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七
百
余
年
に
わ
た
り

愛
さ
れ
て
き
た
和
硯
の
銘
品

雨
畑
硯
の
材
料
と
な
る
原
石
は
、

墨
を
す
る
際
に
や
す
り
の
役
割
を
果
た
す

硯
面
の
粒
子「
鋒
鋩
」が
細
か
く
均
一
な
こ
と
か
ら
、

硯
に
最
適
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
き
た
。

そ
し
て
、そ
の
原
石
と
向
き
合
い
、

魂
を
込
め
て
彫
り
続
け
て
き
た
職
人
た
ち
が
い
る
。

伝
統
を
受
け
継
ぎ
守
り
抜
く
信
念
と
、

未
来
に
つ
な
げ
る
地
道
な
努
力
、斬
新
な
発
想
力
。

そ
の
目
に
、そ
し
て
手
に
宿
る
職
人
そ
れ
ぞ
れ
の
熱
き
思
い
。

心
を
映
す
硯
の
世
界
が
こ
こ
か
ら
生
ま
れ
る
。

ほ
う
ぼ
う
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『
山
梨
て
く
て
く
』は

歩
く
速
さ
で
じ
っ
く
り
と

山
梨
の
魅
力
を
紹
介
し
て
い
き
ま
す
。

古
く
か
ら
文
人
墨
客
に
愛
用
さ
れ
て
い
る「
雨
畑
硯
」。

今
回
は
、雨
畑
硯
の
歴
史
と
、

郷
土
の
文
化
を
愛
す
る
人
々
の
思
い
に
触
れ
な
が
ら
、

早
川
町
雨
畑
を
中
心
に『
て
く
て
く
』。

こ
ん
な
山
梨
が
あ
っ
た
ん
だ
、と
思
え
る
発
見
や
感
動
を

見
つ
け
て
い
た
だ
け
る
と
思
い
ま
す
。

あ
め
は
た 

す
ず
り

﹇ 

て
く
て
く 

〝
食
〞 ﹈

心
を
ほ
ぐ
す
優
し
い
味
わ
い
。

雨
畑
の
自
然
が
育
む
オ
ー
ガ
ニ
ッ
ク
紅
茶
。
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の
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」の
歴
史
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ご
縁
を
紡
ぎ
い
つ
の
日
か

