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和
紙
と
糊
だ
け
で
製
作
す
る
山
鹿
灯
籠
の

歴
史
は
室
町
時
代
に
さ
か
の
ぼ
る
。灯
籠
製

作
者
を
灯
籠
師
と
呼
び
、そ
の
技
術
は
代
々

改
良
が
施
さ
れ
、秘
伝
と
さ
れ
て
き
た
。そ
の

技
術
を
集
約
し
、一
般
に
広
く
公
開
し
た
灯

籠
製
作
の
第
一
人
者
が
松
本
清
記
で
あ
る
。

家
業
の
時
計
屋
を
営
み
な
が
ら
、灯
籠
作

り
の
情
熱
を
持
ち
続
け
、数
々
の
大
作
・
名
作

を
作
り
、後
継
者
の
育
成
、製
作
技
術
の
改

良
・
保
存
に
多
大
の
貢
献
を
し
た
。

温
厚
な
人
柄
で
山
鹿
市
民
か
ら
親
し
ま
れ
、

熊
本
県
近
代
文
化
功
労
者
顕
彰
、熊
本
日
日

新
聞
社
会
賞
を
受
賞
。昭
和
三
十
九
年
に
は
、

山
鹿
市
名
誉
市
民
の
称
号
が
贈
ら
れ
た
。
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九
七
二
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献け
ん
じ
ょ
う

