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紀
州
古
代
墨

●
紀
州
の
歴
史
・
文
化

徳
川
治
宝
侯
が
愛
し
た 

瑞
芝
焼

●
散
策

粉
河
で
ぶ
ら
り
大
樹
め
ぐ
り

●
施
設
紹
介

図
書
館
探
検
隊

司
書
が
選
ぶ
郷
土
の
本

シ
リ
ー
ズ
道
の
駅

「
み
な
べ
う
め
振
興
館
」
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紀
州

古
代
墨

消
滅
と
復
活
、
古
の
墨
を
訪
ね
て

墨す
み

は
、
煤す

す

と
膠

に
か
わ

を
練
り
固
め

て
作
ら
れ
る
。
煤
は
不
完

全
燃
焼
を
起
こ
し
た
際
に
煙
の
中

に
生
じ
る
も
の
。
膠
は
動
物
の
皮

な
ど
か
ら
抽
出
さ
れ
る
ゼ
ラ
チ
ン

質
。
煤
は
松
を
燃
や
し
て
と
る
松

煙
、
菜
種
な
ど
か
ら
と
る
油
煙
に

大
別
さ
れ
、
近
年
で
は
量
産
し
や

す
い
重
油
か
ら
の
生
産
も
さ
れ
て

い
る
。松

し
ょ
う
え
ん
ぼ
く

煙
墨
や
油ゆ

え
ん
ぼ
く

煙
墨
は
現
在
、

ほ
と
ん
ど
作
ら
れ
て
い
な
い
。
当

時
の
墨
作
り
と
は
ど
の
よ
う
な
も

の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　
墨
は
石
墨
に
は
じ
ま
り
、墨
丸

そ
し
て
、松
煙
と
進
化
し
て
き
た
。

　
松
煙
は
紀
元
前
２
０
０
年
ご

ろ
、
中
国
で
現
在
の
墨
の
原
型
と

い
え
る
墨
が
で
き
た
。
そ
の
墨
は

漆う
る
しで

固
め
た
も
の
だ
っ
た
。
そ
の

約
４
０
０
年
後
、
膠
で
固
め
る
と

い
う
現
在
の
墨
と
同
じ
も
の
が
作

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
日
本
に
は
、
推す

い
こ
て
ん
の
う

古
天
皇
18
年

（
６
１
０
年
）
に
高こ

う

く

り

句
麗
の
僧
・

曇ど
ん
ち
ょ
う微

が
製
紙
・
製
墨
の
技
術
を
伝

え
た
と
い
う
記
録
が
残
っ
て
い

る
。

　
紀
州
で
は
、
い
つ
か
ら
墨
作
り

が
行
わ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

　
建

け
ん
ち
ょ
う長
6
年
（
１
２
５
４
年
）
に

伊い
が
の
か
み
た
ち
ば
な
の
な
り
す
え

賀
守
橘
成
季
に
よ
っ
て
編へ

ん
さ
ん纂

さ
れ
た
「
古

こ
こ
ん
ち
ょ
も
ん
じ
ゅ
う

今
著
聞
集
」
に
次
の

よ
う
な
説
話
が
残
さ
れ
て
い
る
。

　
後
白
河
院
が
熊
野
詣
で
、
藤
白

の
宿
に
着
い
た
時
の
こ
と
。
紀
伊

国
の
国こ

く
し司

（
現
在
の
県
知
事
に
あ

た
る
）
が
松
煙
墨
を
献
上
し
た
と

こ
ろ
、
後
白
河
院
の
「
こ
の
墨
い

か
程
の
も
の
ぞ
試
み
よ
」
と
い
う

言
葉
に
、
御
前
に
居
た
左
大
臣
が

松
しょうえん

煙の原料となる松が豊富だった紀州。

当時の墨作りとはどのようなものだったのか。

紀州古代墨の歴史をたどってみる。

海南で作られていた藤代墨を
復元し、現在も体験授業など
の活動を通じて墨作りを伝え
る郷土史家。

取材協力 平岡繁一 氏

古今著聞集

右
大
将
に
