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現代に生きる「刀匠」
受け継がれた技で新たな時代を切り拓く
宮入鍛刀道場

刀匠

【プロフィール】
宮入小左衛門行平
（みやいりこざえもんゆきひら）
１９５７年生まれ　坂城町出身
１９７７年 父・宮入行平（人間国宝）に師事
１９８２年 美術刀剣類製作承認を受ける
２０１０年 第６２回伊勢神宮式年遷宮において御
神宝太刀を調製
２０１３年 お守り刀展覧会において文部科学大
臣賞受賞
２０１９年 全日本刀匠会 会長
趣味は散歩、読書
座右の銘「炎に祈る」

宮入小左衛門行平
M iyairi Kozaemon Yukihira

166

第５章　工　芸



白装束に身を包み、1300℃に達する高温の炉に向かう

　

坂
城
の
地
は
、
中
世
、
信
濃
村
上
氏
が
栄

え
、
戦
国
時
代
に
は
村
上
義
清
と
武
田
氏
と
の

攻
防
が
繰
り
広
げ
ら
れ
た
。
義
清
の
居
城
・
葛

尾
城
跡
や
開か

い

畝ぜ

製
鉄
（
た
た
ら
製
鉄
）
遺
跡
か

ら
は
、
武
士
が
躍
動
し
た
時
代
の
面
影
が
偲
ば

れ
る
。
そ
の
よ
う
な
坂
城
町
に
お
い
て
、
今
な

お
、
武
士
の
魂
と
も
い
う
べ
き
日
本
刀
の
作
刀

に
取
り
組
む
「
刀
匠
」
が
い
る
。

　

白
装
束
に
身
を
包
み
、
燃
え
上
が
る
炉
に
向

か
い
、
赤
く
熱
せ
ら
れ
た
鉄
に
槌
を
振
る
う
そ

の
姿
は
、
ま
さ
に
も
の
づ
く
り
の
原
点
だ
。 

　

宮
入
小
左
衛
門
行
平
（
本
名
・
宮
入
恵
）
さ

ん
は
、
坂
城
町
で
鍛
冶
屋
を
家
業
と
す
る
宮
入

家
４
代
目
の
刀
匠
だ
。

　

宮
入
さ
ん
の
父
で
あ
る
故
・
宮
入
行
平
刀
匠

は
、
昭
和
３８
年
（
１
９
６
３
）
に
重
要
無
形
文

化
財
保
持
者
い
わ
ゆ
る
人
間
国
宝
に
認
定
さ
れ

た
名
匠
で
、
坂
城
町
の
「
鉄
の
展
示
館
」
は
、

行
平
刀
匠
の
功
績
と
坂
城
の
製
鉄
の
歴
史
を
後

世
に
伝
え
る
た
め
に
平
成
１４
年
（
２
０
０
２
）

に
設
立
さ
れ
た
も
の
だ
。

　

宮
入
さ
ん
は
、
平
成
８
年
（
１
９
９
６
）
に

父
で
あ
り
師
で
も
あ
る「
行
平
」と
曾
祖
父「
小

左
衛
門
」
の
両
方
の
刀
工
名
を
受
け
継
ぎ
、
小

左
衛
門
行
平
と
改
名
。
そ
の
後
の
業
績
は
目
覚

ま
し
く
、
数
々
の
刀
職
展
で
受
賞
を
重
ね
、
平

成
１２
年
（
２
０
０
０
）
に
は
、
財
団
法
人
（
現
・

公
益
財
団
法
人
）
日
本
美
術
刀
剣
保
存
協
会

か
ら
最
高
峰
の
刀
匠
に
与
え
ら
れ
る
「
無
鑑

査
」
の
資
格
を
授
与
さ
れ
て
い
る
。
平
成
３０
年

（
２
０
１
８
）
に
は
、
公
益
財
団
法
人
日
本
刀

文
化
振
興
協
会
か
ら
「
日
本
刀
名
匠
」
に
認
定

さ
れ
、
現
代
刀
匠
の
第
一
線
に
立
っ
て
い
る
。

　
　「

刀
鍛
冶
の
栄
枯
は
時
代
と
と
も
に
あ
る
」
と

宮
入
さ
ん
は
語
る
。

　

