
　

内宮を流れる五十鈴川は、倭姫命が御裳を濯がれた
ことから「御裳濯川」（みもすそがわ）とも雅称されます。
題字は本会会長の松下正幸による浄書。表紙は、鈴
鹿墨の伝統を守る「進誠堂」の工房。
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特
集鈴

鹿
墨

伊
勢
神
宮
崇
敬
会
だ
よ
り

お
伊
勢
さ
ん
の
歳
時
記

1
月
1
日
　
歳
旦
祭

1
月
3
日
　
元
始
祭

1
月
7
日
　
昭
和
天
皇
祭
遙
拝

1
月
8
日
　
大
麻
暦
奉
製
始
祭

1
月
11
日
　
一
月
十
一
日
御
饌

1
月
31
日
　
大
祓

2
月
11
日
　
建
国
記
念
祭

2
月
17
〜
23
日
　
祈
年
祭

2
月
23
日
　
天
長
祭

3
月
5
日
　
大
麻
暦
頒
布
終
了
祭

3
月
20
日
　
春
季
皇
霊
祭
遙
拝

3
月
20
日
　
御
園
祭
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千
年
の
時
を
経
て
も
残
る
記
録
材
料
と
し

て
、
今
日
ま
で
受
け
継
が
れ
て
き
た
墨
。
日
本

へ
は
飛
鳥
時
代
、中
国
か
ら
文
字
と
と
も
に
墨
、

筆
、
紙
の
筆
記
具
と
製
作
技
術
が
伝
え
ら
れ
た

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
（
諸
説
あ
り
）。

　
原
料
は
、
煤す
す

・
膠に
か
わ・

香
料
の
た
っ
た
三
つ
。

初
期
に
は
松
の
木
と
松
ヤ
ニ
を
燃
し
て
煤
を
得

る
製
法
だ
っ
た
の
で
、
松
が
入
手
し
や
す
い
地

域
で
広
く
墨
が
作
ら
れ
ま
し
た
。

　
三
重
県
鈴
鹿
市
も
そ
ん
な
産
地
の
ひ
と
つ
。

鈴
鹿
の
山
々
に
産
し
た
肥こ
え
ま
つ松
を
焚
い
て
煤
を
と

り
、
寺
社
の
集
ま
る
奈
良
へ
と
原
料
を
供
給

し
て
い
ま
し
た
。
や
が
て
彼
の
地
で
製
作
技
術

を
習
得
し
た
人
々
が
鈴
鹿
で
も
生
産
す
る
よ
う

に
。
江
戸
時
代
に
寺
子
屋
で
書
が
盛
ん
に
な
る

と
一
気
に
需
要
が
高
ま
り
ま
し
た
。

　
他
産
地
が
機
械
化
や
分
業
化
に
よ
り
量
産
を

図
っ
て
い
っ
た
な
か
、 「
鈴
鹿
墨
」
は
ひ
と
り

の
職
人
が
工
程
を
一
貫
す
る
手
作
り
に
徹
し
た

こ
と
で
、
日
本
で
唯
一
、
伝
統
的
工
芸
品
指
定

を
受
け
て
い
ま
す
。

墨
匠
の
家
に
生
ま
れ
て

　　
伊
勢
街
道
が
通
り
、
白し
ろ
こ子
の
海
に
ほ
ど
近
い

鈴
鹿
市
寺じ

け家
町
。「
進
誠
堂
」
は
当
地
で
伝
統

を
伝
え
る
最
後
の
一
軒
で
す
。

　
ギ
ャ
ラ
リ
ー
に
入
る
と
、
は
ん
な
り
と
し
た

和
の
香
り
。
に
じ
み
の
美
し
い
書
画
の
向
こ
う

か
ら
、
四
代
目
当
主
・
伊
藤
晴
信
さ
ん
（
33
）

が
現
れ
ま
し
た
。

「
延
暦
年
間
に
は
作
ら
れ
て
い
た
と
の
記
録
が

あ
り
、
鈴
鹿
墨
は
約
千
二
百
年
の
歴
史
が
あ
り

ま
す
。
昭
和
末
期
に
は
当
地
に
二
十
人
ほ
ど
職

煤と膠を練り合わせ
木型にはめてから自然乾燥
三年寝かせてようやく完成する鈴鹿墨。
冬が最盛期の工房を訪ねました。

人
が
い
た
よ
う
で
す
が
、
墨
汁
が
普
及
す
る
と

と
も
に
安
価
な
輸
入
墨
の
台
頭
で
、
ど
ん
ど
ん

廃
業
に
追
い
込
ま
れ
て
い
き
ま
し
た
」

　
進
誠
堂
は
昭
和
二
十
二
年
創
業
。
寺
家
地
区

で
は
一
番
遅
く
、
曽
祖
父
か
ら
祖
父
、
父
へ
と

技
が
受
け
継
が
れ
て
き
ま
し
た
。

　
墨
作
り
の
ピ
ー
ク
は
、
気
温
が
二
十
度