薦す

す

め
た
と
こ
ろ
、
右
大

将
は
硯

す
ず
り

を
引
き
寄
せ
、
墨
を
す
っ

た
が
、
そ
の
す
り
方
が
除じ

ょ
も
く目

（
大

臣
以
外
の
官
吏
を
任
命
す
る
儀

式
）
の
と
お
り
で
あ
っ
た
の
で
、

左
大
臣
が
感
心
し
た
と
い
う
。

　
後
白
河
院
の
熊
野
詣
は
永

え
い
り
ゃ
く歴

元

年
（
１
１
６
０
年
）
に
始
ま
り
、

建け
ん
き
ゅ
う久
2
年
（
１
１
９
１
年
）
ま

で
34
回
に
及
ん
で
い
る
が
、
こ
の

こ
ろ
に
国
司
が
献
上
す
る
ほ
ど
の

出
来
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
考

え
る
と
、
１
０
０
０
年
ご
ろ
に
は

墨
作
り
が
行
わ
れ
て
い
た
の
で
は

な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
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こ
の
墨

　
い
か
程
の
も
の
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試
み
よ
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春
日
神
社

紀
州
松
煙
墨
の

書
き

初
め

　「
紀き

い

め

い

し

ょ

ず

え

伊
名
所
図
絵
」
に
よ
る
と
、

当
時
の
藤ふ

じ
し
ろ
ず
み

代
墨
は
墨す

み
や
だ
に

屋
谷
（
現
在

の
藤
白
神
社
の
南
東
）
と
呼
ば
れ

る
場
所
で
作
ら
れ
て
い
た
と
さ
れ

る
。
熊
野
詣
の
入
口
に
あ
た
る
こ

の
場
所
で
は
、
宮
人
や
歌
人
が
そ

の
様
子
を
眺
め
詠
ん
だ
歌
も
残
っ

て
い
る
。

　
寛か

ん
ぽ保

２
年
（
１
７
４
２
年
）
京

都
の
冷れ

い
ぜ
い泉

家
よ
り
紀
州
藩
に
「
古

歌
に
詠
ま
れ
て
い
る
藤
代
の
墨
は

ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
」
と
の
問

い
合
わ
せ
が
あ
っ
た
。

　
し
か
し
、
墨
作
り
は
と
う
に

絶
え
、
知
る
者
も
な
く
、
調

査
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が

名な
た
か
せ
ん
ね
ん
じ

高
専
念
寺
の
全

ぜ
ん
ち
ょ
う

長
と
い
う
僧

の
「
名な

た
か
う
ら
し
い
か
い
け
ん

高
浦
四
囲
廻
見
」
に
記
さ

れ
て
お
り
、
湯
浅
に
残
っ
て
い
た

二
つ
の
古
墨
を
提
出
し
た
こ
と
が

「
速は

や

み

け

ん

ぶ

ん

し

き

水
見
聞
私
記
」
に
墨
の
型
と

と
も
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
そ
の
後
、
紀
州
藩
の
六
代
藩
主

徳と
く
が
わ
む
ね
な
お

川
宗
直
が
当
時
の
湯
浅
村
に
住

む
橋は

し

も

と

じ

え

も

ん

本
治
右
衛
門
に
藤
代
墨
の
再

興
を
命
じ
、
紀
州
藩
の
公
用
品
と

さ
れ
珍
重
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
ま
た
、
こ
の
こ
ろ
は
「
藤
代・・

