
福
を
招
く
権

現
様
に
触
れ
ら
れ
る
と
し
て

人
々
か
ら
崇
め
ら
れ
て
き
た

舞
い
だ
。
神
事
の
後
、
笛
と

鉦
が
再
び
高
ら
か
に
鳴
り
響

き
、
雌
雄
の
権
現
様
が
舞
い

始
め
た
。
ぎ
ら
り
ぎ
ら
り
。

境
内
に
落
ち
る
木
漏
れ
日
を

浴
び
、
艶
の
あ
る
黒
漆
が
塗

ら
れ
た
権
現
様
の
面
が
妖
し

く
光
っ
た
。

　

こ
こ
浅
沢
の
歴
史
を
ひ
も

と
く
と
「
塗
り
村
」
と
し
て

の
姿
が
見
え
て
く
る
。
昭
和

初
期
、
全
百
六
十
戸
あ
っ
た

な
か
で
塗
り
仕
事
に
従
事
し

て
い
た
家
は
七
十
六
戸
。「
漆

塗
り
は
浅
沢
の
人
々
の
か
け

浅沢・五日市・

門崎地区

八幡平市・二戸市

塗室の里塗室の里

浅沢神楽衆と石神集落の人たち

塗室の内部。床が貼られ、炉

が切られていた

浅沢の塗師たちは漆器を藁と

稗カラで包み、出荷した 14



柳 宗悦
やなぎむねよし(1889-1961）　民藝

運動の提唱者。東北には20回以上も

通うなど、北国の手仕事に魅了された

二
人
の
慧
眼
が
と
ら
え
た

安
比
川
流
域
の

漆
器
と
暮
ら
し

　

安
比
川
流
域
の
漆
器
産
業
に
関
わ
る
文

献
を
ひ
も
と
く
と
、
二
人
の
知
識
人
の
名

前
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
民
藝
運
動

の
提
唱
者
で
あ
る
柳
宗
悦
と
民
俗
学
者
の

渋
沢
敬
三
で
あ
る
。
二
人
は
ほ
ぼ
同
時
代

の
昭
和
初
期
に
安
比
川
流
域
を
訪
れ
、
そ

れ
ぞ
れ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
、
こ
の
土
地
が

潜
在
的
に
持
っ
て
い
た
特
徴
を
見
出
し
た
。

柳
は
漆
器
の
国
を
見
つ
け
、

渋
沢
は
家
族
の
姿
を
見
つ
け
た

　

