
高
たか

松
まつ

市
し

国
こく

分
ぶん

寺
じ

町
ちょう

の南
なん

部
ぶ

に位
い

置
ち

する鷲
わし

ノ
の

山
やま

は、良
りょう

質
しつ

な

角
かく

閃
せん

安
あん

山
ざん

岩
がん

でできており、古
ふる

くから石
せき

材
ざい

の産
さん

地
ち

でした。古
こ

墳
ふん

時
じ

代
だい

には、石
いし

舟
ふね

地
ち

区
く

で石
せき

棺
かん

を製
せい

造
ぞう

。明
めい

治
じ

から産
さん

業
ぎょう

とし

ての加
か

工
こう

が発
はっ

達
たつ

し、現
げん

在
ざい

も石
せき

材
ざい

業
ぎょう

者
しゃ

があります。軟
やわ

らか

く、加
か

工
こう

しやすい石
せき

質
しつ

を利
り

用
よう

 

して、灯
とう

籠
ろう

や彫
ちょう

刻
こく

物
ぶつ

、墓
はか

石
いし

 

など多
た

様
よう

な製
せい

品
ひん

が作
つく

られて 

います。 

日
に

本
ほん

建
けん

築
ちく

の室
しつ

内
ない

で、柔
やわ

らかい光
ひかり

を通
とお

しながら、間
ま

仕
じ

切
き

りの役
やく

割
わり

を果
は

たす障
しょう

子
じ

は、鎌
かま

倉
くら

時
じ

代
だい

に作
つく

られ始
はじ

めたと言
い

われています。組
く

手
で

とは、障
しょう

子
じ

の格
こう

子
し

の模
も

様
よう

を手
て

作
さ

業
ぎょう

で

組
く

み上
あ

げていく技
ぎ

法
ほう

のことです。現
げん

在
ざい

、障
しょう

子
じ

は建
たて

具
ぐ

店
てん

で

作
つく

られますが、細
こま

かい作
さ

業
ぎょう

 

を要
よう

する組
く

手
で

細
ざい

工
く

の部
ぶ

分
ぶん

は、 

技
ぎ

術
じゅつ

をもつ指
さし

物
もの

職
しょく

人
にん

が 

作
つく

っています。 

碁
ご

盤
ばん

の目
め

のように織
お

るので独
どく

特
とく

の風
ふう

合
あ

いがあり、保
ほ

温
おん

性
せい

・吸
きゅう

水
すい

性
せい

に富
と

む織
おり

物
もの

です。江
え

戸
ど

時
じ

代
だい

に、高
たか

松
まつ

藩
はん

主
しゅ

・松
まつ

平
だいら

賴
より

重
しげ

に命
めい

ぜられた京
きょう

都
と

の織
おり

物
もの

師
し

・北
きた

川
がわ

伊
い

兵
へ

衛
え

常
つね

吉
きち

が

創
そう

案
あん

。藩
はん

の織
おり

物
もの

として、明
めい

治
じ

までは技
ぎ

法
ほう

が秘
ひ

密
みつ

にされて

いました。丈
じょう

夫
ぶ

で長
なが

く使
つか

え、 

「多
た

年
ねん

を保
たも

つ」ので、この名
な

 