墨
」
か
ら
「
藤
白・・

墨
」
へ
、
原
料

も
松
煙
か
ら
油
煙
へ
と
大
き
く
変

わ
っ
た
。

　
こ
の
藤
白
墨
も
天て

ん
ぽ
う保

13
年

（
１
８
４
２
年
）
に
廃
絶
し
た
。

　
そ
の
後
、
明
治
初
期
に
入
り
田

辺
の
鈴す

ず
き
ば
い
せ
ん

木
梅
仙
が
藤
代
墨
を
研
究

し
、「
梅ば

い
せ
ん
ぼ
く

仙
墨
」
と
し
て
名
墨
を

残
し
て
い
る
が
、
梅
仙
没
後
途
絶

え
て
し
ま
っ
た
。

　
日
本
で
た
だ
一
人
、
原
料
の
松

煙
か
ら
松
煙
墨
を
作
り
続
け
て
い

る
人
物
が
い
る
。田
辺
市
鮎
川
で
墨

工
房「
紀
州
松
煙
」を
営
む
堀
池
雅

夫
氏
だ
。
現
在
の
墨
作
り
と
は
…

　
松
煙
作
り
に
使
う
松
に
は
、
立

木
の
皮
を
は
い
で
し
ば
ら
く
お
き
、

松
脂
が
の
っ
て
き
た
部
分
を
切
り

出
し
て
使
う
「
生
き
松
」
と
、
自

然
と
枯
れ
た
松
を
切
り
出
す
「
落

ち
松
」
が
あ
る
。
今
で
は
松
山
自

体
が
少
な
く
な
っ
た
た
め
「
落
ち

松
」
を
集
め
て
松
煙
を
作
る
。

　
江
戸
時
代
に
は
「
障
子
焚
き
」

と
い
い
、
障
子
で
囲
っ
た
小
さ
な

部
屋
の
中
で
松
を
燃
や
す
こ
と

で
、
障
子
に
た
ま
っ
た
煤
を
集
め

る
方
法
が
用
い
ら
れ
た
。現
在
は
、

障
子
の
代
わ
り
に
目
の
細
か
い
金

網
が
使
わ
れ
て
い
る
。

　
海
南
市
に
あ
る
春
日
神
社
は
、
朝

廷
よ
り
正
一
位
を
与
え
ら
れ
た
格
式

の
高
い
神
社
で
、聖
武
天
皇
か
ら
代
々

の
祈
願
所
と
し
て
厚
い
保
護
を
受
け

て
い
た
。
熊
野
古
道
の
休
息
す
る
と

こ
ろ
に
設
け
ら
れ
た
九く

じ
ゅ
う
く
お
う
じ

十
九
王
子
社

の
ひ
と
つ
で
あ
る
「
松ま

つ
し
ろ
お
う
じ

代
王
子
」
が

春
日
神
社
に
合
祀
さ
れ
て
お
り
、
ご

神
体
は
な
ぎ
の
葉
の
形
を
し
た
墨
だ

そ
う
だ
。

　
春
日
神
社
で

は
、「
紀
州
古
代

墨
席
上
書
初
会
」

と
い
う
小
中
学
生
を
対
象
と
し
た
書

き
初
め
会
を
毎
年
元
旦
と
2
日
に
催

し
て
お
り
、
松
煙
墨
を
墨
汁
に
し
た

も
の
を
使
っ
て
い
る
。
松
煙
墨
で
書

か
れ
た
書
は
青
み
が
か
っ
た
艶
の
な

い
黒
色
に
な
り
、
味
の
あ
る
落
ち
着

い
た
色
合
い
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き

る
。
書
い
た
あ
と
、
松
の
香
り
が
一

面
に
広
が
る
の
も
特
徴
だ
。

　
こ
の
書
き
初
め
会
は
今
回
で
16
年

目
を
迎
え
る
。
松
煙
墨
は
、
江
戸
時

代
や
現
在
な
ど
何
度
も
復
元
さ
れ
て

は
忘
れ
ら
れ
て
き
た
。「
和
歌
山
が
誇

る
文
化
の
一
つ
な
の
で
、
ま
ず
は
地

元
に
根
づ
か
せ
た
い
と
思
い
こ
の
書

き
初
め
会
を
始
め
ま
し
た
」
と
、
主

催
で
あ
る
春
日
神
社
の
三
上
秀
信
宮

司
は
語
る
。
海
南
市
の
小
中
学
生
に

は
参
加
が
多
く
、
松
煙
墨
の
存
在
は

広
ま
り
つ
つ
あ
る
と
い
う
。

　
こ
の
書
き
初
め
会
は
予
約
