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日本の
切れ味を守る。

〝
厄
を
断
ち
切
る
〞と
い
う
意
味
合
い
か
ら
、

世
界
中
で
厄
除
け
と
し
て

使
わ
れ
て
き
た
刃
物
は
、

〝
幸
運
を
切
り
拓
く
〞も
の
と
し
て
、

祝
い
の
場
で
も
使
わ
れ
て
き
た
。

伝
統
工
芸
の
未
来
を
切
り
拓
く
の
も
ま
た
、

鍛
え
上
げ
ら
れ
、研
ぎ
澄
ま
さ
れ
た

刃
物
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

〝
厄
を
断
ち
切
る
〞と
い
う
意
味
合
い
か
ら
、

世
界
中
で
厄
除
け
と
し
て

使
わ
れ
て
き
た
刃
物
は
、

〝
幸
運
を
切
り
拓
く
〞も
の
と
し
て
、

祝
い
の
場
で
も
使
わ
れ
て
き
た
。

伝
統
工
芸
の
未
来
を
切
り
拓
く
の
も
ま
た
、

鍛
え
上
げ
ら
れ
、研
ぎ
澄
ま
さ
れ
た

刃
物
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
三
条
通
寺
町
を
東
へ
入
っ
た
所
、「
三
条
名
店
街
」

と
呼
ば
れ
る
商
店
街
の
一
角
に
、菊
一
文
字
本
店
は

あ
る
。こ
ぢ
ん
ま
り
と
し
た
店
内
を
埋
め
尽
く
す

よ
う
に
並
ぶ
刃
物
の
数
々
に
、足
を
踏
み
入
れ
る

前
か
ら
圧
倒
さ
れ
る
。店
内
最
奥
の
棚
に
は
大
小

さ
ま
ざ
ま
な
包
丁
が
並
び
、中
に
は
日
本
刀
と
見

紛
う
ほ
ど
長
大
な
も
の
も
あ
る
。そ
の
周
囲
に
漂

う
緊
張
感
に
、思
わ
ず
息
を
呑
む
。刺
身
包
丁
の

一
本
を
試
さ
せ
て
も
ら
う
と
、す
っ
と
ほ
と
ん
ど

何
の
抵
抗
も
な
く
刃
が
入
り
、わ
ず
か
な
手
応
え

だ
け
を
残
し
て
食
材
が
切
れ
る
。恐
ろ
し
く
鋭
い

切
れ
味
に
、包
丁
を
握
る
手
か
ら
汗
が
に
じ
ん
だ
。

　「
う
ち
で
取
り
扱
っ
て
い
る
の
は
、和
食
に
使
う

包
丁
が
多
い
で
す
か
ら
。お
刺
身
の
よ
う
に
、切
っ
た

食
材
の
断
面
ま
で
美
し
く
見
せ
る
た
め
に
は
、こ
れ

く
ら
い
鋭
い
切
れ
味
が
必
要
な
ん
で
す
」と
教
え
て

く
れ
た
の
は
、菊
一
文
字
の
十
八
代
目
、泉
将
利
さ
ん
だ
。

　
刃
物
職
人
と
ユ
ー
ザ
ー
の
間
に
立
ち
、販
売
か
ら

メ
ン
テ
ナ
ン
ス
ま
で
を
手
掛
け
る
菊
一
文
字
の
職
人

は
、誰
よ
り
も
本
物
の
価
値
を
知
っ
て
い
る
。

十八代目 

泉 将利 氏

株式会社 菊一文字 代表
取締役。岐阜県関市の工房
などで約2年の修業を積み、
1992年、同社に入社。2011年、
代表取締役に就任。
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刀
鍛
冶
の
技
術
が
息
づ
く

日
本
の
刃
物
づ
く
り

伝
統
工
芸
の
持
続
可
能
性
。

菊
一
文
字
は
、そ
の
最
前
線
に
立
つ
。

　
菊
一
文
字
の
創
業
は
明
治
9
年
。お
よ
そ
１
５
０
年
の

歴
史
を
持
つ
刃
物
屋
で
あ
る
。し
か
し
、刀
匠
と
し
て
の

歴
史
は
そ
れ
よ
り
は
る
か
に
深
く
、後
鳥
羽
上
皇
の
時
代

に
ま
で
遡
る
。上
皇
に
よ
っ
て
御
番
鍛
冶
に
任
命
さ
れ
た

一
文
字
派
の
名
工
・
則
宗
は
、刀
に
菊
の
御
紋
を
戴
く

こ
と
を
許
さ
れ
た
た
め
、「
菊
一
文
字
」を
名
乗
る
よ
う

に
な
っ
た
の
だ
と
い
う
。

　
そ
う
し
て
、幕
末
の
頃
ま
で
堺
で
刀
鍛
冶
に
専
念

し
て
き
た
菊
一
文
字
は
、廃
刀
令
を
き
っ
か
け
に
拠
点
を

京
都
へ
移
し
、一
般
刃
物
の
製
作
販
売
に
生
業
を
切
り

替
え
て
いっ
た
。

　「
明
治
期
、西
洋
の
肉
食
文
化
と
共
に
牛
刀（
西
洋

包
丁
）が
持
ち
込
ま
れ
ま
し
た
。そ
の
技
術
と
、日
本

独
自
の
技
術
を
組
み
合
わ
せ
、今
日
の
万
能
包
丁
が

作
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
ん
で
す
」

　
菊
一
文
字
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は
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治
9
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よ
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５
０
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史
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つ
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物
屋
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あ
る
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か
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し
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史
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よ
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は
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く
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上
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時
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ま
で
遡
る
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皇
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っ
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番
鍛
冶
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さ
れ
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一
文
字
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工
・
則
宗
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、刀
に
菊
の
御
紋
を
戴
く

こ
と
を
許
さ
れ
た
た
め
、「
菊
一
文
字
」を
名
乗
る
よ
う

に
な
っ
た
の
だ
と
い
う
。

　
そ
う
し
て
、幕
末
の
頃
ま
で
堺
で
刀
鍛
冶
に
専
念

し
て
き
た
菊
一
文
字
は
、廃
刀
令
を
き
っ
か
け
に
拠
点
を

京
都
へ
移
し
、一
般
刃
物
の
製
作
販
売
に
生
業
を
切
り

替
え
て
いっ
た
。

　「
明
治
期
、西
洋
の
肉
食
文
化
と
共
に
牛
刀（
西
洋

包
丁
）が
持
ち
込
ま
れ
ま
し
た
。そ
の
技
術
と
、日
本

独
自
の
技
術
を
組
み
合
わ
せ
、今
日
の
万
能
包
丁
が

作
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
ん
で
す
」

　
戦
の
道
具
か
ら
、食
材
を
切
る
た
め
の
調
理
器
具
へ
。

用
途
は
変
わ
っ
た
が
、そ
の
基
本
的
な
作
り
は
今
も

変
わ
ら
な
い
。泉
さ
ん
た
ち
菊
一
文
字
の
仕
事
は
、そ
の

良
し
悪
し
を
見
分
け
、〝
本
物
〞の
刃
物
を
エ
ン
ド

ユ
ー
ザ
ー
に
届
け
る
こ
と
。そ
し
て
、必
要
に
応
じ
て

メ
ン
テ
ナ
ン
ス
を
す
る
こ
と
だ
。

　「
切
れ
味
が
鋭
く
、刃
持
ち
が
良
い
、と
い
う
の
が
良
い

刃
物
の
条
件
で
す
。そ
れ
は
材
質
の
硬
さ
に
左
右
さ
れ
る

わ
け
で
す
が
、た
だ
硬
い
だ
け
で
は
な
く〝
粘
り
の
あ
る

硬
さ
〞が
必
要
な
ん
で
す
」

　
泉
さ
ん
い
わ
く
、そ
の
違
い
は
研
ぎ
比
べ
れ
ば
分
か
る

と
の
こ
と
で
、早
速
、作
業
風
景
を
見
せ
て
も
ら
う
こ
と

に
し
た
。店
内
奥
に
あ
る
木
台
は
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
ス
ペ
ー
ス

