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今
冬
、フ
ラ
ン
ス
へ
向
か
う
旅
の
空
、

ふ
と
何
処
か
ら
と
も
な
く
、
こ
の
謎
解

き
の
よ
う
な
和う

た歌
が
浮
か
ん
だ
。

　
「
も
し
も
し
、
古
梅
園
さ
ん
で
す
か
。

シ
ュ
ン
ガ
イ
ト
鉱
石
で
墨
を
作
っ
て
戴

け
ま
す
か
」

　
「
よ
ろ
し
い
で
す
よ
」

　

手
短
に
言
え
ば
、
こ
ん
な
電
話
の
遣や

り
取
り
で
、
こ
れ
か
ら
の
筋
書
き
の
幕

が
開
け
た
。

麻
、
そ
し
て
墨
　
　
　
　
　

　
　
　

い
く
あ
さ
も
　
お
ん
め
の
な
み
だ
　
か
し
を
そ
め
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
を
に
よ
し
す
み
　
と
お
ね
き
く
け
さ

　
　
　
　
　
　
　

幾
朝
（
麻
）
も
　
御
眼
の
泪
（
水
）　
訶
子
（
香
）
を
染
め
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
青
丹
よ
し
（
顔
料
）
澄
み
（
墨
）　
遠
音
（
膠
）
聴
く
今
朝
（
袈
裟
）　
　　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

    　

 

訶
　
子

倭
　
詩

　

到
底
信
じ
ら
れ
な
い
話
だ
。

　

一い
ち
げ
ん見
さ
ん
な
ら
ま
だ
し
も
、
一
聴
さ
ん
の
何
処
の
馬

の
骨
か
分
ら
ぬ
輩や

か
ら

に
、
安
土
桃
山
期
創
業
、
四
百
五
十

年
の
歴
史
を
誇

る
日
本
最
古
の

製
墨
業
、
奈
良

「
古
梅
園
」
さ
ん

が
、
何
故
に
こ

う
も
簡
単
に
請

け
合
っ
て
下
さ

っ
た
の
か
。
だ

が
、
こ
の
奇
特

な
出
会
い
が
、

ま
た
不
可
思
議

千
万
な
筋
道
を

与
え
続
け
た
の

だ
っ
た
。

　

そ
れ
か
ら
数

か
月
し
て
仕
上

が
っ
て
来
た
一

挺ち
ょ
う

の
墨
。
型
入

れ
し
な
い
無
造

作
な
形
と
印
が
、

何
と
も
言
え
な

い
古
趣
を
醸
し

出
し
て
い
た
。

東大寺・興福寺に近い創業当時と変わらぬ椿井町の
一角に、一千坪の敷地に社屋と工房を擁している。

店頭に並ぶ 200 種類の墨。選りすぐった硯、墨、
筆、紙 文房四宝（ぶんぼうしほう）が豊富に揃う。

試作のシュンガイト墨
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そ
も
そ
も
、
シ
ュ
ン
ガ
イ
ト
と

は
、
世
界
で
唯
一
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
・

ロ
シ
ア
の
カ
レ
リ
ヤ
地
方
の
み
で
採

掘
さ
れ
る
希
少
鉱
物
。
炭
素
原
子
60

個
が
五
角
形
・
六
角
形
の
サ
ッ
カ
ー

ボ
ー
ル
状
に
配
列
さ
れ
た
フ
ラ
ー
レ

ン
構
造
。
耐
衝
撃
性
は
ダ
イ
ヤ
モ
ン

ド
を
凌り

ょ
う
が駕
し
、
低
温
で
電
気
抵
抗
が

ゼ
ロ
に
な
る
超
伝
導
の
機
能
性
を
持

つ
。
こ
の
ノ
ー
ベ
ル
化
学
賞
を
受
賞

し
た
机
上
の
物
質
が
、
天
然
由
来
で

発
見
さ
れ
た
の
だ
。
そ
れ
を
チ
ェ
コ
か
ら
京
都
裏
千
家

に
茶
道
留
学
し
た
一
青
年
か
ら
入
手
し
た
の
も
奇
縁
で

あ
る
。
そ
し
て
、
私
は
そ
れ
を
化
学
原
料
で
な
く
文
化

素
材
の
墨
に
し
て
み
て
は
、
と
思
い
立
っ
た
。

　