上
す
る
と
か
、
宝ほ

う
れ
き暦

四
年
（
一
七
五
四
）
に
は
、
肥
後
藩

主
細
川
越え

っ
ち
ゅ
う
の
か
み
し
げ
か
た

中
守
重
賢
に
献
上
す
る
な
ど
の
記
録
も
残
っ
て
い

ま
す
。

『
山や

ま
が
と
う
ろ
う
け
ん
ぶ
つ
き

鹿
灯
籠
見
物
記
』
は
、
江
戸
時
代
、
文
化
・
文
政
年

間
（
一
八
〇
四
〜
一
八
三
〇
）
の
灯
籠
ま
つ
り
の
様
子
を
今

に
伝
え
る
貴
重
な
も
の
で
す
。
こ
れ
は
、
下
益
城
郡
の
尾お

く
ぼ窪

村
（
今
の
城
南
町
）
か
ら
来
た
五
人
の
灯
籠
祭
見
物
の
記
録
で
、

奉ほ
う
の
う納

し
た
灯
籠
の
名め

い
し
ょ
う称と

商
家
の
屋や

ご
う号

が
克こ

く
め
い明

に
書
か
れ
て

い
ま
す
。

大
宮
神
社
に
奉ほ

う
の
う納

し
た
灯
籠
の
台
数
は
九
十
五
と
あ
り
ま
す

か
ら
、
こ
の
頃
の
山
鹿
灯
籠
ま
つ
り
は
か
な
り
に
ぎ
わ
っ
て
い

た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

灯
籠
の
歴
史
の
中
で
は
、
文
化・文
政
の
頃
が
最さ

い
せ
い
き

盛
期
で
あ
っ

た
よ
う
で
、
山
鹿
湯
町
の
多
く
の
住
民
が
灯
籠
を
作
り
、
祭
り

行
事
に
携た

ず
さわ

っ
て
い
ま
し
た
。

江
戸
時
代
の
末
期
に
な
る
と
、
世
の
中
は
あ
わ
た
だ
し
く
、

各
地
で
戦
争
が
起
き
、
や
が
て
明
治
時
代
の
幕
が
開
き
ま
す
。

幕ば
く
ま
つ末

の
頃
、
山
鹿
灯
籠
は
衰す

い
た
い退

し
て
い
た
よ
う
で
す
。

明
治
時
代
に
な
る
と
、
山
鹿
灯
籠
ま
つ
り
も
復
活
し
、
木
村
仙せ

ん
た
ろ
う

太
郎
（
松

本
清
記
の
義
父
）
な
ど
優す

ぐ
れ
た
灯
籠
師
が
現あ

ら
われ

、
灯
籠
製
作
技
術
は
さ
ら
に

進
歩
し
ま
す
。
こ
の
こ
ろ
の
大
宮
神
社
へ
の
奉
納
台
数
は
、
八
十
台
ぐ
ら
い

あ
り
、
明
治
末
期
で
も
六
十
台
ぐ
ら
い
の
奉ほ

う
の
う納

が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

松
本
清
記
は
、
養
父
た
ち
の
仕
事
を
手
伝
い
な
が
ら
灯
籠
製
作
技
術
を
習

得
し
、
め
き
め
き
と
腕
を
あ
げ
、
次
第
に
頭と

う
か
く角

を
現
し
始
め
ま
し
た
。

絵
を
描
く
こ
と
が
好
き
だ
っ
た
少
年
時
代

清
記
は
、
松
本
順じ

ゅ
ん
ぺ
い

平
、
ツ
ギ
を
両
親
に
、
明
治
十
三
年
五
月
五
日
、
旧
山

本
郡
山
本
村
字
内
村
（
現
在
の
熊
本
市
植
木
町
）
に
生
ま
れ
ま
し
た
。

は
じ
め
に

山
鹿
灯
籠
の
起
こ
り
は
室
町
時
代
と
い
わ
れ
ま
す
が
、
今
か
ら
約
五
百
年

前
の
戦
国
時
代
に
は
、
全
国
で
戦
争
が
続
き
、
山
鹿
灯
籠
ま
つ
り
は
途と

だ絶
え

て
い
ま
し
た
。

し
か
し
、
後ご

よ
う
ぜ
い

陽
成
天
皇
の
文ぶ

ん
ろ
く禄

年
間
（
一
五
九
二
〜
一
五
九
六
）
に
な
る

と
戦
争
も
少
な
く
な
り
、
山
鹿
灯
籠
ま
つ
り
も
復ふ

っ
か
つ活

し
ま
す
。

さ
ら
に
江
戸
時
代
に
な
る
と
、
紙か

み

細ざ
い
く工

の
技
術
は
一
段
と
向
上
し

て
、
山
鹿
灯
籠
と
し
て
世
間
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
慶

け
い
ち
ょ
う長

年

間
（
一
五
九
六
〜
一
六
一
五
）
に
は
、
山
鹿
灯
籠
を
徳
川
二
代
将
軍
秀ひ

で
た
だ忠

に

昭和30年頃の上がり灯籠
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手
の
か
か
ら
な
い
、
素す