に
な
っ
て
お
り
、蓋
を
外
す
と
何
種
類
も
の
砥
石
が
水
に

浸
け
ら
れ
て
い
る
。刃
を
水
に
さ
ら
し
、シ
ャ
カ
シ
ャ
カ
と

小
気
味
よ
い
音
を
立
て
な
が
ら
リ
ズ
ミ
カ
ルに
研
い
で
い
く

と
、心
な
し
か
、刃
の
艶
も
増
し
て
い
く
よ
う
に
見
え
る
。

　「
極
端
に
言
え
ば
、素
材
が
硬
い
と
滑
っ
て
ス
ム
ー
ズ

に
研
げ
ず
、柔
ら
か
い
と
引
っ
か
か
っ
て
、や
は
り
研
ぎ

に
く
い
ん
で
す
。同
じ
素
材
・
同
じ
職
人
さ
ん
の
刃
物
で

あ
っ
て
も
、そ
の
出
来
は
コン
デ
ィ
シ
ョン
に
よ
っ
て
変
わ
る
。
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あ
っ
て
も
、そ
の
出
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は
コン
デ
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シ
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に
よ
っ
て
変
わ
る
。

そ
こ
を
見
極
め
て
、最
良
の
も
の
を
選
ぶ
の
も
、私
た
ち

の
仕
事
で
す
」

　
商
売
柄
、家
の
中
に
も
砥
石
な
ど
の
道
具
が
置
か
れ
て

い
た
と
い
う
泉
さ
ん
は
、幼
少
の
頃
か
ら
刃
物
に
触
れ
て
き
た
。

　「『
子
ど
も
に
刃
物
を
触
ら
せ
る
な
ん
て
危
な
い
』と

思
わ
れ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。で
す
が
、子
ど
も
の
頃
か
ら

刃
物
に
慣
れ
て
お
く
方
が
却
っ
て
安
全
な
ん
で
す
。

切
れ
味
に
つい
て
も
同
様
で
、よ
く
切
れ
る
包
丁
を
使
う

方
が
、余
計
な
力
が
入
ら
ず
安
全
で
す
」

　
現
在
、泉
さ
ん
に
は
8
歳
の
双
子
の
娘
が
い
る
。二
人

と
も
料
理
好
き
と
の
こ
と
だ
が
、な
ん
と
3
歳
の
頃
に
は

既
に
包
丁
を
使
わ
せ
て
い
た
と
い
う
。し
か
し
、〝
そ
れ
な
り

に
切
れ
る
〞安
価
な
包
丁
が
い
く
ら
で
も
流
通
し
て
い
る

現
代
社
会
に
お
い
て
、あ
え
て〝
本
物
〞を
選
ぶ
意
義
は

あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　「
実
際
に
使
え
ば
分
かって
い
た
だ
け
る
と
思
い
ま
す
が
、

や
は
り
刃
持
ち
に
は
雲
泥
の
差
が
あ
り
ま
す
。何
よ
り
、

使
い
や
す
い
重
さ
や
太
さ
、サ
イ
ズ
な
ど
は
人
そ
れ
ぞ
れ

違
う
わ
け
で
す
か
ら
、毎
日
使
う
も
の
な
ら
尚
更
、自
分
に

合
っ
た
も
の
を
使
って
慣
れ
て
い
く
方
が
良
い
と
思
い
ま
す
」

　
菊
一
文
字
で
は
、切
れ
味
が
落
ち
た
刃
物
の
研
ぎ
や
、

購
入
し
た
刃
物
への
名
入
れ
、さ
ら
に
は
用
途
に
応
じ
た

研
ぎ
方
の
調
整
な
ど
、ユ
ー
ザ
ー
の
要
望
に
寄
り
添
っ
た

対
応
を
続
け
て
き
た
。そ
の
根
底
に
あ
る
の
は「
良
い

刃
物
を
末
永
く
使
い
続
け
て
ほ
し
い
」と
い
う
祈
り
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
商
売
柄
、家
の
中
に
も
砥
石
な
ど
の
道
具
が
置
か
れ
て

い
た
と
い
う
泉
さ
ん
は
、幼
少
の
頃
か
ら
刃
物
に
触
れ
て
き
た
。

　「『
子
ど
も
に
刃
物
を
触
ら
せ
る
な
ん
て
危
な
い
』と

思
わ
れ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。で
す
が
、子
ど
も
の
頃
か
ら

刃
物
に
慣
れ
て
お
く
方
が
却
っ
て
安
全
な
ん
で
す
。

切
れ
味
に
つい
て
も
同
様
で
、よ
く
切
れ
る
包
丁
を
使
う

方
が
、余
計
な
力
が
入
ら
ず
安
全
で
す
」

　
現
在
、泉
さ
ん
に
は
8
歳
の
双
子
の
娘
が
い
る
。二
人

と
も
料
理
好
き
と
の
こ
と
だ
が
、な
ん
と
3
歳
の
頃
に
は

既
に
包
丁
を
使
わ
せ
て
い
た
と
い
う
。し
か
し
、〝
そ
れ
な
り

に
切
れ
る
〞安
価
な
包
丁
が
い
く
ら
で
も
流
通
し
て
い
る

現
代
社
会
に
お
い
て
、あ
え
て〝
本
物
〞を
選
ぶ
意
義
は

あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　「
実
際
に
使
え
ば
分
かって
い
た
だ
け
る
と
思
い
ま
す
が
、

や
は
り
刃
持
ち
に
は
雲
泥
の
差
が
あ
り
ま
す
。何
よ
り
、

使
い
や
す
い
重
さ
や
太
さ
、サ
イ
ズ
な
ど
は
人
そ
れ
ぞ
れ

違
う
わ
け
で
す
か
ら
、毎
日
使
う
も
の
な
ら
尚
更
、自
分
に

合
っ
た
も
の
を
使
って
慣
れ
て
い
く
方
が
良
い
と
思
い
ま
す
」

　
菊
一
文
字
で
は
、切
れ
味
が
落
ち
た
刃
物
の
研
ぎ
や
、

購
入
し
た
刃
物
への
名
入
れ
、さ
ら
に
は
用
途
に
応
じ
た

研
ぎ
方
の
調
整
な
ど
、ユ
ー
ザ
ー
の
要
望
に
寄
り
添
っ
た

対
応
を
続
け
て
き
た
。そ
の
根
底
に
あ
る
の
は「
良
い

刃
物
を
末
永
く
使
い
続
け
て
ほ
し
い
」と
い
う
祈
り
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
近
年
、職
人
か
ら
直
接
エ
ン
ド
ユ
ー
ザ
ー
に
つ
な
が
る

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
広
が
り
を
見
せ
て
お
り
、コロ
ナ
禍
の
影