そ
の
時
、
鉱
物
と
植
物
を

合
わ
せ
た
墨
は
、
ど
ん
な
だ

ろ
う
と
想
像
し
て
み
た
。
そ

れ
は
歴
史
的
に
も
存
在
し
て

い
な
い
。
フ
ラ
ー
レ
ン
Ｃ
60

構
造
が
、
墨
色
の
上
で
、
ど

の
よ
う
な
氣
を
発
す
る
の
で

あ
ろ
う
か
。
甚
だ
興
味
深
い

も
の
だ
っ
た
。

　

あ
る
時
、
こ
の
植
物
こ
そ
、
麻
に
す

べ
き
だ
と
閃ひ

ら
め

い
た
。

　

そ
れ
に
は
麻
の
油
が
要
る
。
最
も
古

典
的
な
中
国
伝
来
の
製
墨
法
こ
そ
油ゆ

え

ん煙

墨ぼ
く

で
あ
る
。
植
物
油
を
イ
グ
サ
を
撚よ

っ
た
芯
で
燃
し
て
煤す

す

を
採
る
。
そ
れ

を
膠

に
か
わ
で
練
っ
て
型
入
れ
し
橡ク

ヌ
ギ

の
木
灰

で
調
湿
後
、
風
乾
す
る
。
こ
の
古
法

を
頑か

た
く

な
に
守
り
継
い
だ
墨
匠
の
名
家

こ
そ
、
唯
一
官
工
の
古
梅
園
さ
ん
だ

っ
た
。

　
「
麻
で
も
墨
を
作
っ
て
下
さ
い
ま
せ

ん
か
」

　
「
そ
れ
は
、
よ
ろ
し
い
で
す
ね
」

　

実
に
、
驚
く
こ
と
な
か
れ
。
現
十
六
代
・
晶
子
当
主

を
遡
る
こ
と
六
代
目
元げ

ん
た
い泰
氏
は
、
長
崎
に
遊
学
し
て
清

国
か
ら
製
墨
法
を
学
び
、
麻
の
墨
を
作
っ
た
木
型
が
今

に
遺
っ
て
い
る
の
だ
。
そ
れ
は
、
御ぎ

ょ
ぶ
つ物
と
し
て
皇
室
に

納
め
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、
三
百

年
来
の
復
興
事
業
で
も
あ
っ
た
。
数
百
年
間
、
麻
油
の

入
手
が
困
難
で
あ
っ
た
の
だ
。
幸
い
に
、
ま
ほ
ろ
ば
で

は
食
用
油
と
し
て
仕
入
れ
て
い
る
。
漸
く
大
量
の
麻
油

が
こ
の
冬
、
古
都
奈
良
に
運
ば
れ
た
。
そ
し
て
、
復
刻

京都大学工学研究科・田中一義教授によ
る「 カ レ リ ア 地 方 産 出 鉱 石 シ ュ ン ガ イ
ト 中 の フ ラ ー レ ン 成 因 調 査 」（Research 
for Formation of Fullerene in Shungite 
Produced in Karelia Area）の論文がある。

中国・広西チワン族自治区の巴馬に自
生する麻。100 歳以上の長寿者が多く、
中国初の長寿郷に指定されている。

兄 14 代元祥氏（叔父）と、弟 15 代淳
次氏（父）が、急逝された跡を継がれ
た若き 16 代目当主、松井晶子社長。

「御　和州の清麻油を燃や
して烟煤を取り、『延喜式』
に載せられた造墨法を考
え、あわせて家伝の七種の
香料を加えて、この墨を製
造した。官工　古梅園和泉
掾・松井元泰　謹んで記す。」

（『古梅園墨譜』より）
300 年前、麻で造墨した木型
が今に伝わる。
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と
と
も
に
、
ま
ほ
ろ
ば
特
製
墨
の
仕
様
を
、
全
面
的
に