な
お直

な
よ
い
子
と
し
て
育
ち
、
四
歳
か
ら
五
歳
こ
ろ

は
折
り
紙
が
好
き
で
、
祖
母
を
相
手
に
日
当
た
り
の
良
い
縁
側
で
一
日
中
、

い
ろ
い
ろ
な
形
の
折
り
紙
を
折
っ
て
遊
ん
で
い
ま
し
た
。
ま
た
、
祖
母
の
膝ひ

ざ

の
上
で
画
本
を
読
む
の
も
大
好
き
で
し
た
。

山
本
小
学
校
に
入
学
す
る
と
、
画
本
を
買
っ
て
も
ら
う
と
そ
れ
を
読
む
だ

け
で
な
く
、
別
の
紙
に
写
し
取
り
、
墨す

み
で
色
を
つ
け
て
楽
し
ん
で
い
ま
し
た
。

十
歳
こ
ろ
に
は
、
張は

り
も
の物

に
興き

ょ
う
み味

を
覚
え
ま
し
た
。
あ
る
日
の
こ
と
、
ふ
す

ま
屋
が
松
本
家
の
仕
事
に
来
た
と
き
、
清
記
は
一
日
中
座
り
込
ん
で
、
そ
の

様
子
を
に
ら
む
よ
う
に
見
つ
め
て
い
ま
し
た
。
都
合
で
ふ
す
ま
屋
が
二
、
三

日
分
の
仕
事
を
残
し
休
ん
だ
あ
と
来
て
み
る
と
、
き
ち
ん
と
仕
上
が
っ
て
い

た
そ
う
で
す
。
松
本
少
年
は
、
見
よ
う
見
ま
ね
で
本
職
顔
負
け
の
仕
事
を
行

い
、
大
人
た
ち
を
び
っ
く
り
さ
せ
ま
し
た
。

十
四
歳
に
な
る
と
、
絵
画
の
修
業
に
打
ち
込
み
ま
し
た
。
山
鹿
町
松
坂
の

観か
ん
し
ょ
う
ど
う
う
ら
た
せ
つ
お
う

松
堂
浦
田
雪
翁
に
師し

じ事
し
、
自
宅
か
ら
片
道
約
八
キ
ロ
の
道
の
り
を
歩
い

て
通
い
ま
し
た
。

た
ま
に
は
山
鹿
町
の
親
類
（
後
の
養よ

う
ふ父

）
木
村
仙
太
郎
宅
に
泊
ま
る
こ
と

も
あ
り
ま
し
た
。
仙
太
郎
は
、
時
計
屋
を
営
ん
で
い
ま
し
た
が
、
山
鹿
灯
籠

製
作
で
は
す
で
に
名
人
の
域
に
達
し
て
い
ま
し
た
。
す
さ
ま
じ
い
ば
か
り
の

気
骨
で
無
心
に
灯
籠
製
作
に
打
ち
込
む
お
じ
の
姿
を
見
て
、
灯
籠
製
作
に
ぐ

い
ぐ
い
惹ひ

か
れ
て
い
き
ま
し
た
。

「
お
前
は
器
用
だ
か
ら
」
と
、
山
鹿
灯
籠
作
り
の
手
伝
い
を
さ
せ
ら
れ
る

こ
と
も
あ
り
、
外
の
弟で

し子
た
ち
の
数
倍
も
役
に
立
っ
て
は
、
お
じ
を
喜
ば
せ

ま
し
た
。

こ
の
こ
ろ
の
経
験
が
の
ち
に
清
記
を
灯
籠
師
へ
と
駆
り
立
て
る
き
っ
か
け

と
な
っ
た
の
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

十
六
歳
の
こ
ろ
に
は
、
近
く
の
田
底
村
に
表ひ

ょ
う
ぐ具

を
よ
く
す
る
人
が
い
て
、

清
記
は
弟
子
入
り
し
、
農
耕
の
か
た
わ
ら
、
表
具
の
修
業
を
三
年
ほ
ど
行
い

ま
し
た
。
し
か
し
、
表
具
の
合あ

い
ま間

に
、
ち
ょ
っ
と
筆
を
に
ぎ
る
と
、
自
分
を

忘
れ
て
無
心
に
絵
を
描
い
て
い
た
そ
う
で
す
。

そ
の
あ
と
、
さ
ら
に
絵
画
の
技
術
を
磨み

が
く
た
め
に
、
川
尻
付
近
に
住
む

南な
ん
が画

の
鬼き

ど度
先
生
、
そ
れ
か
ら
熊
本
新
町
の
雲う

ん
り
ん
い
ん
そ
ざ
ん

林
院
蘇
山
先
生
に
師
事
し
て

絵
画
の
勉
強
に
励
み
ま
し
た
。

座敷造り

神殿造り

●�山鹿灯籠と灯籠師

山鹿灯籠の起こりは、室町時代の金灯籠からは

じまったといわれています。その後、改良が進

み、神殿造り、城造り、座敷造り、鳥
とりかご

籠、矢
やつぼ

壷な

どの灯籠が作られるようになりました。

その作り方には一貫した鉄則があります。

一　�木や金具は一切使わず、和紙と少量の糊
のり

だけ

で作られています。

二　柱や障
しょうじ

子の桟
さん

などは空
くうどう

洞になっています。

三　�独自の寸法で作られていて、ただ単なるミニ

チュアではありません。

山鹿灯籠製作者を灯籠師と呼びます。灯籠師は

高等な技術と熟
じゅくれん

練を要し、一人前になるには、十

数年の期間が必要といわれています。

ちょっとコラム①
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灯
籠
製
作
の
名
人
木
村
仙
太
郎
の
婿
養
子
に
な
る

