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現
代
に
伝
わ
る
武
士
の
世
の
技

寛
永
20
年（
１
６
４
３
年
）に
入
府
し

た
二
本
松
藩
初
代
藩
主
丹
羽
光
重
公

が
城
の
大
改
築
を
行
っ
た
際
、
城
館

を
建
築
す
る
か
た
わ
ら
で
、
大
工
職

人
が
城
内
の
建
具
・
調
度
品
な
ど
も

手
掛
け
た
こ
と
が
二
本
松
家
具
の
始

ま
り
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

受
け
継
が
れ
た
、
伝
統
の
技
に
よ
る

二
本
松
の
家
具
。

古
い
も
の
の「
良
さ
」が
見
直
さ
れ
、

丁
寧
な
修
繕
や
高
度
な
技
術
に
よ
り

再
生
す
る
家
具
。

造
る
技
術
、
生
か
す
技
術
。

二
本
松
に
は
、
技
術
を
つ
な
ぐ
職
人

が
い
ま
す
。

2広報にほんまつ　2020.11
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昭
和
21
年
、
県
内
で
初
め
て
、
男

子
が
学
ぶ
こ
と
の
出
来
る
県
立
の
補

導
所（
現
在
の
テ
ク
ノ
ア
カ
デ
ミ
ー
）

が「
二
本
松
木
工
補
導
所
」と
し
て
、

若
宮
地
区
に
開
校
し
ま
し
た
。

　
の
ち
に
、
表
地
区
へ
移
転
し
、
塗

装
科
も
つ
く
ら
れ
、
中
学
校
を
卒
業

し
た
若
者
が
１
年
間
、
家
具
造
り
や

塗
装
の
技
術
を
学
び
、
市
内
、
県
内

外
へ
と
就
職
し
て
い
き
ま
し
た
。

　
塗
装
科
で
は
木
工
以
外
の
塗
装
技

術
も
学
ぶ
こ
と
が
で
き
、
建
築
塗
装

や
自
動
車
鈑
金
な
ど
の
分
野
で
も
多

く
の
卒
業
生
が
二
本
松
で
活
躍
し
て

い
ま
す
。

　
こ
の
二
本
松
木
工
補
導
所
は
、
職

業
訓
練
所
、
職
業
訓
練
校
と
名
称
を

変
え
、
家
具
造
り
を
担
う
人
材
も
多

く
輩
出
し
ま
し
た
。

　
し
か
し
、
社
会
情
勢
の
変
化
や
入

校
生
の
減
少
な
ど
で
、
昭
和
57
年
３

月
に
閉
校
。

　
そ
の
技
術
は
、
当
時
の
塗
装
の
授

業
の
た
め
の
実
習
棟
を
活
用
し
、
市

内
の
事
業
者
が
協
同
で
運
営
す
る

「
二
本
松
木
工
家
具
協
同
組
合
」に
継

承
さ
れ
て
い
ま
す
。
組
合
で
は
、
各

店
舗
か
ら
の
依
頼
を
受
け
、
専
門
の

塗
装
職
人
が
、
伝
統
家
具
の
塗
装
を

行
い
ま
す
。

　
17
歳
の
頃
か
ら
塗
装
を
学
び
、
60

年
以
上
も
の
キ
ャ
リ
ア
を
誇
る
菅
野

さ
ん
か
ら
技
術
を
学
ぶ
の
は
遠
藤
さ

ん
。
塗
装
職
人
へ
の
道
を
歩
み
始
め

て
か
ら
８
年
。
丁
寧
な
仕
事
が
認
め

ら
れ
、
一
人
で
家
具
の
塗
装
を
任
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

二
本
松
木
工
家
具

　
　  

協
同
組
合【
表
】
菅す

げ
の野 

三み
つ
と
し壽 

さ
ん（
83
）

遠え
ん
ど
う藤 

健け
ん

　 

さ
ん（
30
）

１・２_ 着色の工程。丁寧に色を着けていく。
３_ 丁寧に養生された階段箪笥。仕上げ塗装の直

前の状態。
４・５_ 仕上げの塗装。最後に吹き付けを行い、

二本松伝統「階段箪笥」の側面が鏡のよう
に綺麗な光沢に輝く。

６_ 菅野さん（左）と遠藤さん（右）。

伝
統
の
技
術
を
引
き
受
け
る

１ ２

５４

３
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箪た
ん
す笥
や
家
具
の
塗
装
の
一
般
的
な