響
も
あ
っ
て
、そ
の
数
は
ま
す
ま
す
増
加
傾
向
に
あ
る
。

し
か
し
、伝
統
工
芸
の
持
続
可
能
性
に
つ
い
て
考
え
る

と
き
、そ
こ
に
は
菊
一
文
字
の
よ
う
な「
職
人
の
技
を

守
り
伝
え
る
職
人
」の
存
在
が
欠
か
せ
な
い
。本
物
を

見
極
め
る
確
か
な
目
と
、ユ
ー
ザ
ー
の
要
望
を
形
に
す
る

企
画
力
を
持
つ
同
店
は
こ
れ
か
ら
も
、刃
物
づ
く
り
の
伝

統
を
守
る
砦
で
あ
り
続
け
る
だ
ろ
う
。

　
近
年
、職
人
か
ら
直
接
エ
ン
ド
ユ
ー
ザ
ー
に
つ
な
が
る

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
広
が
り
を
見
せ
て
お
り
、コロ
ナ
禍
の
影

響
も
あ
っ
て
、そ
の
数
は
ま
す
ま
す
増
加
傾
向
に
あ
る
。

し
か
し
、伝
統
工
芸
の
持
続
可
能
性
に
つ
い
て
考
え
る

と
き
、そ
こ
に
は
菊
一
文
字
の
よ
う
な「
職
人
の
技
を

守
り
伝
え
る
職
人
」の
存
在
が
欠
か
せ
な
い
。本
物
を

見
極
め
る
確
か
な
目
と
、ユ
ー
ザ
ー
の
要
望
を
形
に
す
る

企
画
力
を
持
つ
同
店
は
こ
れ
か
ら
も
、刃
物
づ
く
り
の
伝

統
を
守
る
砦
で
あ
り
続
け
る
だ
ろ
う
。

出刃庖丁や菜切包丁、刺身包丁など、店内には
多種多様な包丁が並ぶ。材質や刃長、デザインの
違いなども含めれば、その種類は無限にあるといって
も過言ではない。

泉さんの双子のお子さんは、一人が右利きでもう一人は左利き。
菊一文字では、左利き用の刃物も広く取りそろえている。

和鋏や裁鋏、爪切りなど、包丁
以外の刃物も充実。もちろん、
その切れ味は一級品だ。

ばさみ

刃物に名入れすることを「銘を
切る」という。基本的には一本
の鏨で切っていくが、轡印には
専用のものを用いる。

たがね

万能包丁や文化包丁とも呼ば
れる、和式の三徳包丁。積層状
の刃が美しいこれらの包丁は、お
客さんの前で料理する板前さん
も好んで使うのだという。（表紙）

［ 京都本店 ］
〒604-8036
京都市中京区三条通寺町
東入る石橋町14

［ 烏丸支店 ］
〒600-8491
京都市下京区四条通室町
西入る鶏鉾町474

明治時代に作られた看板。「菊一文字」の上に刻ま
れた轡印は登録商標であり、泉さんいわく「いつから
付いていたか分からない」ほど、古くから同店のシンボル
として知られている。

くつわ
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刀
鍛
冶
の
技
術
が
息
づ
く

日
本
の
刃
物
づ
く
り

伝
統
工
芸
の
持
続
可
能
性
。

菊
一
文
字
は
、そ
の
最
前
線
に
立
つ
。

　
菊
一
文
字
の
創
業
は
明
治
9
年
。お
よ
そ
１
５
０
年
の

歴
史
を
持
つ
刃
物
屋
で
あ
る
。し
か
し
、刀
匠
と
し
て
の

歴
史
は
そ
れ
よ
り
は
る
か
に
深
く
、後
鳥
羽
上
皇
の
時
代

に
ま
で
遡
る
。上
皇
に
よ
っ
て
御
番
鍛
冶
に
任
命
さ
れ
た

一
文
字
派
の
名
工
・
則
宗
は
、刀
に
菊
の
御
紋
を
戴
く

こ
と
を
許
さ
れ
た
た
め
、「
菊
一
文
字
」を
名
乗
る
よ
う

に
な
っ
た
の
だ
と
い
う
。

　
そ
う
し
て
、幕
末
の
頃
ま
で
堺
で
刀
鍛
冶
に
専
念

し
て
き
た
菊
一
文
字
は
、廃
刀
令
を
き
っ
か
け
に
拠
点
を

京
都
へ
移
し
、一
般
刃
物
の
製
作
販
売
に
生
業
を
切
り

替
え
て
いっ
た
。

　「
明
治
期
、西
洋
の
肉
食
文
化
と
共
に
牛
刀（
西
洋

包
丁
）が
持
ち
込
ま
れ
ま
し
た
。そ
の
技
術
と
、日
本

独
自
の
技
術
を
組
み
合
わ
せ
、今
日
の
万
能
包
丁
が

作
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
ん
で
す
」

　
菊
一
文
字
の
創
業
は
明
治
9
年
。お
よ
そ
１
５
０
年
の

歴
史
を
持
つ
刃
物
屋
で
あ
る
。し
か
し
、刀
匠
と
し
て
の

歴
史
は
そ
れ
よ
り
は
る
か
に
深
く
、後
鳥
羽
上
皇
の
時
代

に
ま
で
遡
る
。上
皇
に
よ
っ
て
御
番
鍛
冶
に
任
命
さ
れ
た

一
文
字
派
の
名
工
・
則
宗
は
、刀
に
菊
の
御
紋
を
戴
く

こ
と
を
許
さ
れ
た
た
め
、「
菊
一
文
字
」を
名
乗
る
よ
う

に
な
っ
た
の
だ
と
い
う
。

　
そ
う
し
て
、幕
末
の
頃
ま
で
堺
で
刀
鍛
冶
に
専
念

し
て
き
た
菊
一
文
字
は
、廃
刀
令
を
き
っ
か
け
に
拠
点
を

京
都
へ
移
し
、一
般
刃
物
の
製
作
販
売
に
生
業
を
切
り

替
え
て
いっ
た
。

　「
明
治
期
、西
洋
の
肉
食
文
化
と
共
に
牛
刀（
西
洋

包
丁
）が
持
ち
込
ま
れ
ま
し
た
。そ
の
技
術
と
、日
本

独
自
の
技
術
を
組
み
合
わ
せ
、今
日
の
万
能
包
丁
が

作
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
ん
で
す
」

　
戦
の
道
具
か
ら
、食
材
を
切
る
た
め
の
調
理
器
具
へ
。

用
途
は
変
わ
っ
た
が
、そ
の
基
本
的
な
作
り
は
今
も

変
わ
ら
な
い
。泉
さ
ん
た
ち
菊
一
文
字
の
仕
事
は
、そ
の

良
し
悪
し
を
見
分
け
、〝
本
物
〞の
刃
物
を
エ
ン
ド

ユ
ー
ザ
ー
に
届
け
る
こ
と
。そ
し
て
、必
要
に
応
じ
て

メ
ン
テ
ナ
ン
ス
を
す
る
こ
と
だ
。

　「
切
れ
味
が
鋭
く
、刃
持
ち
が
良
い
、と
い
う
の
が
良
い

刃
物
の
条
件
で
す
。そ
れ
は
材
質
の
硬
さ
に
左
右
さ
れ
る

わ
け
で
す
が
、た
だ
硬
い
だ
け
で
は
な
く〝
粘
り
の
あ
る

硬
さ
〞が
必
要
な
ん
で
す
」

　
泉
さ
ん
い
わ
く
、そ
の
違
い
は
研
ぎ
比
べ
れ
ば
分
か
る

と
の
こ
と
で
、早
速
、作
業
風
景
を
見
せ
て
も
ら
う
こ
と

に
し
た
。店
内
奥
に
あ
る
木
台
は
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
ス
ペ
ー
ス