明
治
三
十
三
年
、
二
十
歳
に
な
っ
た
清
記
は
、
山
鹿
の
親
類
の
木
村
仙
太

郎
の
婿む

こ
よ
う
し

養
子
と
し
て
迎
え
ら
れ
ま
し
た
。
当
時
、
仙
太
郎
は
五
十
五
歳
で
し

た
。清

記
は
、
ま
ず
、
家
業
の
担
い
手
と
し
て
時
計
修
理
を
覚
え
る
こ
と
か
ら

始
め
ま
し
た
。
し
か
し
、
仙
太
郎
は
、
清
記
に
自
ら
手
を
取
っ
て
教
え
る
よ

う
な
こ
と
は
し
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
、
灯
籠
製
作
に
も
い
え
る
こ
と
で
、
父
の

す
る
仕
事
を
観
察
し
て
、
覚
え
る
し
か
方
法
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

清
記
は
、
創そ

う
い
く
ふ
う

意
工
夫
を
重
ね
、
そ
の
年
は
じ
め
て
、
独
力
で
金
灯
籠
を
数

個
作
り
上
げ
ま
し
た
。
そ
の
と
き
の
感
激
は
、
し
っ
か
り
と
脳の

う
り裏

に
刻
ま
れ
、

清
記
に
と
っ
て
決
し
て
忘
れ
ら
れ
な
い
出
来
事
に
な
り
ま
し
た
。

明
治
三
十
年
代
中
頃
の
奉
納
灯
籠
の
台
数
は
約
六
十
で
、
そ
の
大
半
が
金

灯
籠
で
し
た
。
座
敷
造
り
や
神
殿
造
り
は
少
な
く
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
を
仙
太

郎
た
ち
が
製
作
し
て
い
ま
し
た
。

清
記
は
、
熱
心
に
灯
籠
製
作
を
手
伝
い
、
別
に
父
か
ら
教
わ
る
こ
と
も
な

く
、
製
作
の
技
法
や
約
束
事
な
ど
を
習
得
し
て
い
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、
明

治
三
十
五
年
に
は
、
座
敷
造
り
を
、
翌
年
の
明
治
三
十
六
年
に
神
殿
造
り
を
、

自
ら
の
力
で
見
事
に
仕
上
げ
ま
し
た
。

企
業
か
ら
の
製
作
が
増
え
る

明
治
三
十
七
年
に
は
、
日に

ち
ろ露

戦
争
が
お
こ
り
、
山
鹿
の
町
は
灯
籠
ま
つ
り

ど
こ
ろ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
年
、
養
父
で
あ
り
、
良
き
師
で
も
あ
っ
た

仙
太
郎
は
、
病
気
の
た
め
他
界
し
ま
し
た
。
清
記
は
、
灯
籠
作
り
の
技
に
お

い
て
も
時
計
職
人
の
職
に
お
い
て
も
、
養
父
の
遺い

さ
ん産

を
守
り
、
家
庭
を
支
え

ね
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

日
露
戦
争
後
、
や
が
て
灯
籠
ま
つ
り
は
復ふ

っ
か
つ活

し
ま
す
。
坂
井
・
木
村
・
高

田
・
中
原
等
の
一
流
中ち

ゅ
う
け
ん堅

灯
籠
製
作
者
と
並
ん
で
、
新し

ん
し
ん
き
え
い

進
気
鋭
の
清
記
は

清記が描いたふすま絵

息子と一緒に記念撮影（30代の清記）
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頭と
う
か
く角

を
現あ

ら
わし

は
じ
め
、
そ
の
作
風
は
、
重じ

ゅ
う
こ
う厚、

繊せ
ん
さ
い細

と
し
て
次
第
に
名
声
を

高
め
て
い
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、
明
治
四
十
年
に
は
長
男
武た

け
し士

が
、
明
治

四
十
二
年
に
は
、
二
男
孝こ

う
す
け輔

が
生
ま
れ
ま
し
た
。

明
治
四
十
二
年
に
は
、
清
記
に
と
っ
て
生し

ょ
う
が
い涯の

大
作
と
い
わ
れ
る
「
熊
本

城
全
景
」
の
灯
籠
を
製
作
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
清
正
公
三
百
年
記
念
祭
に
出