受
け
入
れ
て
下
さ
っ
た
の
だ
。
こ
れ
は
、
実
に
驚
く
べ

き
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

麻
油
二
百
㍑
か
ら
は
、
煤
が
僅
か
五
㎏
ほ
ど
し
か
採

れ
な
い
。
そ
れ
を
一
週
間
か
け
て
採さ

い
え
ん烟
す
る
。
早
朝
五

時
か
ら
膠
を
溶
か
し
、
煤
と
調
合
し
て
練
り
込
み
、
型

入
れ
し
て
乾
か
す
。
そ
の
手て

ま間
暇ひ

ま

惜
し
ま
ず
造
り
上
げ

て
来
た
伝
統
と
信
念
。　

今
多
く
が
墨
液
・
墨
汁
で
事

を
済
ま
せ
る
。石
油
カ
ー
ボ
ン
ブ
ラ
ッ
ク
に
合
成
樹
脂
、

防
腐
剤
を
混
ぜ
る
。
簡
単
・
便
利
の
イ
ン
ス
タ
ン
ト
の

普
及
は
、
結
局
、
偽
物
し
か
横
行
し
な
く
な
っ
た
。
仮

の
物
は
、
仮
の
者
し
か
作
れ
な
い
。
す
べ
て
の
世
界
が

そ
う
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

　

そ
し
て
、
麻
栽
培
の
復
興
が
、
こ
の
底
辺
に
あ
る
。

　

日
本
の
伝
統
作
物
と
し
て
の
産
業
用
大
麻
の
歴
史
は

開
国
以
来
、
い
や
人
類
創
生
以
来
、
人
間
と
共
に
あ
っ

た
。
そ
れ
は
生
活
全
般
に
関
わ
っ
て
い
た
。
食
用
は
無

論
、
医
薬
、
建
材
、
衣
料
、
神
事
・
・
・
何
事
に
も
な

く
て
は
な
ら
な
い
必
需
品
だ
っ
た
の
だ
。そ
れ
が
戦
後
、

政
策
に
よ
り
切
断
せ
ら
れ
て
、遠
く
に
追
い
遣や

ら
れ
た
。

麻
は
、
地
球
再
生
、
国
家
再
興
の
不
思
議
な
力
を
備
え

て
い
る
の
だ
。
こ
の
復
活
の
外
堀
を
埋
め
る
べ
く
、
こ

の
麻
墨
復
興
は
、
小
さ
い
な
が
ら
そ
の
第
一
歩
を
踏
み

出
し
た
。

　

更
に
、
高
級
墨
は
、
香
料
を
忍
ば
せ
て
い
る
。

以
前

「
三
五
香
全
／
ア
ナ
ナ
イ
コ
ウ
ゼ
ン
」

な
る
お
香
を
作
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

十
五
種
類
の
天
然
香
料
を
調
香
し
た

三
五
の
読
み
は
、
何
と
「
麻
の
階

き
ざ
は
し」

と
い
う
意
味
合
い
を
秘
め
て
い
た
こ

と
に
瞠ど

う
も
く目
し
た
。
偶
然
と
は
言
え
、

天
啓
の
如
く
感
じ
た
。
そ
こ
に
、
何
と
し

て
も
入
れ
た
い
逸
品
が
あ
っ
た
。
そ
れ
が

「
訶か

し子
」
で
あ
る
。
茶
席
や
床
の
間
に
邪
気

を
払
う
魔ま

よ除
け
と
し
て
提さ

げ
る
訶か

り

ろ

く

梨
勒
の

中
身
こ
そ
、
こ
の
薬
香
で
も
あ
る
。

　