がついたと言
い

われ、おめでた 

いものとして贈
ぞう

答
とう

品
ひん

にも用
もち

い 

られます。 

畳
たたみ

は、古
ふる

くは、重
かさ

ねたり折
お

ったりできる薄
うす

手
で

の座
ざ

具
ぐ

で

した。その後
ご

、次
し

第
だい

に厚
あつ

みのあるものとなり、公
く

家
げ

や武
ぶ

家
け

、

寺
じ

社
しゃ

などが格
かく

式
しき

ある空
くう

間
かん

づくりに用
もち

いたのが古
こ

式
しき

畳
たたみ

で

す。四
し

角
かく

、六
ろっ

角
かく

、八
はち

角
かく

、丸
まる

型
がた

など形
かたち

も様
さま

々
ざま

なものがあり、

雅
みやび

やかな柄
がら

生
き

地
じ

を使
つか

い、 

縁
ふち

取
ど

りされているのも大
おお

きな 

特
とく

徴
ちょう

です。現
げん

代
だい

の生
せい

活
かつ

に取
と

り 

入
い

れやすい製
せい

品
ひん

も数
かず

多
おお

く作
つく

ら 

れています。 

もち米
ごめ

で作
つく

られた防
ぼう

染
せん

のための糊
のり

を、筒
つつ

描
か

きや型
かた

紙
がみ

で

図
ず

柄
がら

に沿
そ

って置
お

いてから、藍
あい

がめにつけたり、刷
は

毛
け

で引
ひき

染
ぞ

めたりして、仕
し

上
あ

げます。江
え

戸
ど

時
じ

代
だい

、高
たか

松
まつ

城
じょう

下
か

の紺
こん

屋
や

町
まち

は染
そめ

物
もの

屋
や

が軒
のき

を連
つら

ね、藍
あい

染
ぞ

めを中
ちゅう

心
しん

に野
の

良
ら

着
ぎ

や着
き

物
もの

が作
つく

られました。その技
ぎ

法
ほう

は今
いま

に 

受
う

け継
つ

がれ、のれん、旗
はた

、 

獅
し

子
し

舞
まい

のゆたん（獅
し

子
し

の胴
どう

布
ぬの

） 

や、暮
く

らしで使
つか

える雑
ざっ

貨
か

など 

も作
つく

られています。 

四
し

季
き

の自
し

然
ぜん

や動
どう

植
しょく

物
ぶつ

を芸
げい

術
じゅつ

的
てき

に表
ひょう

現
げん

する和
わ

菓
が

子
し

は、

砂
さ

糖
とう

や餡
あん

などの材
ざい

料
りょう

を、菓
か

子
し

とは左
さ

右
ゆう

・凹
おう

凸
とつ

を逆
ぎゃく

に彫
ほ

っ

た木
き

型
がた

に詰
つ

めて成
せい

形
けい

します。繊
せん

細
さい

な形
かたち

づくりの要
かなめ

にな

る菓
か

子
し

木
き

型
がた

づくりには熟
じゅく

練
れん

した職
しょく

人
にん

技
わざ

が要
よう

求
きゅう

される

ため、近
きん

年
ねん

では、木
き

型
がた

そのも 

のが工
こう

芸
げい

品
ひん

として珍
ちん

重
ちょう

され 

ています。香
か

川
がわ

では明
めい

治
じ

３０ 

年
ねん

頃
ごろ

から作
つく

られ始
はじ

め、その 

技
ぎ

術
じゅつ

が伝
つた

えられています。 

通
つう

風
ふう

や採
さい

光
こう

のための欄
らん

間
ま

に彫
ちょう

刻
こく

を施
ほどこ

した欄
らん

間
ま

彫
ちょう

刻
こく

は、寺
じ

院
いん

・神
じん

社
じゃ

・書
しょ

院
いん

造
づく

りに取
と

り入
い

れられ、桃
もも

山
やま

時
じ

代
だい

か

ら江
え

戸
ど

中
ちゅう

期
き

に最
もっと

も栄
さか

え、後
のち

に一
いっ

般
ぱん

家
か

庭
てい

にも普
ふ

及
きゅう

しまし

た。香
か

川
がわ

県
けん

には、高
たか

松
まつ

藩
はん

主
しゅ

・松
まつ

平
だいら

賴
より

重
しげ

を慕
した

って来
き

た飛
ひ

騨
だ

の木
もっ

工
こう

職
しょく

人
にん

によって伝
つた