作
業
工
程
は
、

　

�

木
地
調
整（
塗
装
の
下
準
備
、ペ
ー

パ
ー
や
す
り
）

　
→
着
色

　
→
養
生（
紙
貼
り
）

　
→
目
止
め（
塗
料
を
塗
る
）

　
→
下
塗
り

　
→
ペ
ー
パ
ー
や
す
り

　
→
中
塗
り

　
→
ペ
ー
パ
ー
や
す
り

　
→
仕
上
げ
塗
装

　
お
客
様
の
期
待
に
応
え
る
た
め
、

丁
寧
に
色
の
調
整
を
し
、
何
度
も
確

認
を
し
ま
す
。

　
遠
藤
さ
ん
に
塗
装
の
や
り
が
い
に

つ
い
て
話
を
聞
く
と「
塗
装
の
最
後

の
仕
上
げ
前
に
色
を
掛
け
ま
す
。
同

じ
木
で
も
、
木
に
よ
っ
て
、
少
し
白

か
っ
た
り
、
色
が
違
う
も
の
が
あ
り

ま
す
。
上
手
く
均
一
に
塗
れ
た
時
に

『
や
っ
た
な
！
』と
思
え
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
」と
の
こ
と
。

　
菅
野
さ
ん
に
つ
い
て
は
、「
塗
り

が
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
上
手
く
て
、
知
ら

な
い
技
術
が
い
っ
ぱ
い
」と
話
し
て

く
れ
ま
し
た
。

　
菅
野
さ
ん
に
よ
る
と「
木
は
同
じ

種
類
で
も
、
年
代
に
よ
っ
て
塗
料
の

吸
い
方
が
違
い
ま
す
。
実
は
、
厚
化

粧
し
な
い
の
が
一
番
良
い
」と
の
こ

と
。

　
印
象
に
残
っ
て
い
る
塗
装
に
つ
い

て
話
を
聞
く
と
、「
国
や
県
の
コ
ン

ク
ー
ル
に
出
す
家
具
を
塗
る
時
は
、

緊
張
し
ま
し
た
。
ま
た
、
何
よ
り
自

分
が
悩
む
く
ら
い
の
仕
事
が
来
れ
ば

『
お
も
し
ろ
い
』」と
の
こ
と
。

　
菅
野
さ
ん
に
、
遠
藤
さ
ん
に
つ
い

て
伺
う
と「
孫
み
た
い
で
話
が
合
わ

な
い
け
ど
、
こ
ち
ら
が
言
っ
た
こ
と

は
分
か
っ
て
く
れ
て
い
ま
す
。
お
と

な
し
す
ぎ
る
く
ら
い
で
す
が
、
こ
ち

ら
を
見
て
、
自
分
で
覚
え
て
く
れ
て

い
ま
す
。」と
優
し
い
笑
顔
で
話
し
て

く
れ
ま
し
た
。

　
菅
野
さ
ん
自
身
も「
基
本
は
習
い

ま
し
た
が
、
あ
と
は
、
他
人
の
技
術

を
盗
ん
で
き
た
」そ
う
で
、「
言
わ
れ

た
ま
ま
聞
い
て
い
る
よ
う
で
は
ダ
メ
。

『
オ
レ
だ
っ
た
ら
、
こ
う
い
う
風
に

し
た
い
』と
思
っ
て
人
の
話
を
聞
く

と
、
上
達
し
て
い
き
ま
す
よ
。」と
教

え
て
く
れ
ま
し
た
。

６
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明
治
24
年
創
業
。
初
代
は
宮
大
工

