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宮島彫り

その特徴は繊細で写実的な装飾彫刻
にあると言われる宮島彫り。宮島の
風景だけでなく花鳥も彫る。実用品
のため彫りは浅く、茶器などを置い
ても安定している。明治１０年に内国
勧業博覧会で受賞する職人が出たこ
とから宮島の名産品に。使い込むほ
どに味が出る。

先
人
た
ち
の

汗
と
涙
の
結
晶
を

誇
り
を
持
っ
て
守
っ
て
い
る
―
。

江
戸
時
代
後
期
、

甲
州
（
山
梨
県
）
の
彫
刻
師
、 

波  
木  
井  
昇
斎 
に
よ
っ
て

は 

ぎ 

い 

し
ょ
う
さ
い

伝
え
ら
れ
た
木
彫
り
彫
刻
の
技
術
、
宮
島
彫
り
―
。

盆
や
菓
子
器
な
ど
に

嚴
島
神
社
の
風
景
や
猿
、
鹿
な
ど
を
彫
り
、

木
材
の
素
地
や
木
目
を
生
か
し
た
彫
刻
だ
。

そ
の
技
を
引
き
継
ぐ
職
人
が
い
る
。

伝
統
工
芸
士
の
広
川
和
男
さ
ん
に
お
話
し
を
伺
っ
た
。

高校を卒業後、いくつかの仕事を経
験し、故・大谷一翠（おおたに・いっ
すい）氏に師事し、彫刻の道に進む。
昭和４８年第１回宮島特産品振興大会
金賞受賞。平成６年、伝統工芸士に
認定。自身が営む「ひろ川」で、作
品を販売。平成１１年、中国通商産業
局功労賞受賞。平成１７年、経済産業
大臣賞受賞など数々の受賞歴を持つ。
現在は、宮島伝統産業会館で月２回
教室を開き、後進の指導にも力を入
れている。

第１章
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宮島彫り

の　

技

ひろかわ・かずお　　　

広川　和男さん
（６９歳・宮島町）

　

「
ろ
く
ろ
工
房
を
見
に
行
っ
た
と

き
、
鉋
く
ず
に
埋
も
れ
な
が
ら
も
、

光
り
輝
く
作
品
が
あ
っ
た
ん
で
す
。

そ
れ
は
、
今
ま
で
見
た
こ
と
も
な
い

作
品
で
、
素
晴
ら
し
い
宮
島
の
風
景

が
彫
っ
て
あ
り
ま
し
た
」。
そ
う
語

る
の
は
、
伝
統
工
芸
士
の
広
川
和
男

さ
ん
。
そ
の
作
品
こ
そ
広
川
さ
ん
の

師
で
あ
る
故
・ 
大
谷  
一
翠 
さ
ん
の
も

お
お
た
に 

い
っ
す
い

の
だ
っ
た
。
当
時　

歳
。
大
谷
さ
ん

２９

に
心
魅
か
れ
た
広
川
さ
ん
は
、
師
事

を
願
い
出
る
。
「
大
谷
さ
ん
に
出
会

わ
な
け
れ
ば
、
今
は
あ
り
ま
せ
ん
」

と
、
言
い
切
る
。

　

高
校
を
卒
業
後
、
証
券
会
社
勤
務

や
も
み
じ
ま
ん
じ
ゅ
う
の
販
売
な
ど

を
行
っ
て
い
た
が
、
人
と
同
じ
こ
と

を
す
る
の
が
嫌
だ
っ
た
と
い
う
広
川
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   木 の 香 
こ か

、 薫 るまちで―　第１章　匠の技
かお

さ
ん
。
彫
刻
師
の
道
を
選
ん
だ
。

　

「
嚴
島
神
社
や
鹿
を
彫
る
だ
け
が

宮
島
堀
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」。
花

や
鳥
、
風
景
も
彫
る
と
い
う
。
し
か

し
、
江
戸
時
代
か
ら
続
く
宮
島
彫
り
。

「
こ
こ
で
し
か
見
る
こ
と
の
で
き
な
い

風
景
を
彫
っ
て
き
た
か
ら
こ
そ
、
こ

の
時
代
ま
で
続
く
こ
と
が
で
き
た
ん

で
す
」。

　

広
川
さ
ん
の
店
は
嚴
島
神
社
の
す

ぐ
そ
ば
に
あ
る
。
宮
島
で
生
ま
れ
、

宮
島
で
育
ち
、
こ
の
年
ま
で
ず
っ
と

宮
島
の
景
色
を
見
続
け
て
き
た
。

「
宮
島
と
い
う
風
土
が
育
ん
で
き
た
も

の
は
、
肌
に
し
み
込
ん
で
い
ま
す
」
。

　

