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伝
統
を
守
り
な
が
ら
も
、

フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
精
神
で
進
ん
で
い
く
―

職
人
と
し
て
生
き
る
こ
と
を
決
意
し
た
、

木
工
に
人
生
を
か
け
る

若
き
匠
た
ち
の
声
を
聞
く
―
。

　

広
島
を
代
表
す
る
伝
統
工
芸
の
一

つ
で
あ
る 
杓
子 
。
明
治
以
降
に
は
鉄

し
ゃ
く
し

道
の
発
達
と
と
も
に
来
島
者
が
増
加
。

土
産
に
「
宮
島
」
と
烙
印
が
押
さ
れ

た
杓
子
を
持
ち
帰
っ
た
。
ま
た
、
問

屋
を
経
由
し
て
全
国
に
広
ま
っ
た
た

め
、
宮
島
は
有
名
な
杓
子
の
産
地
と

な
っ
た
。

　

「
料
理
人
さ
ん
た
ち
の
中
に
は
、

今
で
も
杓
子
の
こ
と
を
『
宮
島
』
と

呼
ぶ
人
も
い
ま
す
よ
」
と
、
宮
郷
厚

樹
さ
ん
。
宮
島
伝
統
の
杓
子
を
作
り

始
め
て　

年
。
し
か
し
、
始
め
た
当

１０

初
、
杓
子
作
り
は
ま
っ
た
く
の
素
人

だ
っ
た
と
い
う
。

　

先
達
が
残
し
て
く
れ
た
手
作
り
の

杓
子
を
手
本
に
、
第
一
線
を
退
い
た

職
人
さ
ん
に
教
え
を
請
い
、
伝
統
工

芸
後
継
者
育
成
事
業
に
参
加
す
る
な

ど
、
日
々
研
さ
ん
を
重
ね
て
い
る
。

　

「　

年
前
に
地
元
に
帰
っ
て
き
た

１０

と
き
、
現
役
の
杓
子
職
人
は
途
絶
え

て
い
ま
し
た
。
宮
島
杓
子
は
せ
っ
か

く
先
人
が
遺
し
て
く
れ
た
財
産
で
す
。

何
と
か
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と

思
っ
た
ん
で
す
」
。

　

工
業
製
品
で
は
な
い
宮
島
杓
子
は

木
か
ら 
鉋 
で
削
り
出
す
職
人
技
。

か
ん
な

ピ
ー
ク
だ
っ
た
明
治
の
終
わ
り
こ
ろ

に
は
１
５
０
人
の
杓
子
職
人
が
宮
島

に
い
た
と
い
う
。

　

「
そ
の
こ
ろ
は
、
年
間
の
出
荷
量

が
７
０
０
～
８
０
０
万
本
あ
っ
た
そ

う
で
す
。
腕
の
い
い
職
人
は
、
１
日

５
０
０
本
削
っ
て
い
た
と
言
わ
れ
て

い
ま
す
。
腕
一
本
で
そ
れ
だ
け
の
仕

事
を
こ
な
し
て
い
た
先
人
に
は
頭
が

下
が
り
ま
す
」。

　

「
道
具
は
財
産
で
す
」
と
宮
郷
さ

ん
。
大
小
の 
鉋 
、
こ
さ
げ
な
ど
、
さ

か
ん
な

ま
ざ
ま
な
道
具
を
使
い
分
け
て
杓
子

作
り
出
す
。
道
具
を
作
り
だ
す
と
こ

ろ
か
ら
職
人
と
し
て
の
就
業
が
始

ま
っ
て
い
る
と
言
う
。

　

「
昔
の
職
人
は
知
恵
を
絞
り
、
一

か
ら
そ
の
道
具
を
作
っ
て
い
ま
し
た
。

そ
の
積
み
重
ね
が
伝
統
に
な
っ
た
ん

だ
と
感
じ
て
い
ま
す
」。

　