武
士
の
台
頭
と
と
も
に
日
本
刀
は
隆
盛
を
極

め
、
各
地
で
さ
ま
ざ
ま
な
流
派
の
刀
鍛
冶
が
実

戦
の
武
器
に
と
ど
ま
ら
ず
、
芸
術
の
域
に
ま
で

作
刀
技
術
を
高
め
た
。

　

明
治
に
入
る
と
、
廃
刀
令
に
よ
り
日
本
刀
需

要
は
激
減
し
、
古
来
の
製
鉄
技
法
で
あ
る
「
た

た
ら
製
鉄
」
も
衰
退
し
て
い
っ
た
。
し
か
し
、

昭
和
に
な
り
、
戦
時
下
に
突
入
す
る
と
、
再
び

刀
剣（
軍
刀
）の
需
要
が
増
大
、
多
く
の
刀
鍛
冶

が
軍
刀
の
製
作
に
従
事
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

戦
後
、
刀
剣
は
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
よ
り
接
収
さ

れ
、
民
間
所
持
が
制
限
さ
れ
る
。
武
器
と
し
て

の
刀
剣
需
要
は
消
滅
し
、
日
本
刀
は
美
術
品
と

し
て
の
価
値
を
残
す
の
み
と
な
っ
た
。
作
刀
を

行
う
た
め
に
は
国
の
認
可
が
必
要
に
な
り
、
刀

167



槌を振るい、刀身を鍛え上げていく

鍛
冶
の
数
も
次
第
に
減
少
し
て
い
く
。

　

宮
入
さ
ん
は
、
昭
和
５２
年
（
１
９
７
７
）

に
本
格
的
に
こ
の
道
に
入
り
、
昭
和
５８
年

（
１
９
８
３
）
に
独
立
す
る
が
、
戦
後
間
も

な
く
の
こ
ろ
に
約
５
０
０
人
い
た
刀
匠
は
、

３
０
０
人
ほ
ど
に
減
っ
て
い
た
と
い
う
。
現

在
、長
野
県
内
で
は
、宮
入
さ
ん
と
５
代
目
の
御

子
息
を
含
め
て
わ
ず
か
６
人
だ
け
だ
と
い
う
。

　

先
代
の
父
・
行
平
刀
匠
が
多
く
の
優
れ
た
弟
子

を
輩
出
し
た
よ
う
に
、宮
入
さ
ん
も
後
進
の
育
成

に
力
を
尽
く
し
て
い
る
。平
成
１８
年（
２
０
０
６
）

に
は
鍛
刀
道
場
傳
習
館
を
建
設
し
、多
く
の
弟
子

が
作
刀
の
修
練
に
励
ん
で
い
る
。

　
　

　

刀
匠
の
減
少
と
と
も
に
、
歴
史
と
伝
統
あ

る
日
本
刀
文
化
が
失
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ

う
、
現
代
の
刀
匠
に
は「
柔
軟
な
思
考
」が
求
め

ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
宮
入
さ
ん
は
語
る
。

　

宮
入
さ
ん
は
、「
全
日
本
刀
匠
会
」
の
役
職

を
長
く
務
め
（
令
和
元
年
か
ら
会
長
）、
日
本

刀
の
魅
力
の
普
及
に
も
尽
力
し
て
い
る
。
特
に

ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
作
品
と
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ

ン
な
ど
、
従
来
の
刀
工
界
で
は
「
職
人
が
や
る

こ
と
で
は
な
い
」
と
忌
避
さ
れ
て
き
た
企
画
も

実
現
し
て
き
た
。

「
職
人
は
黙
っ
て
仕
事
を
し
て
い
れ
ば
い
い

な
ん
て
言
わ
れ
ま
し
た
が
、
今
は
そ
ん
な
時
代

で
は
な
い
で
す
か
ら
」
と
話
す
。

　

