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職
人
の
手
技
が
生
み
出
す
抜
群
の
切
れ
味 

　
湿
気
を
含
ん
で

い
た
風
が
、
軽
や

か
な
秋
風
に
変
わ

る
と
、秋
刀
魚
が

旬
を
む
か
え
る
。

脂
の
の
っ
た
秋
刀

魚
に
は
、白
い
大
根
お
ろ
し
が
欠
か
せ
な
い
。

日
本
は
世
界
一
の
大
根
消
費
国
で
あ
り
、ま

た
、野
菜
を「
お
ろ
す
」
と
い
う
調
理
法
も
、

他
国
で
は
あ
ま
り
み
ら
れ
な
い
、日
本
独
特

の
も
の
だ
そ
う
だ
。 

　
天
ぷ
ら
に
、焼
き
魚
に
、鍋
に
、大
活
躍
の

大
根
お
ろ
し
だ
が
、家
庭
で
作
っ
て
み
る
と
、

水
分
が
出
す
ぎ
て
な
か
な
か
美
味
し
く
作

る
の
は
難
し
い
。
料
亭
で
味
わ
う
雪
の
よ
う

な
お
ろ
し
は
ど
う
し
た
ら
で
き
る
の
だ
ろ

う
か
。
料
亭
の
板
前
が
こ
ぞ
っ
て
愛
用
す
る

銅
製
の
お
ろ
し
金
が
あ
る
。な
か
に
は
修
理

を
し
な
が
ら
半
世
紀
以
上
使
用
し
て
い
る

板
前
も
い
る
と
い
う
。こ
の
銅
の
お
ろ
し
金

を
手
づ
く
り
で
仕
上
げ
て
い
る
職
人
の
も
と

を
訪
ね
て
み
た
。 

 

息
を
飲
む
手
技
。
整
然
と
並
ぶ
目 

 

　
大
矢
製
作
所
は
、日
本
で
数
少
な
い
純
銅

お
ろ
し
金
を
専
門
と
す
る
製
作
所
で
、師

匠
の
大
矢
さ
ん
と
弟
子
の
岩
渕
さ
ん
が
中

心
と
な
っ
て
お
ろ
し
金
を
製
作
し
て
い
る
。

大
矢
さ
ん
は
、先
代
が
は
じ
め
た
銅
壷
屋
を

継
ぎ
、年
間
数
万
枚
に
及
ぶ
純
銅
お
ろ
し

金
を
製
作
し
て
い
る
が
、現
在
、注
文
に
対

し
出
荷
が
追
い
つ
か
な
い
状
態
だ
と
い
う
。 

　
銅
の
お
ろ
し
金
は
ど
の
よ
う
に
つ
く
ら
れ

る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
、定
尺
銅
板
を
型
に

合
わ
せ
て
切
り
、切
り
と
ら
れ
た
原
板
は
、

叩
い
て
硬
度
が
高
め
ら
れ
る
。そ
し
て
縁
取

り
を
し
、錫
め
っ
き
が
施
さ
れ
る
。こ
こ
か
ら

が
、お
ろ
し
金
の
命
と
も
い
う
べ
き
、板
に
細

か
い
目（
突
起
）を
立
て
る「
目
立
て
」
作
業

が
行
わ
れ
る
。 

　
目
は
、鏨
と
金
鎚
の
二
つ
の
道
具
だ
け
で

作
ら
れ
る
。
鏨
を
、板
面
に
対
し
四
五
度
の

角
度
で
打
ち
込
み
、目
を
立
て
る
。リ
ズ
ミ

カ
ル
に
ス
ピ
ー
デ
ィ
に
。岩
渕
さ
ん
は
感
覚
だ

け
で
、ま
っ
す
ぐ
目
を
立
て
て
い
く
、ま
る
で

精
密
な
機
械
の
よ
う
に
、正
確
に
、す
ば
や

く
、手
が
舞
う
。 

　
で
き
上
が
っ
た
お
ろ

し
金
を
拡
大
鏡
で
の
ぞ

く
と
、息
を
飲
む
。
等

間
隔
に
、一
定
の
密
度
で
、

目
が
そ
そ
り
立
って
い
る
。

人
間
の
手
か
ら
で
き
た

も
の
と
思
え
な
い
緻
密

さ
で
あ
る
。岩
渕
さ
ん
は
、

「
良
い
目
は
、目
の
中
が

つ
や
つ
や
し
て
い
る
。
鏨

の
状
態
が
良
い
時
、そ
れ
に
リ
ズ
ム
、ス
ピ
ー

ド
が
揃
う
と
、本
当
に
き
れ
い
な
目
が
で
き

る
」と
言
う
。 
 

手
仕
事
に
最
適
な
銅
が
、シ
ャ
ー
プ
な

目
を
つ
く
り
だ
す 

 