え 

られたと言
い

われています。 

木
もく

目
め

を活
い

かし、室
しつ

内
ない

に日
に

本
ほん

の 

花
か

鳥
ちょう

風
ふう

月
げつ

を取
と

り入
い

れた様
さま

は、 

伝
でん

統
とう

の風
ふう

格
かく

を感
かん

じさせます。 

初
しょ

代
だい

高
たか

松
まつ

藩
はん

主
しゅ

の松
まつ

平
だいら

賴
より

重
しげ

が、都
みやこ

の陶
とう

工
こう

、森
もり

島
しま

作
さく

兵
べ

衛
え

を呼
よ

び寄
よ

せて焼
や

かせたのが始
はじ

まりと

されています。現
げん

在
ざい

の栗
りつ

林
りん

公
こう

園
えん

の北
きた

門
もん

近
ちか

くに窯
かま

を築
きず

き、藩
はん

の焼
やき

物
もの

として代
だい

々
だい

受
う

け継
つ

がれてき

ましたが、明
めい

治
じ

以
い

降
こう

は、一
いっ

般
ぱん

向
む

けの窯
かま

となりました。季
き

節
せつ

感
かん

にあふれ、郷
きょう

土
ど

色
しょく

豊
ゆた

かな絵
え

付
づ

け

がされた茶
さ

道
どう

具
ぐ

や花
か

器
き

が作
つく

られ、珍
ちん

重
ちょう

されています。 

防
ぼう

湿
しつ

効
こう

果
か

があるため、古
ふる

くから寺
じ

社
しゃ

仏
ぶっ

閣
かく

の宝
たから

物
もの

箱
ばこ

とし

て重
ちょう

宝
ほう

され、茶
ちゃ

器
き

や陶
とう

器
き

入
い

れとして庶
しょ

民
みん

の生
せい

活
かつ

にも浸
しん

透
とう

してきました。木
もく

目
め

が美
うつく

しく光
こう

沢
たく

があることから、現
げん

在
ざい

では贈
ぞう

答
とう

品
ひん

の入
い

れ物
もの

としても広
ひろ

く使
つか

われています。箪
たん

笥
す

など大
おお

きなものにも仕
し

立
た

てられ 

る桐
きり

は、温
あたた

かみのある軽
かる

く柔
やわ

ら 

かい材
ざい

質
しつ

で、使
つか

うほどに飴
あめ

色
いろ

に 

変
へん

化
か

することも魅
み

力
りょく

です。 

高
たか

松
まつ

特
とく

産
さん

の手
て

すき和
わ

紙
し

と、塩
しお

江
のえ

などの山
さん

間
かん

部
ぶ

で豊
ほう

富
ふ

に

とれる竹
たけ

材
ざい

を使
つか

い、明
めい

治
じ

２０年
ねん

に岐
ぎ

阜
ふ

産
さん

の日
ひ

傘
がさ

を参
さん

考
こう

に

作
つく

られ始
はじ

めた高
たか

松
まつ

和
わ

傘
がさ

。日
に

本
ほん

舞
ぶ

踊
よう

に使
つか

う舞
まい

傘
かさ

や観
かん

光
こう

土
み

産
やげ

などとして、根
ね

強
づよ

い人
にん

気
き

がありました。蛇
じゃ

の目
め

や渦
うず

巻
ま

き、

藤
ふじ

流
なが

れなどの伝
でん

統
とう

的
てき

図
ず

柄
がら

に 

加
くわ

え、現
げん

代
だい

的
てき

デザインも多
た

彩
さい

。 

ひとつひとつ、手
て

作
づく

りなら 

ではの存
そん

在
ざい

感
かん

を楽
たの

しめます。 

手
て

まりは、平
へい

安
あん

時
じ

代
だい

に中
ちゅう

国
ごく

より伝
つた

えられたと言
い

われて

おり、子
こ

どもの遊
あそ

び道
どう

具
ぐ

として愛
あい

され、時
じ

代
だい

を経
へ

るうち

に我
わ

が国
くに

独
どく

特
とく

の美
うつく

しい文
もん

様
よう

が考
こう

案
あん

されました。香
か

川
がわ

の手
て

まりは、讃
さ

岐
ぬき

三
さん

白
ぱく

（塩
しお

、砂
さ

糖
とう

、綿
わた

）のひとつ、綿
わた

の糸
いと

を草
くさ

木
き

染
ぞ

めし、ひと針
はり

ひと針
はり

 