の
必
要

も
な
く
、
当
日
訪
れ
て
も
大
丈
夫
と

の
こ
と
。
古
代
か
ら
伝
わ
る
墨
「
紀

州
松
煙
墨
」を
つ
か
う
感
動
を
味
わ
っ

て
み
て
は
。

なぎの葉

松代王子が祀られているお社のご神体
は「なぎの葉」の形

取材協力
三上秀信 宮司

す
る
墨
の
そ
の
藤
代
の
秋
か
け
て

　
　
　
　
　
　
た
え
ぬ
七
日
の
梶
の
玉
づ
き

あ
ふ
こ
と
を
松
に
か
け
た
る
藤
代
の

　
　
　
　
　
　
　
墨
の
名
し
る
き
梶
の
玉
章

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

冷
泉
為
重

幾
千
歳
松
に
か
け
た
る
た
か
き
名
も

　
　
　
　
　
　
な
お
世
に
し
る
き
藤
代
の
墨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

冷
泉
為
久

　
煤
作
り
は
、
細
か
く
切
っ
た
松

を
小
さ
な
炎
で
ゆ
っ
く
り
燃
や
す

こ
と
が
重
要
に
な
る
。
そ
の
た
め

5
分
お
き
に
松
を
く
べ
足
す
こ
と

を
繰
り
返
す
必
要
が
あ
る
。

　
５
０
０
㎏
の
松
を
１
０
０
時
間

燃
や
し
て
、
よ
う
や
く
10
㎏
の
煤

が
と
れ
る
。
こ
こ
か
ら
ゴ
ミ
を
除

き
、重
り
を
か
け
て
嵩
を
沈
め
る
。

　
こ
う
し
て
集
め
た
松
煙
と
膠

を
、
乳
鉢
に
入
れ
時
間
を
か
け
て

練
る
。
そ
し
て
粘
土
状
に
な
っ
た

墨
を
木
型
に
入
れ
形
を
整
え
る
。

　
こ
の
木
型
は
一
つ
だ
け
な
ら
誰

で
も
作
れ
る
が
、
量
産
す
る
た
め

に
は
同
じ
型
が
い
く
つ
も
必
要
に

な
る
。
そ
の
よ
う
な
ま
っ
た
く
同

じ
型
を
作
れ
る
職
人
は
現
在
で
は

一
人
だ
け
だ
と
い
う
。

　
型
か
ら
取
り
出
し
た
墨
は
水
分

を
含
む
た
め
、
灰
の
中
に
新
聞
紙

に
包
ん
で
入
れ
、
乾
燥
さ
せ
る
。

新
聞
紙
と
灰
は
定
期
的
に
交
換
を

繰
り
返
し
、
半
年
か
け
て
よ
う
や

く
墨
が
完
成
す
る
。

　
手
間
ひ
ま
を
か
け
て
作
ら
れ
た

松
煙
墨
に
は
、
独
特
の
淡
い
色
合

い
と
、
特
徴
で
も
あ
る
滲に

じ

み
が
出

る
こ
と
で
書
道
家
だ
け
で
な
く
、

芸
術
家
に
も
愛
用
者
が
多
い
。

　
ま
た
堀
池
氏
は
様
々
な
色
の

「
彩
煙
墨
」
や
「
油
煙
墨
」、
白
樺

を
使
っ
た
墨
作
り
な
ど
、
伝
統
を

守
り
な
が
ら
も
新
た
な
取
り
組
み

に
挑
戦
し
続
け
て
い
る
。

取材協力 堀池雅夫 氏
お問い合わせ
春日神社
海南市大野中 577-1
TEL 073-483-7547

松煙焚き
細かく切った松をゆっくり燃やすことで、
煤が生じる。

煤とり作業
とったばかりの煤は空気を含むため、
ふわふわしてとても軽い。

膠と練り込む
良質の膠。これを溶かして煤と練り合わせる。

型入れ
墨を成形する木型。
堅くて木目の少ない梨の木が使われる。

乾燥作業
灰は備長炭の炭がまからとれたもの。

完成

お問い合わせ
墨工房 紀州松煙
田辺市鮎川字小川
TEL 0739-49-0801

藤代墨 （海南歴史民俗資料館）

梅仙墨 （海南歴史民俗資料館）

明
治
時
代
の
墨
作
り
の
様
子 

紀
州
古
代
墨
の
現い

ま代
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