そ
の
出
会
い
は
、
八
年
前
に
赴
い
た
チ

ベ
ッ
ト
・
塔タ

ー

ル爾
寺
で
あ
っ
た
。
宝ほ

う
も
つ物
殿で

ん

に

0 － 1 テストで品と質量を定めて、「三五香全」が完成
された。エッセンチアの篠原社長の協力を戴いている。

「訶梨勒」（京都龍安寺・
多福院蔵）

「訶子」
（正倉院蔵
「5502 訶梨

勒 166」）

聖ユトク像

麻油を焚いて煤を採る油煙蔵は幻想的である。
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案
内
さ
れ
た
時
、
チ
ベ
ッ
ト
医
学
中
興

の
祖
、
薬
師
佛
の
化
身
、
ユ
ト
ク
の
祖

像
が
手
に
す
る
薬
物
に
、
０ゼ

ロ

‐
１ワ

ン

テ
ス

ト
が
異
常
に
＋プ

ラ
ス

反
応
し
た
。
瞬
間
、
そ

の
為
に
私
は
大
陸
に
渡
っ
た
と
直
感
し

た
。
そ
の
も
の
こ
そ
、
祖
師
が
万
薬
の

長
で
あ
り
、
核
と
し
た
「
訶
子
（
ア

ル
ラ
、
ミ
ル
バ
ラ
ン
）」
で
あ
っ
た
。

爾じ

ら

い来
、
そ
れ
を
素
材
に
健
食
造
り
に
励

ん
だ
が
、
そ
れ
は
日
本
薬
局
方
に
指
定

さ
れ
た
医
薬
品
で
、
サ
プ
リ
メ
ン
ト
に

入
れ
る
こ
と
が
出
来
な
い
も
の
だ
っ
た
。
今
回
、
晴
れ

て
、
こ
れ
を
香
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
を
思
い
立
っ
た

の
だ
。
そ
れ
は
、遥
か
遠
く
佛
縁
を
繋
ぐ
も
の
だ
っ
た
。

　　

奈
良
、
唐
招
提
寺
を
創
建
さ
れ
た
鑑が

ん

真じ
ん

和わ
じ
ょ
う上
。
師
が

六
度
も
の
日
本
渡
来
を
試
み
、
難
破
で
光
を
失
う
も
簸ひ

る
ま
ず
、
佛
法
を
伝
来
し
て
頂
い
た
恩
寵
は
遠
く
測
り

難
い
。
そ
の
老
師
の
御み

て手
に
あ
っ
た
も
の
が
、
訶
子
で

あ
っ
た
。
そ
れ
は
今
、
御
物
と
し
て
正
倉
院
に
納
め
ら

れ
て
い
る
。そ
の
恩
徳
の
象
徴
で
も
あ
る
こ
の
香
薬
を
、

こ
の
青あ

を

に丹
よ
し
奈
良
の
墨
に
刷す

り
込
み
た
い
と
念
願
し

た
。
か
く
て
、
思
い
は
叶
っ
た
の
だ
。

　

そ
し
て
、
そ
の
「
青あ

を
に丹
よ
し
」
と
詠よ

ま
れ
る
奈
良
の

枕
詞
の
証
と
し
て
、
そ
の
色
を
も
忍
ば
せ
た
い
と
願
っ

た
。
古
梅
園
を
一
躍
引
き
立
た
せ
た
の
が
明
治
天
皇
・

昭
憲
皇
太
后
ご
愛
用
の
銘
墨
「
紅こ

う

か花
墨ぼ

く

」
で
あ
る
。
紅

花
の
色
を
練
り
込
ん
で
あ
る
。
そ
の
発
色
が
書
家
の
心

を
掴つ

か

ん
だ
。

鑑真（688 年 - 763 年）6 度目の渡航で
来日、正式の伝戒を日本仏教に伝えた。
乾漆「鑑真和上坐像」（国宝）は、名品
中の名品である。

自家製菜種採煙の油煙墨で
用途は最も広く、江戸中期
七世和泉橡元彙氏の創作以
来 230 年の永きにわたり今
日に至る。1/3 丁型から 10
丁型まで 9 種類揃う。

　