長
い
歴
史
の
な
か
で
磨
か
れ
て
き
た
職

人
の
手
仕
事
に
光
を
当
て
よ
う
と
し
て
い

た
柳
が
こ
の
地
で
見
つ
け
た
も
の
。
そ
れ

は
言
う
ま
で
も
な
く
漆
器
で
あ
っ
た
。
当

時
、
荒
屋
新
町
な
ど
で
売
買
さ
れ
て
い

た
三
ッ
椀
や
絵
皿
は
庶
民
の
生
活
雑
器

で
あ
り
、
工
芸
的
価
値
は
な
い
も
の
と

さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
柳
は
そ
う
し
た

漆
器
の
在
り
方
を
高
く
評
価
し
、
職
人

の
技
に
つ
い
て
も
「
こ
れ
だ
け
活
き
活
き

と
描
き
切
る
画
工
は
他
に
見
当
た
ら
な
い
」

と
賛
美
を
贈
っ
て
い
る
。
柳
に
と
っ
て
、

こ
の
地
の
漆
器
は
、手
仕
事
に「
健
康
な
美
」

を
求
め
る
民
藝
の
精
神
を
ま
と
っ
た
も
の

で
あ
っ
た
。
ま
た
そ
の
眼
差
し
は
地
域
間

で
連
携
し
、
一
貫
生
産
が
な
さ
れ
る
漆
器

の
背
景
に
も
及
ん
だ
。
後
年
、
柳
は
そ
の

『南部二戸郡石神村における

大家族制度と名子制度』

農業や漆器製造業を営み、多くの名子を

抱える石神村の大屋齋藤家の暮らしを克

明に記録。日本民俗学の金字塔となる一

冊は安比川流域から生まれた。有賀喜左

衛門・著　昭和14 年（1939) アチック・

ミューゼアム・刊

●写真提供＝神奈川大学日本常民文化研究所（アチック写真および渋沢敬三）、日本民藝館（柳宗悦）

屋根裏に大量に積まれた木地

の荒型。昭和初期の漆器生産

の隆盛ぶりを伝える

月刊『工藝』第百八号

柳宗悦が昭和６年（1931）創

刊し、昭和26 年（1951) 終刊。

108号の東北特集で、柳は「陸

中雑記」という随筆を掲載し、

荒屋新町の漆器を賞賛して

いる。昭和17年（1942）、日

本民藝協会・刊

『手仕事の日本』

全国の手仕事を調査した柳

がそれぞれの地に残る手仕

事の素晴らしさを綴る。本書

では二戸郡の漆器に関心が

寄せられている。昭和 23 年

（1948）、靖文社・刊 柳はひあげを「遥かに正しい

美しさが輝きます」と綴った

渋沢 敬三
しぶさわけいぞう(1896-1963)　民俗

学研究所「アチック・ミューゼアム」を設

立し、民俗学の発展に大きく貢献した

昭和初期、石神では水車ロク

ロを使って、木地を挽いていた

農業のほか漆器製造

業を営んでいた大屋

齋藤家。渋沢は自著

のなかで「そこに見た

こともない巨大な旧家

を発見した」と齋藤家

の印象を綴っている

こ
と
を
「
も
し
こ
の
村
を
充
分
に
働
か
し

得
た
ら
、
日
本
は
漆
器
の
国
だ
と
い
う
歴

史
的
名
誉
を
取
り
戻
す
」
と
著
し
て
い
る
。

漆
器
作
り
を
生
き
る
術
と
す
る
安
比
川
流

域
は
、
手
仕
事
の
理
想
郷
と
し
て
柳
の
眼

に
映
っ
た
の
で
あ
る
。

　

一
方
、
民
俗
学
の
視
点
か
ら
日
本
を
見

つ
め
て
い
た
渋
沢
敬
三
は
、
調
査
旅
行
の

際
に
立
ち
寄
っ
た
石
神
村
（
現
・
八
幡
平

市
浅
沢
）
で
漆
器
製
造
業
を
営
ん
で
い
た

齋
藤
家
と
出
会
い
、
そ
の
家
族
制
度
に
注

目
す
る
。
そ
れ
は
血
縁
、
非
血
縁
を
複
雑

に
組
み
入
れ
な
が
ら
集
落
全
体
を
ま
る
で

ひ
と
つ
の
家
族
と
み
な
し
て
生
き
て
い
こ

う
と
す
る
独
特
の
家
族
の
形
だ
っ
た
。
齋

藤
家
と
の
こ
の
出
会
い
こ
そ
が
日
本
の
村

落
研
究
の
名
著
『
南
部
二
戸
郡
石
神
村
に

お
け
る
大
家
族
制
度
と
名
子
制
度
』（
有

賀
喜
左
衛
門
著
）
へ
と
繋
が
っ
て
い
く
の

だ
が
、
安
比
川
流
域
の
厳
し
い
自
然
の
な

か
で
知
恵
を
凝
ら
し
、逞
し
く
生
き
る
人
々

の
姿
は
、
民
俗
学
の
巨
人
の
心
を
揺
さ
ぶ

る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
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を
生
み
出
す
何
か
が
あ
っ
た