地
域
の
魅
力
を
伝
え
る
宿
を

14
｜﹇ 
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て
く 

甲
斐
の
口くに  

﹈

身
延
駅（
雨
畑
編
）

16
｜

FE ATUR E

Kofu

Kajikazawaguchi

Minobu

to Tokyo

to Nagano

to Shizuoka

峯硯堂本舗

甲斐雨端硯本舗・
雨宮弥兵衛

硯の里キャンプ場

硯匠庵

やませみ

赤沢宿「宿の駅 清水屋」

ヴィラ雨畑

Otsuki

Kawaguchiko

あ
め

は
た

す
ず
り

03 02



七
百
余
年
に
わ
た
り

愛
さ
れ
て
き
た
和
硯
の
銘
品

雨
畑
硯
の
材
料
と
な
る
原
石
は
、

墨
を
す
る
際
に
や
す
り
の
役
割
を
果
た
す

硯
面
の
粒
子「
鋒
鋩
」が
細
か
く
均
一
な
こ
と
か
ら
、

硯
に
最
適
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
き
た
。

そ
し
て
、そ
の
原
石
と
向
き
合
い
、

魂
を
込
め
て
彫
り
続
け
て
き
た
職
人
た
ち
が
い
る
。

伝
統
を
受
け
継
ぎ
守
り
抜
く
信
念
と
、

未
来
に
つ
な
げ
る
地
道
な
努
力
、斬
新
な
発
想
力
。

そ
の
目
に
、そ
し
て
手
に
宿
る
職
人
そ
れ
ぞ
れ
の
熱
き
思
い
。

心
を
映
す
硯
の
世
界
が
こ
こ
か
ら
生
ま
れ
る
。

ほ
う
ぼ
う

03
｜
雨
畑
硯

七
百
余
年
に
わ
た
り
愛
さ
れ
て
き
た
和
硯
の
銘
品

04
｜
日
本
人
の
美
意
識
と
硯

06
｜
硯
文
化
を
守
り
育
む
現
代
の
名
工

CONTENTS VOL. 11
山
深
き
里
で
生
ま
れ
た

黒
く
輝
く
雨
畑
硯

｜特 集｜

『
山
梨
て
く
て
く
』は

歩
く
速
さ
で
じ
っ
く
り
と

山
梨
の
魅
力
を
紹
介
し
て
い
き
ま
す
。

古
く
か
ら
文
人
墨
客
に
愛
用
さ
れ
て
い
る「
雨
畑
硯
」。

今
回
は
、雨
畑
硯
の
歴
史
と
、

郷
土
の
文
化
を
愛
す
る
人
々
の
思
い
に
触
れ
な
が
ら
、

早
川
町
雨
畑
を
中
心
に『
て
く
て
く
』。

こ
ん
な
山
梨
が
あ
っ
た
ん
だ
、と
思
え
る
発
見
や
感
動
を

見
つ
け
て
い
た
だ
け
る
と
思
い
ま
す
。

あ
め
は
た 

す
ず
り

﹇ 

て
く
て
く 

〝
食
〞 ﹈

心
を
ほ
ぐ
す
優
し
い
味
わ
い
。

雨
畑
の
自
然
が
育
む
オ
ー
ガ
ニ
ッ
ク
紅
茶
。

12
｜ ﹇ 

て
く
て
く 

〝
伝
〞 ﹈

和
硯
の
銘
品「
雨
畑
硯
」の
歴
史

08
｜﹇ 

て
く
て
く 

〝
住
〞 ﹈

ご
縁
を
紡
ぎ
い
つ
の
日
か

地
域
の
魅
力
を
伝
え
る
宿
を

14
｜﹇ 

て
く
て
く 

甲
斐
の
口くに  

﹈

身
延
駅（
雨
畑
編
）

16
｜

FE ATUR E

Kofu

Kajikazawaguchi

Minobu

to Tokyo

to Nagano

to Shizuoka

峯硯堂本舗

甲斐雨端硯本舗・
雨宮弥兵衛

硯の里キャンプ場

硯匠庵

やませみ

赤沢宿「宿の駅 清水屋」

ヴィラ雨畑

Otsuki

Kawaguchiko

あ
め

は
た

す
ず
り

03 02



一
方
、墨
を
す
り
な
が
ら
自
分
の
内
面
と
向
き
合
う
精

神
的
な
オ
ブ
ジ
ェ
で
も
あ
り
ま
す
。そ
ん
な
硯
を
作
る

た
め
に
は
、い
か
に
精
神
を
込
め
深
く
追
求
し
て
い
く

か
が
求
め
ら
れ
る
の
で
す
」

　「雨
畑
硯
の
原
石
が
採
れ
る
辺
り
は
山
深
く
、そ
こ
に

た
た
ず
ん
で
い
る
だ
け
で
、森
の
空
気
や
大
地
の
息
吹

と
い
っ
た
も
の
が
自
分
の
中
に
入
っ
て
く
る
よ
う
に
感

じ
ま
す
。ま
た
、そ
れ
は
石
の
中
に
も
込
め
ら
れ
て
い
る

わ
け
で
、自
分
の
イ
メ
ー
ジ
と
、石
が
持
つ
歴
史
や
存
在

感
な
ど
が
関
係
し
合
っ
て
一
つ
の
形
に
な
っ
て
い
く
の

で
す
。雨
畑
硯
の
魅
力
に
は
、そ
う
い
っ
た
地
域
性
と
密

接
な
関
係
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。こ
の
雨
畑
硯
の
素
晴

ら
し
さ
を
知
っ
て
も
ら
い
、硯
が
山
梨
の
伝
統
工
芸
と

し
て
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
世
に
示
し
て
い
く
た
め

に
、私
は
、日
本
伝
統
工
芸
展
に
も
作
品
を
出
し
続
け
て

い
ま
す
。さ
ら
に
海
外
に
も
広
め
て
い
く
た
め
に
、見
て

い
る
だ
け
で
心
安
ら
ぐ
禅
ス
ト
ー
ン
の
よ
う
な
感
じ

で
、実
用
性
と
同
時
に
硯
の
造
形
的
な
魅
力
を
ア
ピ
ー

ル
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
」

　「今
の
子
ど
も
た
ち
の
ほ
と
ん
ど
は
、石
で
は
な
い
樹

FE ATUR E

硯
と
は
自
分
の
内
面
と
向
き
合
う
精
神
の
器

　「
芸
術
の
道
に
進
む
上
で
、ア
メ
リ
カ
の
作
曲
家
・

ジ
ョ
ン・ケ
ー
ジ
の
作
品『
4
分
33
秒
』に
大
き
な
影
響
を

受
け
ま
し
た
。作
品
が
作
品
と
し
て
成
り
立
つ
た
め
に

は
自
分
が
能
動
的
に
何
か
を
得
て
、そ
れ
に
意
味
を
見

い
だ
す
こ
と
が
必
要
な
の
で
す
。そ
し
て
肝
心
な
の
は
、

自
分
が
そ
の
世
界
と
ど
う
関
わ
る
か
と
い
う
こ
と
で

す
。学
生
時
代
に
こ
の
よ
う
な
芸
術
に
触
れ
た
こ
と
で
、

何
の
た
め
に
物
を
つ
く
る
の
か
を
意
識
す
る
よ
う
に

な
っ
て
い
き
ま
し
た
。

　大
学
で
彫
刻
を
学
び
、あ
る
程
度
の
自
信
を
持
っ
て

家
業
に
入
り
ま
し
た
が
、簡
単
に
は
い
き
ま
せ
ん
で
し

た
。硯
は
た
だ
面
白
い
形
だ
け
で
は
良
い
物
に
な
ら
な

い
こ
と
を
実
感
し
た
ん
で
す
。当
時
、私
の
中
で
は
、芸

術
と
地
場
産
業
的
な
工
芸
は
別
物
だ
と
い
う
感
覚
が
あ

り
ま
し
た
。し
か
し
今
と
な
っ
て
み
れ
ば
、そ
ん
な
境
目

は
全
く
無
意
味
だ
と
感
じ
ま
す
し
、自
分
に
と
っ
て
硯
は

現
代
彫
刻
だ
と
い
え
ま
す
。硯
は
、実
用
的
な
物
で
あ
る

一
つ
の
素
材
と
の
出
会
い
。

自
分
と
素
材
と
が
関
係
し
合
っ
て

形
は
作
ら
れ
て
い
く
。

文
化
を
支
え
て
い
る
と
い
う
プ
ラ
イ
ド
。

そ
し
て
見
つ
め
る
未
来
。

芸
術
と
工
芸
に
境
は
な
い
。

硯
は
精
神
を
込
め
た
現
代
彫
刻
。

脂
製
の
硯
と
、墨
汁
を
使
っ
て
い
ま
す
。書
道
へ
の
興
味

を
広
げ
る
と
い
う
必
要
性
も
あ
る
の
で
否
定
は
し
ま
せ

ん
が
、私
の
と
こ
ろ
に
体
験
学
習
に
来
る
子
ど
も
た
ち

の
多
く
も
、硯
が
本
来
何
の
た
め
に
あ
る
の
か
を
知
ら

な
い
と
い
う
の
が
現
状
で
す
。で
す
か
ら
硯
を
作
る
よ

り
も
硯
で
墨
を
す
る
体
感
を
重
視
し
て
い
ま
す
。実
際

に
墨
を
す
っ
て
み
た
子
ど
も
た
ち
か
ら
は『
気
持
ち
が

落
ち
着
く
』『
い
い
匂
い
が
す
る
』な
ど
の
声
が
聞
こ
え

て
き
ま
す
。す
っ
た
墨
で
、毎
回『
夢
』と
い
う
字
を
書
い

て
も
ら
っ
て
い
ま
す
が
、墨
の
色
や
に
じ
み
具
合
な
ど
、

墨
汁
で
書
く
の
と
は
違
う
い
ろ
ん
な『
夢
』が
表
現
さ
れ

る
こ
と
に
、子
ど
も
た
ち
も
楽
し
さ
を
感
じ
て
く
れ
て

い
ま
す
。

　漢
字
を
使
っ
て
い
る
限
り
、手
で
書
く
魅
力
は
な
く

な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。つ
ま
り
硯
は
日
本
文
化
の
中

で
、な
く
て
は
な
ら
な
い
ア
イ
テ
ム
で
あ
る
こ
と
は
間

違
い
あ
り
ま
せ
ん
。そ
の
中
で
自
分
が
硯
の
作
品
を
作

り
続
け
、そ
し
て
広
め
て
い
く
こ
と
で
、微
力
な
が
ら
日

本
文
化
を
支
え
て
い
る
、そ
う
い
う
プ
ラ
イ
ド
を
常
に

持
っ
て
や
っ
て
い
る
ん
で
す
」

弥太郎さん制作の硯「蝶想硯」（15.0×24.2×3.7cm）

甲斐雨端硯本舗・雨宮弥兵衛は、

元禄3年の創業以来、320年以上にわたり、その技を伝え続けてきた老舗。

13代目となる雨宮弥太郎さんは、東京藝術大学で彫刻を学び、

卒業後は海外の美術動向などにも影響を受けながら、故郷に戻り硯作家となりました。

一目で人の心を捉える、現代彫刻としての硯について、弥太郎さんが語ります。

甲斐雨端硯本舗・雨宮弥兵衛

富士川町鰍沢5411／TEL. 0556-27-0107

日
本
人
の
美
意
識
と
硯

甲斐雨端硯本舗・雨宮弥兵衛

雨宮 弥太郎さ
  ん

国民栄誉賞を受賞した将棋の羽生善治氏と
囲碁の井山裕太氏に記念品として贈られた硯
を制作。「勝負の世界に向き合う精神と、いかに
内容を深めていくかという信念は、ものづくりの世
界とも共通するものだと感じ、リスペクトを込め品
格のあるものを作りました」と弥太郎さん

※『4分33秒』はジョン・ケージが1952年に作曲した3
楽章から成る楽曲で、休止を表すTACET（タセッ
ト）が全楽章で指示されていて、演奏者は何も演奏
しない、というもの。「現代音楽」の一つであり多くの
アーティストに影響を与えている。

※

雨畑硯を彫り続けてきた武骨な手。「ものづくりをする人
間として、この手を誇りに思っています」と弥太郎さん
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ら
れ
て
い
く
。

文
化
を
支
え
て
い
る
と
い
う
プ
ラ
イ
ド
。

そ
し
て
見
つ
め
る
未
来
。

芸
術
と
工
芸
に
境
は
な
い
。

硯
は
精
神
を
込
め
た
現
代
彫
刻
。

脂
製
の
硯
と
、墨
汁
を
使
っ
て
い
ま
す
。書
道
へ
の
興
味

を
広
げ
る
と
い
う
必
要
性
も
あ
る
の
で
否
定
は
し
ま
せ

ん
が
、私
の
と
こ
ろ
に
体
験
学
習
に
来
る
子
ど
も
た
ち

の
多
く
も
、硯
が
本
来
何
の
た
め
に
あ
る
の
か
を
知
ら

な
い
と
い
う
の
が
現
状
で
す
。で
す
か
ら
硯
を
作
る
よ

り
も
硯
で
墨
を
す
る
体
感
を
重
視
し
て
い
ま
す
。実
際

に
墨
を
す
っ
て
み
た
子
ど
も
た
ち
か
ら
は『
気
持
ち
が

落
ち
着
く
』『
い
い
匂
い
が
す
る
』な
ど
の
声
が
聞
こ
え

て
き
ま
す
。す
っ
た
墨
で
、毎
回『
夢
』と
い
う
字
を
書
い

て
も
ら
っ
て
い
ま
す
が
、墨
の
色
や
に
じ
み
具
合
な
ど
、

墨
汁
で
書
く
の
と
は
違
う
い
ろ
ん
な『
夢
』が
表
現
さ
れ

る
こ
と
に
、子
ど
も
た
ち
も
楽
し
さ
を
感
じ
て
く
れ
て

い
ま
す
。

　漢
字
を
使
っ
て
い
る
限
り
、手
で
書
く
魅
力
は
な
く

な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。つ
ま
り
硯
は
日
本
文
化
の
中

で
、な
く
て
は
な
ら
な
い
ア
イ
テ
ム
で
あ
る
こ
と
は
間

違
い
あ
り
ま
せ
ん
。そ
の
中
で
自
分
が
硯
の
作
品
を
作

り
続
け
、そ
し
て
広
め
て
い
く
こ
と
で
、微
力
な
が
ら
日

本
文
化
を
支
え
て
い
る
、そ
う
い
う
プ
ラ
イ
ド
を
常
に

持
っ
て
や
っ
て
い
る
ん
で
す
」

弥太郎さん制作の硯「蝶想硯」（15.0×24.2×3.7cm）

甲斐雨端硯本舗・雨宮弥兵衛は、

元禄3年の創業以来、320年以上にわたり、その技を伝え続けてきた老舗。

13代目となる雨宮弥太郎さんは、東京藝術大学で彫刻を学び、

卒業後は海外の美術動向などにも影響を受けながら、故郷に戻り硯作家となりました。

一目で人の心を捉える、現代彫刻としての硯について、弥太郎さんが語ります。

甲斐雨端硯本舗・雨宮弥兵衛

富士川町鰍沢5411／TEL. 0556-27-0107

日
本
人
の
美
意
識
と
硯

甲斐雨端硯本舗・雨宮弥兵衛

雨宮 弥太郎さ
  ん

国民栄誉賞を受賞した将棋の羽生善治氏と
囲碁の井山裕太氏に記念品として贈られた硯
を制作。「勝負の世界に向き合う精神と、いかに
内容を深めていくかという信念は、ものづくりの世
界とも共通するものだと感じ、リスペクトを込め品
格のあるものを作りました」と弥太郎さん