以
下

に
な
る
晩
秋
か
ら
四
月
頃
。
毎
年
そ
の
時
期
に

な
る
と
、
朝
三
時
か
ら
工
房
に
出
か
け
、
晴
信

さ
ん
が
学
校
か
ら
戻
る
と
既
に
床
に
就
い
て
、

ほ
と
ん
ど
顔
を
合
わ
せ
る
こ
と
の
な
い
父
の
仕

事
を
継
ぐ
気
は
な
か
っ
た
と
い
い
ま
す
。

　
転
機
は
十
一
年
前
。
東
京
で
漫
画
家
に
な
る

こ
と
を
目
指
し
て
い
た
晴
信
さ
ん
は
、「
鈴
鹿

墨
、
後
継
者
不
足
」
と
い
う
ロ
ー
カ
ル
新
聞
の

記
事
を
ネ
ッ
ト
で
知
り
ま
す
。
メ
デ
ィ
ア
で
扱

わ
れ
る
ほ
ど
の
問
題
で
あ
っ
た
こ
と
に
衝
撃
を

お
ぼ
え
た
晴
信
さ
ん
は
、
一
年
ほ
ど
悩
ん
だ
末

に
決
心
し
ま
す
。
平
成
二
十
二
年
一
月
か
ら
父

に
つ
い
て
工
房
へ
入
り
、
翌
年
に
は
木
型
を
彫

る
奈
良
の
職
人
の
門
を
叩
き
ま
し
た
。

「
父
は
職
人
で
す
か
ら
工
房
で
は
口
数
も
少
な

く
、『
技
は
目
で
盗
め
』
と
い
う
教
え
方
。
で

も
、『
型
さ
え
自
作
で
き
た
ら
な
ん
と
か
な
る
』

と
ア
ド
バ
イ
ス
を
く
れ
ま
し
た
」

黒
一
色
の
工
房

　
扉
を
開
け
る
と
、
黒
一
色
の
世
界
。
机
も
壁

も
天
井
や
照
明
の
傘
ま
で
、
工
房
す
べ
て
が
煤

色
に
染
ま
っ
て
い
ま
す
。

　
墨
作
り
は
、
ま
ず
煤
を
得
る
こ
と
か
ら
。
古

い
時
代
は
、
深
い
山
中
で
松
の
木
を
切
り
、
小

屋
の
な
か
で
燃
し
て
煤
を
と
る
「
松
煙
」
で
し
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1／木枠に適量の墨玉をはめる。
2／反転して陽刻された蓋をかぶせ、万力で圧をかける。
3／型から出したらバリを取り除いて整形する。
4／陰刻の文字が浮かび上がった状態。型を自作できると
　  イメージした通りの墨ができるようになる。

5／原料の煤（スス）と膠（ニカワ）。ニカワを湯煎で溶かしススと合わせる。
6／黒く染まった道具類。木型には加工しやすく反らないナシの木がいいとされる。
7／木型から出した墨は藁灰の中で湿気が除かれる。

墨玉を練る伊藤晴信さん。温度や天気に合わせて水分量を微調整する。
固まった墨は藁で縛り、屋内で数週間にわたって自然乾燥させる。



　

か
つ
て
小
学
校
の
書
道
の
時
間
は
二
コ
マ
あ

り
、
硯す
ず
りで

墨
を
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
り
ま
し

た
。墨
液
が
誕
生
し
て
か
ら
授
業
は
一
コ
マ
に
。

パ
ソ
コ
ン
社
会
を
迎
え
、
手
で
文
字
を
書
く
文

化
そ
の
も
の
が
失
わ
れ
つ
つ
あ
り
ま
す
。

　

旅
先
の
社
寺
で
御
朱
印
を
い
た
だ
い
た
り
、

年
賀
状
や
書
き
初
め
な
ど
墨
書
さ
れ
た
文
字
を

見
る
と
、
ホ
ッ
と
す
る
の
は
人
の
手
の
ぬ
く
も

り
を
感
じ
ら
れ
る
か
ら
。

　

お
正
月
、
墨
を
硯
で
す
っ
て
書
き
初
め
を
さ

れ
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
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た
が
、
今
日
は
植
物
油
や
鉱
油
を
燃
や
す
「
油

煙
」
が
主
流
で
す
。
土
器
の
皿
に
油
を
注
ぎ
、

ひ
も
状
の
灯
芯
に
火
を
つ
け
て
上
蓋
を
か
ぶ

せ
、そ
こ
に
つ
い
た
煤
を
集
め
る
と
い
う
も
の
。

進
誠
堂
で
は
、
紀
州
藩
の
庇
護
を
受
け
て
品
質

を
磨
い
た
和
歌
山
県
の
煤
を
、
原
料
と
し
て
取

り
寄
せ
て
い
ま
す
。

　