立
体
的
に
彫
り
込
ん
で
い
く
「
浮

き
彫
り
」
、
内
側
を
切
り
込
ん
で
絵

を
出
す
「
し
ず
め
彫
り
」、
線
だ
け

で
自
由
に
描
き
出
す
「
す
じ
彫
り
」

は
、
い
ず
れ
も
伝
統
技
法
。
こ
の
３

つ
の
技
法
を
兼
ね
合
わ
せ
て
、
繊
細

な
作
品
に
仕
上
げ
て
い
く
。

　

お
客
さ
ん
の
反
応
を
間
近
で
感
じ

と
れ
る
た
め
、　

年
近
く
も
店
頭
で

４０

彫
っ
て
い
た
と
い
う
。
「
ビ
ュ
ー

テ
ィ
フ
ル
！　

と
い
う
声
を
よ
く
聞

き
ま
す
ね
。
外
国
人
の
観
光
客
の
反

応
が
大
き
い
で
す
」
。

　

宮
島
彫
り
は 
木  
地 
を
生
か
す
た
め
、

き 

ぢ

比
較
的
塗
り
や
色
が
少
な
い
。
そ
れ

は
「
使
い
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
本
物

に
な
る
」
と
い
う
昔
な
が
ら
の
自
然

の
持
ち
味
を
生
か
し
、
品
格
を
生
む

手
法
を
受
け
継
い
で
い
る
か
ら
だ
。

ま
た
、
生
活
に
根
ざ
し
て
き
た
彫
り

も
の
の
た
め
、
盆
に
こ
れ
だ
け
彫
刻

し
て
も
、
碗
を
の
せ
て
も
傾
か
な
い
。

　

「
お
茶
な
ど
が
こ
ぼ
れ
た
場
合
は
、

そ
の
ま
ま
全
体
に
伸
ば
し
て
染
み
込

ま
せ
る
ん
で
す
。
そ
う
し
て
、
買
っ

た
人
が
使
い
込
ん
で
い
く
こ
と
で
、

作
品
が
深
ま
っ
て
い
く
ん
で
す
」
。

作
り
方
に
も
使
い
方
に
も
先
人
の
知

恵
が
詰
ま
っ
て
い
る
。

　

昭
和　

年
代
、
高
度
成
長
を
続
け

４０

た
日
本
で
は
、
大
量
消
費
、
使
い
捨

て
と
い
っ
た
風
潮
の
中
、
伝
統
的
工

芸
品
産
業
が
危
機
的
な
状
況
を
迎
え

て
い
た
。
そ
う
し
た
中
、
昭
和　

年
４９

に
「
伝
統
的
工
芸
品
産
業
の
振
興
に

関
す
る
法
律
」
が
で
き
、
国
に
よ
る

振
興
策
が
ス
タ
ー
ト
。
「
宮
島
で
も
、

当
時
の
方
々
が
宮
島
細
工
協
同
組
合

を
作
り
、
大
切
な
伝
統
工
芸
を
次
代

に
引
き
継
ご
う
と
し
ま
し
た
。
現
在
、

ろ
く
ろ
と
杓
子
、
角
盆
そ
し
て
宮
島

彫
り
が
伝
統
的
工
芸
品
に
指
定
さ
れ

て
い
る
の
は
先
人
達
の
お
か
げ
で

す
」
と
広
川
さ
ん
。

　

「
熊
野
筆
の
よ
う
に
全
国
展
開
は

で
き
ま
せ
ん
が
、
宮
島
に
来
た
ら
作

品
に
出
逢
え
る
と
い
う
こ
と
を
大
事

に
し
た
い
で
す
ね
」
と
語
る
。

　

「
宮
島
は
島
全
体
が
美
術
館
だ
と

思
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
島
に
あ
る
も

の
は
す
べ
て
美
術
品
で
、
宮
島
彫
り

も
そ
の
一
つ
。
世
界
に
誇
れ
る
観
光

地
と
し
て
、
見
に
来
て
も
ら
え
る
価

値
の
あ
る
島
に
し
て
い
か
な
い
と
い

け
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
」。

品格を生む木目がいい木ほど硬く、作品創りに時間と苦労を要するという。
彫る側の気迫と根気、技術の格闘が作品の魂となる。

宮島の舗　ひろ川

廿日市市宮島町大町１－６
問合せ　☎瑛２５０４

作品名「海光」（かいこう）

広川さんの作品は、昨年オープ
ンした「みやじマリン」の階段
踊り場にも展示されている。