※『4分33秒』はジョン・ケージが1952年に作曲した3
楽章から成る楽曲で、休止を表すTACET（タセッ
ト）が全楽章で指示されていて、演奏者は何も演奏
しない、というもの。「現代音楽」の一つであり多くの
アーティストに影響を与えている。

※

雨畑硯を彫り続けてきた武骨な手。「ものづくりをする人
間として、この手を誇りに思っています」と弥太郎さん
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　「硯
で
墨
を
す
っ
て
筆
で
書
く
文
化
が
全
盛
だ
っ
た

父
の
時
代
を
知
る
私
は
、今
の
よ
う
な
時
代
が
来
る
と

は
夢
に
も
思
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。時
代
の
流
れ
の

中
で
、中
国
か
ら
硯
や
墨
な
ど
が
た
く
さ
ん
入
っ
て
き

た
こ
と
も
あ
り
、私
た
ち
の
伝
統
的
な
硯
産
業
は
下
火

に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。書
道
人
口
は
ま
だ
多
い
と
は

い
え
、墨
汁
が
使
わ
れ
る
こ
と
で
硯
で
墨
を
す
る
人
は

減
っ
て
き
ま
し
た
し
、学
校
の
習
字
の
授
業
で
も
墨
を

す
る
時
間
が
な
い
の
が
現
実
で
す
。父
が
亡
く
な
り
本

　「家
業
に
入
っ
た
の
は
昭
和
44（
1
9
6
9
）年
、高
校

を
卒
業
し
た
時
で
し
た
。私
は
、父
が
硯
を
作
る
姿
を

ず
っ
と
見
て
育
ち
ま
し
た
。伝
統
あ
る
雨
畑
硯
の
製
造

販
売
業
を
営
む
家
に
生
ま
れ
た
か
ら
に
は
、こ
の
仕
事

を
継
ぐ
の
は
当
た
り
前
だ
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。し
か

し
、す
ぐ
に
硯
の
作
り
方
を
教
え
て
も
ら
え
る
わ
け
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。最
初
は
、硯
を
磨
く
作
業
な
ど
下
働
き

を
し
な
が
ら
、父
が
彫
る
様
子
を
見
て
覚
え
る
だ
け
で

し
た
。職
人
の
技
は
見
て
盗
む
、と
い
う
こ
と
で
す
。の

み
は
簡
単
に
は
持
た
せ
て
も
ら
え
ず
、ま
し
て
や
貴
重

な
原
石
は
譲
っ
て
も
ら
え
る
わ
け
が
あ
り
ま
せ
ん
か

ら
、製
品
に
で
き
な
い
不
要
な
石
を
削
る
こ
と
か
ら
始

め
た
ん
で
す
。そ
の
こ
ろ
は
、製
品
の
箱
詰
め
や
発
送
の

作
業
を
し
た
り
、問
屋
に
行
っ
て
注
文
を
取
っ
た
り
も

し
ま
し
た
。作
る
だ
け
じ
ゃ
な
く
、お
客
さ
ん
と
会
話
を

し
た
り
、営
業
全
般
に
携
わ
っ
た
り
し
た
こ
と
で
、情
報

も
得
ら
れ
勉
強
に
な
り
ま
し
た
。そ
う
し
た
経
験
が

あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、自
然
と
自
分
な
り
に
納
得
の
い
く

も
の
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。そ

れ
で
も
父
が
い
て
く
れ
る
う
ち
は
ま
だ
甘
え
て
い
た
ん

で
す
ね
。父
が
亡
く
な
っ
て
、こ
れ
は
大
変
な
こ
と
だ
と

初
め
て
分
か
っ
た
ん
で
す
。そ
こ
か
ら
仕
事
に
打
ち
込

む
姿
勢
が
大
き
く
変
わ
り
ま
し
た
。そ
れ
が
今
か
ら
25

年
ほ
ど
前
、40
歳
に
な
っ
た
こ
ろ
で
す
」

FE ATUR E

甲州銘石雨畑硯製造本家 峯硯堂本舗 代表

雨宮 正美さ
  ん

硯
文
化
を
守
り
育
む

現
代
の
名
工

雨
畑
硯
の
伝
統
を
守
る
、職
人
の
信
念
。

硯
を
使
う
文
化
と

伝
統
技
術
を
次
世
代
に
。

偉
大
な
父
の
背
中
を
追
い

硯
の
世
界
へ
。

格
的
に
家
業
を
引
き
継
い
で
か
ら
は
、ま
さ
に
激
動
の

時
代
で
し
た
。し
か
し
、こ
こ
で
雨
畑
硯
の
伝
統
と
文
化

を
絶
や
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
、そ
ん
な
信
念
の
下
、今

日
ま
で
頑
張
っ
て
き
て
い
る
わ
け
で
す
」

　「硯
を
使
っ
た
人
が
喜
ん
で
く
れ
る
、こ
れ
が
一
番
大

切
な
ん
で
す
。使
っ
て
も
ら
っ
て
そ
の
価
値
を
分
か
っ
て

ほ
し
い
の
で
、店
に
来
て
く
れ
た
お
客
さ
ん
と
は
本
音

で
話
を
し
ま
す
し
、実
際
に
硯
で
墨
を
す
っ
て
も
ら
い

ま
す
。本
物
を
感
じ
取
っ
て
く
れ
る
人
が
い
る
こ
と
は

職
人
と
し
て
の
喜
び
な
ん
で
す
。し
か
し
職
人
の
数
は

減
り
続
け
、後
継
者
の
育
成
も
課
題
で
す
。も
の
づ
く
り

は
職
人
の
魂
を
込
め
る
も
の
で
す
か
ら
、好
き
だ
か
ら

作
り
た
い
と
い
う
強
い
気
持
ち
を
持
っ
て
職
人
を
目
指

す
人
が
来
て
く
れ
た
ら
、喜
ん
で
教
え
た
い
で
す
ね
。

　伝
統
を
守
っ
て
い
く
た
め
に
、硯
を
使
う
文
化
を
育

む
必
要
も
あ
る
と
思
っ
て
い
る
の
で
、子
ど
も
か
ら
大

人
ま
で
を
対
象
に
し
た
硯
作
り
の
体
験
教
室
も
開
い
て

い
ま
す
。体
験
と
は
い
え
石
を
彫
る
の
は
大
変
な
作
業

だ
か
ら
こ
そ
忘
れ
ら
れ
な
い
思
い
出
に
な
り
、硯
へ
の

興
味
に
つ
な
が
る
と
思
い
ま
す
。先
日
も
、子
ど
も
の
頃

体
験
教
室
に
来
た
方
が
、店
に
訪
ね
て
来
て
く
れ
た
ん

で
す
。本
当
に
う
れ
し
か
っ
た
で
す
ね
。こ
れ
か
ら
も
雨

畑
硯
職
人
と
し
て
の
誇
り
を
胸
に
、受
け
継
が
れ
て
き

た
伝
統
文
化
を
次
世
代
に
つ
な
げ
て
い
き
た
い
と
思
っ

て
い
ま
す
」

正美さん制作の硯「末広硯」（30.0×21.5×6.5cm） 表紙写真に使用

卓越した技能を持ち、その道の第一人者として厚生労働省の

「現代の名工」に選ばれた峯硯堂本舗 代表の雨宮正美さん。

大きなのみの柄を肩に当てながら体全体で彫る伝統的な技法は、

師匠である父親の姿から学び、体得。

原石を見て最初に抱いたイメージを追求して

形にしていく正美さんの作品作りは、

文字通り、石を見ると書いて「硯」となる、それこそが原点。

時代の変化を受け止める中で、

受け継いだ技を次世代に継承していく思いについて

正美さんに伺いました。

ほうけん  どう

峯硯堂本舗

富士川町鰍沢5132／TEL. 0556-27-0209
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　そ
の
発
祥
は
、7
0
0
年
以
上
前
と
も
伝
え
ら
れ
て