かがりながら、艶
つや

やかな 

幾
き

何
か

学
がく

模
も

様
よう

を描
えが

き出
だ

します。 

現
げん

在
ざい

では、天
てん

然
ねん

香
こう

原
げん

料
りょう

入
い

り 

のまりなども作
つく

られています。 

全
ぜん

国
こく

でも高
たか

い品
ひん

質
しつ

を誇
ほこ

り、使
つか

いやすさに定
てい

評
ひょう

がある香
か

川
がわ

の左
さ

官
かん

鏝
ごて

。古
ふる

くは自
し

然
ぜん

の木
もく

材
ざい

を加
か

工
こう

して作
つく

られた木
き

や

竹
たけ

の鏝
こて

でしたが、現
げん

在
ざい

は、島
しま

根
ね

県
けん

産
さん

の安
やす

来
き

鋼
はがね

を使
し

用
よう

し、

焼
や

き入
い

れを繰
く

り返
かえ

してひとつ 

ひとつ丁
てい

寧
ねい

に製
せい

造
ぞう

されます。 

大
おお

きさや形
かたち

にも細
こま

やかな 

工
く

夫
ふう

がされており、用
よう

途
と

に 

よって使
つか

い分
わ

けられています。 

肥
こえ

松
まつ

とは、樹
じゅ

齢
れい

数
すう

百
ひゃく

年
ねん

の老
おい

松
まつ

の幹
みき

の中
ちゅう

心
しん

部
ぶ

分
ぶん

のこと。

気
き

候
こう

が温
おん

暖
だん

で雨
あめ

の少
すく

ない香
か

川
がわ

では、昔
むかし

から良
りょう

質
しつ

のもの

がとれ、江
え

戸
ど

時
じ

代
だい

から木
もっ

工
こう

品
ひん

が作
つく

られています。脂
あぶら

分
ぶん

を

多
おお

く含
ふく

むため光
こう

沢
たく

があり、光
ひかり

にかざすと赤
あか

く透
す

けます。

木
もく

目
め

にも変
へん

化
か

があるため、彩
さい

色
しょく

を施
ほどこ

さず自
し

然
ぜん

の木
き

地
じ

の

まま仕
し

上
あ

げます。年
ねん

月
げつ

を経
へ

る 

ほどに、さらに艶
つや

が出
で

て 

美
うつく

しい赤
あか

茶
ちゃ

色
いろ

に変
へん

化
か

する 

のも特
とく

徴
ちょう

です。 

 

  

讃
さ

岐
ぬき

の り 染
ぞめ

 

古
こ

式
しき

畳
たたみ

 

組
く

手
で

障
しょう

子
じ

 鷲
わし

ノ
の

山
やま

石
せっ

工
こう

品
ひん

 保
ぼ

多
た

織
おり

 

高
たか

松
まつ

和
わ

傘
がさ

 

菓
か

子
し

木
き

型
がた

 肥
こえ

松
まつ

木
もっ

工
こう

品
ひん

 左
さ

官
かん

鏝
ごて

 

桐
きり

箱
ばこ

 讃
さ

岐
ぬき

かがり手
て

まり 

手
て

作
づく

りの原
げん

型
けい

に溶
と

かした金
きん

属
ぞく

を流
なが

し込
こ

み、成
せい

形
けい

して着
ちゃく

色
しょく

。一
いっ

貫
かん

して鋳
い

物
も

師
じ

が携
たずさ

わ

り、仏
ぶつ

像
ぞう

や梵
ぼん

鐘
しょう

などから器
うつわ

や土
み

産
やげ

物
もの

まで、幅
はば

広
ひろ

い製
せい

品
ひん

が作
つく

られています。秋
あき

祭
まつ

りの獅
し

子
し

舞
まい

に使
つか

われる鉦
かね

も、伝
でん

統
とう

的
てき

な鋳
ちゅう

造
ぞう

製
せい

品
ひん

です。 

 

讃
さ

岐
ぬき

鋳
ちゅう

造
ぞう

品
ひん

 

欄
ら ん

間
ま

彫
ちょう

刻
こ く

 

理
り

平
へ い

焼
や き

 