品
し
た
も
の
で
す
。
明
治
三
十
四
年
頃
に
灯
籠
師
の
仲
間
入
り
を
し
、
わ
ず

か
八
年
に
し
て
こ
の
偉
業
を
達
成
し
ま
し
た
。
清
記
の
天
才
ぶ
り
を
う
か
が

わ
せ
た
出
来
事
で
し
た
。

第
一
次
世
界
大
戦
の
前
後
、
経
済
界
の
好
況
は
、
山
鹿
灯
籠
製
作
に
も
強

い
影
響
を
も
た
ら
し
ま
し
た
。
久
留
米
の
つ
ち
や
足た

び袋
株
式
会
社
か
ら
、
会

社
の
全
景
を
作
っ
て
欲
し
い
と
の
依
頼
が
あ
り
、
清
記
は
久
留
米
に
出
張
し

て
灯
籠
を
製
作
し
ま
し
た
。
灯
籠
ま
つ
り
の
た
め
の
奉
納
灯
籠
作
り
と
は
別

に
、
企
業
か
ら
灯
籠
製
作
の
依
頼
が
あ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

大
正
十
年
、
清
記
の
妻
マ
モ
は
四
児
を
残
し
て
他
界
し
ま
し
た
。
清
記
は

心
の
痛
手
を
受
け
、
ス
ラ
ン
プ
に
陥お

ち
いり

、
大
正
末
期
は
目
を
見
張
る
灯
籠
は

乏と
ぼ

し
く
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。

し
か
し
、
昭
和
の
は
じ
め
こ
ろ
に
新
し
い
夫
人
ト
メ
を
迎
え
、
心
機
一
転

し
て
製
作
意
欲
が
蘇

よ
み
が
えっ

て
き
ま
し
た
。
大
阪
毎
日
新
聞
本
社
全
景
、
東
京
日

日
新
聞
本
社
全
景
の
製
作
と
い
う
灯
籠
の
大
作
の
依
頼
が
あ
り
、
長
男
武
士

と
約
四
カ
月
間
出
張
し
て
製
作
に
あ
た
り
ま
し
た
。

秘
伝
の
技
術
を
広
く
伝
え
る

清
記
は
灯
籠
製
作
の
伝
統
を
守
る
た
め
に
、
自
ら
大
作
・
名
作
を
作
り
続

け
る
傍か

た
わら

、
後
継
者
の
確
保
と
育
成
に
も
力
を
入
れ
ま
し
た
。

も
と
も
と
、
山
鹿
灯
籠
は
、
商
家
の
お
家
芸
と
し
て
発
展
し
、
そ
の
家
ご

と
に
代
々
伝
わ
る
秘
法
は
門
外
不
出
で
、
容
易
に
は
公
開
さ
れ
ま
せ
ん
で
し

た
。
「
矢
つ
ぼ
」
は
江
上
家
、
「
鳥
か
ご
」
は
荒
木
家
と
言
う
ふ
う
に
一
定

し
て
い
て
、
と
も
す
れ
ば
こ
れ
ら
の
技
法
は
絶ぜ

つ
め
つ滅

の
恐
れ
さ
え
あ
り
ま
し
た
。

大阪毎日新聞社

東京日日新聞社

熊本城の全景（明治42年）
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山鹿灯籠製作技術を集大成、広く公開