い
る「
雨
畑
硯
」。早
川
町
を
流
れ
る
雨
畑
川
の
渓
谷
で

採
掘
さ
れ
た
原
石
は
優
れ
た
職
人
た
ち
の
手
に
よ
り
硯

と
な
り
、多
く
の
文
人
墨
客
に
愛
用
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

そ
ん
な
雨
畑
硯
の
歴
史
と
、地
域
の
文
化
を
伝
承
し
て

い
く
誇
り
に
つ
い
て
、「
雨
畑
硯
の
里 

硯
匠
庵
」の
天
野

元
さ
ん
に
伺
い
ま
し
た
。

　「永
仁
5（
1
2
9
7
）年
に
日
蓮
大
上
人
の
弟
子
の

日
朗
上
人
が
七
面
山
開
山
の
帰
り
道
に
、雨
畑
川
上
流

の
河
原
で
青
黒
い
石
を
見
つ
け
た
の
が
雨
畑
硯
の
始
ま

り
だ
と
昔
か
ら
言
い
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。今
、こ
の
硯

匠
庵
付
近
は
ダ
ム
湖
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、昔
は
こ
の

辺
り
も
川
で
し
た
。そ
の
谷
沿
い
の
奥
深
く
ま
で
雨
畑

川
が
続
き
、そ
の
支
流
に
稲
又
川
と
い
う
川
が
あ
り
、そ

こ
に
あ
る
坑
道
か
ら
今
で
も
原
石
を
採
掘
し
て
い
ま

す
。ど
う
し
て
硯
を
作
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
は
定
か

で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、お
そ
ら
く
日
朗
上
人
が
硯
に
対

す
る
知
識
や
何
ら
か
の
技
術
を
雨
畑
の
人
々
に
伝
え
た

の
で
は
な
い
か
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。雨
畑
に
は
武
田

信
玄
公
の
時
代
か
ら
金
山
が
あ
り
、掘
削
技
術
が
備

わ
っ
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、硯
産
業
の
発
展
に
つ
な

が
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
」

青
黒
き
雨
畑
真
石
。

山
河
の
恵
み
と
い
う
べ
き
そ
の
原
石
を
、職
人
た
ち
は
魂
を
込
め
て
彫
り
続
け
た
。

受
け
継
が
れ
る
こ
と
実
に
七
百
余
年
。

中
国
の
端
渓
硯
に
も
肩
を
並
べ
る
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
の
和
硯
の
銘
品

「
雨
畑
硯
」の
歴
史
を
ひ
も
と
く
。

あ
め 

は
た 

し
ん 

せ
き

日
蓮
大
上
人
の
弟
子
・
日
朗
上
人
が

雨
畑
川
で
見
つ
け
た
青
黒
き
石
。

そ
れ
が
雨
畑
硯
の

始
ま
り
だ
と
い
う
伝
説
。

雨畑川上流にある坑道の入口付近

雨畑硯の原石が今も採掘される坑道

坑道から採掘した原石（左） 硯の裏面に彫られた日蓮大上人像と
雨畑硯についての記載がある『甲斐叢記 巻之四』（右）［硯匠庵蔵］

和
硯
の
銘
品

「
雨
畑
硯
」の
歴
史

雨畑硯の里  硯匠庵

天野  元 さ
  ん

け
ん
し
ょ
う
あ
ん
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　「天
明
4（
1
7
8
4
）年
、一
橋
公
に
硯
を
献
上
し
た

こ
と
が
き
っ
か
け
と
な
り
、雨
畑
硯
の
名
は
世
に
広
ま

り
、盛
ん
に
生
産
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。古
文
書

に
よ
る
と
、原
石
の
採
掘
を
装
い
、金
を
掘
る
者
が
現
れ

た
こ
と
で
一
時
期
幕
府
か
ら
原
石
を
掘
る
こ
と
を
禁
じ

ら
れ
た
時
代
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
が
、雨
畑
の
職
人
た

ち
は
そ
ん
な
時
代
も
乗
り
越
え
て
い
き
ま
し
た
。歳
月

を
経
て
、第
14
代
将
軍
徳
川
家
茂
公
に
硯
を
献
上
し
た
こ

と
で
再
び
採
掘
が
許
さ
れ
る
と
、雨
畑
硯
の
名
は
さ
ら

に
広
ま
り
、そ
の
需
要
は
ま
す
ま
す
高
ま
っ
て
い
き
ま

し
た
。明
治
時
代
に
は
最
盛
期
を
迎
え
、当
時
は
こ
の
地

域
に
硯
職
人
が
1
0
0
人
以
上
い
た
そ
う
で
す
。一
方
、

非
常
に
人
気
が
出
た
こ
と
で
、偽
物
も
出
回
る
よ
う
に

な
っ
た
た
め
、『
雨
畑
硯
製
造
販
売
組
合
』を
設
立
し
、品

質
の
保
持
と
偽
物
の
流
通
防
止
に
努
め
ま
し
た
。大
正

時
代
に
は
雨
畑
で
採
掘
さ
れ
、雨
畑
で
作
ら
れ
た
硯
で

あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
に
、硯
の
裏
面
に
原
石
名

『
雨
畑
真
石
』の
文
字
と
、職
人
の
名
前
を
堀
り
入
れ
る

こ
と
と
し
ま
し
た
。

　時
代
の
流
れ
と
と
も
に
、高
齢
化
や
硯
の
需
要
の
減
少
な

ど
か
ら
、雨
畑
地
区
の
硯
職
人
は
減
っ
て
い
き
、今
で
は

望
月
玉
泉
さ
ん
の
み
と
な
り
ま
し
た
。し
か
し
、ど
ん
な

に
時
代
が
変
わ
っ
て
も
、硯
が
な
く
な
る
こ
と
は
な
い

と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。墨
と
筆
で
文
字
を
書
く
と
い

雨
畑
硯
は

全
国
的
な
ブ
ラ
ン
ド
に
成
長
。

希
少
性
と
信
頼
性
を
伝
え
る
た
め
に

原
石
は「
雨
畑
真
石
」と
名
付
け
ら
れ
た
。

あ
め 

は
た  

し
ん 

せ
き

雨
畑
の
人
々
が
守
り
伝
え
る

雨
畑
硯
の
文
化
。

う
連
綿
と
続
い
て
き
た
文
化
は
、日
本
人
に
と
っ
て
な

く
て
は
な
ら
な
い
も
の
だ
と
思
う
か
ら
で
す
」

　「硯
は
早
川
町
の
大
切
な
産
業
で
あ
り
、文
化
で
す
。

こ
れ
を
後
世
に
残
し
て
い
き
た
い
と
い
っ
た
思
い
か
ら
、 

平
成
12（
2
0
0
0
）年
に
硯
匠
庵
が
誕
生
し
ま
し
た
。

現
在
は
地
域
の
人
々
で
硯
匠
庵
管
理
協
会
を
つ
く
り
、

町
か
ら
の
委
託
を
受
け
て
管
理
し
て
い
ま
す
。硯
匠
庵

で
は
、雨
畑
地
区
の
も
の
で
あ
る
坑
道
の
管
理
も
行
っ

て
い
ま
す
。原
石
は
ど
こ
か
ら
で
も
採
れ
る
わ
け
で
は

な
く
、坑
道
の
中
で
も
硯
に
適
し
て
い
る
の
は
、わ
ず
か

40
〜
50
セ
ン
チ
の
幅
の
部
分
だ
け
で
す
。こ
の
よ
う
に
大

変
貴
重
な
雨
畑
真
石
は
、鋒
鋩
と
呼
ば
れ
る
表
面
の
粒

子
が
非
常
に
細
か
く
均
一
で
あ
る
た
め
、す
り
心
地
が

良
く
、さ
ら
に
水
分
の
吸
収
が
少
な
い
の
で
水
持
ち
が

良
い
と
い
う
大
き
な
特
長
が
あ
り
ま
す
。書
に
た
け
た

方
に
話
を
聞
い
て
み
ま
す
と
、や
は
り
日
本
の
墨
に
一

番
合
う
の
は
雨
畑
硯
だ
ろ
う
と
言
わ
れ
ま
す
。私
た
ち

に
と
っ
て
は
、昔
か
ら
受
け
継
が
れ
て
き
た
硯
は
産
業

で
あ
る
こ
と
に
違
い
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、そ
れ
よ
り
も

む
し
ろ
日
本
人
と
し
て
、こ
の
雨
畑
硯
と
い
う
文
化
を

何
と
し
て
も
残
し
て
い
か
な
け
れ
ば
と
い
う
思
い
を
強

く
持
っ
て
い
ま
す
」

大正時代の作業場の様子（写真提供：硯匠庵）

／早川町雨畑709-1
／0556 -45-2210
／9:00～17:00
／火曜日（祝祭日の場合はその翌日）、年末・年始
／一般200円、中・高・大学生100円