に
な
っ
て
お
り
、蓋
を
外
す
と
何
種
類
も
の
砥
石
が
水
に

浸
け
ら
れ
て
い
る
。刃
を
水
に
さ
ら
し
、シ
ャ
カ
シ
ャ
カ
と

小
気
味
よ
い
音
を
立
て
な
が
ら
リ
ズ
ミ
カ
ルに
研
い
で
い
く

と
、心
な
し
か
、刃
の
艶
も
増
し
て
い
く
よ
う
に
見
え
る
。

　「
極
端
に
言
え
ば
、素
材
が
硬
い
と
滑
っ
て
ス
ム
ー
ズ

に
研
げ
ず
、柔
ら
か
い
と
引
っ
か
か
っ
て
、や
は
り
研
ぎ

に
く
い
ん
で
す
。同
じ
素
材
・
同
じ
職
人
さ
ん
の
刃
物
で

あ
っ
て
も
、そ
の
出
来
は
コン
デ
ィ
シ
ョン
に
よ
っ
て
変
わ
る
。

そ
こ
を
見
極
め
て
、最
良
の
も
の
を
選
ぶ
の
も
、私
た
ち

の
仕
事
で
す
」

　
戦
の
道
具
か
ら
、食
材
を
切
る
た
め
の
調
理
器
具
へ
。

用
途
は
変
わ
っ
た
が
、そ
の
基
本
的
な
作
り
は
今
も

変
わ
ら
な
い
。泉
さ
ん
た
ち
菊
一
文
字
の
仕
事
は
、そ
の

良
し
悪
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を
見
分
け
、〝
本
物
〞の
刃
物
を
エ
ン
ド

ユ
ー
ザ
ー
に
届
け
る
こ
と
。そ
し
て
、必
要
に
応
じ
て

メ
ン
テ
ナ
ン
ス
を
す
る
こ
と
だ
。

　「
切
れ
味
が
鋭
く
、刃
持
ち
が
良
い
、と
い
う
の
が
良
い

刃
物
の
条
件
で
す
。そ
れ
は
材
質
の
硬
さ
に
左
右
さ
れ
る

わ
け
で
す
が
、た
だ
硬
い
だ
け
で
は
な
く〝
粘
り
の
あ
る

硬
さ
〞が
必
要
な
ん
で
す
」

　
泉
さ
ん
い
わ
く
、そ
の
違
い
は
研
ぎ
比
べ
れ
ば
分
か
る

と
の
こ
と
で
、早
速
、作
業
風
景
を
見
せ
て
も
ら
う
こ
と

に
し
た
。店
内
奥
に
あ
る
木
台
は
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
ス
ペ
ー
ス

に
な
っ
て
お
り
、蓋
を
外
す
と
何
種
類
も
の
砥
石
が
水
に

浸
け
ら
れ
て
い
る
。刃
を
水
に
さ
ら
し
、シ
ャ
カ
シ
ャ
カ
と

小
気
味
よ
い
音
を
立
て
な
が
ら
リ
ズ
ミ
カ
ルに
研
い
で
い
く

と
、心
な
し
か
、刃
の
艶
も
増
し
て
い
く
よ
う
に
見
え
る
。

　「
極
端
に
言
え
ば
、素
材
が
硬
い
と
滑
っ
て
ス
ム
ー
ズ

に
研
げ
ず
、柔
ら
か
い
と
引
っ
か
か
っ
て
、や
は
り
研
ぎ

に
く
い
ん
で
す
。同
じ
素
材
・
同
じ
職
人
さ
ん
の
刃
物
で

あ
っ
て
も
、そ
の
出
来
は
コン
デ
ィ
シ
ョン
に
よ
っ
て
変
わ
る
。

そ
こ
を
見
極
め
て
、最
良
の
も
の
を
選
ぶ
の
も
、私
た
ち

の
仕
事
で
す
」

　
商
売
柄
、家
の
中
に
も
砥
石
な
ど
の
道
具
が
置
か
れ
て

い
た
と
い
う
泉
さ
ん
は
、幼
少
の
頃
か
ら
刃
物
に
触
れ
て
き
た
。

　「『
子
ど
も
に
刃
物
を
触
ら
せ
る
な
ん
て
危
な
い
』と

思
わ
れ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。で
す
が
、子
ど
も
の
頃
か
ら

刃
物
に
慣
れ
て
お
く
方
が
却
っ
て
安
全
な
ん
で
す
。

切
れ
味
に
つい
て
も
同
様
で
、よ
く
切
れ
る
包
丁
を
使
う

方
が
、余
計
な
力
が
入
ら
ず
安
全
で
す
」

　
現
在
、泉
さ
ん
に
は
8
歳
の
双
子
の
娘
が
い
る
。二
人

と
も
料
理
好
き
と
の
こ
と
だ
が
、な
ん
と
3
歳
の
頃
に
は

既
に
包
丁
を
使
わ
せ
て
い
た
と
い
う
。し
か
し
、〝
そ
れ
な
り

に
切
れ
る
〞安
価
な
包
丁
が
い
く
ら
で
も
流
通
し
て
い
る

現
代
社
会
に
お
い
て
、あ
え
て〝
本
物
〞を
選
ぶ
意
義
は

あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　「
実
際
に
使
え
ば
分
かって
い
た
だ
け
る
と
思
い
ま
す
が
、

や
は
り
刃
持
ち
に
は
雲
泥
の
差
が
あ
り
ま
す
。何
よ
り
、

使
い
や
す
い
重
さ
や
太
さ
、サ
イ
ズ
な
ど
は
人
そ
れ
ぞ
れ

違
う
わ
け
で
す
か
ら
、毎
日
使
う
も
の
な
ら
尚
更
、自
分
に

合
っ
た
も
の
を
使
って
慣
れ
て
い
く
方
が
良
い
と
思
い
ま
す
」

　
菊
一
文
字
で
は
、切
れ
味
が
落
ち
た
刃
物
の
研
ぎ
や
、

購
入
し
た
刃
物
への
名
入
れ
、さ
ら
に
は
用
途
に
応
じ
た

研
ぎ
方
の
調
整
な
ど
、ユ
ー
ザ
ー
の
要
望
に
寄
り
添
っ
た

対
応
を
続
け
て
き
た
。そ
の
根
底
に
あ
る
の
は「
良
い

刃
物
を
末
永
く
使
い
続
け
て
ほ
し
い
」と
い
う
祈
り
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
商
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の
中
に
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な
ど
の
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に
は
8
歳
の
双
子
の
娘
が
い
る
。二
人

と
も
料
理
好
き
と
の
こ
と
だ
が
、な
ん
と
3
歳
の
頃
に
は

既
に
包
丁
を
使
わ
せ
て
い
た
と
い
う
。し
か
し
、〝
そ
れ
な
り

に
切
れ
る
〞安
価
な
包
丁
が
い
く
ら
で
も
流
通
し
て
い
る

現
代
社
会
に
お
い
て
、あ
え
て〝
本
物
〞を
選
ぶ
意
義
は

あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　「
実
際
に
使
え
ば
分
かって
い
た
だ
け
る
と
思
い
ま
す
が
、

や
は
り
刃
持
ち
に
は
雲
泥
の
差
が
あ
り
ま
す
。何
よ
り
、

使
い
や
す
い
重
さ
や
太
さ
、サ
イ
ズ
な
ど
は
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す
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使
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も
の
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更
、自
分
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た
も
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を
使
って
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れ
て
い
く
方
が
良
い
と
思
い
ま
す
」

　
菊
一
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字
で
は
、切
れ
味
が
落
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た
刃
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の
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ぎ
や
、