宮
島
杓
子
は
、
経
済
産
業
大
臣
指

定
伝
統
的
工
芸
品
に
指
定
さ
れ
て
い

る
が
、
手
彫
り
で
削
り
だ
す
手
法
で

な
い
と
、
伝
統
工
芸
品
と
し
て
は
認

め
て
も
ら
え
な
い
。
現
在
、
手
彫
り

で
杓
子
を
作
っ
て
い
る
職
人
は
、
宮

島
で
宮
郷
さ
ん
た
だ
一
人
。

　

「
木
が
本
来
持
っ
て
い
る
温
も
り

が
伝
わ
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。
何

よ
り
、
形
に
残
る
仕
事
に
携
わ
れ
る

こ
と
は
幸
せ
な
こ
と
で
す
」。

　

若
き
匠
は
、
現
在
、
伝
統
工
芸
士

を
目
指
し
、
挑
戦
を
続
け
て
い
る
。

宮島杓子

１８世紀末、修行僧の「誓真」（せいしん）が、
島民救済のため嚴島神社を参拝した客のお
土産に、琵琶の形を基に作った杓子を試作
し、島民に教えたのが由来とされている。
「すくい取る」、「めし（飯）とる」から幸運、
勝運を招く縁起物とされている。

東京の大学を卒業後、郵便局に勤
めるが、杓子問屋であった父の家
業を継ぐ形で２７歳でこの道に。
２００年以上も続き、宮島みやげの
定番の杓子。その宮島杓子専門店
「宮島杓子の家」の後継者として、
日々腕を磨いている。「同じように見
えても一本一本の仕上がりが違うん
です」と宮郷さん。使われる木材は
クワ、サクラなどの固い材質が多い。

写真＿１　通常の鉋（かんな）
では杓子は削れない。改良を重
ねた道具類。　写真＿２　木目
を生かした宮島杓子。写真＿３
「ゼロからのスタートだったこと
で、素直に教えてもらうことがで
きます」と宮郷さん。１２３

 匠
―２―
 宮島  杓子 
みやじま しゃくし

の  
技

杓子の家

廿日市市宮島町４８８
問合せ　☎瑛００８４

みやざと・あつき　　　　

宮郷　厚樹さん
（３７歳・宮島町）
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「
職
人
さ
ん
た
ち
を
引
っ
張
り
な

が
ら
、
夜
遅
く
ま
で
木
と
向
き
合
っ

て
仕
事
を
す
る
父
が
、
か
っ
こ
よ
く

見
え
ま
し
た
」
と
話
す
の
は
鈴
木
辰

徳
さ
ん
。
家
具
を
作
る
お
父
さ
ん
の

背
中
を
見
て
育
ち
、
中
学
を
卒
業
す

る
時
に
は
、
す
で
に
こ
の
世
界
に
入

ろ
う
と
決
め
て
い
た
と
い
う
。

　

現
在
は
、 

無  
垢  
板 
や
、
一
枚
板
を

む 

く 

い
た

使
っ
た
テ
ー
ブ
ル
を
メ
ー
ン
に
、
そ

の
製
品
の
ほ
と
ん
ど
を
自
社
生
産
で

作
っ
て
い
る
鈴
木
さ
ん
。　

年
く
ら

１５

い
前
ま
で
は
ベ
ッ
ド
を
量
産
し
て
い

た
が
、
外
国
製
品
に
押
さ
れ
て
き
た

た
め
、
お
客
様
の
声
を
聞
き
、
向
き

合
っ
て
作
る
こ
と
の
で
き
る
一
品
物

の
家
具
作
り
に
チ
ェ
ン
ジ
し
て
い
っ

た
と
の
こ
と
。

　

「
木
は
使
い
込
み
、
年
月
が
経
つ

ほ
ど
質
感
や
色
も
変
わ
っ
て
味
が
出

ま
す
。
も
し
、
傷
が
付
い
て
も
鉋
が

け
を
す
れ
ば
治
り
ま
す
し
、
親
か
ら

子
へ
、
子
か
ら
孫
へ
と
代
を
越
え
て

使
っ
て
い
た
だ
け
ま
す
。
オ
ー
ダ
ー

メ
ー
ド
の
商
品
だ
と
完
成
ま
で
に
２

カ
月
く
ら
い
か
か
り
ま
す
が
、
手
作

り
家
具
の
良
さ
は
ま
さ
に
そ
こ
に
あ

り
、
そ
れ
だ
け
長
く
使
え
る
商
品
作

り
を
心
掛
け
て
い
ま
す
」。

　