住 　 所
T E L
開館時間
休 館 日
入 館 料

雨畑地区で唯一の硯職人・望月玉泉さん。
硯匠庵内の工房で製作を続けている（左）

掘り出した原石のうち、硯にならなかった部
分を有効活用しようと製品化した「雨畑ブ
ラックシリカ」。石の持つ特性を生かし、マッ
サージ用かっさプレートとして美容分野での
需要も高まっている（右）

　雨畑硯をはじめとする銘硯や古文書などを展示している。
また、硯職人・望月玉泉さんの作業風景を見学できるほか、
硯彫り体験、小物・ストラップ作りなどのプログラムも充実。
硯や和紙などの販売も行っている。
※各種製作体験は要予約

雨畑硯の里 硯匠庵

ほ
う 

ぼ
う
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業

で
あ
る
こ
と
に
違
い
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、そ
れ
よ
り
も

む
し
ろ
日
本
人
と
し
て
、こ
の
雨
畑
硯
と
い
う
文
化
を

何
と
し
て
も
残
し
て
い
か
な
け
れ
ば
と
い
う
思
い
を
強

く
持
っ
て
い
ま
す
」

大正時代の作業場の様子（写真提供：硯匠庵）

／早川町雨畑709-1
／0556 -45-2210
／9:00～17:00
／火曜日（祝祭日の場合はその翌日）、年末・年始
／一般200円、中・高・大学生100円

住 　 所
T E L
開館時間
休 館 日
入 館 料

雨畑地区で唯一の硯職人・望月玉泉さん。
硯匠庵内の工房で製作を続けている（左）

掘り出した原石のうち、硯にならなかった部
分を有効活用しようと製品化した「雨畑ブ
ラックシリカ」。石の持つ特性を生かし、マッ
サージ用かっさプレートとして美容分野での
需要も高まっている（右）

　雨畑硯をはじめとする銘硯や古文書などを展示している。
また、硯職人・望月玉泉さんの作業風景を見学できるほか、
硯彫り体験、小物・ストラップ作りなどのプログラムも充実。
硯や和紙などの販売も行っている。
※各種製作体験は要予約

雨畑硯の里 硯匠庵

ほ
う 

ぼ
う
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傾斜地に広がる茶畑の間を登っていくと、
硯の里キャンプ場に到着。「Ya!Tea倶楽
部」はここにあります。

甘みのある穏やかな味わいの雨畑紅茶と
紅茶の製造過程でできる細かい茶葉を混ぜ込んだ、優しく香るシフォンケーキ

　傾
斜
地
が
あ
り
、雨
や
霧
が
多
い
早
川
町
雨
畑
地
区
は
、

お
茶
の
栽
培
に
適
し
て
い
る
た
め
、古
く
か
ら
製
茶
が
行
わ

れ
て
き
ま
し
た
。幻
の
銘
茶「
雨
畑
茶
」の
お
い
し
さ
を
広
め

た
い
、そ
ん
な
思
い
か
ら
紅
茶
作
り
を
手
掛
け
る
よ
う
に

な
っ
た「
Y
a
! 

T
e
a
倶
楽
部
」代
表
・
澤
村
義
之
さ
ん
。

キ
ャ
ン
プ
場
の
管
理
と
造
林
業
に
い
そ
し
む
傍
ら
、紅
茶
作

り
に
も
情
熱
を
傾
け
る
澤
村
さ
ん
を
硯
の
里
キ
ャ
ン
プ
場

に
訪
ね
ま
し
た
。

　「私
は
東
京
か
ら
移
住
し
、縁
あ
っ
て
雨
畑
地
区
の
製
茶

工
場
で
働
く
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。お
茶
作
り
に
関
わ
る
中

で
、そ
の
奥
深
さ
と
面
白
さ
を
知
り
、静
岡
な
ど
の
茶
ど
こ

ろ
に
出
掛
け
て
は
勉
強
し
、知
識
を
深
め
ま
し
た
。雨
畑
は

良
質
な
お
茶
の
産
地
で
あ
り
な
が
ら
、地
域
で
消
費
さ
れ
て

い
た
た
め
、一
般
的
に
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し

た
。そ
こ
で
私
は
雨
畑
茶
の
魅
力
を
広
め
て
い
こ
う
、と
考

え
る
よ
う
に
な
っ
た
ん
で
す
。そ
ん
な
中
、天
候
不
良
の
影

響
で
茶
葉
が
う
ま
く
育
た
な
い
年
が
あ
り
ま
し
た
。そ
の
時

に
紅
茶
な
ら
茶
葉
の
大
き
さ
が
ふ
ぞ
ろ
い
で
も
製
品
化
で

き
る
こ
と
を
知
り
、紅
茶
の
製
造
を
始
め
ま
し
た
」

　「紅
茶
作
り
は
発
酵
作
業
が
あ
る
の
が
特
徴
で
す
。作
業

は
一
部
機
械
化
さ
れ
て
い
ま
す
が
、や
は
り
丁
寧
な
手
仕
事

を
大
切
に
し
て
い
ま
す
。そ
し
て
な
ん
と
い
っ
て
も
素
晴
ら

し
い
の
は
雨
畑
地
区
の
畑
で
す
。こ
こ
で
は
昔
か
ら
農
薬
を

使
わ
ず
に
生
産
し
て
き
た
の
で
、土
の
環
境
が
よ
く
、病
害

虫
の
心
配
が
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。で
す
か
ら
オ
ー
ガ

ニ
ッ
ク
で
安
心
し
て
飲
め
る
茶
葉
を
作
る
こ
と
が
で
き
る

ん
で
す
。ま
た
、畑
ご
と
に
味
も
異
な
る
の
で
、相
性
の
バ
ラ

ン
ス
を
確
か
め
な
が
ら
ブ
レ
ン
ド
し
て
い
ま
す
。現
在
製
造

し
て
い
る
の
は
5
月
ご
ろ
に
摘
み
と
る
一
番
茶
の
み
で
、優

し
い
香
り
と
甘
み
の
あ
る
味
わ
い
が
特
徴
で
す
。今
後
は
香

り
高
い
二
番
茶
を
使
っ
た
紅
茶
も
作
っ
て
い
き
た
い
と

思
っ
て
い
ま
す
」

心をほぐす優しい味わい。
雨畑の自然が育むオーガニック紅茶。

雨
畑
茶
の
魅
力
を
広
め
る
た
め

研
究
を
重
ね
紅
茶
作
り
に
挑
戦

農
薬
を
使
わ
ず
に
育
て
た
茶
葉
は

優
し
い
香
り
と
甘
い
味
わ
い

早川町雨畑495
TEL.0556-45-3256

「Ya!Tea倶楽部」がある
硯の里キャンプ場

早川町高住625-3
TEL.0556-45-2010
ティータイム：14:30～18:00
定休日：月曜日 第3水曜日

食事処 やませみ

「雨畑紅茶のシフォンケーキはこちらで楽
しめます」と、ご自身が作ったシフォンケー
キを手にする望月三智子さん

Ya!Tea倶楽部 さ  ん代 表 澤村  義之

13 12



傾斜地に広がる茶畑の間を登っていくと、
硯の里キャンプ場に到着。「Ya!Tea倶楽
部」はここにあります。

甘みのある穏やかな味わいの雨畑紅茶と
紅茶の製造過程でできる細かい茶葉を混ぜ込んだ、優しく香るシフォンケーキ

　傾
斜
地
が
あ
り
、雨
や
霧
が
多
い
早
川
町
雨
畑
地
区
は
、

お
茶
の
栽
培
に
適
し
て
い
る
た
め
、古
く
か
ら
製
茶
が
行
わ

れ
て
き
ま
し
た
。幻
の
銘
茶「
雨
畑
茶
」の
お
い
し
さ
を
広
め

た
い
、そ
ん
な
思
い
か
ら
紅
茶
作
り
を
手
掛
け
る
よ
う
に

な
っ
た「
Y
a
! 

