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畳
工
房
金
子
で
行
わ
れ
る
作
業
は
、「
畳

た
た
み
お
も
て
表
を
寸
法

に
し
た
が
っ
て
切
り
そ
ろ
え
、
畳た

た
み
ど
こ床

に
縫
い
付
け
る
」

と
い
う
工
程
が
そ
の
多
く
を
占
め
て
お
り
、
畳
表
や
畳

床
そ
の
も
の
は
他
で
作
ら
れ
た
も
の
を
仕
入
れ
て
い
る
。

　
「
畳
表
は
、
八
〇
％
以
上
が
熊
本
の
八
代
産
で
す
。
昔

は
『
備
後
表
』
と
い
っ
て
、
畳
表
と
い
え
ば
広
島
や
岡

山
が
有
名
だ
っ
た
ん
だ
け
ど
、
最
近
の
備
後
表
は
ご
く

一
部
の
高
級
品
だ
け
だ
し
、
そ
れ
に
し
た
っ
て
熊
本
産

の
い
草
を
広
島
や
岡
山
で
織
っ
て
る
ん
で
す
」

　
「
畳
床
に
つ
い
て
は
、
宮
城
の
『
床と

こ

屋や

』
か
ら
取
り
寄

せ
て
ま
す
。
長
年
の
つ
き
あ
い
だ
か
ら
、
丈
の
長
い
の

と
か
短
い
の
と
か
、
あ
れ
こ
れ
言
わ
な
く
て
も
こ
っ
ち

の
欲
し
い
も
の
を
作
っ
て
く
れ
る
」

　

畳
床
の
原
料
は
稲
藁
な
の
で
、
床
屋
は
米
ど
こ
ろ
に

多
く
、
収
穫
の
時
期
に
な
る
と
周
囲
の
農
家
や
新
潟
・

岩
手
な
ど
か
ら
藁
を
大
量
に
買
い
付
け
て
畳
床
を
作
る
。

　
「
見
に
行
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
け
ど
、
あ
の
厚
さ

に
す
る
の
に
も
の
す
ご
い
量
の
藁
を
使
う
ん
で
す
。
間

に
細
か
く
切
っ
た
藁
を
入
れ
な
が
ら
互
い
違
い
に
編
ん

で
い
っ
て
機
械
で
圧
縮
す
る
ん
で
す
け
ど
、
藁
の
量
が

少
な
い
と
芯
が
ふ
に
ゃ
ふ
に
ゃ
に
な
っ
ち
ゃ
う
」

　
「
今
は
ポ
リ
ス
チ
レ
ン
の
芯
材
な
ん
か
も
あ
っ
て
、

マ
ン
シ
ョ
ン
や
建
売
住
宅
の
畳
は
安
さ
重
視
で
ど
う
し

て
も
そ
っ
ち
の
方
が
多
く
な
る
け
ど
、
や
っ
ぱ
り
全
部

藁
で
作
っ
た
畳
床
は
踏
み
心
地
が
全
然
違
い
ま
す
よ
」

　

鎌
倉
に
工
房
を
構
え
る
畳
工
房
金
子
で
は
、
寺
社
の

畳
も
数
多
く
作
っ
て
き
た
。
普
通
の
畳
と
大
き
く
異
な

る
の
は
、
一
般
的
に
は
黒
の
無
地
に
な
っ
て
い
る
縁へ

り

の

部
分
に
模
様
が
あ
る
点
だ
。

　
「
作
り
方
は
お
寺
用
も
住
宅
も
基
本
的
に
同
じ
で
す
。

お
寺
や
神
社
の
方
が
少
し
い
い
材
料
を
使
う
く
ら
い
。

違
う
の
は
縁
で
、『
紋も

ん
べ
り縁

』
を
使
う
か
ら
や
り
方
が
少
し

違
い
ま
す
。
畳
を
敷
い
て
合
わ
せ
た
時
に
、
隣
の
畳
の

紋
と
き
れ
い
に
合
っ
て
な
い
と
お
か
し
く
な
っ
ち
ゃ
う

の
で
」

　