購
入
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た
刃
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入
れ
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に
は
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た

研
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方
の
調
整
な
ど
、ユ
ー
ザ
ー
の
要
望
に
寄
り
添
っ
た

対
応
を
続
け
て
き
た
。そ
の
根
底
に
あ
る
の
は「
良
い

刃
物
を
末
永
く
使
い
続
け
て
ほ
し
い
」と
い
う
祈
り
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
近
年
、職
人
か
ら
直
接
エ
ン
ド
ユ
ー
ザ
ー
に
つ
な
が
る

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
広
が
り
を
見
せ
て
お
り
、コロ
ナ
禍
の
影

響
も
あ
っ
て
、そ
の
数
は
ま
す
ま
す
増
加
傾
向
に
あ
る
。

し
か
し
、伝
統
工
芸
の
持
続
可
能
性
に
つ
い
て
考
え
る

と
き
、そ
こ
に
は
菊
一
文
字
の
よ
う
な「
職
人
の
技
を

守
り
伝
え
る
職
人
」の
存
在
が
欠
か
せ
な
い
。本
物
を

見
極
め
る
確
か
な
目
と
、ユ
ー
ザ
ー
の
要
望
を
形
に
す
る

企
画
力
を
持
つ
同
店
は
こ
れ
か
ら
も
、刃
物
づ
く
り
の
伝

統
を
守
る
砦
で
あ
り
続
け
る
だ
ろ
う
。

　
近
年
、職
人
か
ら
直
接
エ
ン
ド
ユ
ー
ザ
ー
に
つ
な
が
る

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
広
が
り
を
見
せ
て
お
り
、コロ
ナ
禍
の
影

響
も
あ
っ
て
、そ
の
数
は
ま
す
ま
す
増
加
傾
向
に
あ
る
。

し
か
し
、伝
統
工
芸
の
持
続
可
能
性
に
つ
い
て
考
え
る

と
き
、そ
こ
に
は
菊
一
文
字
の
よ
う
な「
職
人
の
技
を

守
り
伝
え
る
職
人
」の
存
在
が
欠
か
せ
な
い
。本
物
を

見
極
め
る
確
か
な
目
と
、ユ
ー
ザ
ー
の
要
望
を
形
に
す
る

企
画
力
を
持
つ
同
店
は
こ
れ
か
ら
も
、刃
物
づ
く
り
の
伝

統
を
守
る
砦
で
あ
り
続
け
る
だ
ろ
う
。

出刃庖丁や菜切包丁、刺身包丁など、店内には
多種多様な包丁が並ぶ。材質や刃長、デザインの
違いなども含めれば、その種類は無限にあるといって
も過言ではない。

泉さんの双子のお子さんは、一人が右利きでもう一人は左利き。
菊一文字では、左利き用の刃物も広く取りそろえている。

和鋏や裁鋏、爪切りなど、包丁
以外の刃物も充実。もちろん、
その切れ味は一級品だ。

ばさみ

刃物に名入れすることを「銘を
切る」という。基本的には一本
の鏨で切っていくが、轡印には
専用のものを用いる。

たがね

万能包丁や文化包丁とも呼ば
れる、和式の三徳包丁。積層状
の刃が美しいこれらの包丁は、お
客さんの前で料理する板前さん
も好んで使うのだという。（表紙）

［ 京都本店 ］
〒604-8036
京都市中京区三条通寺町
東入る石橋町14

［ 烏丸支店 ］
〒600-8491
京都市下京区四条通室町
西入る鶏鉾町474

明治時代に作られた看板。「菊一文字」の上に刻ま
れた轡印は登録商標であり、泉さんいわく「いつから
付いていたか分からない」ほど、古くから同店のシンボル
として知られている。

くつわ
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1
9
9
0
年
代
以
降
き
も
の
の
消
費
は
落
ち
、