T
e
a
倶
楽
部
」代
表
・
澤
村
義
之
さ
ん
。

キ
ャ
ン
プ
場
の
管
理
と
造
林
業
に
い
そ
し
む
傍
ら
、紅
茶
作

り
に
も
情
熱
を
傾
け
る
澤
村
さ
ん
を
硯
の
里
キ
ャ
ン
プ
場

に
訪
ね
ま
し
た
。

　「私
は
東
京
か
ら
移
住
し
、縁
あ
っ
て
雨
畑
地
区
の
製
茶

工
場
で
働
く
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。お
茶
作
り
に
関
わ
る
中

で
、そ
の
奥
深
さ
と
面
白
さ
を
知
り
、静
岡
な
ど
の
茶
ど
こ

ろ
に
出
掛
け
て
は
勉
強
し
、知
識
を
深
め
ま
し
た
。雨
畑
は

良
質
な
お
茶
の
産
地
で
あ
り
な
が
ら
、地
域
で
消
費
さ
れ
て

い
た
た
め
、一
般
的
に
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し

た
。そ
こ
で
私
は
雨
畑
茶
の
魅
力
を
広
め
て
い
こ
う
、と
考

え
る
よ
う
に
な
っ
た
ん
で
す
。そ
ん
な
中
、天
候
不
良
の
影

響
で
茶
葉
が
う
ま
く
育
た
な
い
年
が
あ
り
ま
し
た
。そ
の
時

に
紅
茶
な
ら
茶
葉
の
大
き
さ
が
ふ
ぞ
ろ
い
で
も
製
品
化
で

き
る
こ
と
を
知
り
、紅
茶
の
製
造
を
始
め
ま
し
た
」

　「紅
茶
作
り
は
発
酵
作
業
が
あ
る
の
が
特
徴
で
す
。作
業

は
一
部
機
械
化
さ
れ
て
い
ま
す
が
、や
は
り
丁
寧
な
手
仕
事

を
大
切
に
し
て
い
ま
す
。そ
し
て
な
ん
と
い
っ
て
も
素
晴
ら

し
い
の
は
雨
畑
地
区
の
畑
で
す
。こ
こ
で
は
昔
か
ら
農
薬
を

使
わ
ず
に
生
産
し
て
き
た
の
で
、土
の
環
境
が
よ
く
、病
害

虫
の
心
配
が
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。で
す
か
ら
オ
ー
ガ

ニ
ッ
ク
で
安
心
し
て
飲
め
る
茶
葉
を
作
る
こ
と
が
で
き
る

ん
で
す
。ま
た
、畑
ご
と
に
味
も
異
な
る
の
で
、相
性
の
バ
ラ

ン
ス
を
確
か
め
な
が
ら
ブ
レ
ン
ド
し
て
い
ま
す
。現
在
製
造

し
て
い
る
の
は
5
月
ご
ろ
に
摘
み
と
る
一
番
茶
の
み
で
、優

し
い
香
り
と
甘
み
の
あ
る
味
わ
い
が
特
徴
で
す
。今
後
は
香

り
高
い
二
番
茶
を
使
っ
た
紅
茶
も
作
っ
て
い
き
た
い
と

思
っ
て
い
ま
す
」

心をほぐす優しい味わい。
雨畑の自然が育むオーガニック紅茶。

雨
畑
茶
の
魅
力
を
広
め
る
た
め

研
究
を
重
ね
紅
茶
作
り
に
挑
戦

農
薬
を
使
わ
ず
に
育
て
た
茶
葉
は

優
し
い
香
り
と
甘
い
味
わ
い

早川町雨畑495
TEL.0556-45-3256

「Ya!Tea倶楽部」がある
硯の里キャンプ場

早川町高住625-3
TEL.0556-45-2010
ティータイム：14:30～18:00
定休日：月曜日 第3水曜日

食事処 やませみ

「雨畑紅茶のシフォンケーキはこちらで楽
しめます」と、ご自身が作ったシフォンケー
キを手にする望月三智子さん

Ya!Tea倶楽部 さ  ん代 表 澤村  義之

13 12



　大
学
在
学
中
に
ア
フ
リ
カ
に
渡
り
、貧
困
問
題
に
つ
い
て
学

び
を
深
め
た
串
田
裕
梨
さ
ん
。早
川
町
と
出
会
っ
た
の
は
、帰
国

後
、復
学
に
か
か
る
学
費
を
稼
ぐ
た
め
に
探
し
た
リ
ゾ
ー
ト
バ

イ
ト
が
き
っ
か
け
で
し
た
。

　「早
川
町
に
初
め
て
来
た
時
、衝
撃
を
受
け
た
ん
で
す
。日
本

に
も
ま
だ
こ
う
い
う
所
が
あ
っ
た
ん
だ
と
。川
が
き
れ
い
で
山

は
壮
大
…
。そ
し
て
何
よ
り
人
々
の
生
き
る
力
強
さ
が
素
晴
ら

し
い
と
感
じ
ま
し
た
。都
会
で
は
食
べ
物
や
生
活
用
品
、足
り
な

い
も
の
は
買
っ
て
済
ま
せ
て
い
ま
す
が
、早
川
町
に
は
足
り
な

い
も
の
を
工
夫
し
て
作
る
暮
ら
し
の
知
恵
が
根
付
い
て
い
た
こ

と
に
感
動
し
ま
し
た
」

　そ
の
後
、自
分
の
進
路
に
つ
い
て
模
索
し
始
め
た
裕
梨
さ
ん

は
再
び
早
川
町
を
訪
れ
、縁
あ
っ
て
ジ
ビ
エ
の
処
理
加
工
会
社

で
働
き
始
め
ま
し
た
。そ
し
て
、町
で
過
ご
す
時
間
の
中
で
、い

つ
か
自
分
で
宿
を
開
き
た
い
と
い
う
夢
を
抱
く
よ
う
に
な
っ
た

と
い
い
ま
す
。

　「早
川
町
に
は
、何
か
思
い
を
持
っ
て
移
住
し
て
き
た
人
や
、

国
内
外
か
ら
旅
行
者
が
訪
れ
る
の
で
、そ
の
方
々
と
の
出
会
い

が
楽
し
い
ん
で
す
。こ
う
い
う
所
に
来
る
人
は
、何
か
特
別
な
ご

縁
で
つ
な
が
る
人
な
ん
だ
ろ
う
と
感
じ
、人
を
も
て
な
す
仕
事

ご
縁
を
紡
ぎ
い
つ
の
日
か

地
域
の
魅
力
を
伝
え
る
宿
を

を
し
た
い
と
思
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
」

　目
標
に
向
か
っ
て
、群
馬
や
静
岡
の
旅
館
な
ど
で
経
験
を
積

ん
だ
裕
梨
さ
ん
。早
川
町
の
赤
沢
宿
に
あ
る「
宿
の
駅 

清
水
屋
」

の
ス
タ
ッ
フ
に
空
き
が
出
た
こ
と
を
知
り
、早
く
地
域
に
な
じ

み
た
い
と
い
う
思
い
も
あ
っ
て
3
度
目
と
な
る
早
川
町
で
の
暮

ら
し
を
始
め
ま
し
た
。

　「宿
に
は『
衣
・
食
・
住
』全
て
が
詰
ま
っ
て
い
る
と
思
う
ん
で

す
。私
は
も
の
づ
く
り
に
も
興
味
が
あ
る
の
で
、例
え
ば
、食
べ

物
は
地
元
産
の
も
の
、建
物
も
昔
の
大
工
さ
ん
の
趣
向
が
凝
ら

さ
れ
て
い
る
も
の
、着
る
物
も
き
ち
ん
と
織
ら
れ
た
も
の
な
ど

を
、大
切
に
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。も
の
づ
く
り
を
大
切
に

す
る
地
元
の
方
々
へ
の
尊
敬
の
気
持
ち
も
含
め
て
、そ
う
い
う

も
の
を
集
め
た
宿
に
す
る
の
が
理
想
で
す
。早
川
町
に
は
長
い

歴
史
を
持
つ『
雨
畑
硯
』も
あ
り
ま
す
。お
客
さ
ま
に
そ
ん
な
地

域
の
歴
史
や
文
化
も
伝
え
て
い
き
た
い
で
す
ね
。

　私
は
海
外
で
暮
ら
し
た
こ
と
で
改
め
て
日
本
の
良
さ
に
気
付

け
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。早
川
町
の
こ
と
は
ま
だ
勉
強
中
で
す

