
伝統の技拝見

「
㈲
�
森
畳
店
」（
東
苗
穂
八
―
二
）
の

ひ
ろ
も
り

と
し
え
い

�
森

利
栄
さ
ん
（
５２
）
が
畳
職
人
と
し

て
修
業
を
始
め
た
の
は
十
五
歳
の
時
。
そ

れ
か
ら
四
十
年
近
く
が
た
ち
、
時
代
と
と

も
に
畳
職
人
の
仕
事
は
ず
い
ぶ
ん
変
化
し

た
そ
う
で
す
。
作
業
の
機
械
化
が
進
み
、

昔
は
一
日
に
十
二
枚
く
ら
い
し
か
作
れ
な

か
っ
た
畳
を
、
四
十
枚
ほ
ど
も
作
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
全
て
の

行
程
を
機
械
で
行
う
こ
と
も
で
き
ま
す

が
、
�
森
さ
ん
は
今
で
も
、
ご
ざ
の
縫
い

付
け
以
外
は
手
作
業
を
し
て
い
ま
す
。

�
森
さ
ん
が
日
に
焼
け
て
茶
色
く
な
っ

た
畳
の
表
面
を
は
が
し
、
新
し
い
ご
ざ
を

か
ぶ
せ
て
糸
で
か
が
る
と
、
古
か
っ
た
畳

は
、
見
違
え
る
よ
う
な
青
畳
に
生
ま
れ
変

わ
り
ま
す
。
イ
草
の
よ
い
香
り
が
郷
愁
を

誘
い
ま
す
。

「
畳
は
日
本
の
文
化
で
す
。
こ
の
仕
事

は
長
く
続
け
て
い
き
た
い
で
す
ね
」
と
い

う
�
森
さ
ん
。
現
在
市
内
に
は
百
五
十
軒

ほ
ど
の
畳
店
が
あ
り
ま
す
が
、
職
人
さ
ん

の
多
く
は
高
齢
で
、
�
森
さ
ん
は
若
手
に

入
る
そ
う
で
す
。

「
地
味
な
仕
事
だ
か
ら
、
今
の
若
い
人

は
や
り
た
が
ら
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ

う
か
。
ど
こ
も
後
継
者
に
は
苦
労
し
て
い

る
よ
う
で
す
」
と
話
す
�
森
さ
ん
自
身
は

二
代
目
。
お
父
さ
ん
も
畳
職
人
で
し
た
。だい

そ
し
て
今
、
店
内
に
は
、
三
代
目
の
大

す
け介
さ
ん
（
２３
）
の
姿
が
あ
り
ま
す
。
大
介

さ
ん
は
「
こ
の
仕
事
を
始
め
て
ま
だ
三

年
。
仕
事
の
面
白
み
は
こ
れ
か
ら
出
て
く

る
と
思
い
ま
す
」
と
話
し
ま
す
。

利
栄
さ
ん
が
張
り
替
え
た
畳
に
、
大
介

さ
ん
が
縁
を
付
け
て
仕
上
げ
ま
す
。
畳
針

が
機
械
に
、
イ
草
が
外
国
産
に
変
わ
っ
て

も
、
こ
こ
で
は
変
わ
ら
ぬ
職
人
技
が
、
父

か
ら
子
へ
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

「
地
域
に
密
着
し
た
、『
ま
ち
の
畳
屋
さ

ん
』で
あ
り
た
い
」と
い
う
願
い
も
、
次
代

へ
受
け
継
が
れ
て
い
く
こ
と
で
し
ょ
う
。

森

利
栄
さ
ん

工業の機械化が進む中、手仕事を守り続ける人たちがいます。

私たちの身近にも、古くから伝えられた技術に誇りとこだわりを持つ職人さん

がたくさんいます。今月は、区内で活躍する職人さんをご紹介します。

畳

職

人

�鮮やかな手付きで畳の表替
えをする�森さん。長年培っ
た技術が、美しい畳を作りま

す。知事公館の畳の張り替え

も、�森さんが手掛けました

�黙々と作業をこなす大介さ
ん。大介さんが家業を継ぐこ

とを決めたとき、初代のおじ

いさんは大喜びしたそうです
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