古
ふる

くは、桶
おけ

はヒノキの薄
うす

板
いた

を曲
ま

げて桜
さくら

や樺
かば

の皮
かわ

で閉
と

じ

底
ぞこ

をつけた曲
まげ

物
もの

でした。現
げん

在
ざい

のように細
ほそ

長
なが

い板
いた

を円
えん

筒
とう

形
けい

に並
なら

べてタガで締
し

め、底
そこ

板
いた

を入
い

れた構
こう

造
ぞう

になったのは、室
むろ

町
まち

時
じ

代
だい

から。桶
おけ

に蓋
ふた

をつけたのが樽
たる

です。生
せい

活
かつ

の器
うつわ

とし

て受
う

け継
つ

がれてきた香
か

川
がわ

の桶
おけ

樽
だる

 

は、主
おも

に桜
さくら

の木
き

で作
つく

られ、 

現
げん

在
ざい

も、寿
す

司
し

桶
おけ

・御
お

櫃
ひつ

・杓
しゃく

な 

どが、多
おお

くの人
ひと

に愛
あい

用
よう

されて 

います。 

高
たか

松
まつ

市
し

の東
とう

部
ぶ

に位
い

置
ち

する五
ご

剣
けん

山
ざん

の麓
ふもと

、牟
む

礼
れ

町
ちょう

、庵
あ

治
じ

町
ちょう

で採
さい

掘
くつ

される

良
りょう

質
しつ

な花
か

崗
こう

岩
がん

は「庵
あ

治
じ

石
いし

」と呼
よ

ばれています。採
さい

石
せき

の歴
れき

史
し

は、遠
とお

く平
へい

安
あん

時
じ

代
だい

にまでさかのぼり、江
え

戸
ど

時
じ

代
だい

に高
たか

松
まつ

藩
はん

の御
ご

用
よう

丁
ちょう

場
ば

となったことから

急
きゅう

速
そく

に発
はっ

達
たつ

しました。彫
ちょう

刻
こく

家
か

イサム・ノグチに絶
ぜっ

賛
さん

されたことで世
せ

界
かい

的
てき

にも高
たか

い評
ひょう

価
か

を得
え

て、現
げん

在
ざい

も２００社
しゃ

程
てい

度
ど

の業
ぎょう

者
しゃ

が軒
のき

を連
つら

ねます。 

 

 

銅
どう

板
ばん

に熱
ねつ

を加
くわ

え、木
き

槌
づち

や金
かな

槌
づち

でたたいて形
かたち

をつくる技
ぎ

法
ほう

が、打
う

ち出
だ

し。何
なん

度
ど

も繰
く

り返
かえ

したたき、人
ひと

の手
て

のみで仕
し

上
あ

げます。銅
どう

は熱
ねつ

伝
でん

導
どう

が優
すぐ

れているため、釜
かま

、やかん、玉
たま

子
ご

焼
や

き器
き

などの調
ちょう

理
り

具
ぐ

にも適
てき

します。打
う

ち出
だ

しで作
つく

ると

地
じ

金
がね

がしまり、丈
じょう

夫
ぶ

で長
なが

持
も

ち 

するのも特
とく

徴
ちょう

。独
どく

特
とく

の落
お

ち 

着
つ

いた色
いろ

合
あ

いは、使
つか

うほどに 

味
あじ

わいが増
ま

します。 

讃
さ

岐
ぬき

提
ちょう

灯
ちん

は、香
か

川
がわ

県
けん

独
どく

特
とく

の秘
ひ

伝
でん

一
いっ

本
ぽん

掛
が

けの技
わざ

で竹
たけ

ひご

を変
へん

幻
げん

自
じ

在
ざい

に操
あやつ

り、提
ちょう

灯
ちん

と提
ちょう

灯
ちん

を組
く

み合
あ

わせて製
せい

作
さく

し

ます。弘
こう

法
ぼう

大
だい

師
し

が、中
ちゅう

国
ごく

から千
せん

二
に

百
ひゃく

年
ねん

前
まえ

に四
し

国
こく

八
はち

十
じゅう

八
はっ

箇
か

所
しょ

の奉
ほう

納
のう

提
ちょう

灯
ちん

として伝
でん

承
しょう

したとされ、他
た

県
けん

にない一
いっ

子
し

相
そう

伝
でん

の技
わざ

が受
う

け継
つ

がれてきました。この知
ち

恵
え

のある技
ぎ

法
ほう

により、全
ぜん

国
こく

のあらゆる伝
でん

統
とう

 

