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先
輩
の
意
志
を
引
き
継
ぐ

市
内
で
と
う
ふ
ち
く
わ
を
製
造

販
売
す
る
「
ち
む
ら
」
と
共
同
開

発
し
、
市
民
の
み
な
さ
ん
に
も
人

気
の
「
鳥
商
デ
パ
ー
ト
」
で
試
作

品
販
売
に
こ
ぎ
つ
け
た
「
カ
レ
ー
と

う
ふ
」
は
、
用
意
し
た
１
０
０
本

が
わ
ず
か
50
分
間
で
完
売
。
急
き
ょ

追
加
発
注
し
、
最
終
的
に
２
日
間

で
４
５
０
本
が
売
れ
た
の
で
す
。

「
ち
む
ら
」
と
も
協
議
し
、
一
般

販
売
に
向
け
て
検
討
に
入
り
ま
し

た
が
、
パ
ッ
ケ
ー
ジ
デ
ザ
イ
ン
や

販
路
の
開
拓
に
時
間
が
か
か
り
、

め
ど
が
立
っ
た
の
が
３
月
30
日
。

新
し
い
味
は
授
業
か
ら

高
校
生
が
商
品
開
発
し
、
広
報

宣
伝
に
取
り
組
ん
だ
、隠
れ
た
ヒ
ッ

ト
商
品
「
カ
レ
ー
と
う
ふ
」
を
知
っ

て
い
ま
す
か
？ 

実
は
こ
れ
、
カ

レ
ー
味
の
と
う
ふ
ち
く
わ
の
こ
と

な
ん
で
す
。
こ
れ
ま
で
に
７
万
本

以
上
が
売
れ
て
い
る
と
の
こ
と
。

カ
レ
ー
味
の
と
う
ふ
ち
く
わ
、

こ
の
あ
り
そ
う
で
な
か
っ
た
商
品

は
、
鳥
取
商
業
高
校
の
授
業
の
中

で
生
ま
れ
ま
し
た
。
中な
か
お尾
和か
ず
よ
し貴
先

生
が
指
導
す
る
「
課
題
研
究
」
の

授
業
で
、
昨
年
度
の
三
年
生
た
ち

が
、
鳥
取
独
特
の
地
域
資
産
で
あ

る「
と
う
ふ
ち
く
わ
」を
、ど
う
や
っ

た
ら
県
外
の
人
に
も
も
っ
と
食
べ

て
も
ら
え
る
よ
う
に
な
る
か
と
考

え
て
、
新
し
い
味
を
模
索
し
た
の

で
す
。

開
発
品
を
試
食
し
た
当
時
二

年
生
の
田た
な
か中
恵け
い
こ子
さ
ん
は
「
50

種
類
く
ら
い
の
味
が
あ
っ
た
ん
で

す
が
、
ま
ず
い
の
も
あ
り
ま
し
た

ね
。
食
べ
る
ど
こ
ろ
じ
ゃ
な
か
っ

た
（
笑
）」、山や
ま
ぐ
ち口
遥は
る
かさ
ん
は
「
で
も
、

カ
レ
ー
味
の
と
う
ふ
ち
く
わ
は
単

純
に
『
お
い
し
い
！
』
と
思
い
ま

し
た
ね
」
と
そ
の
と
き
の
こ
と
を

話
し
て
く
れ
ま
し
た
。

先
輩
た
ち
は
卒
業
し
て
し
ま
い
、

「『
私
た
ち
が
作
っ
た
カ
レ
ー
と
う

ふ
を
宣
伝
し
て
！
』
と
先
輩
た
ち

に
頼
ま
れ
ま
し
た
」
と
山
口
さ
ん

は
振
り
返
り
ま
す
。

授
業
か
ら
同
好
会
へ

「
授
業
」
と
い
う
形
で
は
効
果

的
な
宣
伝
活
動
が
で
き
な
い
と
考

え
た
中
尾
先
生
と
現
在
の
三
年
生

た
ち
は
、
こ
の
取
り
組
み
を
新
た

に
発
足
さ
せ
た
「
商
業
経
済
研
究

同
好
会
」
に
引
き
継
ぐ
こ
と
に
し

ま
し
た
。
メ
ン
バ
ー
は
す
べ
て
女

性
の
16
人
。
田
中
さ
ん
と
山
口
さ

ん
は
い
つ
も
宣
伝
の
最
前
線
で
活

カレーとうふちくわを
売り込みます！

鳥取商業高校
商業経済研究同好会

いなばのお袋市でも「カレーとうふ」は大好評。

田中 恵子 さん
Keiko Tanaka 

山口　遥 さん
Haruka Yamaguchi 
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躍
し
ま
す
。