を
し
て
お
り
、
雨
の
日
で
も
出
来
る

仕
事
と
し
て
、
箪
笥
造
り
を
始
め
た

そ
う
で
、
社
長
の
鈴す
ず
き木
文ふ
み
こ子
さ
ん

（
82
）は
４
代
目
。

　
「
二
本
松
伝
統
家
具
」は
、
福
島
県

の
伝
統
的
工
芸
品
に
指
定
さ
れ
、
鈴

木
木
工
所
に
は
、特
徴
的
な
形
の「
階

段
箪
笥
」や
、二
本
松
の「
松
」と「
菊
」

を
金
物
に
デ
ザ
イ
ン
し
た「
城し
ろ
や家

箪た
ん
す笥

」の
注
文
が
数
多
く
入
り
ま
す
。

　
箪
笥
造
り
は
、

　
設
計

　
→
材
料
の
選
択

　
→
木
の
長
さ
を
揃
え
る
木
取
り

　
→�

箪
笥
の
大
き
さ
に
合
わ
せ
て
木

材
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
る

　
→�
ホ
ゾ
組
の
切
り
込
み
を
入
れ
た

り
す
る
加
工

　
→
組
み
立
て

　
→
引
き
出
し
、
扉
の
作
製

　
→
本
体
仕
上
げ

　
→
漆う

る
し
塗
り

　
→
金
具
の
取
り
付
け

　
→
仕
上
げ

　
と
数
多
く
の
段
階
を
踏
ん
で
い
き

ま
す
。

　
設
計
や
お
客
様
と
の
打
ち
合
わ
せ

は
、
鈴
木
社
長
が
担
当
。「
毎
日
、

家
具
を
使
い
、
家
具
と
顔
を
合
わ
せ

る
の
は
女
性
が
多
い
の
で
、
色
や
使

い
方
の
相
談
は
、
女
性
同
士
の
方
が

良
く
分
か
り
ま
す
。」と
話
し
て
く
れ

ま
す
。

　
そ
し
て
、
職
人
の
皆
さ
ん
が
手
掛

け
る
伝
統
の
家
具
。「
桐き

り

」や「
欅け
や
き」、

「
栓せ
ん
」、「
杉す
ぎ
」な
ど
の
木
材
を
ふ
ん
だ

ん
に
用
い
、
手
作
り
で
丹
念
に
仕
上

げ
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
注
文
で
大
き

さ
や
色
合
い
が
自
由
に
変
え
ら
れ
る

の
も
二
本
松
家
具
の
特
徴
で
す
。

　
二
本
松
の
多
く
の
家
具
屋
で
は
、

「
職
人
に
よ
る
一
品
造
り
」で
家
具
を

造
り
ま
す
。
材
料
の
選
択
か
ら
仕
上

げ
ま
で
を
一
貫
し
て
一
人
の
職
人
が

携
わ
り
ま
す
。

　
職
人
の
技
術
が
製
品
の
仕
上
が
り

に
ダ
イ
レ
ク
ト
に
伝
わ
る
た
め
、
常

に
緊
張
感
を
持
っ
て
家
具
造
り
に
向

き
合
い
、
ま
す
ま
す
技
術
が
向
上
し

て
い
き
ま
す
。

（
有
）鈴
木
木
工
所【
竹
田
】

 

小こ
ば
や
し林 

英え
い
じ治

さ
ん（
67
）

 

本ほ
ん
だ田 

真し
ん
い
ち一

さ
ん（
54
）

 

菅か
ん
の野 

良り
ょ
う
へ
い平さ

ん（
31
）

１_ 伝統の階段箪笥の引き戸を作る本田
さん。

２_「城家箪笥」の「松」と「菊」の金物。
３_ 栓の木を使用した伝統的なホゾ組。
４_ 箪笥の引き出しに金物を取り付ける

菅野さん。
５_ 伝統的な階段箪笥。鈴木社長が持つ

引き戸は、板の面と楮
こうぞ

の皮の入った
上川崎和紙の面とのリバーシブルに
なっている。

６_ 鉋
かんな

の手入れ。職人の皆さんが使用す
る道具は丁寧に扱われ、作業後は整
理整頓されている。３

４

２

１

６５
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明
治
２
年
創
業
。
当
時
か
ら
同
じ