膠
は
、
動
物
の
皮
や
骨
、
ニ
ベ
（
結
合
組

織
）
を
煮
出
し
て
で
き
る
ゼ
ラ
チ
ン
を
固
め
た

も
の
。
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
よ
う
に
固
い
膠
を
一

時
間
ほ
ど
湯ゆ

煎せ
ん

し
て
溶
か
し
、
そ
こ
に
煤
と
微

量
の
水
を
混
ぜ
て
全
体
を
な
じ
ま
せ
ま
す
。
弾

力
あ
る
モ
チ
状
に
な
っ
た
ら
少
量
の
香
料
を

加
え
、
空
気
が
入
ら
な
い
よ
う
手
で
十
二
分
に

練
っ
た
の
ち
保
温
庫
へ
。
一
つ
の
型
ご
と
に
必

要
量
を
ち
ぎ
り
、
棒
状
に
丸
め
て
か
ら
木
型
に

は
め
、
万
力
で
圧
を
か
け
ま
す
。

　

木
型
に
入
れ
る
前
の
墨
に
触
れ
さ
せ
て
い
た

だ
く
と
、
ほ
の
温
か
く
、
も
ち
も
ち
と
し
た
弾

力
で
黒
い
パ
ン
生
地
の
よ
う
。
木
型
か
ら
出
し

た
ら
フ
チ
を
削
っ
て
姿
を
整
え
、
藁
灰
の
中
で

湿
気
を
と
り
の
ぞ
い
て
か
ら
数
週
間
、
屋
内
で

干
し
柿
の
よ
う
に
藁
で
く
く
っ
て
吊
る
し
自
然

乾
燥
さ
せ
ま
す
。
梅
雨
明
け
後
に
磨
き
、
上
塗

り
、
彩
色
な
ど
の
工
程
を
経
て
よ
う
や
く
一
連

の
作
業
が
完
了
。
さ
ら
に
最
低
三
年
寝
か
せ
て

よ
う
や
く
墨
が
完
成
し
ま
す
。

伝
統
を
守
る
た
め
に

　

晴
信
さ
ん
の
父
・
亀き
ど
う堂
さ
ん
は
、
独
創
的
な

墨
を
世
に
送
り
出
し
た
開
拓
者
で
し
た
。

　

煤
と
膠
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
配
合
に
よ
り
、
絵
手

紙
や
水
彩
画
に
も
使
え
る
「
カ
ラ
ー
墨
」
を
開

発
し
た
り
、
小
学
生
が
授
業
で
墨
を
す
る
体
験

が
で
き
る
よ
う
「
一
分
で
す
れ
る
墨
」
を
作
っ

て
市
内
の
小
学
校
へ
働
き
か
け
た
り
。
よ
み
か

き
そ
ろ
ば
ん
の
風
習
が
廃
れ
、
書
道
教
室
す
ら

墨
液
を
用
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
な
か
、
墨
の
良

さ
を
発
信
し
続
け
ま
し
た
。
そ
の
精
神
は
、
晴

信
さ
ん
に
も
受
け
継
が
れ
て
い
ま
す
。

「
フ
ラ
ン
ス
へ
道
具
一
式
を
持
っ
て
い
き
書
道

体
験
を
し
て
も
ら
っ
た
際
、『
色
は
い
い
が
、

墨
を
す
る
の
が
面
倒
。
イ
ン
ク
が
あ
れ
ば
』と
。

文
化
の
違
い
を
感
じ
、
固
形
墨
の
か
た
ち
に
固

執
し
な
い
文
具
を
開
発
中
で
す
」

　

か
つ
て
墨
は
よ
り
生
活
に
密
着
し
て
い
た
は

ず
と
見
当
を
つ
け
、
防
虫
効
果
を
期
待
し
て
建

築
木
材
に
塗
布
し
た
り
、
布
に
沈
着
す
る
特
性

を
生
か
し
て
オ
リ
ジ
ナ
ル
T
シ
ャ
ツ
や
手
拭
い

な
ど
も
。仕
上
げ
の
際
に
出
る
端
材
は
香
袋
に
。

墨
の
香
り
の
石
鹸
、
お
香
…
…
「
書
く
」
だ
け

に
と
ら
わ
れ
な
い
発
想
で
、
伝
統
工
芸
を
守
り

伝
え
る
可
能
性
を
探
っ
て
い
ま
す
。

3年以上寝かせてようやく墨が完成する。奥は伊藤亀堂さんが開発し
たカラー墨で、書はもちろん絵画や絵手紙に愛用する人も。

■鈴鹿市伝統産業会館
「鈴鹿墨」「伊勢型紙」を紹介する資料館。古
墨、青墨、現代の墨、道具、原料などを展示し、
パネルで製作方法を解説。第2・4日曜10:00
〜16:00（12：00〜13：00は休憩）晴信さんに
よる墨作りの実演も。入館無料、月曜休館。
鈴鹿市寺家3-10-1　TEL.059-386-7511

鈴鹿墨の伝統を守り続ける伊藤
さん親子。

■進誠堂　鈴鹿市寺家5-5-15　
TEL.059-388-4053
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