特
に
、
ア
ニ
メ
「
新
世
紀
ヱ
ヴ
ァ
ン
ゲ
リ
ヲ

ン
」
と
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
し
た
「
ヱ
ヴ
ァ
ン

ゲ
リ
ヲ
ン
と
日
本
刀
展
」
の
企
画
で
は
、
宮
入

さ
ん
を
は
じ
め
全
国
の
刀
匠
が
ア
ニ
メ
作
品
を

モ
チ
ー
フ
に
し
た
武
器
・
刀
を
再
現
し
、
鉄
の

展
示
館
を
含
め
、
国
内
外
を
巡
回
す
る
大
人
気

イ
ベ
ン
ト
と
な
っ
た
。

　

ま
た
、
平
成
２７
年
（
２
０
１
５
）
に
発
表
さ

れ
た
オ
ン
ラ
イ
ン
ゲ
ー
ム「
刀
剣
乱
舞
」の
ヒ
ッ

ト
に
よ
る
日
本
刀
ブ
ー
ム
は
、
日
本
刀
の
新
た

な
フ
ァ
ン
の
獲
得
の
大
き
な
後
押
し
に
な
っ

た
。
ブ
ー
ム
の
中
心
と
な
っ
た
の
は
、「
刀
剣

女
子
」と
呼
ば
れ
る
若
い
女
性
フ
ァ
ン
た
ち
だ
。

「
正
宗
」
や
「
村
正
」
と
い
っ
た
名
刀
の
数
々

を
擬
人
化
し
た
こ
の
ゲ
ー
ム
は
、
そ
れ
ま
で
日

本
刀
と
は
縁
遠
い
と
思
わ
れ
て
い
た
若
い
女
性

が
日
本
刀
に
関
心
を
抱
く
き
っ
か
け
と
な
っ

た
。
鉄
の
展
示
館
で
も
、
女
性
の
刀
剣
フ
ァ
ン

が
増
え
、
女
性
向
け
イ
ベ
ン
ト
が
開
催
さ
れ
る

ま
で
に
な
っ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
と
日
本
刀
と
の

168

第５章　工　芸



日本刀の材料となる玉鋼

高倉健さんのために宮入さんが作り上げた「縁の刀」「刀銘 信濃住宮入恵作／平成七乙亥年
卯月／高倉健佩刀」（宮入小左衛門行平氏 所蔵）

融
合
に
よ
る
人
気
を
肌
で
感
じ
た
宮
入
さ
ん
だ

が
、
最
初
は
一
過
性
の
ブ
ー
ム
だ
と
静
観
し
て

い
た
そ
う
だ
。
と
こ
ろ
が
「
い
ま
だ
に
ブ
ー
ム

が
や
み
ま
せ
ん
。
ま
さ
か
日
本
刀
専
門
の
週
刊

誌
が
出
る
よ
う
に
な
る
な
ん
て
思
わ
な
い
で
す

よ
（
笑
）」
と
驚
き
つ
つ
、「
日
本
刀
っ
て
一
般

的
に
は
近
寄
り
が
た
い
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ

り
ま
す
。
日
本
刀
を
な
じ
み
あ
る
も
の
に
し
て

く
れ
た
こ
と
に
何
よ
り
価
値
が
あ
る
」
と
一
連

の
ブ
ー
ム
を
評
価
す
る
。

　
　

　