紋
縁
の
図
柄
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
が
あ
り
、
神
社

で
は
「
祝
詞
を
上
げ
る
部
屋
」「
お
祓
い
を
受
け
る
部

甥の芳史さんが現在唯一の弟子。まだ一年目だが、自ら道具を握り、作業も分担する。むろん、時には師匠の技を間近で見て学ぶことも
ある。

「
起
き
て
半
畳
、寝
て
一
畳
」
―
。

人
ひ
と
り
暮
ら
す
の
に
、畳
一
畳
分
の
広
さ
が
あ
れ
ば

事
足
り
る
と
い
う
く
ら
い
、

日
本
人
の
生
活
に
深
く
根
ざ
し
て
い
る
畳
。

そ
の
伝
統
的
な
製
法
に
こ
だ
わ
る
金
子
進
に
、

後
進
の
育
成
事
情
と
畳
職
人
と
し
て
の
心
が
け
を

語
っ
て
も
ら
っ
た
。
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畳
表
・
畳
床
の「
原
産
地
」

神
社
や
寺
の
畳
に
使
わ
れ
る「
紋
縁
」

日
本
職
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紀
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屋
」
な
ど
部
屋
の
用
途
に
よ
っ
て
ど
の
模
様
を
ど
こ
に

使
う
か
決
ま
っ
て
い
る
と
い
う
。

　
「
お
寺
の
場
合
は
ほ
と
ん
ど
が
無
地
な
ん
だ
け
ど
、

お
仏
壇
の
前
の
畳
に
は
紋
縁
を
使
い
ま
す
。
こ
れ
ば
っ

か
り
は
納
め
た
時
に
柄
が
ズ
レ
て
た
ら
見
っ
と
も
な
い

か
ら
、
か
な
り
気
を
使
う
部
分
で
す
ね
。
普
通
の
家
庭

と
違
っ
て
大
勢
の
人
目
に
触
れ
る
こ
と
に
な
る
と
思
え

ば
、
よ
け
い
に
失
敗
で
き
な
い
」

　

寺
に
よ
っ
て
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
紋
を
用
い
る
と
こ
ろ

も
あ
り
、
そ
の
場
合
は
紋
縁
を
特
注
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
「
寺
や
神
社
な
ん
か
に
畳
を
入
れ
て
、
う
ま
く
紋
が

合
わ
さ
る
か
ど
う
か
、そ
の
瞬
間
が
面
白
い
。
畳
の
あ
っ

ち
側
と
こ
っ
ち
側
で
は
貼
り
方
が
違
う
か
ら
、
き
っ
ち

り
寸
法
測
っ
て
や
っ
て
も
納
め
て
み
な
い
と
わ
か
ら
な

い
部
分
が
あ
る
。
畳
が
き
ち
ん
と
納
ま
っ
て
、
紋
も

ぴ
っ
た
り
合
っ
た
時
の
『
う
ま
く
い
っ
た
な
』
っ
て
い

う
感
じ
は
や
め
ら
れ
な
い
で
す
ね
」

　

現
在
、
金
子
の
傍
ら
で
仕
事
を
手
伝
う
芳
史
は
、
金

子
の
兄
・
芳
幸
の
息
子
、
つ
ま
り
甥
に
あ
た
る
。
一
年

前
は
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
で
、
畳
作
り
は
全
く
の
未
経
験

だ
っ
た
。

　
「
こ
の
一
年
で
針
は
通
せ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
け

ど
、
ま
だ
ま
だ
百
発
百
中
で
自
分
の
思
い
通
り
に
っ
て

い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
で
す
」

　

金
子
も
修
業
時
代
を
思
い
返
す
よ
う
に
続
け
た
。

　
「
上
か
ら
刺
す
の
は
何
と
か
な
る
ん
で
す
。
下
か
ら

上
に
通
す
時
が
難
し
く
て
、
針
が
ど
こ
か
ら
出
て
く
る

の
か
わ
か
ら
な
い
。『
柔
ら
か
い
藁
を
針
で
刺
す
だ
け

な
の
に
、
何
で
で
き
な
い
ん
だ
』
っ
て
、
私
も
親
父
に

怒
ら
れ
ま
し
た
け
ど
（
笑
）」

　