顔
料
と
も
な
る
青
の
ラ
ピ
ス
ラ
ズ
リ
、
丹あ

か

の
ベ
ン
ガ

ラ
、
そ
し
て
奈
良
で
出
土
す
る
孔
雀
石
マ
ラ
カ
イ
ト

を
、
自
房
の
粉
砕
機
で
50
μミ

ク
ロ
ンｍ
に
も
細
か
く
砕
い
て
送

っ
た
。
そ
れ
を
煤
に
混
ぜ
込
み
、
黒
の
深
み
を
際
立
た

せ
よ
う
と
試
み
た
。

　

更
に
、
煤
と
混
ぜ
る
膠
。
そ
れ
は
鹿
の
コ
ラ
ー
ゲ
ン

を
中
心
に
据す

え
た
。

　

奈
良
公
園
で
啼な

く
鹿
の
遠
音
。
釈
尊
が
大
悟
し
て
最

初
に
説
法
し
た
初
転
法
輪
の
地
、
鹿ろ

く

や野
苑お

ん

を
偲
び
た
い

ベンガラ、ラピスラズリ、マラカイト、
シュンガイト鉱石、三五香全

（左上から右回りに）

左・鹿膠、右・牛膠。膠
業者が次々と廃業し、在
庫が尽きれば、造墨が出
来ない。死活問題である。
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と
希

こ
い
ね
が

っ
た
。
そ
れ
を
受
け
て
鑑
真
和
上
が
、
佛
法

を
獅し

し

く

子
吼
し
た
奈
良
こ
そ
、
唐か

ら

・
天て

ん
じ
く竺
・
倭や

ま
と

の
三

國
を
繋
ぐ
佛
縁
成
就
の
地
で
あ
っ
た
。

　

最
後
に
、
そ
れ
ら
を
混
ぜ
合
わ
せ
る
水
こ
そ
、

ま
ほ
ろ
ば
エ
リ
ク
サ
ー
水
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
。
芭
蕉
翁
が
、

　
「
若
葉
し
て
御お

ん

め
の
雫し

ず
く

ぬ
ぐ
は
ば
や
」

　

と
詠よ

ん
だ
鑑
真
和
上
か
ら
の
泪
、
和
上
へ
の
泪
、
そ

れ
は
大
慈
大
悲
の
如
来
の
泪
で
も
あ
っ
た
。
そ
れ
は
森

羅
万
象
そ
し
て
大
衆
の
泪
で
も
あ
っ
た
。
そ
れ
を
思
慕

し
て
地
上
の
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
物
の
生
命
を
織
り
込
ん

だ
エ
リ
ク
サ
ー
は
、
如
来
の
化
身
で
あ
り
た
い
と
し
て

造
ら
れ
た
。
菩
提
心
の
佛
塔
か
ら
法
雨
甘
露
水
と
し
て

注
が
れ
る
。
そ
れ
が
、
生
き
と
し
生
け
る
も
の
一
切
に

平
安
と
豊
穣
を
齎も

た
ら

さ
ん
こ
と
を
。

湯煎して溶かす膠に入れる水
にエリクサー水を使用。

　

こ
の
墨
を
包
む
布
を
古
代
草
木
染
め
の

大
一
家
、
吉
岡
幸
雄
氏
に
依
頼
し
て
緒
を
結
ば
ん

と
し
た
。

　

こ
れ
ら
命

い
の
ち
の
墨
を
「
玄げ

ん

牝ぴ
ん

」
と
名
付
け
た
。

　
『
老
子
道
徳
経
』
六
章
に
記
さ
れ
る
、

　
「
谷
神
は
死
せ
ず
。
是
を
玄
牝
と
謂
う
。
玄
牝
の
門
、

是
を
天
地
の
根
と
謂
う
。綿
々
と
し
て
存
ず
る
が
如
く
、

之
を
用
う
れ
ば
勤つ

き

せ
ず
」。

　

滾こ
ん
こ
ん々

と
し
て
水
が
尽
き
ず
湧
き
出
で
る
「
母
水
」
の

根
源
こ
そ
玄
牝
と
さ
れ
た
。
こ
の
墨
に
、
あ
ら
ゆ
る
も

の
に
命
を
吹
き
込
む
力
を
託
し
た
。

　