日
本
刀
フ
ァ
ン
の
裾
野
を
広
げ
る
き
っ
か
け

と
し
て
、
鉄
の
展
示
館
に
も
大
き
な
出
来
事
が

あ
っ
た
。
同
館
に
は
、
刀
剣
乱
舞
に
も
登
場
す

る
江
戸
時
代
の
刀
匠
・
堀
川
國
廣
の
刀
（
脇

差
）
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
平
成
２６

年
（
２
０
１
４
）
に
亡
く
な
っ
た
俳
優
・
高
倉

健
さ
ん
の
所
蔵
品
で
あ
っ
た
も
の
だ
。
高
倉
さ

ん
が
生
前
、
宮
入
さ
ん
と
親
交
が
あ
っ
た
縁
か

ら
、
平
成
２７
年
（
２
０
１
５
）
に
高
倉
さ
ん
の

遺
族
か
ら
同
館
が
譲
り
受
け
た
貴
重
な
一
振

だ
。
同
年
に
開
催
さ
れ
た
高
倉
さ
ん
の
所
蔵
品

の
展
示
会
に
は
、
高
齢
の
健
さ
ん
フ
ァ
ン
か
ら

ゲ
ー
ム
で
刀
剣
に
興
味
を
も
っ
た
若
い
フ
ァ
ン

ま
で
幅
広
い
世
代
の
お
客
さ
ん
が
訪
れ
大
い
に

賑
わ
っ
た
。

　
　

　

現
在
、
宮
入
さ
ん
は
、
首
都
圏
を
中
心
に
、

３
年
お
き
に
個
展
を
開
催
し
て
い
る
。個
展
に

は
二
十
振
ほ
ど
作
品
を
揃
え
る
。名
匠
の
作
品

を
求
め
て
海
外
か
ら
の
顧
客
も
多
い
そ
う
だ
。

　

宮
入
さ
ん
の
作
品
へ
の
こ
だ
わ
り
は
、
刀
身

だ
け
で
な
く
拵

こ
し
ら
えと
い
わ
れ
る
外
装
に
も
及
ぶ
。

持
ち
手
の
柄
、
鐔
、
刀
身
を
収
め
る
鞘
、
紐

を
結
う
職
人
ま
で
１０
人
以
上
の
職
人
が
関
わ

り
、
一
振
の
刀
が
完
成
す
る
ま
で
に
は
、
お
よ

そ
半
年
の
時
間
が
か
か
る
と
い
う
。

「
今
の
刀
匠
は
、
た
だ
の
職
人
と
い
う
だ
け

で
な
く
、大
工
の
棟
梁
み
た
い
な
役
割
が
あ

る
。関
係
す
る
職
人
の
皆
さ
ん
と
の
調
整
や
進

行
管
理
な
ど
、コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
す
る
役
目
で

す
。だ
か
ら
、展
示
会
に
向
け
て
準
備
し
て
い
る

と
き
は
結
構
大
変
で
、終
わ
る
と
も
う
や
り
た

く
な
い
と
思
う
ん
で
す
。で
も
、
や
る
こ
と
で

新
た
な
出
会
い
が
あ
る
し
、結
局
作
る
こ
と
が

好
き
で
、頭
の
中
に
次
に
作
り
た
い
も
の
が
あ

る
か
ら
、ま
た
や
っ
ち
ゃ
う
ん
で
す
よ
（
笑
）」

　

１
３
０
０
℃
に
も
達
す
る
炉
の
前
に
鎮
座

し
、振
り
上
げ
た
槌
で
、玉
鋼
に
活
を
入
れ
る
。

表
情
は
炎
に
赤
々
と
照
ら
さ
れ
、そ
の
眼
差
し

は
日
本
刀
の
未
来
を
も
見
据
え
て
い
る
よ
う
だ
。

　

現
代
を
生
き
る
刀
匠
の
技
に
は
、
文
字
ど
お

り
時
代
を
切
り
拓
く
力
が
宿
っ
て
い
た
。
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小さな木片で織りなす壮大な世界
見る人に幸せをもたらす「信州組子」

【プロフィール】
片山和人（かたやまかずと）
１９７９年生まれ　坂城町出身
２０００～２００６年 ㈱ウッドテック秋富勤務
２００６年 家業である片山木工所に従事
２００９年 片山木工所 代表

片山木工所
代表片山和人

K atayama Kazuto
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微細な葉を手作業で組み込んでいく

木片を組み合わせて作った「葉」と呼ばれる部品

　