場
所
に
店
を
構
え
ま
す
。
明
治
時
代

か
ら
箪
笥
の
ほ
か
に
椅
子
や
テ
ー
ブ

ル
、
こ
た
つ
、
ベ
ッ
ド
と
生
活
に
関

わ
る
家
具
を
手
掛
け
て
い
ま
し
た
。

　
こ
ち
ら
で
家
具
造
り
を
手
掛
け
て

い
る
の
は
、
大
ベ
テ
ラ
ン
の
武
藤
さ

ん
。
子
ど
も
の
頃
か
ら
図
画
工
作
が

大
好
き
だ
っ
た
そ
う
で
、
大
人
に
な

り
家
具
造
り
の
道
へ
。
そ
し
て
、
家

具
職
人
と
し
て
50
年
、
田
中
家
具
で

は
40
年
腕
を
ふ
る
っ
て
い
ま
す
。

　
「
上
手
く
出
来
上
が
れ
ば
う
れ
し

い
で
す
。
た
だ
、
毎
回
、
同
じ
よ
う

に
は
い
き
ま
せ
ん
。
50
年
経
っ
て
も

な
か
な
か
上
手
く
い
か
な
い
こ
と
も

多
い
で
す
。
本
当
に
満
足
が
い
っ
た

の
は
、
何
回
か
で
す
か
ね
。」と
話
し

て
く
れ
ま
し
た
。

　
最
も
印
象
深
か
っ
た
仕
事
は「
大

物
の
箪
笥
」と
の
こ
と
。
欅
の
無
垢

材
を
ふ
ん
だ
ん
に
使
用
し
た
も
の
で
、

数
百
万
円
も
の
値
段
が
つ
い
た
そ
う

で
す
。

　
会
社
を
任
さ
れ
て
い
る
の
は
田た
な
か中

康こ
う
せ
い生
さ
ん（
45
）。
洗
練
さ
れ
た

シ
ョ
ー
ル
ー
ム
に
多
く
の
家
具
が
並

べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
東
京
な

ど
の
デ
パ
ー
ト
で
の
販
売
も
多
く
手

掛
け
て
い
ま
す
。

　
「
お
客
様
の
求
め
る
家
具
も
変
化

し
て
い
る
」と
話
し
て
く
れ
ま
す
。

　
震
災
後
、
家
具
の
転
倒
を
気
に
す

る
方
も
多
く
、
箪
笥
は
背
の
低
い
箪

笥
へ
需
要
が
シ
フ
ト
し
て
い
る
そ
う

で
す
。

　
ま
た
、
洋
室
や
リ
ビ
ン
グ
に
飾
れ

る
よ
う
な
オ
シ
ャ
レ
な
色
の
箪
笥
は

人
気
が
高
く
、
イ
ン
テ
リ
ア
と
し
て

購
入
す
る
お
客
様
も
多
い
と
の
こ
と
。

家
具
の
色
も
、
油
性
漆
を
用
い
る
こ

と
で
色
彩
の
自
由
度
が
増
し
、
鮮
や

か
な
グ
リ
ー
ン
や
イ
エ
ロ
ー
を
出
す

こ
と
も
出
来
る
そ
う
で
す
。

　
ほ
か
に
も
、
置
く
だ
け
で
ス
マ
ホ

の
充
電
が
出
来
る
サ
イ
ド
テ
ー
ブ
ル

な
ど
、
時
代
が
求
め
る
新
た
な
コ
ン

セ
プ
ト
の
家
具
も
生
み
出
し
て
い
ま

す
。

　
ど
の
家
具
も
、
職
人
が
手
掛
け
る

一
品
造
り
。
色
や
サ
イ
ズ
、
形
、
全

て
お
客
様
の
好
み
に
合
わ
せ
て
造
ら

れ
ま
す
。

田
中
家
具（
株
）【
郭
内
】

１_ 漆塗りの箪笥にオリジナルの金具を
打つ武藤さん。

２_ 昔は箪笥の裏に贈り主や職人の名を
刻んでいた。（写真は明治時代のもの）

３_ 豪華な明治時代の金物を復刻。
４_伝統の箪笥と田中社長 。
５_ 郡山市から来店された菅

す が た
田さん夫妻。

50年前に田中家具で購入した箪笥や
ドレッサーを嫁入り道具として父親
に持たせてもらい、今でも大切に使っ
ているそう。

６_ 置いただけでスマホの充電が出来る
お洒落なサイドテーブル。

 

工
場
長

 