こ
と
は
間
違
い
な
い
。
も
し

か
し
た
ら
、
人
は
想
像
以
上

に
土
地
か
ら
の
声
な
き
言
葉

を
聞
き
と
る
力
を
持
っ
て
い

る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

ひ
と
し
き
り
昔
話
を
し
た

春
次
郎
さ
ん
は
「
話
疲
れ
て
、

も
う
眠
て
え
な
」
と
横
に
な

り
、
目
を
つ
む
っ
た
。
物
語

の
源
泉
さ
な
が
ら
の
土
地
に

暮
ら
す
翁
は
、
う
た
た
寝
の

な
か
で
伝
説
の
続
き
を
つ
む

ぐ
の
だ
ろ
う
か
。

「
昔
か
ら
こ
の
土
地
で
は
畑

を
耕
せ
ば
、
甕
ッ
コ
（
縄
文

土
器
）
の
か
け
ら
が
ジ
ャ
カ

ジ
ャ
カ
出
て
き
た
お
や
。
そ

こ
に
い
つ
の
時
代
か
ら
か
観

音
様
の
姉
弟
が
暮
ら
す
よ
う

に
な
っ
て
拝
ん
で
お
っ
た
ん

だ
お
や
。
と
こ
ろ
が
あ
る
時

お
堂
が
火
事
に
な
っ
て
、
観

音
様
の
弟
が
飛
ん
で
逃
げ
た

そ
う
な
。
そ
れ
が
天
台
寺

で
な
。
だ
か
ら
天
台
寺
に
は

十
一
面
観
音
が
祀
ら
れ
て
お

る
ん
だ
な
。
一
方
、お
姉
ち
ゃ

ん
は
そ
の
ま
ま
こ
の
地
に
留

ま
っ
て
く
れ
て
な
。
わ
し
ら

の
部
落
で
は
ず
っ
と
大
切
に

し
て
き
た
ん
だ
な
」。
縄
文

遺
跡
と
古
の
伝
説
だ
け
で
、

こ
の
地
を
特
別
な
場
所
と
語

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か

し
、
こ
の
土
地
に
は
こ
ん
こ

ん
と
湧
く
泉
の
よ
う
に
物
語

奥
南
部
漆
物
語
を
知
る

夕焼け空を背景にして立つ稲庭岳

観音様の管理を続けてきた春次郎さん

稲
庭
岳

奥
羽
山
脈
北
部
の
一
角
を
占
め
る
低
山
。

山
名
の
由
来
は
い
く
つ
か
あ
り
、
山
裾

の
田
で
刈
り
取
っ
た
稲
を
「
は
せ
か
け
」

に
し
た
と
こ
ろ
、「
稲
の
庭
」
に
見
え
た

よ
う
な
こ
と
か
ら
こ
の
名
が
つ
い
た
と

さ
れ
る
。
山
頂
に
は
、
奥
宮
、
御
神
灯
、

鳥
居
な
ど
が
あ
り
、
信
仰
の
山
と
し
て

の
歴
史
を
伝
え
て
い
る
。

上
杉
沢
遺
跡

安
比
川
の
支
流
を
稲
庭
岳
方
面
に
上
っ

た
内
陸
部
の
台
地
に
位
置
す
る
縄
文

時
代
の
晩
期
以
降
の
集
落
遺
跡
。
昔
か

ら
土
器
の
破
片
が
大
量
に
出
て
く
る
こ

と
で
有
名
な
地
域
だ
っ
た
。
平
成
８
年

（
１
９
９
６
）
か
ら
実
施
さ
れ
た
発
掘
調

査
の
結
果
、
竪
穴
住
居
、
掘
立
柱
建
物
、

貯
蔵
施
設
、
墓
、
祭
場
な
ど
の
諸
施
設

が
発
見
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
遺
物
は

弥
生
中
期
の
も
の
ま
で
出
土
し
て
お
り
、

縄
文
か
ら
弥
生
へ
と
移
行
す
る
過
程
に

お
け
る
人
々
の
暮
ら
し
を
具
体
的
に
示

し
て
く
れ
て
い
る
。

漆
塗
石
刀

本
誌
28
ペ
ー
ジ
を
参
照

天
台
寺
の
伝
説

本
誌
28
ペ
ー
ジ
を
参
照

天
台
寺
十
一
面
観
音
立
像

国
指
定
の
重
要
文
化
財
で
平
安
時
代
の

作
と
伝
え
ら
れ
る
。
桂
の
一
木
造
で
頭

上
に
化
仏
を
付
け
て
い
る
の
が
特
徴
。

本
尊
の
聖
観
音
立
像
の
よ
う
に
鉈
彫
意

匠
で
は
な
い
も
の
の
、
共
通
点
が
見
ら

れ
る
こ
と
か
ら
同
時
期
、
同
一
仏
師
の

作
と
も
考
え
ら
れ
て
い
る
。

畑から出てきた土器の破片

縄
文
と

観
音
様
の
伝
説

語
り　

田
口
春
次
郎
さ
ん

安
比
川

安
比
川

支
流
域

支
流
域

　

稲
庭
岳
は
浄
法
寺
に
暮

ら
す
人
に
と
っ
て
特
別
な
山

だ
。
標
高
は
ち
ょ
う
ど
一
千

メ
ー
ト
ル
ほ
ど
。
山
容
は
優

し
く
曲
線
を
描
く
よ
う
で
、

「
岳
」
と
い
う
文
字
に
覚
え

る
厳
し
さ
は
な
い
。
裾
野
に

広
が
る
田
園
風
景
も
こ
の
山

が
持
つ
穏
や
か
な
世
界
観
の

続
き
だ
。
田
と
畑
と
林
、
そ

し
て
民
家
が
ど
こ
ま
で
も
美

し
く
調
和
す
る
。
こ
の
よ
う

な
土
地
に
暮
ら
し
た
い
と
思

う
の
は
、
人
間
の
素
直
な
願

望
な
の
だ
ろ
う
。
事
実
、
稲

庭
岳
の
裾
野
の
上
杉
沢
の
台

地
に
は
縄
文
人
の
大
規
模
な

集
落
遺
跡
が
発
見
さ
れ
て

い
る
。
し
か
も
漆
が
塗
ら
れ

た
石
刀
ま
で
発
掘
さ
れ
て
お

り
、
土
地
と
漆
と
の
深
い
関

係
性
を
伝
え
て
い
る
。

　