職
人
た
ち
の
高
齢
化
が
進
む
な
ど
、西
陣
織
は
厳
し
い

状
況
に
あ
り
ま
す
。事
業
を
継
続
し
て
い
く
た
め
に

は
知
恵
を
絞
ら
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。今
後
の
展
開
の

柱
は
い
く
つ
か
あ
り
ま
す
。一
つ
は
や
は
り
家
業
で
あ
る

織
物
、帯
の
継
続
で
す
ね
。こ
れ
は
絶
対
に
外
せ
な
い
。

呉
服
業
界
は
歴
史
が
長
い
分
、高
価
で
あ
っ
た
り
、

販
売
の
方
法
が
不
透
明
で
あ
っ
た
り
、い
ろ
ん
な
問
題

を
は
ら
ん
で
い
ま
す
。こ
れ
を
解
消
で
き
れ
ば
風
向
き

が
変
わ
る
の
で
は
な
い
か
。そ
う
考
え
独
自
の
ブ
ラ
ン

ド
を
立
ち
上
げ
ま
し
た
。た
と
え
ば「
値
段
が
分
か
ら

な
く
て
怖
い
」と
いっ
た
こ
と
が
な
い
よ
う
に
、適
正
な

均
一
価
格
で
売
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。コン
セ

プ
ト
は
彼（
夏
樹
氏
）が
考
え
た
の
で
す
が
、「
き
も
の

　
長
い
歴
史
の
中
で
大
き
な
転
機
と
な
っ
た
の
は
、

明
治
期
に
入
っ
て
起
き
た
廃
仏
毀
釈
運
動
で
す
。

私
か
ら
す
る
と
曾
祖
父
の
代
に「
こ
れ
か
ら
仏
教
は

厳
し
く
な
る
よ
」と
ア
ド
バ
イ
ス
を
く
だ
さ
る
方
が

い
て
、そ
れ
な
ら
法
衣
を
や
め
て
帯
に
行
こ
う
と
。

ち
ょ
う
ど
日
本
経
済
も
伸
び
て
い
る
頃
で
、景
気
の

上
昇
気
流
に
乗
って「
帯
屋
」と
し
て
成
長
し
ま
し
た
。

そ
れ
か
ら
　
代
目
の
時
に
西
陣
で
株
式
会
社
化
が

ブ
ー
ム
に
な
り
ま
し
て
、私
の
父
に
な
り
ま
す
け
れ
ど
、

当
主
の
名
前「
岡
本
文
男
」の
岡
と
文
を
と
っ
て
岡

文
織
物
株
式
会
社
を
立
ち
上
げ
た
の
が
1
9
6
7

（
昭
和
　
）年
。沿
革
で
い
え
ば
、当
社
に
は
そ
う
い
う

流
れ
が
あ
り
ま
す
。

　
私
に
は
5
つ
上
の
兄
が
い
て
、そ
の
兄
が
後
継
者

と
し
て
や
っ
て
き
ま
し
た
か
ら
、私
は
親
か
ら
は
ず
っ
と

「
好
き
に
し
て
い
い
よ
」と
言
わ
れ
て
お
り
ま
し
た
。

そ
も
そ
も
私
に
継
ぐ
予
定
は
な
か
っ
た
の
で
す
。

　
大
学
を
出
て
か
ら
東
京
の
ア
パ
レ
ル
会
社
に
就

職
し
ま
し
た
。当
時
は
バ
ブ
ル
直
前
期
で
悩
み
も

な
く
楽
し
く
や
っ
て
い
ま
し
た
が
、そ
の
頃
は
西
陣
も

景
気
が
良
く
て「
今
の
う
ち
に
新
た
に
事
業
を
始
め

よ
う
」と
、自
社
で
輸
入
家
具
・
食
器
の
取
り
扱
い

を
始
め
る
こ
と
に
な
り「
人
手
が
足
り
な
い
か
ら
戻
って

こ
い
」と
お
呼
び
が
掛
か
り
ま
し
た
。戻
っ
た
の
は
、そ

の
輸
入
事
業
に
魅
力
を
感
じ
た
か
ら
で
す
。例
え
ば
、

鋲
打
ち
の
革
張
り
ソ
フ
ァ
な
ど
、今
で
は
テ
レ
ビ
で
普

通
に
見
ま
す
が
、当
時
は
ほ
ぼ
知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
で

し
た
。そ
う
い
う
み
ん
な
が
知
ら
な
い
モ
ノ
を
買
い
付

け
て「
こ
れ
は
良
い
ね
」と
言
っ
て
も
ら
う
。始
め
た

頃
は
実
に
よ
く
売
れ
た
の
で
す
。流
行
を
作
り
た
い

と
思
っ
て
い
た
私
に
は
、や
り
が
い
の
あ
る
仕
事
で
し

た
。し
か
し
、事
業
を
始
め
て
約
1
年
後
に
バ
ブ
ル
が

弾
け
ま
す
。す
る
と
一
切
の
引
き
合
い
が
な
く
な
り
、

私
は
途
方
に
暮
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　
ぼ
ん
や
り
し
て
い
る
の
も
何
だ
か
ら「
帯
の
仕
事

を
手
伝
う
か
」。そ
う
や
っ
て
始
め
た
の
が
家
業
で
す
。

当
時
は「
き
も
の
な
ん
か
誰
が
着
る
ね
ん
」と
思
っ
て

い
ま
し
た
の
で
、本
当
に
渋
々
始
め
た
の
で
す
。け
れ

ど
や
っ
て
い
く
う
ち
に
楽
し
く
な
り
、面
白
く
な
り
、

　
年
、　
年
…
今
に
至
っ
て
い
る
と
い
う
感
じ
で
す
。

　
　
代
目
の
兄
か
ら
代
表
を
継
い
だ
の
は
昨
年
の

1
月
。兄
は
西
陣
織
工
業
組
合
の
副
理
事
長
を

務
め
て
お
り
ま
す
が
、ほ
か
に
も
様
々
な
役
職
に
就

い
て
い
ま
す
。そ
こ
に
一
昨
年
、兄
の
息
子
、私
か
ら

す
る
と
甥
が
会
社
に
入
っ
て
く
れ
た
こ
と
で
、兄
は

そ
ち
ら
に
専
念
す
る
こ
と
に
な
り
、代
替
わ
り
を

決
め
ま
し
た
。

▲古き良き伝統を受け継ぐ豪華絢爛なものから、現代的な感覚の色調を取り入れたものまで、色板や織は多彩を極める。

▲「榎邸ギャラリー」内観。昨年7月に改装し、ギャラリーとして再生した。

京
都
西
陣
の
老
舗
、

「
六
文
字
屋
半
兵
衛
」
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連
綿
た
る
伝
統

﹁
西
陣
織
﹂の
底
力

ろ
く    

も
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や

お
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ぶ
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お
り
　  

も
の

六
文
字
屋 \ 

岡
文
織
物
株
式
会
社

六
文
字
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岡
文
織
物
株
式
会
社

代
表
取
締
役
社
長 

岡
本 

就
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氏（
右
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企
画
室
長 
岡
本 

夏
樹
氏（
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代
表
取
締
役
社
長 

岡
本 

就
介 

氏（
右
）  

企
画
室
長 
岡
本 

夏
樹
氏（
左
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渋
々
始
め
た
家
業

昨
年
　
代
目
を
継
ぐ

14

独
自
ブ
ラ
ン
ド

『
K
I
E
I‒

貴
瑛‒

』の
開
発

「
き
も
の〝
も
〞あ
る
生
活
」を

〝
も
〞あ
る
生
活
」で
す
。普
段
の
生
活
で
は
、デ
ニム
で

出
掛
け
る
こ
と
も
あ
れ
ば
ド
レス
を
着
る
こ
と
も
あ
る
。

そ
れ
ら
の
選
択
肢
の
中
の
一
つ
に
き
も
の
が
あ
る
。「
き
も

の
を
着
る
」こ
と
を
、特
別
な
体
験
に
し
な
い
で
お
こ
う
よ
。

そ
ん
な
提
案
が
こ
の
ブ
ラ
ン
ド
に
は
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
非
呉
服
の
部
分
で
も
柱
を
持
ち
た
い
と
考
え
て