的
てき

な提
ちょう

灯
ちん

も製
せい

作
さく

復
ふく

元
げん

でき、 

新
あたら

しい明
あ

かりの世
せ

界
かい

も開
かい

拓
たく

。 

現
げん

在
ざい

は、「明
あ

かりの彫
ちょう

刻
こく

」 

として高
たか

い評
ひょう

価
か

を受
う

けています。 

 

高
たか

松
まつ

市
し

の盆
ぼん

栽
さい

作
づく

りは、文
ぶん

化
か

年
ねん

間
かん

（1804年
ねん

～1818年
ねん

）に高
たか

松
まつ

市
し

西
せい

部
ぶ

の鬼
き

無
なし

・国
こく

分
ぶん

寺
じ

地
ち

区
く

の愛
あい

好
こう

家
か

が山
さん

野
や

に自
じ

生
せい

する松
まつ

を掘
ほ

り、鉢
はち

植
う

えに仕
し

立
た

てたのが始
はじ

まりとされています。その後
ご

、盆
ぼん

栽
さい

づくり

は、農
のう

家
か

の副
ふく

業
ぎょう

として周
しゅう

辺
へん

一
いっ

帯
たい

に広
ひろ

がりをみせる中
なか

で、盆
ぼん

栽
さい

を

専
せん

業
ぎょう

とする農
のう

家
か

も現
あらわ

れ、今
こん

日
にち

の隆
りゅう

盛
せい

を見
み

るに至
いた

りました。樹
じゅ

形
けい

の美
うつく

しさに加
くわ

え、水
みず

はけのよい砂
さ

壌
じょう

土
ど

で育
そだ

った松
まつ

は「根
ね

腐
ぐさ

れし

にくく、傷
いた

まない」として定
てい

評
ひょう

があり、田
でん

園
えん

に松
まつ

盆
ぼん

栽
さい

が広
ひろ

がる風
ふう

景
けい

が独
どく

特
とく

です。 

今
いま

では盆
ぼん

栽
さい

の世
せ

界
かい

的
てき

な愛
あい

好
こう

家
か

の増
ぞう

加
か

を受
う

け、アジアはもとよりヨ

ーロッパ、アメリカなどへも輸
ゆ

出
しゅつ

されるようになっています。 

 

香
か

川
がわ

は全
ぜん

国
こく

でも獅
し

子
し

舞
まい

の盛
さか

んな地
ち

域
いき

です。神
じん

社
じゃ

の祭
さい

礼
れい

に使
つか

われる獅
し

子
し

頭
がしら

は、応
おう

神
じん

天
てん

皇
のう

の時
じ

代
だい

（４世
せい

紀
き

頃
ごろ

）に中
ちゅう

国
ごく

から渡
と

来
らい

し、奈
な

良
ら

時
じ

代
だい

に伎
き

楽
がく

面
めん

となったものに由
ゆ

来
らい

す

ると言
い

われています。香
か

川
がわ

の獅
し

子
し

頭
がしら

は、顎
あご

、耳
みみ

、取
と

っ手
て

など一
いち

部
ぶ

を除
のぞ

き、張
はり

子
こ

の手
しゅ

法
ほう

が使
つか

われています。粘
ねん

土
ど

の型
かた

に和
わ

紙
し

を張
は

り合
あ

わせ、型
かた

抜
ぬ

き 

をした後
あと

、胡
ご

粉
ふん

や漆
うるし

で素
そ

地
じ

 