ま
た
土
地
に
は
、
天
台
寺

に
ま
つ
わ
る
い
く
つ
か
の
伝

説
も
語
り
継
が
れ
て
い
る
。

聞
か
せ
て
く
れ
た
の
は
田
口

春
次
郎
さ
ん
。
御
歳
八
十
五

歳
の
土
地
一
番
の
長
老
だ
。

稲庭地区
二戸市

伝説の地伝説の地

天台寺に祀られてい

る十一面観音立像

稲庭岳と裾野に広がる田園
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掻
き
だ
っ
た
ん
だ
な
」
と
竹

夫
さ
ん
は
笑
う
。

　

昭
和
と
平
成
が
終
わ
り
、

令
和
を
迎
え
た
今
も
漆
を
取

り
巻
く
環
境
は
変
わ
り
続
け

て
い
る
。
そ
れ
で
も
、
竹
夫

さ
ん
の
よ
う
に
「
こ
れ
だ
」

と
漆
掻
き
を
人
生
の
中
心
に

据
え
る
職
人
た
ち
が
今
日
も

浄
法
寺
の
漆
林
で
仕
事
を
続

け
て
い
る
。
浄
法
寺
漆
が
新

た
な
伝
統
を
語
り
継
げ
る
理

由
は
こ
こ
に
あ
る
。

要
は
多
か
っ
た
と
い
う
。「
お

そ
ら
く
三
百
人
近
く
は
漆
掻

き
が
い
た
っ
け
。
漆
の
値
段

も
よ
が
っ
た
も
の
。
オ
ラ
も

稼
い
だ
金
で
自
転
車
買
っ
た

な
」。
し
か
し
、
好
景
気
は

長
く
続
か
な
か
っ
た
。
次
第

に
漆
の
価
格
は
下
が
り
、
竹

夫
さ
ん
も
、
酪
農
や
葉
タ
バ

コ
栽
培
な
ど
の
副
業
に
も
励

ん
だ
。
ま
た
都
市
部
へ
出
稼

ぎ
に
向
か
う
年
も
続
い
た
。

そ
ん
な
人
生
を
回
想
し
、「
マ

マ
（
ご
飯
）
食
う
た
め
に
い

ろ
ん
な
仕
事
を
し
た
な
。
で

も
、
ど
ん
な
年
で
も
漆
だ
け

は
掻
き
続
け
た
な
。
見
渡
し

て
み
る
と
い
い
時
も
悪
い
時

も
あ
っ
た
ど
も
自
分
に
と
っ

て
こ
れ
だ
と
い
う
も
の
は
漆

安
比
川

安
比
川

下
流
域

下
流
域

浄法寺地区
二戸市

漆掻きの森漆掻きの森

昭
和
の

漆
掻
き
職
人

語
り　

工
藤
竹
夫
さ
ん

　

蝉
の
声
が
響
く
漆
の
林
。

漆
掻
き
職
人
は
、
木
漏
れ
日

の
光
と
影
の
間
を
素
早
く
動

き
回
り
な
が
ら
、
指
先
に
握

り
し
め
た
刃
物
で
幹
に
傷
を

付
け
て
い
く
。
す
る
と
木
は

傷
の
奥
か
ら
乳
白
色
を
ま

と
っ
た
樹
液
を
芳
醇
な
香
り

と
と
も
に
滲
ま
せ
る
。「
漆
」

と
呼
ば
れ
る
こ
の
樹
液
は
、

我
々
の
血
液
と
同
じ
。
漆
掻

き
職
人
は
、
木
の
命
を
一
滴

一
滴
と
分
け
与
え
て
も
ら
う

こ
と
を
生
業
に
し
て
い
る
。

　

浄
法
寺
で
漆
掻
き
が
、
い

つ
ど
の
よ
う
に
伝
え
ら
れ
た

か
を
史
実
は
語
ら
な
い
。
し

か
し
、
縄
文
か
ら
一
本
の
糸

の
よ
う
に
続
く
こ
の
地
の
生

活
文
化
は
、
漆
を
採
取
し
、

利
用
す
る
営
み
を
醸
成
し
て

き
た
。
天
台
寺
に
伝
え
ら
れ

る
中
世
の
仏
具
な
ど
に
は
漆

芸
が
施
さ
れ
、
近
世
に
入
る

と
、
藩
は
漆
生
産
を
積
極
的

に
奨
励
し
た
。
さ
ら
に
明
治

に
は
、
越
前
衆
が
も
た
ら
し

た
「
殺
し
掻
き
」
が
広
ま
り
、

国
内
有
数
の
生
漆
の
産
地
と

し
て
成
長
を
遂
げ
た
。
浄
法

寺
の
漆
掻
き
職
人
た
ち
は
、

時
代
の
変
化
に
対
応
し
な
が

ら
安
比
川
流
域
の
漆
産
業
の

発
展
に
貢
献
し
た
の
で
あ
る
。

　