麻
墨
「
玄
牝
」
は
、
高た

か
だ
か々

一
挺ち

ょ
う

の
墨
で
し
か
な
い
。

し
か
し
、
そ
こ
に
盛
り
込
ま
れ
た
懐お

も

い
の
彩

い
ろ
ど
りは
、
根
源

の
大
母
に
還
る
べ
き
万
霊
を
包
含
し
、
万
象
を
生
み
出

す
漆し

っ
こ
く黒
で
あ
っ
た
。

　

毎
朝
、
お
ん
眼
の
泪
は
、
訶
子
の
実
を
染
め
ぬ
き
、

奈
良
・
倭や

ま
と

の
国
は
清き

澄よ

ま
り
て
、

遠
き
佛
法
の
聴
こ
え
る
今け

さ朝
で
あ
る
こ
と
か
。

生家「染司よしおか」五代目当主、吉
岡幸雄氏。染師・福田伝士氏と共に植
物染めによる日本伝統色の再現に取り
組む。東大寺、薬師寺などの伝統行事、
国宝修復など多方面に貢献される。著
作も多い。『日本の色辞典』より

大円環と無の篆字でまほろばの印、そして隷書「玄
牝」と草書「古梅園造」を書かせて戴いた。
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油
煙
墨
へ
の
道
筋

15 ～ 20 分毎に一度灯皿を回して偏りをなくし、油を差し、灯芯を換える。100
皿あって、二部屋で 200 個の灯火が燃えるさまは、甚だ幻想的である。油煙墨
の前は、松煙墨が最初であった。

畳に使うイグサの芯を撚って毎日
400 本作り続ける。この技を習得
するのに、3年以上かかる。継承
する職人が少ない。火の当番、煤
の採取、灯芯作りと多忙である。

麻油 200L から、わずか 5㎏の煤
しか採れない。この非効率から、
多くの業者が石油製品のカーボ
ンブラックに走った。菜種の煤
は、純黒であるが、麻煤は青光
りした独特な色合いである。

450 年間、変わらぬ採烟蔵は、あた
かもご神事のように、神聖な作業
場である。建物すべてが黒の墨で
塗られている。この伝統文化継承
に、深く敬意を表したい。

煤採りの蓋、素焼
きの土器である。
蓋の裏に付いた煤
を細目に採る。

一週間燃やし続ける。菜種油が一般的だが、他に椿油、ごま油、
桐油などがある。灯芯を細くすると、粒子の細かい煤が採れる。
何倍も手間がかかる為、価格も張る高級墨となる。

G E N P I N
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工房内にある古井戸。今は使われていない。
製墨業は、11月から4月までの冬期間のみ。
動物性膠と植物性煤を混ぜる墨造りは、夏
場の高温と湿気で腐る為。しっかり乾燥で
きる冬場の仕事は、酒や醤油の発酵醸造と
同じである。
酒蔵の杜氏と同じように、昔は時季屋と
言った職人の季節労働者は今はなく、一年
通して他の仕事にも就く。

エリクサー水が、どのよう
に働くか。煤と膠を妙合す
る仲添役に成ることを祈り
たい。これを、受け入れて
下さった古梅園さんに感謝。

一番作業。早朝5時から始まる。
湯煎する膠鍋に水と膠を入れ、
上下に叩くように素早く攪拌す
る。平均になるよう一時間ばか
り混ぜる。明日の作業のため、
前日に溶かしておく。使用され
る膠は純度が高い。ちなみに、
膠には、ヤギや鹿など珍しいも
のもある。

トオシで漉して、不純物を取り
除く。漉した物を、職人さんが、
微妙な水加減を調整する。その
粘性は、長年の勘とデータによ
る。
次々と膠工場が廃業したため、
何十年分をストックしてある。
今は、製造する工場はなく、た
とえば、北海道でエゾ鹿による
膠製造が期待される。