最
近
で
は
ほ
と
ん
ど
聞
か
な
く
な
っ
た
日
本

固
有
の
計
測
単
位
で
あ
る
尺
貫
法
。
そ
れ
で
表

さ
れ
る
一
分
と
は
十
厘
、
わ
ず
か
３
ミ
リ
程
の

大
き
さ
だ
（
正
確
に
は
３
・
０
３
０
３
ミ
リ
）。

「
一
寸
の
虫
に
も
五
分
の
魂
」
と
い
う
諺

こ
と
わ
ざに
も

出
て
く
る
五
分
と
は
約
１５
ミ
リ
。
組
子
細
工

は
、
そ
の
五
分
よ
り
も
小
さ
い
「
葉
」
と
呼
ば

れ
る
細
工
を
施
し
た
木
片
を
組
み
合
わ
せ
さ
ま

ざ
ま
な
模
様
を
作
り
上
げ
る
伝
統
技
術
だ
。
そ

の
定
義
を
組
子
細
工
職
人
の
片
山
和
人
さ
ん
は

こ
う
語
る
。

　
　「

厳
密
な
定
義
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で

す
が
、
僕
が
言
う
『
組
子
』
と
は
三
分
（
約
９

ミ
リ
）
ま
で
の
木
工
細
工
を
組
み
合
わ
せ
た
も

の
。
そ
れ
以
上
の
大
き
さ
の
も
の
は
『
格
子
』

だ
と
思
っ
て
い
ま
す
」

　
　

　

釘
を
用
い
る
こ
と
な
く
小
さ
な
木
片
を
組
み

合
わ
せ
模
様
を
描
き
出
す
「
組
子
細
工
」
。
片

山
さ
ん
の
作
品
を
目
の
当
た
り
に
す
れ
ば
、
描

き
出
さ
れ
た
稀
有
壮
大
な
世
界
観
に
誰
も
が
圧

倒
さ
れ
る
に
違
い
な
い
。

　
　

　

片
山
さ
ん
が
組
子
細
工
を
目
に
し
た
の
は
中

学
生
の
こ
ろ
。
初
め
て
目
に
し
た
、
そ
の
木
で

作
ら
れ
た
芸
術
品
に
心
を
奪
わ
れ
た
と
い
う
。

　
　「

県
内
の
建
具
職
人
の
方
が
作
ら
れ
た
龍
を

模
し
た
組
子
細
工
で
し
た
。
ま
あ
、
今
振
り

返
っ
て
み
れ
ば
、
あ
の
と
き
に
『
自
分
も
い
つ

か
こ
ん
な
作
品
を
作
り
た
い
』
と
い
う
気
持
ち

が
芽
生
え
た
の
か
な
、
と
も
思
う
け
れ
ど
そ

の
こ
ろ
は
自
分
も
多
感
な
時
期
だ
っ
た
か
ら

（
笑
）。
親
父
の
家
業
と
は
距
離
を
置
き
た
い

気
持
ち
が
あ
っ
た
ん
で
す
」

　
　

　

そ
う
語
る
と
お
り
、
片
山
さ
ん
の
実
家
は
木

工
所
を
営
ん
で
い
た
。
幼
い
こ
ろ
か
ら
木
と
慣

れ
親
し
む
生
活
を
過
ご
し
て
い
た
が
、
３
兄
弟

の
末
っ
子
と
い
う
こ
と
も
あ
り
自
分
が
親
の
跡

を
継
ぐ
考
え
は
な
か
っ
た
の
だ
そ
う
。

　
　「

で
も
、長
兄
は
左
利
き
だ
っ
た
ん
で
す
よ
。

木
工
の
世
界
は
工
具
も
右
利
き
用
に
作
ら
れ
て
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い
る
か
ら
左
利
き
だ
と
怪
我
し
や
す
か
っ
た
り

す
る
ん
で
す
ね
。
そ
ん
な
事
情
も
い
ろ
い
ろ
と

あ
り
、
僕
が
松
本
技
術
専
門
校
の
木
工
科
（
当

時
）
で
技
術
を
学
ぶ
道
を
選
択
し
ま
し
た
」

　
　

　