今
年
で
八
十
一
歳
を
迎
え

た
工
藤
竹
夫
さ
ん
は
、
戦
後

か
ら
今
に
続
く
漆
掻
き
を
見

つ
め
て
き
た
一
人
だ
。

「
オ
ラ
が
漆
掻
き
の
世
界
に

入
っ
た
の
は
、
昭
和
三
十
年

頃
。
職
人
を
雇
い
な
が
ら
自

分
も
漆
掻
き
を
し
て
い
た
親

父
の
あ
と
を
つ
い
て
。
二
年

目
か
ら
は
自
分
で
掻
く
よ

う
に
な
っ
た
な
」
と
竹
夫
さ

ん
。
こ
の
時
代
、
安
比
川
上

中
流
域
の
漆
産
業
は
す
で
に

衰
退
し
て
い
た
が
、
漆
は
船

の
防
水
や
工
業
製
品
の
製
造

現
場
で
使
わ
れ
た
た
め
、
需

奥
南
部
漆
物
語
を
知
る

天
台
寺
の
仏
具

漆
が
塗
ら
れ
た
天
台
寺
の
仏
具
や
工
芸

品
は
い
く
つ
か
存
在
す
る
が
、
室
町
時

代
の
作
と
さ
れ
る
舞
楽
面
は
そ
の
ひ
と

つ
だ
。
質
の
良
い
朱
漆
を
重
ね
塗
ら
れ

た
面
の
数
々
が
残
さ
れ
て
お
り
、
こ
の

地
で
高
い
漆
芸
技
術
が
継
承
さ
れ
て
い

た
こ
と
を
今
に
伝
え
て
い
る
。

漆
生
産
の
奨
励

江
戸
時
代
は
、
漆
は
樹
液
に
加
え
、
蝋

の
材
料
と
な
る
実
も
採
取
さ
れ
て
い
た
。

そ
こ
で
行
わ
れ
て
い
た
の
が
、
樹
液
を

採
り
な
が
ら
も
木
を
育
て
る
「
養
生
掻

き
」
だ
っ
た
。
盛
岡
二
代
藩
主
の
南
部

利
直
は
、
木
を
掻
き
殺
さ
な
い
よ
う
に

命
令
し
た
ほ
か
、
漆
の
木
の
植
樹
栽
培

を
管
理
す
る
漆
木
植
立
奉
行
を
設
け
る

な
ど
資
源
確
保
に
積
極
的
だ
っ
た
。
盛

岡
藩
に
と
っ
て
漆
は
財
政
を
支
え
る
大

切
な
産
業
だ
っ
た
の
だ
。
明
治
に
入
る

と
パ
ラ
フ
ィ
ン
蝋
が
台
頭
し
た
こ
と
で

漆
蝋
の
需
要
が
減
り
、
養
生
掻
き
か
ら

樹
液
採
取
に
特
化
し
た
殺
し
掻
き
へ
と

変
わ
っ
て
い
っ
た
。

殺
し
掻
き

明
治
に
入
り
、
浄
法
寺
に
殺
し
掻
き
を

伝
え
た
の
は
、
福
井
の
越
前
衆
だ
っ
た
。

高
度
な
漆
掻
き
技
術
を
持
っ
た
彼
ら
は

資
源
の
豊
富
な
浄
法
寺
に
移
り
住
む
な

ど
し
て
、
殺
し
掻
き
を
伝
え
た
。
こ
れ

に
よ
り
浄
法
寺
で
の
漆
掻
き
職
人
は
増

加
し
、
最
盛
期
に
は
３
０
０
人
も
の
職

人
が
暮
ら
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。

職
人
を
雇
う
（
掻
き
子
）

漆
を
掻
く
た
め
に
は
山
主
か
ら
原
木
を

購
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
た
め

に
は
あ
る
程
度
の
資
本
金
が
必
要
だ
っ

た
。
し
か
し
、
当
時
の
職
人
の
多
く
は

現
金
を
持
た
な
か
っ
た
た
め
、
資
本
を

持
つ
者
に
雇
わ
れ
る
と
い
う
形
態
が
一

般
的
だ
っ
た
。「
掻
き
子
」
と
い
う
の
は

雇
わ
れ
の
職
人
の
こ
と
を
指
し
た
。

「二ノ舞」で登場する腫面漆の実から作られた漆蝋越前衆が伝えた殺し掻きの道具

浄法寺漆は、土地の歴史でもある幹の傷から漆を掻き取る

夏の漆の林で作業をする工藤竹夫さん
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だ
っ
た
。「
そ
の
後
、
各
方