が
、ま
ず
は
、私
が
見
つ
け
た
地
域
の
魅
力
を
S
N
S
を
使
っ
て

英
語
で
発
信
し
な
が
ら
、ご
縁
を
大
切
に
、い
つ
の
日
か
自
分
の

宿
を
開
く
と
い
う
夢
を
か
な
え
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
」

専門相談員が常駐し、山梨への移住や就職について、ワンストッ
プでお手伝い。移住セミナーや各種イベントも開催しています。

やまなし暮らし

̶山梨への移住相談はこちらへ̶
やまなし暮らし支援センター

東京都千代田区有楽町2-10-1
東京交通会館8F NPOふるさと回帰支援センター内
TEL.03-6273-4306　FAX.03-6273-4307
E-mail：yamanashi@furusatokaiki.net
利用時間：火～日曜日 10:00～18:00

■やまなし暮らしセミナー
自治体職員や相談員による地域情報の提供や個別相談などを行います。
6/23（土）韮崎市・北杜市セミナー
7/  7（土）富士北麓セミナー

NPOふるさと回帰支援センター
NPOふるさと回帰支援センター

検索

串
田 

裕
梨

赤
沢
宿 「
宿
の
駅  

清
水
屋
」

ス
タ
ッ
フ

さ  ん

 

移
住
先
／
早
川
町早川町赤沢193

TEL.0556-45-3232
営業時間：9：00～16：00
定休日：水曜日

宿の駅 清水屋

身延山と七面山を結ぶ参道の宿場町として繁栄した赤沢宿。赤沢宿は「重要伝
統的建造物群保存地区」に選定されており、歴史を感じさせる古き良き家並みが
今に残っている。かつて旅籠屋を営んでいた建物を改装した「宿の駅 清水屋」は
休憩所となっていて、お茶も楽しめる。

はたご   や
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も
の
を
工
夫
し
て
作
る
暮
ら
し
の
知
恵
が
根
付
い
て
い
た
こ

と
に
感
動
し
ま
し
た
」

　そ
の
後
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分
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路
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て
模
索
し
始
め
た
裕
梨
さ
ん
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再
び
早
川
町
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訪
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、縁
あ
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て
ジ
ビ
エ
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処
理
加
工
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社
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働
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始
め
ま
し
た
。そ
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て
、町
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過
ご
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時
間
の
中
で
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つ
か
自
分
で
宿
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開
き
た
い
と
い
う
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を
抱
く
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う
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な
っ
た

と
い
い
ま
す
。

　「早
川
町
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は
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か
思
い
を
持
っ
て
移
住
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て
き
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や
、

国
内
外
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ら
旅
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る
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で
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と
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会
い
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楽
し
い
ん
で
す
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い
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所
に
来
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人
は
、何
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特
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な
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縁
で
つ
な
が
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人
な
ん
だ
ろ
う
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感
じ
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を
も
て
な
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仕
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ご
縁
を
紡
ぎ
い
つ
の
日
か

地
域
の
魅
力
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伝
え
る
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を
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と
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な
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た
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。
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す
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史
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史
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。
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分
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を
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と
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う
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な
え
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
」

専門相談員が常駐し、山梨への移住や就職について、ワンストッ
プでお手伝い。移住セミナーや各種イベントも開催しています。

やまなし暮らし

̶山梨への移住相談はこちらへ̶
やまなし暮らし支援センター

東京都千代田区有楽町2-10-1
東京交通会館8F NPOふるさと回帰支援センター内
TEL.03-6273-4306　FAX.03-6273-4307
E-mail：yamanashi@furusatokaiki.net
利用時間：火～日曜日 10:00～18:00

■やまなし暮らしセミナー
自治体職員や相談員による地域情報の提供や個別相談などを行います。
6/23（土）韮崎市・北杜市セミナー
7/  7（土）富士北麓セミナー

NPOふるさと回帰支援センター
NPOふるさと回帰支援センター

検索

串
田 

裕
梨

赤
沢
宿 「
宿
の
駅  

清
水
屋
」

ス
タ
ッ
フ

さ  ん

 

移
住
先
／
早
川
町早川町赤沢193

TEL.0556-45-3232
営業時間：9：00～16：00
定休日：水曜日

宿の駅 清水屋

身延山と七面山を結ぶ参道の宿場町として繁栄した赤沢宿。赤沢宿は「重要伝
統的建造物群保存地区」に選定されており、歴史を感じさせる古き良き家並みが
今に残っている。かつて旅籠屋を営んでいた建物を改装した「宿の駅 清水屋」は
休憩所となっていて、お茶も楽しめる。

はたご   や
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雨畑地区へは、JR中央線・甲府駅からJR身延線に乗り換え身延駅で下車。

身延駅から早川町乗合バス（奈良田温泉行き）に乗り、大島バス停で下車。

大島～雨畑間は予約制の乗合タクシーで。

0 1
硯
島
小
・
中
学
校
の
跡
地
を
利
用
し
て

建
て
ら
れ
た
、自
然
の
恵
み
を
満
喫
で

き
る
宿
泊
施
設
。
地
元
産
の
旬
の
食

材
や
ジ
ビ
エ
を
使
っ
た
料
理
が
楽
し
め

る
。体
育
館
も
併
設
。

0 5

一
度
に
渡
れ
る
の
は
5
名
ま
で
。ス
リ

ル
と
絶
景
が
楽
し
め
る
人
気
の
散
策

ス
ポ
ッ
ト
。豊
か
な
自
然
が
織
り
な
す

四
季
折
々
の
眺
め
も
素
晴
ら
し
い
。

0 6
明
応
5（
1
4
9
6
）年
に
日
意
上
人

が
開
山
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。こ
こ
で

得
度
し
た
日
謙
上
人
に
、少
年
時
代
の

石
橋
湛
山（
第
55
代
内
閣
総
理
大
臣
）が

預
け
ら
れ
て
い
た
と
い
う
。

雨
畑
硯
の
里

硯
匠
庵

ヴ
ィ
ラ
雨
畑

正
徳
寺

0 2
ヴ
ィ
ラ
雨
畑
に
あ
る
温
泉
。宿
泊
者
で

な
く
て
も
日
帰
り
入
浴
の
利
用
が
で

き
る
。
館
内
は
し
っ
と
り
落
ち
着
い
た

雰
囲
気
で
、女
湯
に
は
露
天
風
呂
が

あ
る
。

六
社
神
社

す
ず
里
の
湯

り

見
神
の
滝

雨
畑
湖
の
つ
り
橋

0 8
落
差
約
40
メ
ー
ト
ル
の
直
瀑（
ち
ょ
く
ば
く
）。
2
段
目

の
滝
つ
ぼ
に
金
が
あ
る
と
い
わ
れ
、そ
の
昔
、何
人
も
の

若
者
が
金
を
取
ろ
う
と
し
た
が
断
崖
絶
壁
の
た
め
失

敗
し
た
と
の
伝
説
が
残
る
。

0 7
源
経
基
を
祭
っ
て
い
る
。春
祭
り
や
秋

祭
り
も
地
元
住
民
で
盛
大
に
行
わ
れ

て
い
る
。隣
接
す
る
公
民
館
に
は
桜
の

古
木
が
あ
り
、そ
の
根
元
に
は
若
者
が

力
試
し
を
し
た「
力
石
」も
あ
る
。

本
村
集
落

0 3
銘
硯
や
古
文
書
が
展
示
さ
れ
、雨
畑

の
歴
史
も
学
べ
る
。硯
作
り
な
ど
の
体

験
や
職
人
技
の
見
学
が
で
き
る
ほ
か
、

雨
畑
硯
や
ブ
ラ
ッ
ク
シ
リ
カ
な
ど
の
販

売
も
し
て
い
る
。

0 4

か
つ
て
雨
畑
硯
の
生
産
拠
点
で
あ
っ
た

本
村
集
落
。
今
で
も
静
か
な
町
並
み

の
中
に
当
時
の
看
板
や
店
舗
が
残
る
。

繁
栄
し
た
時
代
に
思
い
を
は
せ
な
が
ら

歩
き
た
い
。

早川町雨畑は

700年もの長い歴史を持つ「雨畑硯」の里。

かつて「硯島村」と村名が付けられたほど

硯の産地として名声を博し、

「雨畑硯」は文人墨客に愛用されるブランドとなりました。

古き良き日本の原風景がそこかしこに残る雨畑の集落。

その伝統と文化に触れながら、

豊かな自然に囲まれた町並みをてくてくと…。

　チャーミングなお母さんたちに出会いました。「サンショ
ウの葉っぱに、しらす干しを入れて、しょうゆで煮るんだよ」
と摘みたてのサンショウを抱えてニッコリ。
　坂道もなんのその、よく歩くのが元気の秘訣。「毎年8月
15日は雨畑湖で花火を上げるよ。きれいだから見におい
で」と話してくれました。