武む
と
う藤 

祥し
ょ
う
へ
い

平
さ
ん（
66
）

５ ６

１

２

３

４
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日
本
の
名
工
と
し
て
認
め
ら
れ
た

故�

山
岡
六
郎
さ
ん
が
姫
小
松（
杉
田
）

に
店
を
開
き
、
の
ち
に
長
命
へ
移
転
。

現
在
は
、
六
郎
さ
ん
の
子
で
二
代
目

の
正
人
さ
ん
と
、
正
人
さ
ん
の
子
で

三
代
目
の
明
子
さ
ん
が
と
も
に
支
え

て
い
ま
す
。

　
最
近
で
は
、
和
室
が
減
り
、
建
具

屋
の
メ
イ
ン
で
あ
る
障
子
や
ふ
す
ま

の
需
要
も
減
少
し
て
は
い
ま
す
が
、

建
具
以
外
に
も
、
建
築
工
事
や
木
工

事
、
サ
ッ
シ
工
事
も
手
掛
け
、「
建

具
自
体
は
必
要
な
も
の
。
工
事
が
ゼ

ロ
に
な
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。」と

正
人
さ
ん
は
語
っ
て
く
れ
ま
す
。

　
昔
は
、
１
０
０
％
男
の
世
界
。
そ

れ
は
、
重
い
仕
事
や
危
険
が
伴
う
仕

事
が
多
か
っ
た
た
め
で
す
が
、
今
で

は
、
ひ
と
昔
前
で
は
考
え
ら
れ
な
い

く
ら
い
安
全
性
が
向
上
し
て
い
る
そ

う
で
、
女
性
の
職
人
も
増
え
て
い
ま

す
。

　
た
て
ぐ
屋
山
岡
で
は
、
三
代
目
の

明
子
さ
ん
を
は
じ
め
、
女
性
が
活
躍
。

　
建
具
職
人
の
世
界
で
も
、
女
性
の

活
躍
が
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
「
何
十
年
も
木
と
向
き
合
い
、オ
ー

ル
ジ
ャ
ン
ル
で
モ
ノ
づ
く
り
を
し
て

き
た
父（
征せ
い
じ治
さ
ん
）は
、
経
験
の
広

さ
や
深
さ
が
違
う
。
敵か
な

わ
な
い
」と

話
し
て
く
れ
た
の
は
、
小
浜
で
木
工

所
を
営
む
安
齋
康
男
さ
ん
。

　
子
ど
も
の
頃
、
学
校
か
ら
帰
る
と

工
場
に
行
っ
て
、
先
々
代
の
お
じ
い

ち
ゃ
ん
や
職
人
の
皆
さ
ん
に
遊
ん
で

も
ら
っ
て
い
た
と
い
い
ま
す
。

　
今
で
は
、
多
く
の
職
人
さ
ん
と
と

も
に
木
工
所
を
切
り
盛
り
し
、
超
一

流
と
言
わ
れ
る
豪
華
ホ
テ
ル
や
旅
館
、

豪
華
客
船
な
ど
の
家
具
、
内
装
を
手

掛
け
、
全
国
を
飛
び
回
っ
て
い
ま
す
。

　
そ
の
康
男
さ
ん
と
一
緒
に
汗
を
流

し
て
い
る
職
人
の
中
で
最
も
若
い
職

人
が
古
川
さ
ん
。

　

高
校
時
代
か
ら「
目
に
見
え
る
、

人
が
使
う
モ
ノ
を
作
り
た
い
」と

思
っ
て
い
た
そ
う
で
、
職
人
さ
ん
が

家
具
を
造
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
出
会

い
、
家
具
造
り
に
魅
了
さ
れ
ま
し
た
。

今
は
職
人
の
道
を
歩
み
始
め
、
日
々
、

木
と
向
き
合
う
時
間
を
過
ご
し
て
い

ま
す
。

（
株
）た
て
ぐ
屋
山
岡【
長
命
】

 
山や
ま
お
か岡 

正ま
さ
と人

さ
ん（
73
）

 
山や
ま
お
か岡 

明あ
き
こ子

さ
ん（
32
）

１_ 職人として活躍している宗
むなかた

像智
ち え み

恵美さん。
２_ 最高級の黒柿を使用した箪笥や硯箱。滅多に出会えない自

然の美しい杢
もく

目
め

。これらは初代の六郎さんが手掛けたもの。
３_ ２代目の正人（右）さんと３代目の明子さん（左）。

（
有
）安
斎
木
工
所【
小
浜
】

 

安あ
ん
ざ
い齋 

康や
す
お男

さ
ん（
51
）

 

古ふ
る
か
わ川 

弥み

な那
さ
ん（
20
）

１_ 卓上帯
おびのこ

鋸を上手に扱う古川さん。
２_ ８尺（約240cm）３尺（約90cm）の大きな欅のテーブル。
３_ 安齋さん（右）は、古川さん（左）の仕事ぶりに「素直な気持ちで取