面
か
ら
復
興
運
動
が
始
ま
っ

て
元
の
姿
を
取
り
戻
し
て

い
く
ん
で
す
が
、
お
か
げ
で

我
々
、
坊
の
人
間
も
目
を
覚

ま
す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
」。

　

木
立
ち
を
割
っ
て
伸
び
る

参
道
を
登
っ
て
い
く
と
天
台

寺
は
今
日
も
ど
こ
ま
で
も
安

ら
か
な
表
情
で
迎
え
て
く
れ

る
。
し
か
し
、
こ
の
天
台
寺

で
さ
え
も
人
々
の
祈
り
で
支

え
ら
れ
、
今
に
あ
る
。

　

忠
さ
ん
は
明
日
も
ま
た
箒

を
持
っ
て
参
道
の
階
段
を
登

る
の
だ
と
い
う
。

は
、
幼
少
期
に
見
た
お
祭
り

か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。「
祭

り
に
な
る
と
杉
木
立
ち
の

中
で
煮
し
め
な
ん
か
が
売

ら
れ
て
い
て
、
み
ん
な
で
ド

ブ
ロ
ク
を
飲
ん
だ
り
、
若
い

人
た
ち
が
踊
っ
た
り
、
そ
れ

は
も
う
賑
や
か
で
し
た
よ
」

と
、
幸
福
な
光
景
が
残
っ
て

い
る
。
と
こ
ろ
が
戦
後
を
迎

え
、
世
の
中
が
変
わ
っ
て
い

く
な
か
で
次
第
に
天
台
寺

を
忘
れ
て
い
っ
た
の
だ
と
い

う
。「
祈
願
寺
と
し
て
の
天

台
寺
を
時
代
遅
れ
の
古
し
い

も
の
と
思
っ
た
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
や
が
て
奉
仕
も
し

な
く
な
っ
て
い
き
ま
し
た
」。

結
果
、
天
台
寺
は
境
内
が

ス
ス
キ
野
原
と
な
っ
て
も
放

置
さ
れ
る
ほ
ど
無
惨
に
荒
れ

た
。
御
神
木
の
伐
採
事
件
が

起
こ
っ
た
の
も
そ
ん
な
時
期

奥
南
部
漆
物
語
を
知
る

「御山」と呼ばれ愛されてきた天台寺

天台寺と生きてきた小笠原忠さん

天
台
寺
の
創
建

寺
伝
に
よ
る
と
天
台
寺
の
創
建
は
神
亀

５
年
（
７
２
８
）
の
こ
と
。
奈
良
の
高

僧
で
あ
る
行
基
が
開
山
し
た
と
伝
え
ら

れ
る
。
そ
の
後
、
天
台
寺
が
歴
史
舞
台

に
登
場
す
る
の
は
南
北
朝
時
代
と
な
る
。

江
戸
時
代
に
入
る
と
、
藩
の
祈
祷
所
と

し
て
定
め
ら
れ
、
百
石
を
こ
え
る
寺
領

が
与
え
ら
れ
た
。

僧
が
伝
え
た
漆
器

シ
バ
キ
塗
り
の
お
膳
と
加
飾
の
な
い
三

ツ
椀
。
こ
れ
ら
の
漆
器
が
天
台
寺
の
僧

よ
り
伝
え
ら
れ
た
と
さ
れ
る
「
御
山
御

器
」
だ
。
ま
た
、「
て
っ
ぱ
ち
椀
」
と
呼

ば
れ
る
托
鉢
椀
を
想
起
さ
せ
る
大
ぶ
り

の
椀
も
天
台
寺
の
僧
が
伝
え
た
と
さ
れ

る
。
こ
の
椀
は
御
山
御
器
よ
り
も
古
い

歴
史
を
持
つ
椀
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。

明
治
の
廃
仏
毀
釈
運
動

仏
像
が
焼
か
れ
る
こ
と
を
恐
れ
た
坊
の

人
た
ち
が
仁
王
像
を
近
く
の
沢
に
隠
し

難
を
逃
れ
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
伝

え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
明
治
初
年
に

焼
か
れ
た
と
さ
れ
る
焼
け
跡
が
痛
々
し

い
菩
薩
像
も
残
さ
れ
て
い
る
。

天
台
寺
の
坊

天
台
寺
は
古
来
よ
り
６
つ
の
坊
と
と
も

に
寺
領
を
守
り
、
祈
祷
、
祭
礼
を
行
っ

て
き
た
。
こ
の
坊
の
し
き
た
り
は
今
も

続
い
て
お
り
、
坊
の
人
た
ち
は
「
普
請
」

と
呼
ば
れ
る
奉
仕
を
続
け
て
い
る
。

病を治す霊力を持つという仁王像

御
山
天
台
寺

復
興
へ
の
日
々

語
り　

小
笠
原  
忠
さ
ん

安
比
川

安
比
川

下
流
域

下
流
域

　