い
ま
す
。織
り
の
技
術
や
絹
の
扱
い
に
つ
い
て
は

3
0
0
余
年
の
蓄
積
が
あ
り
ま
す
の
で
、そ
の
強
み

を
活
か
し
て
ビ
ジ
ネ
ス
を
す
る
。現
在
進
行
し
て
い

る
話
で
い
え
ば
、例
え
ば
高
級
ホ
テ
ル
の
ク
ッ
シ
ョン
や

ベッ
ド
ラ
イ
ナ
ー
な
ど
が
あ
り
ま
す
。さ
ら
に
可
能
性

を
広
げ
よ
う
と
、今
年
の
夏
に
は
1
7
0
㎝
幅
が

織
れ
る
織
機
を
導
入
す
る
予
定
で
す
。「
機
械
が

入
っ
た
ら
連
絡
を
ち
ょ
う
だ
い
」と
いっ
た
引
き
合
い
も

い
た
だ
い
て
お
り
、わ
れ
わ
れ
も
ど
ん
な
展
開
が
で

き
る
の
か
未
知
数
な
分
、期
待
を
持
っ
て
い
ま
す
ね
。

他
に
も
サ
ス
テ
ィ
ナ
ブ
ル
を
意
識
す
る
な
ど
、培
っ
た

技
術
で
時
代
に
あ
っ
た
西
陣
織
の
価
値
を
創
造
し

た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。（
岡
本
就
介
氏
）

14

　
家
業
の
呉
服
と
、家
業
で
培
っ
た
技
術
を
活

か
し
た
非
呉
服
の
分
野
。そ
れ
に
加
え
て
、今
後

の
事
業
で
考
え
て
い
る
の
は
、弊
社
本
社
屋
の

『
榎
邸
』の
活
用
で
す
。京
都
市
か
ら
景
観
重
要

建
造
物
と
風
致
形
成
建
造
物
に
指
定
さ
れ
て
い

る
明
治
時
代
後
期
の
町
屋
建
築
と
い
う
こ
と
で
、

見
て
の
通
り
趣
が
あ
る
で
し
ょ
う
。こ
う
い
う
建

物
の
中
で
き
も
の
を
着
る
と
い
う
の
は
と
て
も

貴
重
な
体
験
に
な
り
ま
す
。「
京
都
が
好
き
」あ

る
い
は「
京
都
を
感
じ
た
い
」と
い
う
人
に
満
足
し

て
も
ら
う
た
め
の
場
所
に
し
て
い
く
と
い
う
の
は
、

建
物
を
維
持
し
て
い
く
上
で
も
重
要
で
す
。昨

年
の
7
月
に
初
め
て
一
角
を
ギ
ャ
ラ
リ
ー
に
し
て

浮
世
絵
作
品
展
を
開
い
た
ら
、わ
ず
か
1
週
間

で
約
2
0
0
人
の
お
客
さ
ま
に
来
て
い
た
だ
き
、

そ
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
の
高
さ
を
実
感
し
ま
し
た
。

フ
ォ
ト
ス
タ
ジ
オ
に
し
た
り
、イ
ベン
ト
会
場
に
し
た

り
、今
後
は
さ
ら
な
る
活
用
法
を
模
索
し
て
い
き

た
い
と
思
い
ま
す
。（
岡
本
夏
樹
氏
）

西
陣
の
中
心
地
で

〝
な
ら
で
は
〞の
体
験
を

え
の
き
て
い

経
営
者

列
伝

a
v i s i o n a r y
l e a d e r
V o l . 1 3

六文字屋 / 岡文織物株式会社
〒602-8477 京都市上京区姥が榎木町843番地

TEL：075-411-9800
FAX：075-411-9810

URL：https://www.rokumonjiya.jp/
E-Mail：contact@rokumonjiya.jp

初代・半兵衛が西陣にて寺院の衣服である
「法衣」を織る六文字屋を創業
10代目の時代に明治政府による廃仏毀釈運動が起こり、
法衣製造から帯地製造へと事業転換を行う
六文字屋を岡文織物株式会社として株式会社化
榎邸を本社とする
室町丸太町に自社ビルを建設（2017年に解体）
岡本夏樹が企画室長として入社
14代目・岡本就介が代表取締役に就任

沿革
1690年

【明治期】

1967年
1971年
1981年
2020年
2021年
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　昔
な
が
ら
の
町
家
が
建
ち
並
ぶ
西
陣
の
地
で
、

3
0
0
年
以
上
に
わ
た
り
西
陣
織
の
帯
を
織
り
続

け
る「
六
文
字
屋 \ 

岡
文
織
物
株
式
会
社
」。茶
道
、

華
道
、能
・
狂
言
、宗
教
行
事
な
ど
日
本
固
有
の

文
化
を
支
え
て
き
た
西
陣
織
だ
が
、コ
ロ
ナ
禍
も

あ
っ
て
市
場
に
は
強
い
逆
風
が
吹
い
て
い
る
。現
経

営
者
は
 
代
目
。歩
ん
で
き
た
道
の
り
と
、今
後
の

戦
略
に
つ
い
て
伺
っ
た
。

　
1
6
9
0（
元
禄
3
）年
に
初
代
と
な
る
半
兵

衛
が
、法
衣
製
織
業
を
始
め
た
の
が
由
来
で
す
。「
南

無
阿
弥
陀
仏
」を
意
味
す
る
六
文
字
か
ら
屋
号
を「
六

文
字
屋
」と
し
、代
「々
半
兵
衛
」を
世
襲
し
て
い
く

形
を
と
っ
て
お
り
ま
す
。私
で
　
代
目
に
な
り
ま
す
。

▲自前の織機。分業が当たり前の西陣で、企画から製作まで大部分の工程を
一貫して手掛けられるのも同社の特徴。
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1
9
9
0
年
代
以
降
き
も
の
の
消
費
は
落
ち
、

職
人
た
ち
の
高
齢
化
が
進
む
な
ど
、西
陣
織
は
厳
し
い

状
況
に
あ
り
ま
す
。事
業
を
継
続
し
て
い
く
た
め
に

は
知
恵
を
絞
ら
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。今
後
の
展
開
の

柱
は
い
く
つ
か
あ
り
ま
す
。一
つ
は
や
は
り
家
業
で
あ
る

織
物
、帯
の
継
続
で
す
ね
。こ
れ
は
絶
対
に
外
せ
な
い
。

呉
服
業
界
は
歴
史
が
長
い
分
、高
価
で
あ
っ
た
り
、

販
売
の
方
法
が
不
透
明
で
あ
っ
た
り
、い
ろ
ん
な
問
題

を
は
ら
ん
で
い
ま
す
。こ
れ
を
解
消
で
き
れ
ば
風
向
き

が
変
わ
る
の
で
は
な
い
か
。そ
う
考
え
独
自
の
ブ
ラ
ン

ド
を
立
ち
上
げ
ま
し
た
。た
と
え
ば「
値
段
が
分
か
ら

な
く
て
怖
い
」と
いっ
た
こ
と
が
な
い
よ
う
に
、適
正
な

均
一
価
格
で
売
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。コン
セ

プ
ト
は
彼（
夏
樹
氏
）が
考
え
た
の
で
す
が
、「
き
も
の

　
長
い
歴
史
の
中
で
大
き
な
転
機
と
な
っ
た
の
は
、

明
治
期
に
入
っ
て
起
き
た
廃
仏
毀
釈
運
動
で
す
。

私
か
ら
す
る
と
曾
祖
父
の
代
に「
こ
れ
か
ら
仏
教
は

厳
し
く
な
る
よ
」と
ア
ド
バ
イ
ス
を
く
だ
さ
る
方
が

い
て
、そ
れ
な
ら
法
衣
を
や
め
て
帯
に
行
こ
う
と
。

ち
ょ
う
ど
日
本
経
済
も
伸
び
て
い
る
頃
で
、景
気
の

上
昇
気
流
に
乗
って「
帯
屋
」と
し
て
成
長
し
ま
し
た
。

そ
れ
か
ら
　
代
目
の
時
に
西
陣
で
株
式
会
社
化
が

ブ
ー
ム
に
な
り
ま
し
て
、私
の
父
に
な
り
ま
す
け
れ
ど
、

当
主
の
名
前「
岡
本
文
男
」の
岡
と
文
を
と
っ
て
岡

文
織
物
株
式
会
社
を
立
ち
上
げ
た
の
が
1
9
6
7

（
昭
和
　
）年
。沿
革
で
い
え
ば
、当
社
に
は
そ
う
い
う

流
れ
が
あ
り
ま
す
。

　
私
に
は
5
つ
上
の
兄
が
い
て
、そ
の
兄
が
後
継
者

と
し
て
や
っ
て
き
ま
し
た
か
ら
、私
は
親
か
ら
は
ず
っ
と

「
好
き
に
し
て
い
い
よ
」と
言
わ
れ
て
お
り
ま
し
た
。

そ
も
そ
も
私
に
継
ぐ
予
定
は
な
か
っ
た
の
で
す
。

　
大
学
を
出
て
か
ら
東
京
の
ア
パ
レ
ル
会
社
に
就

職
し
ま
し
た
。当
時
は
バ
ブ
ル
直
前
期
で
悩
み
も

な
く
楽
し
く
や
っ
て
い
ま
し
た
が
、そ
の
頃
は
西
陣
も

景
気
が
良
く
て「
今
の
う
ち
に
新
た
に
事
業
を
始
め

よ
う
」と
、自
社
で
輸
入
家
具
・
食
器
の
取
り
扱
い

を
始
め
る
こ
と
に
な
り「
人
手
が
足
り
な
い
か
ら
戻
って

こ
い
」と
お
呼
び
が
掛
か
り
ま
し
た
。戻
っ
た
の
は
、そ

の
輸
入
事
業
に
魅
力
を
感
じ
た
か
ら
で
す
。例
え
ば
、

鋲
打
ち
の
革
張
り
ソ
フ
ァ
な
ど
、今
で
は
テ
レ
ビ
で
普

通
に
見
ま
す
が
、当
時
は
ほ
ぼ
知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
で

し
た
。そ
う
い
う
み
ん
な
が
知
ら
な
い
モ
ノ
を
買
い
付

け
て「
こ
れ
は
良
い
ね
」と
言
っ
て
も
ら
う
。始
め
た

頃
は
実
に
よ
く
売
れ
た
の
で
す
。流
行
を
作
り
た
い

と
思
っ
て
い
た
私
に
は
、や
り
が
い
の
あ
る
仕
事
で
し

た
。し
か
し
、事
業
を
始
め
て
約
1
年
後
に
バ
ブ
ル
が

弾
け
ま
す
。す
る
と
一
切
の
引
き
合
い
が
な
く
な
り
、

私
は
途
方
に
暮
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　
ぼ
ん
や
り
し
て
い
る
の
も
何
だ
か
ら「
帯
の
仕
事

