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紅
葉
や
水
仙
の
名
所
と
し
て
も
知
ら
れ
る
鎌
倉
の
名

刹
・
瑞
泉
寺
。
そ
の
境
内
に
向
か
う
細
い
道
の
途
中
に
、

畳
工
房
金
子
の
作
業
場
が
あ
る
。
親
方
の
金
子
進
は
、

仕
事
の
手
を
休
め
る
こ
と
な
く
話
し
て
く
れ
た
。

　「
今
や
っ
て
い
る
の
は
、
一
般
家
庭
の
畳
の
『
表
替

え
』。
昭
和
の
中
ご
ろ
の
も
の
か
な
。
ウ
チ
で
納
め
た
も

の
じ
ゃ
な
い
け
ど
、
け
っ
こ
う
古
い
畳
で
す
ね
」

　「
表
替
え
」
は
、
畳
の
中
の
芯
材
で
あ
る
「
畳

た
た
み

床ど
こ

」
は

そ
の
ま
ま
再
利
用
し
、
表
面
に
巻
き
つ
け
て
あ
る
「
畳

た
た
み

表お
も
て

」
を
新
し
い
も
の
に
交
換
す
る
作
業
。
い
わ
ゆ
る

「
青
畳
」
独
特
の
い
草
の
香
り
が
立
ち
こ
め
る
。

　
よ
く
見
る
と
、
畳
床
の
裏
側
に
「
八
西
川
北
」
と
い

う
文
字
が
書
か
れ
て
い
る
。

　「
こ
れ
は
八
畳
の
部
屋
で
北
側
の
西
っ
て
い
う
意
味
。

つ
ま
り
部
屋
の
中
の
ど
の
部
分
に
使
う
の
か
書
い
て
あ

る
ん
で
す
。
い
く
ら
大
工
さ
ん
が
上
手
で
も
、
部
屋
を

完
全
に
真
四
角
に
作
れ
る
わ
け
じ
ゃ
な
く
て
、
多
少
の

ゆ
が
み
と
か
ク
セ
が
あ
る
。
そ
う
い
う
細
か
い
と
こ
ろ

ま
で
寸
法
を
取
っ
て
る
か
ら
、
こ
れ
を
他
の
と
こ
ろ
に

持
っ
て
い
っ
て
も
ち
ゃ
ん
と
入
ら
な
い
ん
で
す
よ
」

　
関
東
と
関
西
で
多
少
の
差
こ
そ
あ
れ
、
畳
と
言
え
ば

幅
・
一
間
、
長
さ
・
二
間
の
基
本
サ
イ
ズ
が
定
型
で
あ

り
、
ど
こ
の
ど
の
部
屋
に
も
同
じ
も
の
が
使
え
る
と
思

わ
れ
が
ち
だ
が
、
実
は
部
屋
の
ど
の
部
分
に
納
め
る
も

の
か
、
あ
ら
か
じ
め
決
め
て
作
ら
れ
て
い
る
。

　「
先
に
畳
を
敷
い
と
い
て
、
そ
れ
に
合
わ
せ
て
部
屋

を
作
っ
て
く
れ
れ
ば
簡
単
な
ん
だ
け
ど
、
そ
う
も
い
か

な
い
か
ら
ね
（
笑
）」

　「
子
供
の
こ
ろ
か
ら
勉
強
が
嫌
い
で
。
最
初
か
ら
躊

躇
な
く
こ
の
職
に
就
く
つ
も
り
で
し
た
よ
。
高
校
だ
け

は
行
き
な
よ
っ
て
こ
と
で
、
昼
間
仕
事
し
な
が
ら
夜
学

に
四
年
間
通
い
ま
し
た
け
ど
、
そ
う
い
う
わ
け
だ
か
ら

一
五
歳
か
ら
始
め
て
今
年
六
五
歳
、
五
〇
年
で
す
ね
」

　
金
子
は
昭
和
二
十
三（
一
九
四
八
）
年
生
ま
れ
。
十
二

歳
年
上
の
兄
・
芳
幸
と
と
も
に
父
の
代
か
ら
の
畳
屋
を

畳床の外周部を補修して縫い直す。分厚い畳床に何度も針を貫通させる重労働だ。「観光で通りかかった人に、『この畳屋さん、手でやっ
てるよ』って珍しがられます」

こ
と
わ
ざ
に「
女
房
と
畳
は
新
し
い
方
が
良
い
」と

言
わ
れ
た
の
も
今
は
昔
。

集
合
住
宅
で
は
日
本
間
の
な
い
部
屋
が
増
え
、

畳
を
知
ら
ず
に
育
つ
子
供
も
多
い
と
聞
く
。

そ
ん
な
中
、機
械
を
ほ
と
ん
ど
使
わ
ず
手
作
業
で

畳
を
作
り
続
け
る
職
人
・
金
子
進
に
話
を
聞
い
た
。
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部
屋
ご
と
、使
う
場
所
ご
と
に
異
な
る
寸
法

