
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
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ら
生
ま
れ
る
。

ほ
う
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う
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山
梨
て
く
て
く
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く
速
さ
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じ
っ
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と
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梨
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史
と
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郷
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触
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な
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』。
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梨
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っ
た
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、と
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え
る
発
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や
感
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つ
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だ
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る
と
思
い
ま
す
。

あ
め
は
た 

す
ず
り
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史
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甲斐雨端硯本舗・
雨宮弥兵衛
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ず
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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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が
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合
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に
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本
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作
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出
し
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ま
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た
め
に
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て
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る
だ
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で
心
安
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禅
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感
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な
魅
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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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