も
と
も
と
木
工
と
い
う
道
が
合
っ
て
い
た
の

だ
ろ
う
。
同
校
を
卒
業
後
は
真
田
に
あ
る
木
製

サ
ッ
シ
を
扱
う
会
社
に
勤
め
、
中
央
職
業
能
力

開
発
協
会
が
主
催
す
る
技
能
五
輪
全
国
大
会
に

出
場
。
初
参
加
で
２
位
を
獲
得
す
る
と
、
連
続

出
場
し
た
翌
年
に
は
見
事
優
勝
を
果
た
す
。

　
　「

周
り
か
ら
は
『
優
勝
し
た
か
ら
っ
て
天
狗
に

な
る
な
よ
』
と
よ
く
言
わ
れ
ま
し
た
（
笑
）。

た
だ
、
こ
の
優
勝
が
自
分
の
中
で
は
ひ
と
区
切

り
と
な
っ
て
、
そ
ろ
そ
ろ
実
家
の
木
工
所
に
戻

ろ
う
か
な
、
と
思
っ
た
ん
で
す
」

　
　

　

こ
う
し
て
本
格
的
に
木
工
職
人
と
し
て
の
道

を
歩
み
始
め
た
片
山
さ
ん
だ
が
、
組
子
細
工
は

仕
事
で
は
な
い
と
語
る
。

　
　「

僕
の
仕
事
は
あ
く
ま
で
建
具
工
で
、
組
子

は
趣
味
。
こ
れ
が
仕
事
だ
と
思
っ
た
ら
で
き
ま

せ
ん
よ
（
苦
笑
）。
で
も
趣
味
の
延
長
が
仕
事

に
な
っ
て
報
酬
も
い
た
だ
け
る
。
考
え
て
み
た

ら
最
高
で
す
よ
ね
、
こ
れ
（
笑
）」

　
　

　

仕
事
で
な
い
と
は
い
え
、
真
剣
に
向
き
合
い

手
を
抜
く
こ
と
は
決
し
て
な
い
。
一
つ
の
作
品

に
つ
き
１
年
程
度
は
構
想
を
練
る
。

「
ど
の
よ
う
な
作
品
に
す
る
か
、
も
う
毎
日

ず
っ
と
考
え
て
い
ま
す
。
考
え
に
考
え
抜
い
た

う
え
で
作
業
に
取
り
掛
か
り
ま
す
が
、
途
中
で

投
げ
出
し
た
く
な
る
こ
と
だ
っ
て
あ
り
ま
す
よ

（
笑
）。
で
も
、
出
来
上
が
る
ま
で
の
過
程
が

苦
し
け
れ
ば
苦
し
い
ほ
ど
完
成
し
た
作
品
に
愛

着
も
生
ま
れ
ま
す
。
苦
労
し
て
作
っ
た
作
品
を

お
客
さ
ま
に
納
め
る
と
き
は
、
娘
を
嫁
入
り
さ

せ
る
父
親
の
よ
う
な
気
持
ち
（
笑
）」

　
　

　

実
際
に
片
山
さ
ん
が
手
掛
け
た
組
子
細
工
が

配
さ
れ
た
お
宅
を
訪
ね
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の

引
き
戸
は
違
和
感
な
く
部
屋
に
溶
け
込
み
、

し
か
し
見
事
な
存
在
感
で
見
る
人
を
魅
了
し

て
い
た
。「
見
事
な
も
の
で
す
ね
」
そ
こ
か
ら

会
話
は
弾
み
、
人
同
士
の
和
を
為
す
一
助
と
な

る
。
家
主
の
お
も
て
な
し
の
気
持
ち
が
そ
こ
に

は
込
め
ら
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
　「

建
具
は
生
活
の
一
部
。
見
て
い
て
飽
き
な

い
こ
と
が
大
事
。
主
張
し
す
ぎ
る
の
は
違
う
か

な
と
思
っ
て
い
ま
す
。
組
子
細
工
に
は
表
も
あ

れ
ば
裏
も
あ
る
。
ど
ち
ら
側
か
ら
見
る
か
で
見
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一つの作品を仕上げるまで、構想から２年もの歳月を要することもある