散策コース

N

01
02

03 04

05

06

07

早川町役場

七
面
山
登
山
口
へ

赤
沢
宿
へ

南アルプス
プラザ

大島バス停

食事処やませみ雨畑川

雨
畑
川

雨畑紅茶の
シフォンケーキ♪♬

山の上の
キャンプ場からの
眺めは抜群！ ジビエ料理が

楽しめる

37
国道52号へ

雨畑ダム

雨畑川発電所

本村集落

正徳寺
六社神社

08
見神の滝

不動明王

ヴィラ雨畑

すず里の湯

雨畑湖

馬場集落

硯の里キャンプ場

硯匠庵
雨畑湖のつり橋

［予約先］
（有）角瀬タクシー／TEL. 0556-45-2062
※予約は前日の午後7時まで

雨畑湖が
一望できる

長い階段

桜の木の下に
力石

落差4Omの
見事な滝！

昔、雨畑硯作りの
拠点だった

この先に雨畑硯の
原石の採掘場がある

かつて役場などがあり
雨畑地区の中心だった

ひけつ

17 16

 

̶
第
11
駅
̶
身
延（
雨
畑
編
）

街
道
の
駅
か
ら
の
小
さ
な
旅



雨畑地区へは、JR中央線・甲府駅からJR身延線に乗り換え身延駅で下車。

身延駅から早川町乗合バス（奈良田温泉行き）に乗り、大島バス停で下車。

大島～雨畑間は予約制の乗合タクシーで。

0 1
硯
島
小
・
中
学
校
の
跡
地
を
利
用
し
て

建
て
ら
れ
た
、自
然
の
恵
み
を
満
喫
で

き
る
宿
泊
施
設
。
地
元
産
の
旬
の
食

材
や
ジ
ビ
エ
を
使
っ
た
料
理
が
楽
し
め

る
。体
育
館
も
併
設
。

0 5

一
度
に
渡
れ
る
の
は
5
名
ま
で
。ス
リ

ル
と
絶
景
が
楽
し
め
る
人
気
の
散
策

ス
ポ
ッ
ト
。豊
か
な
自
然
が
織
り
な
す

四
季
折
々
の
眺
め
も
素
晴
ら
し
い
。

0 6
明
応
5（
1
4
9
6
）年
に
日
意
上
人

が
開
山
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。こ
こ
で

得
度
し
た
日
謙
上
人
に
、少
年
時
代
の

石
橋
湛
山（
第
55
代
内
閣
総
理
大
臣
）が

預
け
ら
れ
て
い
た
と
い
う
。

雨
畑
硯
の
里

硯
匠
庵

ヴ
ィ
ラ
雨
畑

正
徳
寺

0 2
ヴ
ィ
ラ
雨
畑
に
あ
る
温
泉
。宿
泊
者
で

な
く
て
も
日
帰
り
入
浴
の
利
用
が
で

き
る
。
館
内
は
し
っ
と
り
落
ち
着
い
た

雰
囲
気
で
、女
湯
に
は
露
天
風
呂
が

あ
る
。

六
社
神
社

す
ず
里
の
湯

り

見
神
の
滝

雨
畑
湖
の
つ
り
橋

0 8
落
差
約
40
メ
ー
ト
ル
の
直
瀑（
ち
ょ
く
ば
く
）。
2
段
目

の
滝
つ
ぼ
に
金
が
あ
る
と
い
わ
れ
、そ
の
昔
、何
人
も
の

若
者
が
金
を
取
ろ
う
と
し
た
が
断
崖
絶
壁
の
た
め
失

敗
し
た
と
の
伝
説
が
残
る
。

0 7
源
経
基
を
祭
っ
て
い
る
。春
祭
り
や
秋

祭
り
も
地
元
住
民
で
盛
大
に
行
わ
れ

て
い
る
。隣
接
す
る
公
民
館
に
は
桜
の

古
木
が
あ
り
、そ
の
根
元
に
は
若
者
が

力
試
し
を
し
た「
力
石
」も
あ
る
。

本
村
集
落

0 3
銘
硯
や
古
文
書
が
展
示
さ
れ
、雨
畑

の
歴
史
も
学
べ
る
。硯
作
り
な
ど
の
体

験
や
職
人
技
の
見
学
が
で
き
る
ほ
か
、

雨
畑
硯
や
ブ
ラ
ッ
ク
シ
リ
カ
な
ど
の
販

売
も
し
て
い
る
。

0 4

か
つ
て
雨
畑
硯
の
生
産
拠
点
で
あ
っ
た

本
村
集
落
。
今
で
も
静
か
な
町
並
み

の
中
に
当
時
の
看
板
や
店
舗
が
残
る
。

繁
栄
し
た
時
代
に
思
い
を
は
せ
な
が
ら

歩
き
た
い
。

早川町雨畑は

700年もの長い歴史を持つ「雨畑硯」の里。

かつて「硯島村」と村名が付けられたほど

硯の産地として名声を博し、

「雨畑硯」は文人墨客に愛用されるブランドとなりました。

古き良き日本の原風景がそこかしこに残る雨畑の集落。

その伝統と文化に触れながら、

豊かな自然に囲まれた町並みをてくてくと…。

　チャーミングなお母さんたちに出会いました。「サンショ
ウの葉っぱに、しらす干しを入れて、しょうゆで煮るんだよ」
と摘みたてのサンショウを抱えてニッコリ。
　坂道もなんのその、よく歩くのが元気の秘訣。「毎年8月
15日は雨畑湖で花火を上げるよ。きれいだから見におい
で」と話してくれました。

散策コース

N

01
02

03 04

05

06

07

早川町役場

七
面
山
登
山
口
へ

赤
沢
宿
へ

南アルプス
プラザ

大島バス停

食事処やませみ雨畑川

雨
畑
川

雨畑紅茶の
シフォンケーキ♪♬

山の上の
キャンプ場からの
眺めは抜群！ ジビエ料理が

楽しめる

37
国道52号へ

雨畑ダム

雨畑川発電所

本村集落

正徳寺
六社神社

08
見神の滝

不動明王

ヴィラ雨畑

すず里の湯

雨畑湖

馬場集落

硯の里キャンプ場

硯匠庵
雨畑湖のつり橋

［予約先］
（有）角瀬タクシー／TEL. 0556-45-2062
※予約は前日の午後7時まで

雨畑湖が
一望できる

長い階段

桜の木の下に
力石

落差4Omの
見事な滝！

昔、雨畑硯作りの
拠点だった

この先に雨畑硯の
原石の採掘場がある

かつて役場などがあり
雨畑地区の中心だった

ひけつ

17 16

 

̶
第
11
駅
̶
身
延（
雨
畑
編
）

街
道
の
駅
か
ら
の
小
さ
な
旅



雨
畑
湖
。

美
し
い
湖
面
に
映
る
、四
季
折
々
の
風
景
。

雨畑湖の底には、かつての町並みの一部が静かに眠っている。エメラルドグリーンの湖面に
さざ波をたてながら吹きゆく季節の風を感じていると、雨畑の里の歴史の声が聞こえてくるよ
うだ。毎年8月15日に開催される雨畑湖上祭では、大輪の花火が夜空を彩り、その音は山々
にこだまするという。長い歴史の中で、郷土の文化に誇りを持ち続けてきた人々の思い、そし
て雨畑湖を取り巻く風景。ここは大切なものを思い出させてくれる場所だ。
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取得した山梨県有林からの
木材が使用されています。

平成30年5月1日［季刊］
第11巻夏号

山梨へは中央線の特急列車でどうぞ！
便利で快適な特急「あずさ」・「スーパーあずさ」・「かいじ」
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特急列車のご予約は「えきねっと」で！ ●パソコン・スマホからラクラク簡単予約！
●指定席が発売開始日の
　さらに1週間前から事前受付OK！
●指定席券売機でスムーズにお受取り！

※一部の列車や一部の区間は「えきねっと」でお取扱いしておりません。
※乗車日の1ヶ月+1週間前から指定席を事前に申し込むことができます。実際の発売手配は乗車日1ヶ月前の午前10時からとなります。
※満席等の理由により、座席をご用意できない場合があります。※運転日や運転時刻、停車駅などは事前にご確認ください。
※掲載内容は2018年5月現在の情報です。ご利用の際はホームページなどで最新情報をご確認ください。※路線図や写真はイメージです。 

会員登録無料
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詳しくはホームページをご覧ください。