奈
良
時
代
に
こ
の
北
辺
の

地
に
創
建
さ
れ
、
今
日
ま
で

無
数
の
祈
り
を
聞
き
入
れ

て
き
た
天
台
寺
は
、
浄
法
寺

の
人
に
と
っ
て
特
別
な
も
の

だ
。
本
誌
の
テ
ー
マ
で
あ
る

安
比
川
流
域
の
漆
文
化
も

源
を
辿
れ
ば
天
台
寺
の
僧
が

民
衆
に
伝
え
た
と
い
う
伝
説

に
端
を
発
し
て
い
る
。
こ
の

土
地
の
生
活
文
化
、
精
神
文

化
と
も
に
天
台
寺
を
抜
き

に
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
の

で
あ
る
。
し
か
し
、
長
い
歴

史
の
な
か
で
は
天
台
寺
さ
え

も
安
泰
の
な
か
に
あ
っ
た
わ

け
で
は
な
い
。
明
治
の
廃
仏

毀
釈
運
動
で
は
仏
像
が
焼
か

れ
、
昭
和
の
荒
廃
期
に
は
御

神
木
が
伐
採
さ
れ
る
と
い
う

苦
難
を
味
わ
っ
て
き
た
。「
だ

か
ら
こ
そ
、
こ
れ
か
ら
の
御

山
を
大
切
に
し
た
い
ん
で

す
」
と
語
る
の
は
、
天
台
寺

の
坊
の
分
家
と
し
て
生
き
て

き
た
小
笠
原
忠
さ
ん
だ
。

　

今
年
で
八
十
三
歳
に
な

る
忠
さ
ん
の
天
台
寺
の
記
憶

天台寺地区
二戸市

祈りの聖地祈りの聖地

天台寺の僧が民衆に伝えたと

される「御山御器」。この地の

漆文化の始まりを伝える椀だ

てっぱち椀は飯椀として庶

民たちが愛用した大正時代の天台寺本堂

天台寺の本尊である聖観音立

像。平安時代の作とされ、美し

い鉈彫の意匠が特徴だ
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暮
ら
し
と
と
も
に
あ
る
漆
器

安
比
塗

　

昭
和
初
期
ま
で
安
比
川

流
域
は
国
内
有
数
の
漆
器
の

産
地
と
し
て
隆
盛
を
誇
っ
て

い
た
。
し
か
し
、
戦
後
の
生

活
様
式
の
変
化
に
よ
っ
て
漆

器
の
需
要
が
激
減
。
そ
れ
は

長
い
歴
史
を
歩
ん
で
き
た
漆

器
産
業
の
衰
退
を
意
味
し
て

い
た
。

安
比
川
流
域
の
漆
文
化

復
興
を
目
指
し
て

　

こ
う
し
た
時
代
を
経
て
、

昭
和
58
年(

１
９
８
３)

に

設
立
さ
れ
た
の
が
安
代
漆
工

技
術
研
究
セ
ン
タ
ー
だ
。
こ

の
地
の
漆
器
産
業
を
途
絶
え

さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の

た
め
に
技
術
者
を
養
い
な
が

ら
新
し
い
時
代
に
迎
え
ら
れ

る
漆
器
を
製
作
す
る
。
こ
の

目
標
に
向
か
っ
て
研
究
セ
ン

タ
ー
は
踏
み
出
し
た
。

　

セ
ン
タ
ー
設
立
か
ら
今
年

で
四
十
年
。
育
成
し
た
塗
師

の
数
は
、
70
人
を
超
え
た
。

ま
た
、
セ
ン
タ
ー
を
卒
業
し

た
塗
師
た
ち
の
活
躍
の
場
と

し
て
安
比
塗
漆
器
工
房
が
平

成
11
年
（
１
９
９
９
）
に
開

設
さ
れ
、「
安
比
塗
」
を
掲
げ

た
漆
器
販
売
も
始
ま
っ
た
。

　