信州組子の名刺入れ

え
方
も
変
わ
る
し
、
時
間
が
も
た
ら
す
環
境
の

明
暗
、
そ
し
て
正
面
や
斜
め
と
い
っ
た
角
度
で

も
見
え
方
は
変
わ
る
。
人
そ
れ
ぞ
れ
の
目
線
や

明
る
さ
で
見
え
方
が
変
わ
る
組
子
細
工
。
そ
の

中
に
日
本
ら
し
い
侘
び
寂
び
の
世
界
を
表
現
し

た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
」

　
　

　

そ
ん
な
片
山
さ
ん
が
今
、
新
た
に
取
り
組
ん

で
い
る
の
が
「
信
州
組
子
」
を
世
に
広
め
る
活

動
。
木
曽
の
木
材
な
ど
県
内
産
材
に
こ
だ
わ
る

の
は
も
ち
ろ
ん
、
材
料
と
な
る
木
材
に
安
易
に

着
色
す
る
こ
と
な
く
、
そ
の
木
が
本
来
持
っ
て

い
る
味
わ
い
や
地
の
色
を
生
か
し
さ
ま
ざ
ま
な

模
様
を
表
現
す
る
の
だ
が
、
作
ら
れ
た
木
工
品

は
ま
さ
に
「
木
の
芸
術
品
」
と
も
呼
べ
る
逸
品

揃
い
だ
。

　
　「

木
と
い
う
の
は
、
育
ち
方
や
保
管
さ
れ
た

状
態
に
よ
っ
て
色
も
千
差
万
別
。
そ
の
木
な
ら

で
は
の
味
わ
い
を
形
に
し
て
届
け
た
い
、
と
い

う
思
い
が
こ
も
っ
た
取
り
組
み
で
す
。
だ
か
ら

こ
そ
材
料
の
木
が
大
事
。
材
木
商
の
方
か
ら

『
こ
ん
な
色
の
木
が
出
た
け
ど
』
な
ん
て
連
絡

が
入
れ
ば
す
ぐ
に
駆
け
つ
け
ま
す
よ
（
笑
）」

　
　

　

欄
間
や
引
き
戸
と
い
っ
た
大
型
の
建
具
だ
け

で
は
な
く
、
い
つ
で
も
身
に
つ
け
て
持
ち
運
べ

る
「
信
州
組
子
の
名
刺
入
れ
」
と
い
う
変
わ
り

種
も
作
っ
て
し
ま
う
の
が
柔
軟
な
発
想
を
持
つ

片
山
さ
ん
な
ら
で
は
。

　
　「

社
会
人
に
と
っ
て
の
名
刺
は
、
い
わ
ば
『
自

分
の
分
身
』。
そ
ん
な
大
切
な
も
の
を
し
ま
っ

て
お
く
宝
箱
と
し
て
の
意
味
合
い
を
持
っ
て
い

る
の
が
こ
の
組
子
細
工
の
名
刺
入
れ
で
す
。
こ

の
名
刺
入
れ
、
使
う
と
ビ
ジ
ネ
ス
上
の
習
慣
で

あ
る
名
刺
交
換
に
も
新
し
い
ス
ト
ー
リ
ー
が
生

ま
れ
る
よ
う
な
気
が
し
ま
せ
ん
か
？
（
笑
）」

　
　

　

と
か
く
無
味
乾
燥
に
な
り
が
ち
な
ビ
ジ
ネ
ス

の
場
に
和
み
と
微
笑
み
を
も
た
ら
す
組
子
細

工
。「
変
わ
っ
た
名
刺
入
れ
を
お
持
ち
で
す
ね
」

「
実
は
こ
れ
…
…
」
な
ど
と
話
も
弾
み
、
も
し

か
し
た
ら
商
談
成
立
に
ひ
と
役
買
う
や
も
し
れ

な
い
。
作
品
の
大
き
さ
は
変
わ
れ
ど
、
根
底
に

流
れ
る
の
は
も
て
な
し
の
心
。
そ
れ
は
決
し
て

変
わ
る
こ
と
は
な
い
。
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