職
人
の
世
界
で
は
、
い
き
な
り
弟
子
に
仕
事
を
さ
せ

た
り
せ
ず
に
、
ま
ず
は
と
に
か
く
親
方
の
仕
事
ぶ
り
を

観
察
さ
せ
る
こ
と
か
ら
始
め
る
…
と
い
う
不
文
律
が
あ

り
が
ち
だ
が
、
金
子
の
方
針
は
正
反
対
だ
。

　
「『
見
て
覚
え
ろ
』
な
ん
て
い
う
の
は
昔
の
考
え
方
で

す
よ
。
今
は
そ
う
い
う
時
代
じ
ゃ
な
い
。
実
際
、
何
十

年
も
や
っ
て
る
よ
う
な
人
の
技
を
た
だ
見
て
た
っ
て
わ

か
ら
な
い
し
、
面
白
く
も
な
い
。
自
分
で
や
っ
て
み
て

失
敗
す
る
か
ら
身
に
つ
く
ん
で
す
。
彼
の
場
合
は
始
め

た
の
が
遅
か
っ
た
か
ら
、
な
お
さ
ら
早
く
教
え
な
き
ゃ

い
け
な
い
。
長
い
こ
と
続
け
て
き
て
、
お
か
げ
さ
ま
で

い
い
と
こ
ろ
の
お
客
さ
ん
も
い
る
の
に
こ
こ
で
終
わ
る

の
も
も
っ
た
い
な
い
話
。
そ
う
思
っ
た
ら
『
じ
っ
と
見

て
ろ
』
な
ん
て
言
っ
て
ら
れ
な
い
で
す
よ
」

　

藁
を
編
ん
で
作
ら
れ
て
い
る
畳
床
は
、
長
く
使
え
ば

表
面
が
剥
離
す
る
な
ど
し
て
す
り
減
っ
て
く
る
。
初
め

は
わ
ず
か
な
ほ
こ
ろ
び
で
も
、
放
置
す
れ
ば
少
し
踏
ん

だ
だ
け
で
わ
か
る
ほ
ど
ひ
ど
く
劣
化
し
て
し
ま
う
。
こ

う
し
た
部
分
の
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
も
、
畳
表
を
張
り
替
え

る
際
の
大
事
な
工
程
の
一
つ
だ
。

　

い
草
を
目
分
量
で
つ
ま
み
と
り
、
畳
床
の
す
り
減
っ

た
部
分
に
縫
い
付
け
て
高
さ
を
調
整
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、

そ
の
上
か
ら
畳
表
を
か
ぶ
せ
て
し
ま
え
ば
、
ど
こ
を
ど

の
く
ら
い
補
修
し
た
の
か
外
観
か
ら
で
は
わ
か
ら
な
い
。

　
「
お
客
さ
ん
は
、
見
え
る
部
分
が
き
れ
い
に
な
っ
て
、

畳
が
元
の
場
所
に
納
ま
れ
ば
喜
ん
で
く
れ
ま
す
。
で
も

見
え
な
い
部
分
を
ち
ゃ
ん
と
し
て
、
長
年
使
い
続
け
て

も
同
じ
状
態
を
保
て
る
、
や
っ
ぱ
り
他
と
は
違
う
と
言

わ
れ
る
の
が
畳
屋
本
来
の
仕
事
。
親
父
に
も
『
見
え
な

い
と
こ
ろ
が
仕
事
だ
』
っ
て
よ
く
言
わ
れ
ま
し
た
よ
」

　

目
に
つ
く
と
こ
ろ
が
き
れ
い
に
仕
上
が
っ
て
い
る
の

は
、
あ
る
意
味
当
た
り
前
。
人
目
に
触
れ
な
い
部
分
に

手
を
抜
か
な
い
こ
と
こ
そ
、
畳
職
人
の
本
分
。
金
子
の

眼
は
そ
う
物
語
っ
て
い
た
。

右／寺社の畳に用いられる「紋縁」。左が「白大紋」、右が「九条紋」。他にも様々な模様がある。
左／傷んだ畳床をい草で修繕する。「い草をどれくらい足せばいいかは、50年間培った感覚でしかわからない」

見
え
な
い
部
分
に
手
間
を
か
け
て
、

畳
を
し
っ
か
り
長
く
も
た
せ
る
。

そ
れ
が
畳
職
人
の
仕
事

かねこ・すすむ◉1948（昭和23）年、神奈川県鎌倉市生まれ。父が開
業した鎌倉の畳店を兄とともに継ぎ、半世紀にわたって住宅・神社・
寺院・旅館などの畳作りに携わってきた。機械を使わない伝統的な製
法を守り続けている。1級畳製作技能士。

日
本
職
人
紀
行

父
の
教
え「
見
え
な
い
と
こ
ろ
こ
そ
が
仕
事
」

「
見
て
覚
え
る
」そ
ん
な
時
代
じ
ゃ
な
い

手鉤、包丁、畳針などの道具