「
畳
職
人
に
な
る
こ
と
に
躊
躇
は
な
か
っ
た
」

日
本
職
人
紀
行

畳
職
人
金
子 
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瑞泉寺
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継
ぎ
、
一
般
住
宅
だ
け
で
な
く
瑞
泉
寺
、
鶴
岡
八
幡
宮
、

鎌
倉
宮
な
ど
寺
社
に
納
め
る
畳
も
手
が
け
て
き
た
。

　「
親
父
が
鎌
倉
に
来
た
の
が
大
正
十
一
（
一
九
二
二
）

年
。
親
戚
が
こ
こ
で
『
関
芳
畳
店
』
と
い
う
店
を
や
っ

て
い
て
そ
こ
の
職
人
に
な
っ
た
ん
で
す
け
ど
、
翌
年
の

関
東
大
震
災
で
親
方
が
亡
く
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
親
方

に
跡
取
り
が
い
な
く
て
…
。
当
時
は
鎌
倉
で
も
大
き
な

畳
屋
さ
ん
で
職
人
も
た
く
さ
ん
い
た
ん
で
す
け
ど
、
結

局
親
父
が
そ
こ
を
継
ぐ
こ
と
に
な
っ
た
ん
で
す
」

　
そ
の
後
、
昭
和
五
（
一
九
三
〇
）
年
に
父
が
独
立
、
関

芳
畳
店
は
廃
業
し
た
た
め
、
そ
の
顧
客
も
父
が
引
き
継

ぐ
こ
と
に
な
っ
た
。

　「
最
初
は
針
の
使
い
方
を
身
に
つ
け
る
の
に
い
い
っ

て
い
う
ん
で
、
ゴ
ザ
を
縫
わ
さ
れ
ま
し
た
ね
。
親
父
が

家
の
作
業
場
で
仕
事
し
て
る
時
は
そ
ば
で
見
て
ま
し
た

け
ど
、
そ
の
こ
ろ
の
仕
事
は
だ
い
た
い
納
め
る
先
の
家

ま
で
出
か
け
て
、
そ
こ
の
庭
で
作
業
を
や
る
。
私
は
つ

い
て
行
っ
て
も
や
る
こ
と
な
い
か
ら
留
守
番
で
、『
帰

る
ま
で
に
こ
の
ゴ
ザ
五
枚
作
っ
と
け
』と
。
で
、
教
わ
っ

た
通
り
や
る
ん
だ
け
ど
、
で
き
て
な
い
と
怒
ら
れ
た
り
。

一
人
で
表
替
え
が
あ
る
程
度
で
き
る
よ
う
に
な
る
ま
で
、

三
年
か
四
年
か
か
り
ま
し
た
」

　
畳
は
日
本
で
考
案
さ
れ
、
発
展
し
て
き
た
独
自
の
建

築
材
で
あ
る
。
初
期
は
藁わ

ら

を
編
ん
だ
莚

む
し
ろ

状
の
も
の
を
板

の
間
の
座
る
場
所
に
敷
い
て
座
布
団
の
よ
う
に
使
っ
て

い
た
が
、
鎌
倉
時
代
あ
た
り
か
ら
部
屋
全
体
に
敷
き
詰

め
て
床
材
と
し
て
使
用
す
る
よ
う
に
な
り
、
江
戸
時
代

に
は
庶
民
の
家
屋
に
も
浸
透
し
て
い
っ
た
。

　
約
三
〇
㌔
の
稲
藁
を
厚
さ
五
㌢
㍍
ほ
ど
に
圧
縮
し
た

「
畳
床
」に
い
草
で
編
ん
だ「
畳
表
」
を
巻
き
つ
け
、さ
ら

に
縁
の
部
分
を
「
畳

た
た
み

縁べ
り

」
で
縫
い
つ
け
る
の
が
基
本
構

造
。
断
熱
性
・
保
温
性
・
吸
放
湿
性
に
優
れ
、
弾
力
の

あ
る
素
材
の
た
め
衝
撃
や
音
の
伝
達
を