松本 清記
SEIKI MATSUMOTO  1880〜 1973

清
記
は
そ
れ
ら
の
技
法
を
集
大
成
し
、
懇こ

ん
せ
つ
て
い
ね
い

切
丁
寧
に
弟で

し子
た
ち
に
余
す
こ

と
な
く
伝
え
ま
し
た
。
清
記
か
ら
直
接
手
ほ
ど
き
を
受
け
た
弟
子
た
ち
は
十

数
名
お
り
、
そ
の
中
か
ら
優
れ
た
灯
籠
師
た
ち
が
育
っ
て
い
き
ま
し
た
。

た
っ
た
一
基
の
奉
納
灯
籠

支し
な
じ
へ
ん

那
事
変
か
ら
第
二
次
世
界
大
戦
と
戦
争
の
時
代
が
続
き
、
灯
籠
ま
つ
り

行
事
は
さ
ま
ざ
ま
な
制
約
を
受
け
、
室
町
時
代
か
ら
続
く
伝
統
の
灯と

も
し
び火

も
ま

さ
に
絶
え
よ
う
と
し
て
い
ま
し
た
。

昭
和
二
十
年
八
月
、
広
島
、
長
崎
に
続
け
て
原
子
爆
弾
が
投
下
さ
れ
、
日

本
は
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
を
受じ

ゅ
だ
く諾

し
、
第
二
次
世
界
大
戦
の
幕
が
下
り
ま
し
た
。

八
月
十
五
日
は
、
お
祭
り
ど
こ
ろ
で
は
な
く
、
山
鹿
の
人
た
ち
は
敗
戦
の

悲
し
み
に
打
ち
ひ
し
が
れ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
状
況
下
で
、

六
十
五
歳
に
な
る
清
記
が
製
作
し
た
座
敷
作
り
た
だ
一
基
の
み
の
灯
籠
が
、

八
月
十
六
日
の
夜
、
大
宮
神
社
に
奉
納
さ
れ
ま
し
た
。
も
し
か
し
た
ら
、
こ

れ
が
本
当
に
最
後
の
山
鹿
灯
籠
ま
つ
り
に
な
る
の
で
は
な
い
か
、
山
鹿
の
人

た
ち
は
誰
し
も
危
機
感
を
募つ

の
ら
せ
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
敗
戦
か
ら
数
年
で
灯
籠
ま
つ
り
は
復
活
し
、
清
記
の
教
え
を

受
け
た
た
く
さ
ん
の
弟
子
た
ち
に
よ
っ
て
山
鹿
灯
籠
が
製
作
さ
れ
、
再
び
山

鹿
の
町
に
活
気
が
蘇

よ
み
が
えり

ま
し
た
。

昭
和
二
十
九
年
、
清
記
は
「
水
車
の
あ
る
家
」
と
い
う
灯
籠
を
作
り
ま
し

た
。
小
説
家
尾お

ざ
き
し
ろ
う

崎
士
郎
が
書
い
た
小
説
『
灯と

も
し
び

』
に
ち
な
む
も
の
で
、
清
記
の

代
表
作
の
一
つ
で
す
。

農
家
の
藁わ

ら
葺ぶ

き
の
家
で
、
水
車
を
こ
し
ら
え
、
庭
に
も
趣し

ゅ
こ
う向

を
凝こ

ら
し
て

い
ま
す
。
藁わ

ら
は
一
本
一
本
こ
よ
り
を
作
り
、
何
千
本
か
で
屋
根
を
葺
い
て
い

ま
す
。

水車のある家 天皇皇后両陛下の前で灯籠の製作実演
（昭和33年「熊本県産業館」）
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晩
酌
と
朝
風
呂
が
大
好
き

