
来
、
四
代
に
渡
っ
て
こ
の
伝
統
技
法
を

受
け
継
い
で
き
ま
し
た
。

　

1
本
の
鉄
を
熱
し
て
打
ち
、
さ
ら
に

刃
と
な
る
鋼
を
重
ね
て
打
ち
伸
ば
す 

─

こ
の
作
業
を
何
度
も
繰
り
返
す「
総
火

造
り
」で
作
ら
れ
た
包
丁
や
鋏
は
、
腰

と
粘
り
が
格
段
に
違
い
、
切
れ
味
も
抜

群
。
耐
久
性
に
も
優
れ
、
20
年
以
上
愛

用
し
て
く
れ
る
人
も
い
る
そ
う
で
す
。

　
「
使
っ
て
く
れ
る
お
客
さ
ん
の
声
が

何
よ
り
も
大
切
。
今
思
え
ば
、
初
め
の

こ
ろ
は
た
だ
叩
い
て
形
に
し
た
だ
け
、

と
い
う
感
じ
で
し
た
」と
話
す
石
塚
さ

ん
。
そ
の
腕
に
は
、
無
数
の
火
傷
跡
が

見
ら
れ
ま
す
。

　
「
親
父
は
も
っ
と
あ
り
ま
す
よ
。
こ

の
跡
の
分
だ
け
腕
が
上
が
っ
た
の
か
な

と
思
い
ま
す
」

　

先
々
代
の
残
し
た
作
品
を
手
に
取

り
、
現
役
の
父
か
ら
技
術
を
吸
収
す
る

日
々
。「
一
生
修
行
で
す
よ
」と
言
い
切

る
石
塚
さ
ん
は
、伝
統
を
守
り
な
が
ら
、

自
分
な
り
の
味
・
ス
タ
イ
ル
へ
の
追
求

に
意
欲
を
燃
や
し
て
い
ま
す
。

　
「
カ
ン
カ
ン
カ
ン
」。
熱
せ
ら
れ
た
鉄

を
鍛
え
る
音
が
工
場
に
響
き
渡
り
ま

す
。
一
心
に
刃
物
作
り
に
精
を
出
す
の

は
、
正
次
郎
鋏は

さ
み

刃
物
工
芸
三
代
目
の
石

塚
祥
二
朗
さ
ん（
松
崎
）。
今
年
1
月
、

優
れ
た
伝
統
技
術
・
技
法
を
認
め
ら
れ
、

「
千
葉
県
伝
統
的
工
芸
品
」に
指
定
さ
れ

た「
成
田
打
刃
物
」の
作
り
手
で
す
。

　

石
塚
さ
ん
が
刃
物
職
人
の
道
に
入
っ

た
の
は
、
13
年
前
の
23
歳
の
と
き
。
学

校
を
卒
業
後
、
大
手
自
動
車
メ
ー
カ
ー

の
営
業
マ
ン
と
し
て
仕
事
に
打
ち
込
ん

で
い
ま
し
た
が
、「
や
る
な
ら
今
し
か
な

い
」と
結
婚
を
機
に
父
・
洋
一
郎
さ
ん

に
弟
子
入
り
。「
祖
父（
正
次
郎
氏
・
故

人
）や
父
の
仕
事
ぶ
り
を
見
て
育
っ
た

の
で『
自
分
も
い
つ
か
は
』と
い
う
思
い

が
あ
り
ま
し
た
。
子
ど
も
の
こ
ろ
は
見

様
見
真
似
で
切
り
出
し
ナ
イ
フ
を
作
っ

て
山
で
遊
ん
だ
り
も
し
て
い
ま
し
た

し
。
就
職
し
て
か
ら
も『
同
じ
売
る
な

ら
自
分
で
作
っ
た
も
の
を
』と
い
う
気

持
ち
が
強
か
っ
た
で
す
ね
」と
振
り
返

り
ま
す
。

　
「
成
田
打
刃
物
」の
ル
ー
ツ
は
江
戸

時
代
に
さ
か
の
ぼ
り
ま
す
。
石
塚
さ
ん

の
五
代
前
は
刀
匠
で
、
そ
の
弟
子
に
裁

ち
鋏
の
始
祖
と
い
わ
れ
る
吉
田
弥
十
郎

が
い
ま
し
た
。
そ
の
弥
十
郎
に
石
塚
さ

ん
の
曽
祖
父
が
師
事
し
て
習
得
し
た
の

が
、
鋏
作
り
の
原
点「
総そ

う

火ひ

造
り
」。
以

受け継がれる
「総火造り」

総火造りへのこだわりを語る
石塚さん

成田打刃物

千葉県伝統的工芸品
に指定された「成田
打刃物」。受け継が
れてきた鋏作りの技
法が取り入れられて
いる
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