彼
女
た
ち
の
Ｐ
Ｒ
活
動
の
格

好
の
舞
台
と
な
っ

た
の
が
、
昨
年
４

月
に
始
ま
り
、
毎

月
第
４
日
曜
に
鳥

取
駅
前
商
店
街
の

ア
ー
ケ
ー
ド
で
開

か
れ
る
「
い
な
ば
の

お
袋
市
」。
同
好
会

の
み
な
さ
ん
は
、
今

年
の
５
月
に
初
め

て
参
加
し
、
手
作

り
の
市
で
、
手
作

り
の
宣
伝
・
販
売

に
取
り
組
み
ま
し

た
。
田
中
さ
ん
は

「
鳥
商
デ
パ
ー
ト
の
と
き
に
、
１
日

の
売
り
上
げ
が
２
０
０
本
だ
っ
た

の
で
、
同
じ
数
を
売
り
出
し
た
ん

で
す
が
、
同
じ
も
の
が
２
０
０
本

も
売
れ
る
か
な
あ
と
心
配
だ
っ
た

ん
で
す
。
で
も
２
時
間
で
完
売
し

て
し
ま
い
ま
し
た
」
と
う
れ
し
そ

う
に
話
し
ま
す
。
山
口
さ
ん
は「
５

月
に
完
売
し
た
か
ら
６
月
は
増
や

し
た
い
、
だ
け
ど
雨
で
人
が
少
な

い
か
ら
１
５
０
本
だ
け
に
し
よ
う
、

と
考
え
た
ん
で
す
」
と
、
緻ち
み
つ密
な

営
業
戦
略
を
教
え
て
く
れ
ま
し
た
。

カ
レ
ー
と
う
ふ
は
全
国
区
に

こ
の
活
動
が
注
目
さ
れ
て
、
テ

レ
ビ
や
新
聞
で
次
々
と
同
好
会
と

「
カ
レ
ー
と
う
ふ
」
が
紹
介
さ
れ
ま

し
た
。
８
月
に
テ
レ
ビ
で
全
国
放

送
さ
れ
た
ら
、
売
り
上
げ
が
倍
増

し
た
と
の
こ
と
。「
あ
る
と
こ
ろ
で
、

『
カ
レ
ー
と
う
ふ
』
が
売
ら
れ
て
い

る
の
を
見
た
県
外
の
観
光
客
の
人

に
『
こ
れ
か
あ
』
と
言
っ
て
も
ら

え
た
ん
で
す
」
と
感
激
す
る
田
中

さ
ん
。
山
口
さ
ん
は
「
ぜ
ひ
ギ
ャ

ル
曽
根
ち
ゃ
ん
に
『
カ
レ
ー
と
う

ふ
』
を
食
べ
て
ほ
し
い
で
す
」
と

夢
を
語
り
ま
す
。

次
の
商
品
を
模
索

宣
伝
活
動
と
と
も
に
重
要
な
の

が
、
さ
ら
に
新
し
い
商
品
の
開
発
。

「
や
っ
ぱ
り
３
年
生
の
集
大
成
は
鳥

取材の日は、鳥取カレー倶楽部のみなさんと打ち合わせ。

商
デ
パ
ー
ト
な
ん
で
す
。
で
き
れ
ば

新
商
品
を
出
し
た
い
ん
で
す
が
、
今

は
試
行
錯
誤
の
状
態
で
す
ね
。
次
は

食
べ
物
じ
ゃ
な
い
も
の
に
な
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
鳥
取
市
内
の
企
業
と

コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
し
て
、
鳥
取
市

を
活
性
化
さ
せ
る
も
の
に
し
た
い
で

す
ね
」
と
田
中
さ
ん
。「『
鳥
商
と
言

え
ば
こ
れ
だ
』
と
言
え
る
も
の
を
作

り
ま
す
」
と
山
口
さ
ん
は
意
気
込
み

ま
す
。

元
気
い
っ
ぱ
い
の
高
校
生
た
ち

が
、
鳥
取
に
今
ま
で
に
な
い
活
気

を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
か
も
し
れ
な

い
、
そ
ん
な
こ
と
を
予
感
さ
せ
ら
れ

る
彼
女
た
ち
の
活
動
は
、
こ
れ
か
ら

も
目
が
離
せ
ま
せ
ん
よ
。

美の人脈
　ー文化をつなぐ人々ー

　「民芸」とは「民衆の工芸」の意味で、大正 14
年（1925 年）思想家・柳

やなぎ

宗
むねよし

悦らによって生み出さ
れた言葉です。無名の職人たちによって作られた日
常品のなかにある美を見出す民

みんげい

藝思想においては、
地域性もひとつの大きな要素であり、近代化のなか
で急速に失われつつあった各地の手仕事の救いとな
りました。
　鳥取では柳の思想に影響を受けた医師・吉

よ し だ

田璋
しょうや

也
の精力的な活動により、昭和 6 年頃から焼物、木竹
漆工、織物、染物、和紙などあらゆる工芸品が再興、
開発されます。なかでも木工品は、鳥取の豊かな自
然から得られるケヤキやクリなどの堅材を用いた和
洋融合の家具をはじめ、全国に誇る作品の数々を産
出してきました。
　鳥取の民芸木工の先駆けとして活躍した「虎尾光
藝堂」の作品は、昭和 11 年に璋也が智頭・石谷家
の食堂を民芸調に改装した際に納められたり、松竹
で活躍した小

お づ

津安
や す じ ろ う

二郎監督の作品に使用されたり
と、今もそこかしこで出会うことができます。
　やまびこ館で開催中の「美の人脈ー文化をつなぐ
人々ー」で、
ぜひ昭和初
期の文化の
風薫る鳥取
を満喫して
ください。

（やまびこ館 学芸員　森
も り た

田明
あ き こ

子）

テーマ展「美の人脈ー文化をつなぐ人々ー」
　日　程：〜 11 月 24 日（月）
　会　場：やまびこ館　1 階特別展示室
　入場料：一般 500 円、
　　　　　小中学生・高校生・70 歳以上無料
◆関連イベント
・日本映画の巨匠・小津安二郎も愛した
　　　　　鳥取の民藝木工〜映画「麦秋」鑑賞会
・智頭 石谷家住宅の食堂でおいしい昼食を！
※くわしくは 23 ページ参照

問い合わせ先
やまびこ館　上町88 （0857）23ー2140

お
う
ち
だ
に
画
報
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