り組んでいます。」と、優しい笑顔で話してくれる。

１

３

２

１

３

２
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先
祖
は
殿
様
の
身
の
回
り
の
も
の

を
造
っ
て
い
た
と
い
う
畠
は
た
け
や
ま山

保や
す
ひ
ろ弘

さ

ん（
56
）が
職
人
さ
ん
を
ま
と
め
ま
す
。

学
生
時
代
は
、
室
内
空
間
の
デ
ザ
イ

ン
を
学
び
、
約
30
年
前
、
家
業
で
あ

る
家
具
造
り
に
携
わ
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。
先
代
か
ら
は「
何
に
対
し

て
も
丁
寧
に
扱
う
こ
と
」「
用
途
に

合
っ
た
道
具
を
き
ち
ん
と
使
う
こ

と
」を
教
え
ら
れ
た
と
言
い
ま
す
。

　
ハ
タ
ケ
ヤ
マ
家
具
で
は
、
無む

く垢
材

を
多
く
扱
い
ま
す
。
製
品
と
し
て
は
、

関
東
向
け
の
箪
笥
や
食
器
棚
を
主
に

手
掛
け
て
い
ま
す
。

　
古
い
箪
笥
の
修
理
も
数
多
く
引
き

受
け
て
い
て
、
キ
ズ
を
修
復
し
、
木

を
再
生
し
、
金
具
は
サ
ン
ド
ブ
ラ
ス

ト
で
蘇
ら
せ
ま
す
。
こ
の
箪
笥
の
修

理
に
は
、
古
い
箪
笥
を
熟
知
し
て
い

る
、
安
齋
さ
ん
、
根
本
さ
ん
ら
ベ
テ

ラ
ン
の
職
人
が
当
た
り
ま
す
。

　
保
弘
さ
ん
は「
昔
な
が
ら
の
技
術

を
継
承
し
な
が
ら
、
家
具
だ
け
に
こ

だ
わ
ら
ず
、
木
工
に
関
す
る
新
し
い

こ
と
を
や
っ
て
い
き
た
い
。」と
今
後

の
抱
負
を
語
っ
て
く
れ
ま
し
た
。

（
有
）ハ
タ
ケ
ヤ
マ
家
具【
竹
田
】

 
安あ
ん
ざ
い齋 

克か
つ
お夫

さ
ん（
69
）

 

根ね
も
と本 
正ま
さ
あ
き明

さ
ん（
63
）

１_ 古い箪笥の修理を手掛ける安齋さん。
２_洗練された技術で鉋を掛ける根本さん。
３_ 自作のキャンピングカーの居室部分。保弘さんの趣味でも

ある釣りや災害時の避難スペースとしても活用可能。
４_ 木を組み込んでいる特徴的な引き出しの取っ手。

　二本松の家具造りの技術には、素晴らしい
ものがあります。市内に職業訓練校があった
頃は、県内のみならず、東京からも「何とか
こっちに来てくれ」と言われるほど、二本松
で学んだ職人は人気がありました。当時、職
業訓練校生が技術を競う全国大会が開催され
ており、二本松から、ほとんど毎年入賞者を
輩出していました。中には、卒業後、スペイ
ンで行われた技能五輪で世界第３位となった
者もいました。
　今でも、職業訓練校で学んだ職人が市内で
数多く活躍していることを嬉しく思います。

　私の希望としては、今後も家具の産地とし
て発展してもらいたいですが、如

いかん
何せん販路

が狭くなっているように思います。大きな量
販店が出来て、以前のような「作れば売れる
時代」ではなくなっています。
　家を建てる時には造り付けが多く、昔とは、
生活様式が変わっています。時代が変われば、
それに合わせていかなければなりません。

　もし、需要が減り量産をしなくなると、二
本松は『産地』と言えなくなってしまいます。
家具、木工に携わるみんなが一丸となって、
一大消費地に売り込んでいけば、また、新た
な販路の開拓も出来ると思います。

元職業訓練校専門教務主任

齋
さいとう
藤�只

ただ お
夫さん（86）

　旧飯野町出身。子どもの
頃に父親と一緒に荷車を引
いて、竹田坂に箪笥を買い
に来た事が思い出。
　二本松職業訓練校（木工
科）では、職人を目指す若者
を指導し、現在は、二本松
市で生活を送る。 多くの家具屋が軒を連ねる

「家具の街 竹田坂」

１

３

２

４