清
記
は
お
酒
が
好
き
で
、
毎
日
の
晩ば

ん
し
ゃ
く酌が

大
の
楽
し
み
で
し
た
。
焼

し
ょ
う
ち
ゅ
う

酎
に

は
よ
く
砂さ

と
う糖

を
入
れ
て
飲
ん
で
い
ま
し
た
。
ま
た
、
入
浴
は
朝
湯
が
好
き
で
、

朝
の
六
時
こ
ろ
、
公
衆
浴
場
の
さ
く
ら
湯
に
通
う
の
が
毎
日
の
日
課
で
し
た
。

お
風
呂
帰
り
に
は
、
元
気
に
登
校
す
る
子
ど
も
た
ち
と
擦す

れ
違
い
ま
し
た
。

六
十
歳
こ
ろ
か
ら
弓
道
に
興
味
を
持
つ
よ
う
に
な
り
、
毎
朝
大
宮
神
社
に

行
っ
て
練
習
に
励
み
、
宇
野
先
生
と
宮
本
先
生
の
二
人
の
良
き
師
に
付
い
た

お
か
げ
で
腕
を
あ
げ
、
五
段
に
な
り
ま
し
た
。
健
康
に
は
よ
く
気
を
付
け
、

九
十
二
歳
と
い
う
長
寿
で
他
界
し
ま
し
た
。

●�父の思い出（松本梅香さん）

松本清記氏の長女の松本梅香さん（山鹿市大宮通在

住）に父親の思い出を語ってもらいました。

・�実際製作するときは、汗かきだったので、汗が落ちて

作品を傷めないように鉢
はちまき

巻をして作っていました。鉢

巻をして製作している写真は残念ながらないですね。

・�戦争の時、空
くうしゅう

襲警報がなると、他は何も持たずに灯籠

製作の道具のみを持って避
ひなん

難していました。終戦の

時、父が執念で製作したわずか一台の灯籠が大宮神社

に奉納されました。

・�料理も好きで上
じょうず

手でした。11月15日の山鹿まつりの

ときには、巻
ま

き寿
ずし

司をたくさん作って、お店を訪ねて

くる人に振
ふるま

舞っていました。また、盆栽も好きで、た

くさんのランやサボテンを育てていました。

・�丁
ていねい

寧に仕事をしますので、製作には時間がかかりまし

た。締め切りの期限が迫っても決して手を抜くような

ちょっとコラム②

朝湯帰りの清記（昭和34年）

ことはありませんでした。ちっともあわてないので、

「もう、間に合わない」と思ったお弟子さんたちが手

伝ってくれて、何とか灯籠まつりに間に合ったときも

ありました。お弟子さんたちは、祭りが近づくといつ

もはらはらしていました。

・�父が怒ったところは見たことがありません。私が小学

3・4年生くらいのとき、灯籠の近くで遊んでいて、

つまずいて屋根の部分を壊してしまいました。怒られ

るものと縮こまっていたら、すんなり許してくれまし

た。いつもにこにこしていて非常に温和な方でした。

・�毎日の晩
ばんしゃく

酌が大の楽しみでした。焼
しょうちゅう

酎に砂
さとう

糖を入れ、

一合ずつ飲んでいました。毎日夕方になるとよくお酒

を買いに酒屋に行かされました。ほかに、朝風呂も大

好きでした。
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山鹿灯籠製作技術を集大成、広く公開

SEIKI MATSUMOTO  1880～1973

明
治
十
三
年 

▼

（
一
八
八
〇
）

明
治
二
六
年 

▼

（
一
八
九
三
）

明
治
二
七
年 

▼

（
一
八
九
四
）

明
治
二
九
年 

▼

（
一
八
九
六
）

明
治
三
三
年 

▼

（
一
九
〇
〇
）

明
治
四
二
年 

▼

（
一
九
〇
九
）

大
正
十
年　

 

▼

（
一
九
二
一
）

昭
和
二
年　

 

▼

（
一
九
二
七
）

鹿
本
郡
山
本
村
の
農
家
に
生
ま
れ
る

山
本
小
学
校
高
等
科
に
進
学　

農
業
に
も
精
を
出
す

画
道
を
志
し
山
鹿
町
松
坂
の
観
松
堂
浦
田
雪
翁
に
師

事
し
往
復
四
里
の
道
を
通
う

十
六
才　

田
底
村
の
表
具
師
に
弟
子
入
り
し
て
習
業

二
十
才　

山
鹿
町
木
村
仙
太
郎
の
婿
養
子
と
な
り
、

金
灯
籠
数
個
を
作
る　
　
　

熊
本
城
全
景
の
灯
籠
を
作
る
（
清
正
公
三
百
年
記
念

祭
）

四
児
を
残
し
て
妻
マ
モ
他
界
、
ス
ラ
ン
プ
に
陥
る

ト
メ
と
再
婚　

大
阪
毎
日
新
聞
本
社
・
東
京
日
日
新

聞
本
社
を
灯
籠
で
作
る

昭
和
六
年　

 