　
規
則
的
に
見
え
る
目
だ
が
、実
は
手
づ
く

り
の
た
め
、わ
ず
か
に
不
揃
い
と
な
っ
て
い
る
。

機
械
で
つ
く
ら
れ
た
お
ろ
し
金
は
、目
が
均
一

で
あ
る
た
め
お
ろ
し
て
い
る
う
ち
に
野
菜
に

筋
が
で
き
て
し
ま
い
、回
し
な
が
ら
お
ろ
さ

な
く
て
は
い
け
な
い
が
、こ
の
お
ろ
し
金
は
、

お
ろ
す
度
に
素
材
が
目
に
か
か
り
、手
ご
た

え
が
変
わ
る
こ
と
が
な
い
。そ
し
て
こ
の
お

ろ
し
金
は
、な
ん
と
い
っ
て
も
切
れ
味
の
良
さ

が
特
長
で
あ
る
。
切
れ
味
の
悪
い
目
で
お
ろ

す
と
、野
菜
の
繊
維
と
水
分
が
分
離
し
味

を
損
な
っ
て
し
ま
う
が
、こ
の
お
ろ
し
金
は
、

硬
質
な
純
銅（
リ
ン
脱
酸
銅
）を
、さ
ら
に
叩

き
硬
化
さ
せ
て
目
を
立
て
る
の
で
鋭
い
切
れ

味
を
も
つ
。こ
の
抜
群
の
切
れ
味
が
、素
材

を
す
り
つ
ぶ
す
こ
と
な
く
、繊
維
を
細
か
く

切
り
、旨
味
の
あ
る
お
ろ
し
を
作
り
上
げ
る

の
だ
。 

　
「
こ
れ
が
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
だ
と
柔
ら
か
す

ぎ
て
シ
ャ
ー
プ
な
目
が
起
き
ず
、ま
た
鉄
だ

と
硬
す
ぎ
て
、手
仕
事
に
む
か
な
い
。
銅
は

手
仕
事
を
す
る
最
適
の
硬
度
を
持
ち
合
わ

せ
て
い
る
」と
大
矢
さ
ん
は
語
る
。 

 

歴
史
と
と
も
に
、技
は
極
め
ら
れ
る 

 

　
銅
の
お
ろ
し
金
の
歴
史
は
古
く
、江
戸
時

代
前
期
の
正
徳
二
年（
一
七
一
二
年
）の
百
科

事
典
「
和
漢
三
才
図
絵
」に
は
、銅
の
お
ろ

し
金
に
つ
い
て
、「
〜
か
た
ち
は
小
さ
な
ち
り

取
り
の
よ
う
で
爪
刺（
目
）が
起
こ
し
て
あ

る
。わ
さ
び
、し
ょ
う
が
、甘
藷
な
ど
を
す
る
。

〜
」
と
い
う
説
明
と
と
も
に
、今
と
ほ
と
ん

ど
同
じ
形
状
の
銅
の
お
ろ
し
金
が
図
示
さ

れ
て
い
る
。
銅
の
お
ろ
し
金
は
、江
戸
時
代

か
ら
使
用
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。 

　
銅
の
お
ろ
し
金
は
、長
期
間
の
使
用
で
目

が
す
り
減
っ
て
く
る
が
、目
立
て
直
し
を
行

う
こ
と
で
、半
世
紀
以
上
も
持
つ
。
大
矢
さ

ん
の
手
も
と
に
は
、十
数
年
前
に
自
分
が
手

が
け
た
お
ろ
し
金
が
修
理
で
戻
っ
て
く
る
。

そ
の
目
を
み
る
と
、目
の
違
い
に
気
づ
く
と
い

う
。「
目
の
立
ち
や
す
い
角
度
、方
法
を
日
々
、

体
で
会
得
し
て
く
の
で
、腕
は
知
ら
な
い
う

ち
に
上
達
し
て
い
る
。十
年
後
、二
十
年
後
、

今
よ
り
も
き
っ
と
い
い
目
が
で
き
て
い
る
と

思
い
ま
す
よ
」と
大
矢
さ
ん
は
語
る
。 

　
目
立
て
直
し
を
行
う
度
に
、前
よ
り
す

ぐ
れ
た
目
が
立
て
ら
れ
る
。刻
ま
れ
た
銅
お

ろ
し
金
の
歴
史
の
分
だ
け
、目
は
鋭
さ
を
増

し
、お
ろ
し
の
味
は
美
味
に
な
る
。こ
だ
わ

り
あ
る
板
前
が
長
く
愛
用
す
る
理
由
が
わ

か
っ
た
よ
う
な
気
が
し
た
。 

 

銅板 
切り取った銅板（左）が、叩かれて硬度が 
高められ（中）、錫めっきが施される（右） 
 

目立て 
規則的なリズムで鏨が打ち込まれ、 
瞬く間に目が立っていく 

目の拡大 
目は職人に定められた 
方向へ、整然と、勢い 
よく飛び上がっている 

道具 
良い目を立てるには、鏨の精度が要求される。 
多い時にはおろし金一枚つくるごとに、鏨が 
削ずられる 

鏨 
たがね 

師匠の大矢 昭夫さん 
 

弟子の岩渕 辰夫さん 

た
が
ね 