を作
つく

り装
そう

飾
しょく

を施
ほどこ

します。 

軽
けい

量
りょう

で丈
じょう

夫
ぶ

な乾
かん

漆
しつ

造
づく

りが 

大
おお

きな特
とく

徴
ちょう

です。 

高
たか

松
まつ

市
し

には古
ふる

くより、婚
こん

礼
れい

の際
さい

に花
はな

嫁
よめ

が近
きん

隣
りん

に人
にん

形
ぎょう

を配
くば

る風
ふう

習
しゅう

があり、練
ね

り物
もの

による人
にん

形
ぎょう

が作
つく

られてきま

した。様
さま

々
ざま

な型
かた

に原
げん

土
ど

をつめて型
かた

取
と

りし、地
じ

塗
ぬ

りと彩
さい

色
しょく

を施
ほどこ

して仕
し

上
あ

げるもので、娘
むすめ

の幸
しあわ

せを願
ねが

う親
おや

の心
こころ

が

込
こ

められた縁
えん

起
ぎ

物
もの

が数
かず

多
おお

くあります。今
こん

日
にち

ではこのよう

な風
ふう

習
しゅう

は見
み

られなくなり 

ましたが、高
たか

松
まつ

の伝
でん

統
とう

的
てき

な 

郷
きょう

土
ど

玩
がん

具
ぐ

として受
う

け継
つ

が 

れています。 

高
たか

松
まつ

市
し

の鍛
か

冶
じ

屋
や

町
まち

では、昔
むかし

からデコ（人
にん

形
ぎょう

）作
づく

りが盛
さか

んでした。その一
ひと

つ、粘
ねん

土
ど

や木
き

の型
かた

に和
わ

紙
し

を貼
は

り重
かさ

ねて作
つく

ったものが張
はり

子
こ

と呼
よ

ばれ、江
え

戸
ど

時
じ

代
だい

、松
まつ

平
だいら

賴
より

重
しげ

が讃
さ

岐
ぬき

高
たか

松
まつ

藩
はん

に入
はい

る際
さい

に製
せい

法
ほう

が伝
つた

えられた 

とされています。重
じゅう

病
びょう

のお姫
ひめ

様
さま

の 

病
びょう

気
き

を自
じ

分
ぶん

にうつし、島
しま

に流
なが

されて 

亡
な

くなった「おマキさん」の伝
でん

説
せつ

に 

ちなんだ「奉
ほう

公
こう

さん」は、ほのぼのと 

した表
ひょう

情
じょう

で、多
おお

くの人
ひと

に愛
あい

されて 

います。 

 

江
え

戸
ど

時
じ

代
だい

に高
たか

松
まつ

藩
はん

主
しゅ

である松
まつ

平
だいら

家
け

が、茶
さ

道
どう

・書
しょ

道
どう

に付
ふ

随
ずい

して振
しん

興
こう

・

保
ほ

護
ご

したのが始
はじ

まりです。江
え

戸
ど

後
こう

期
き

には、香
か

川
がわ

漆
しっ

器
き

の始
し

祖
そ

と言
い

われる

玉
たま

楮
かじ

象
ぞう

谷
こく

が、中
ちゅう

国
ごく

伝
でん

来
らい

の漆
うるし

技
ぎ

法
ほう

に独
どく

自
じ

の技
わざ

を加
くわ

えて新
あたら

しい手
しゅ

法
ほう

を

創
そう

案
あん

。現
げん

在
ざい

まで受
う

け継
つ

がれ、蒟
きん

醬
ま

、存
ぞん

清
せい

、彫
ちょう

漆
しつ

、象
ぞう

谷
こく

塗
ぬり

、後
ご

藤
とう

塗
ぬり

の

５つの技
ぎ

法
ほう

は、国
くに

の伝
でん

統
とう

的
てき

工
こう

芸
げい

品
ひん

に指
し

定
てい

されています。 

香
か

川
がわ

漆
しっ

器
き

 

盆
ぼん

栽
さい

 

庵
あ

治
じ

産
さん

地
ち

石
いし

製
せい

品
ひん

 

讃
さ

岐
ぬき

桶
おけ

樽
だる

 

讃
さ

岐
ぬき

獅
し

子
し

頭
がしら

 

高
たか

松
まつ

張
はり

子
こ

 

讃
さ

岐
ぬき

提
ちょう

灯
ちん

 

高
たか

松
まつ

嫁
よめ

入
いり

人
にん

形
ぎょう

 

打
うち

出
だ

し 銅
どう

器
き

 

黒
くろ

 松
まつ

 

錦
にしき

松
まつ

 

松
まつ

 

五
ご

葉
よう

松
まつ

 

松
まつ

 