▼

（
一
九
三
一
）

昭
和
二
〇
年 

▼

（
一
九
四
五
）

昭
和
二
九
年 

▼

（
一
九
五
四
）

昭
和
三
〇
年 
▼

（
一
九
五
五
）

昭
和
三
三
年 

▼

（
一
九
五
八
）

昭
和
三
九
年 

▼

（
一
九
六
四
）

昭
和
四
二
年 

▼

（
一
九
六
七
）

昭
和
四
七
年 

▼

（
一
九
七
二
）

熊
本
県
の
委
嘱
を
受
け
熊
本
城
一
の
天
守
二
の
天
守

を
作
る

山
鹿
灯
籠
祭
に
座
敷
灯
籠
一
基
を
奉
納
（
た
だ
一
基

の
み
）

灯
籠
「
水
車
の
あ
る
家
」
を
作
る

山
鹿
市（
古
閑
一
夫
市
長
）は
松
本
清
記
を
表
彰

熊
本
県
教
育
委
員
会
は
松
本
清
記
を
熊
本
県
近
代
文

化
功
労
者
と
し
て
顕
彰
状
を
贈
る

熊
本
日
日
新
聞
社
会
賞
を
受
け
る

熊
本
県
産
業
館
に
お
い
て
、
九
州
旅
行
の
昭
和
天
皇

皇
后
両
陛
下
の
前
で
灯
籠
製
作
を
実
演
し
、
座
敷
灯

籠
を
献
上
。　　

山
鹿
市
は
山
鹿
市
名
誉
市
民
の
称
号
を
贈
る

山
鹿
市
長
は
米
寿
の
記
念
品
を
贈
る

九
十
二
才
で
死
去
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●景行天皇伝説

第十二代景行天皇が九州御巡幸の折り、玉名の方から

菊池川をさかのぼって、今の山鹿大橋付近に上陸しよう

とされました。しかし、付近一帯に白霧が立ち込め天皇

たちの行く手をはばみました。

そのとき、山鹿の里人たちは、手にたいまつを持って

天皇たちを無事案内したので、天皇はことのほかお喜び

になりました。

以来、里人たちは、行在所跡（今の大宮神社の地）に

景行天皇を祀り、毎年たいまつを献上したのが、灯籠ま

つりの起源といわれています。

●大亀伝説

米田から千田、田底にかけては、大昔は一面湖で茂賀

の浦と呼ばれていました。阿蘇の健磐竜命（阿蘇神社の

主神で、地元では阿蘇大明神の名で親しまれています）

がこの茂賀の浦を通って山鹿の花見坂に向かわれようと

したとき、湖から頭が八つある大亀が現われました。命

は矢継ぎ早に大亀を退治なさいました。

その大亀の霊を鎮めるために、毎年、たいまつを大宮

神社に献灯したのが、灯籠まつりの由来といわれていま

す。

●温泉復活由来説

金剛乗寺由来記によれば、文明五年（一四七三）三月

に町の宝物である温泉が突然かれてしまいました。その

とき金剛乗寺住職の宥明法印が一心に温泉復活を祈祷し

たところ、同年十二月二十日の夜中にお湯が再びこんこ

んと湧き出しました。以来、法印は温泉再生の大恩人と

して崇められました。

文明十七年（一四八五）九月十五日、法印は亡くなり、

町人たちは翌年の四月十五日から七月十五日にかけて法

印の追善大法要を行いました。

大法要にあたって町人たちは紙細工の名人山口兵衛に

依頼し、数百の紙灯籠を作らせ、法印の霊前に供えました。

この行事は毎年七月十五日に行われ、以後五年間続き

ました。延徳三年（一四九一）に大宮神社の神官が町内

の人々と相談し、金剛乗寺の住職に、七月十五日の宥明

法印の献灯が済んだ後、翌十六日には町中がにぎわうよ

うに、大宮神社に移し献灯したいと申し出た結果、寺側

がそれを快く了承しました。これが山鹿灯籠のいわれと

いわれています。
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