墨玉調合に、シュンガ
イトや顔料、そして香
料を入れる。膠の動物
臭を消すために、香料
を入れた。
一般のお香は、リラッ
クスのため、墨の香
は精神統一のために
竜
りゅうぜんこう
涎香などで清涼感を

出す。

ここで、初めて膠と調合する。煤や水分、
粘性など、時期によって微妙に変わる。
これが長年の職人技である。
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練り上がった荒練りの墨
玉。他の物と異なって、銀
光りしているという。

木型の収蔵庫入り口

木型の収蔵庫には、450 年来の型が、約 400 個も納めら
れている。今なお使われている生きた文化財がここに秘
蔵されている。驚嘆すべきこと。

何百年来変わらない , 硬くて
丈夫な「梨の木」の墨型が、
江戸時代から、修復しなが
ら保存されて来た。彫りも
綺麗に出来、墨の水分を吸っ
て、吐いてくれる。

今回、新しく彫った「玄牝」の文字。
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製墨法は、中国で生まれて輸入され、細かい技術は日本で進化発展を遂げた。今や、本場中国が日本の極上の墨
を求める時代に変遷した。日本人の細やかな心遣いや繊細な手

てわざ
技が、世界に比類なき逸品を生み出して来たのだ。

その一つが墨である。
日本では、足踏みと手練りで墨玉をとことん練り上げて本練りとする。これが一番苦心とコツが要る。それを裁
断して小玉にし、更に、ビニールに包んで、お尻の下に敷き、常温を保ちながら作業する。丸い墨玉に整形後、
木型の圧し版で字や紋様を付けて、角や横の微妙なゆがみを調える。数少ない職人さんは、日本の国宝である。

灰乾燥蔵に至る中庭には、八重桜や梅、椿の銘木が
歴史に一層風情を添える。中でも古梅園の名の如く
梅が見事である。

静観な庭園を前にして、長
年積み上げた先人の汗と涙
の結晶が、この場でもある。
過去を継ぎ、未来に繋ぐこ
の一席は、自分だけのもの
ではないとの思いが深まる。

職人気質、製品を徹底して
見極める。決していい加減
に等

なおざり
閑にしない。気に食わ

ないものは、即潰して、ま
た丹念に仕上げる。それが
延
ひ
いては、己の自信、店の

信用に繋がる。
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押し型で成形された麻墨。果たして、最終的には、
どのようになるか？完成が楽しみである。

堅い橡
くぬぎ
の木灰を、何百年と継ぎ足しなが

ら使い回している。粒子が細かいので、
墨と相性が良く、よく馴染む。

より木灰に含む水分量が少ない箱に、毎日移
し換える。10日から1ヶ月間灰乾燥を続ける。
最後は水分の含んでいないサラサラに乾燥し
た木灰の箱に埋めて終了。
現在、中国ではこの工程を飛ばして機械乾燥
する。外ばかり乾いて中が乾かないため、割
れ・ヒビが走り、品質が低下する。
何よりも、良い物は手間暇を惜しまない。こ
の良さが日本人の仕事気

かたぎ
質と国民性である。

土蔵の乾燥庫で、３～ 4か月自然乾燥させる。縄で生墨を
縛って天井から吊るす。この風情は、何処にもない、ここ
だけの光景である。障子一枚を隔てて、外の空気と調湿す
る。伝統工芸の深さをまざまざと見せつけられた感がする。
ちなみに、この後、「紅花墨」は、墨の表面を一度炙り、
ハマグリの貝で砥ぎ、磨き上げて、照り輝かせる。
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ITパソコン時代、手仕事など手の感性が失われた今こそ、この手作りの伝統工芸が、
末永く未来に続くよう応援したい。これは食文化と全く軌を一にしている。食糧
生産者と同じ運命共同体である。松井晶子社長と共に。

社長を補佐する竹住享取締役。長く先代に仕
え、全体を仕切り、全国を回っておられる。
社長との二人三脚、竹住さんのご理解によっ
て、今回の慶事が成った。多謝無限。

工場に至る処々に昔の日本家屋の風情が漂う。
この建物自体が有形文化遺産に指定されている。

G E N P I N