家
具
作
り
で
最
も
重
要
な
作
業
が

鉋
が
け
。
「
木
の
表
面
を
最
大
限
滑

ら
か
に
す
る
に
は
機
械
で
は
限
界
が

あ
り
ま
す
」
と
鈴
木
さ
ん
。
そ
れ
は

ミ
ク
ロ
ン
単
位
の
世
界
で
、
人
の
手

で
な
い
と
微
調
整
が
き
か
な
い
。
熟

 匠
―３―
家具職人

の  
技

中学を卒業後、北海道の美術工芸高
校でデザインを、富山の建築関係の
専門学校で家具を学んだ後、他の視
点や技術も必要と富山の建具屋に就
職。２年前から女常藤家具製作所の
３代目として日々研さんしている。
「刃がいいと表面が鏡のように仕上がり
ます。包丁がいいと刺身がおいしいの
と同じですね」と鈴木さん。手鉋は木
目の美しさ、木の持つ艶を引き出す。
思わず触ってみたくなる滑らかな木肌
の天板はこうして生まれる。

練
し
た
鉋
が
け
の
技
術
が
、
木
目
を

は
っ
き
り
と
さ
せ
、
本
来
持
っ
て
い

る
木
の
美
し
さ
を
引
き
出
す
。
「
だ

か
ら
鉋
の
刃
を
砥
ぐ
技
術
が
重
要
な

ん
で
す
。
木
を
削
る
よ
り
、
刃
を
研

い
で
い
る
方
が
長
い
で
す
ね
」
と

笑
っ
て
話
す
。

　

鈴
木
さ
ん
は
２
年
前
、
全
国
か
ら

大
工
、
建
具
、
家
具
職
人
な
ど
が
集

ま
り
、
そ
の
技
を
競
う
「
削
ろ
う
会

全
国
大
会
」
で
、
５
ミ
ク
ロ
ン
を
削

り
出
し
、
審
査
員
特
別
賞
に
輝
い
た

実
績
も
あ
る
。

　

「
厳
し
い
環
境
の
下
で
育
っ
た
木

の
中
に
は
、
節
や
割
れ
な
ど
、
人
間

で
い
う
と
、
し
わ
や
し
み
に
あ
た
る

も
の
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
そ
の

木
の
歴
史
。
そ
の
よ
う
な
部
分
こ
そ

無
垢
の
木
が
持
つ
魅
力
だ
と
思
っ
て

い
ま
す
」。

　

「
若
い
人
た
ち
に
『
職
人
っ
て

か
っ
こ
い
い
な
』
と
思
っ
て
も
ら
え

る
よ
う
に
頑
張
り
た
い
で
す
」
と
、

若
き
匠
は
話
し
て
く
れ
た
。

女常藤家具製作所

販売店名「 木  久  楽 」
き く ら

廿日市市宮内４１８８－２
問合せ　☎曳２４７９

店内には一枚板の天板や、
テーブルなどが並ぶ。「木が
持っている力は大きい」と
鈴木さん。中でも無垢の一
枚板の力強さは群を抜いて
いるという。節や木目など、
その木が持つ個性を大事に
製作すると言う。

写真＿１　「オリジナリティを
大事にしています」と、鈴木さ
ん。写真＿２　テーブルの下
の見えない所にも手を抜かない。
写真＿３　地味な作業の鉋が
けが職人の腕の見せどころ。鉋
の調整に気を使う。 １２３

特 集

   木 の 香 
こ か

、 薫 るまちで―　第１章　匠の技
かお

すずき・たつのり　　

鈴木　辰徳さん
（２４歳・宮内）