和
ら
げ
る
効
果

も
あ
る
。
高
温
多
湿
の
日
本
の
気
候
に
適
し
た
特
長
を

備
え
て
い
る
が
、
手
入
れ
が
楽
な
フ
ロ
ー
リ
ン
グ
の
普

及
と
と
も
に
そ
の
数
は
減
少
の
一
途
を
た
ど
っ
て
き
た
。

　「
昔
は
ど
の
家
に
も
畳
の
部
屋
が
い
く
つ
も
あ
っ
て
、

暮
れ
に
な
る
と
毎
年
の
よ
う
に
畳
を
張
り
替
え
る
家
が

あ
っ
た
ん
で
す
よ
。
新
年
を
ま
っ
さ
ら
な
畳
で
迎
え
た

い
っ
て
い
う
年
中
行
事
み
た
い
な
も
ん
で
し
ょ
う
け
ど

ね
。
だ
か
ら
畳
屋
の
年
末
は
忙
し
か
っ
た
」

　「
今
は
和
室
自
体
が
減
っ
て
る
し
、
日
本
間
が
あ
っ
て

も
物
置
に
し
て
る
っ
て
い
う
し
…
。表
替
え
や
裏
返
し
も

な
か
な
か
や
ら
な
い
か
ら
、
若
い
人
は
『
畳
は
張
り
替

え
て
使
う
も
の
』
っ
て
い
う
こ
と
も
知
ら
な
い
ん
だ
ろ

う
な
ぁ
と
思
い
ま
す
ね
」

　
結
果
、
畳
産
業
も
合
理
化
を
迫
ら
れ
、
ほ
と
ん
ど
の

工
程
で
機
械
を
使
っ
て
製
造
す
る
業
者
も
多
い
。

　「
一
概
に
ど
ち
ら
が
い
い
悪
い
な
ん
て
言
え
な
い
で

す
よ
。
昔
の
機
械
は
精
度
が
悪
く
て
『
手
の
方
が
い

い
』
っ
て
馬
鹿
に
し
て
た
け
ど
、
今
や
主
流
で
す
か
ら
」

　
し
か
し
畳
工
房
金
子
で
は
、
ご
く
一
部
の
縁
を
縫
う

作
業
を
除
い
て
全
て
が
手
仕
事
だ
。

　「
最
初
か
ら
機
械
あ
り
き
で
教
わ
っ
ち
ゃ
う
と
、
何

か
あ
っ
た
時
に
ど
う
し
よ
う
も
な
い
。
手
で
覚
え
て
お

け
ば
、
い
ざ
っ
て
い
う
時
の
対
処
が
で
き
る
。
だ
か
ら

こ
の
技
術
は
残
し
て
お
き
た
い
っ
て
い
う
の
も
あ
る
し
、

何
よ
り
も
私
は
手
で
や
っ
た
方
が
面
白
い
ん
で
す
。

五
〇
年
同
じ
よ
う
に
作
っ
て
き
た
つ
も
り
で
も
、
毎
回

毎
回
、
一
畳
一
畳
違
う
。
新
築
の
部
屋
に
持
っ
て
い
っ

た
畳
が
き
れ
い
に
す
っ
と
納
ま
る
か
ど
う
か
、
入
れ
る

時
は
今
で
も
ド
キ
ド
キ
し
ま
す
よ
」

　
手
仕
事
な
ら
で
は
の
緊
張
感
と
昂
揚
感
を
味
わ
う
た

め
、
金
子
は
今
日
も
畳
を
作
り
続
け
る
。

右／畳床は大事に使えば50年は持つ。「表替え」で表面を張り替えるだけでリニューアルできる経済性も畳の
メリットだ。左／畳床の裏に、位置と方角が書かれている。最初に部屋の寸法を測る時点から高い精度が要求
される。

機
械
に
は
機
械
の

便
利
さ
が
あ
る
。で
も
、

い
ざ
と
い
う
時
頼
れ
る
の
は

自
分
の
腕
だ
け

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

「
手
仕
事
」へ
の
思
い
、達
成
感
が
や
み
つ
き
に

日
本
独
自
の
建
材

―
畳
の
現
状

畳表を畳床に仮止めする「まち針」