そ
し
て
今
、
こ
の
安
比
塗

漆
器
工
房
が
作
り
続
け
て

い
る
の
が
日
常
に
寄
り
添
う

漆
器
だ
。
か
つ
て
こ
の
土
地

の
食
卓
に
は
い
つ
も
漆
器
が

あ
っ
た
。
時
代
は
変
わ
っ
て

も
漆
器
の
持
つ
美
し
さ
、
使

い
勝
手
の
良
さ
は
褪
せ
る
こ

と
は
な
い
。
塗
師
た
ち
は
そ

の
こ
と
を
漆
器
で
伝
え
る
た

め
、
今
日
も
刷
毛
を
動
か
し

て
い
る
。

安比塗漆器工房

安比川中流域の漆塗りの伝統

を受け継ぐために開設された。

この土地で使われてきた漆器

をテーマに、今の日常にも溶

け込む漆器の製作および販売

を行う

幾重にも漆を重ね塗りすることで堅

牢になるだけでなく、驚くほどの口

当たりの良さが生まれる

安代漆工技術研究センターで

は、漆塗りに関する多彩な技術

を教えている

安比川流域の漆文化の奥深さ、漆器の素晴ら

しさを発信する安比塗漆器工房
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浄
法
寺
塗
が
通
商
産
業

省
か
ら
伝
統
的
工
芸
品
に
指

定
さ
れ
た
の
は
昭
和
60
年

（
１
９
８
５
）
の
こ
と
。
天

台
寺
の
僧
侶
に
よ
り
伝
え
広

め
ら
れ
た
と
さ
れ
る
「
て
っ

ぱ
ち
椀
」
や
「
御
山
御
器
」

を
そ
の
源
流
に
持
つ
浄
法
寺

の
漆
器
が
「
浄
法
寺
塗
」
と

し
て
新
た
な
時
代
に
向
か
っ

て
歩
み
始
め
た
の
で
あ
る
。

加
飾
を
施
さ
ず

塗
り
重
ね
に
よ
る

堅
牢
な
漆
器

　

浄
法
寺
塗
の
特
徴
は
言

う
ま
で
も
な
く
浄
法
寺
漆

を
使
う
こ
と
に
あ
る
。
か
つ

て
の
安
比
川
流
域
の
漆
器
製

作
に
お
い
て
は
、
下
地
に
は

柿
渋
が
用
い
ら
れ
た
が
、
漆

を
下
地
に
使
う
こ
と
で
よ
り

堅
牢
さ
が
増
す
と
、
惜
し
げ

も
な
く
生
漆
を
た
っ
ぷ
り
使

い
、
塗
り
固
め
て
い
く
。
ま

た
、
中
塗
り
で
は
塗
り
と
研

ぎ
を
幾
度
も
繰
り
返
し
、
緻

密
な
漆
の
皮
膜
層
を
作
っ
て

い
く
。
そ
し
て
、
上
塗
り
で

は
選
び
抜
い
た
漆
を
一
息
で

塗
り
上
げ
る
。
こ
こ
か
ら
先

は
塗
師
で
は
な
く
漆
の
仕

事
。
風
呂
の
中
で
時
間
を
か

け
て
硬
化
し
、
な
め
ら
か
で

美
し
い
艶
を
ま
と
っ
て
い
く
。

　

か
つ
て
御
山
御
器
は
「
野

良
御
器
」
と
も
呼
ば
れ
た
。

野
外
で
も
ど
こ
で
も
使
え
る

漆
器
。
粗
野
で
あ
り
な
が
ら

も
暮
ら
し
の
な
か
で
愛
さ
れ

た
漆
器
。
浄
法
寺
の
漆
器
は
、

ま
さ
に
人
が
生
き
て
い
く
た

め
の
漆
器
だ
っ
た
。
時
代
は

違
え
ど
、
浄
法
寺
塗
が
目
指

す
方
向
も
同
じ
だ
。
そ
れ
を

知
る
浄
法
寺
塗
の
塗
師
た
ち

は
今
日
も
漆
を
丹
念
に
塗
り

重
ね
る
。

滴生舎

天台寺の参道入口で平成７

年（1995)より工房を構え

る滴生舎。下地から上塗り

まですべての工程で浄法寺

漆のみを使い、普段使いの

漆器を製作している。浄法

寺塗の素晴らしさを長年に

渡って伝え続けている

漆器は専用の棚 (風呂)で硬化させる

上塗りを行う前に漆を和紙で

濾すことでゴミが除去され、

なめらかさが増す

漆下地の後の中塗りは合

計で 7 回程度。塗っては

研ぎの繰り返しで堅牢な

皮膜を作っていく

天
台
寺
の
お
膝
元
で
伝
統
を
つ
む
ぐ

浄
法
寺
塗
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