を
手
伝
う
か
」。そ
う
や
っ
て
始
め
た
の
が
家
業
で
す
。

当
時
は「
き
も
の
な
ん
か
誰
が
着
る
ね
ん
」と
思
っ
て

い
ま
し
た
の
で
、本
当
に
渋
々
始
め
た
の
で
す
。け
れ

ど
や
っ
て
い
く
う
ち
に
楽
し
く
な
り
、面
白
く
な
り
、

　
年
、　
年
…
今
に
至
っ
て
い
る
と
い
う
感
じ
で
す
。

　
　
代
目
の
兄
か
ら
代
表
を
継
い
だ
の
は
昨
年
の

1
月
。兄
は
西
陣
織
工
業
組
合
の
副
理
事
長
を

務
め
て
お
り
ま
す
が
、ほ
か
に
も
様
々
な
役
職
に
就

い
て
い
ま
す
。そ
こ
に
一
昨
年
、兄
の
息
子
、私
か
ら

す
る
と
甥
が
会
社
に
入
っ
て
く
れ
た
こ
と
で
、兄
は

そ
ち
ら
に
専
念
す
る
こ
と
に
な
り
、代
替
わ
り
を

決
め
ま
し
た
。

▲古き良き伝統を受け継ぐ豪華絢爛なものから、現代的な感覚の色調を取り入れたものまで、色板や織は多彩を極める。

▲「榎邸ギャラリー」内観。昨年7月に改装し、ギャラリーとして再生した。

京
都
西
陣
の
老
舗
、

「
六
文
字
屋
半
兵
衛
」

06 05

連
綿
た
る
伝
統

﹁
西
陣
織
﹂の
底
力

ろ
く    

も
ん      

じ      

や

お
か      

ぶ
ん    

お
り
　  

も
の

六
文
字
屋 \ 

岡
文
織
物
株
式
会
社

六
文
字
屋 \ 

岡
文
織
物
株
式
会
社

代
表
取
締
役
社
長 

岡
本 

就
介 

氏（
右
）  

企
画
室
長 

岡
本 

夏
樹
氏（
左
） 

　

代
表
取
締
役
社
長 

岡
本 

就
介 

氏（
右
）  

企
画
室
長 

岡
本 

夏
樹
氏（
左
） 

　

渋
々
始
め
た
家
業

昨
年
　
代
目
を
継
ぐ

14

独
自
ブ
ラ
ン
ド

『
K
I
E
I‒

貴
瑛‒

』の
開
発

「
き
も
の〝
も
〞あ
る
生
活
」を

〝
も
〞あ
る
生
活
」で
す
。普
段
の
生
活
で
は
、デ
ニム
で

出
掛
け
る
こ
と
も
あ
れ
ば
ド
レス
を
着
る
こ
と
も
あ
る
。

そ
れ
ら
の
選
択
肢
の
中
の
一
つ
に
き
も
の
が
あ
る
。「
き
も

の
を
着
る
」こ
と
を
、特
別
な
体
験
に
し
な
い
で
お
こ
う
よ
。

そ
ん
な
提
案
が
こ
の
ブ
ラ
ン
ド
に
は
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
非
呉
服
の
部
分
で
も
柱
を
持
ち
た
い
と
考
え
て

い
ま
す
。織
り
の
技
術
や
絹
の
扱
い
に
つ
い
て
は

3
0
0
余
年
の
蓄
積
が
あ
り
ま
す
の
で
、そ
の
強
み

を
活
か
し
て
ビ
ジ
ネ
ス
を
す
る
。現
在
進
行
し
て
い

る
話
で
い
え
ば
、例
え
ば
高
級
ホ
テ
ル
の
ク
ッ
シ
ョン
や

ベッ
ド
ラ
イ
ナ
ー
な
ど
が
あ
り
ま
す
。さ
ら
に
可
能
性

を
広
げ
よ
う
と
、今
年
の
夏
に
は
1
7
0
㎝
幅
が

織
れ
る
織
機
を
導
入
す
る
予
定
で
す
。「
機
械
が

入
っ
た
ら
連
絡
を
ち
ょ
う
だ
い
」と
いっ
た
引
き
合
い
も

い
た
だ
い
て
お
り
、わ
れ
わ
れ
も
ど
ん
な
展
開
が
で

き
る
の
か
未
知
数
な
分
、期
待
を
持
っ
て
い
ま
す
ね
。

他
に
も
サ
ス
テ
ィ
ナ
ブ
ル
を
意
識
す
る
な
ど
、培
っ
た

技
術
で
時
代
に
あ
っ
た
西
陣
織
の
価
値
を
創
造
し

た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。（
岡
本
就
介
氏
）

14

　
家
業
の
呉
服
と
、家
業
で
培
っ
た
技
術
を
活

か
し
た
非
呉
服
の
分
野
。そ
れ
に
加
え
て
、今
後

の
事
業
で
考
え
て
い
る
の
は
、弊
社
本
社
屋
の

『
榎
邸
』の
活
用
で
す
。京
都
市
か
ら
景
観
重
要

建
造
物
と
風
致
形
成
建
造
物
に
指
定
さ
れ
て
い

る
明
治
時
代
後
期
の
町
屋
建
築
と
い
う
こ
と
で
、

見
て
の
通
り
趣
が
あ
る
で
し
ょ
う
。こ
う
い
う
建

物
の
中
で
き
も
の
を
着
る
と
い
う
の
は
と
て
も

貴
重
な
体
験
に
な
り
ま
す
。「
京
都
が
好
き
」あ

る
い
は「
京
都
を
感
じ
た
い
」と
い
う
人
に
満
足
し

て
も
ら
う
た
め
の
場
所
に
し
て
い
く
と
い
う
の
は
、

建
物
を
維
持
し
て
い
く
上
で
も
重
要
で
す
。昨

年
の
7
月
に
初
め
て
一
角
を
ギ
ャ
ラ
リ
ー
に
し
て

浮
世
絵
作
品
展
を
開
い
た
ら
、わ
ず
か
1
週
間

で
約
2
0
0
人
の
お
客
さ
ま
に
来
て
い
た
だ
き
、

そ
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
の
高
さ
を
実
感
し
ま
し
た
。

フ
ォ
ト
ス
タ
ジ
オ
に
し
た
り
、イ
ベン
ト
会
場
に
し
た

り
、今
後
は
さ
ら
な
る
活
用
法
を
模
索
し
て
い
き

た
い
と
思
い
ま
す
。（
岡
本
夏
樹
氏
）

西
陣
の
中
心
地
で

〝
な
ら
で
は
〞の
体
験
を

え
の
き
て
い

経
営
者

列
伝

a
v i s i o n a r y
l e a d e r
V o l . 1 3

六文字屋 / 岡文織物株式会社
〒602-8477 京都市上京区姥が榎木町843番地

TEL：075-411-9800
FAX：075-411-9810

URL：https://www.rokumonjiya.jp/
E-Mail：contact@rokumonjiya.jp

初代・半兵衛が西陣にて寺院の衣服である
「法衣」を織る六文字屋を創業
10代目の時代に明治政府による廃仏毀釈運動が起こり、
法衣製造から帯地製造へと事業転換を行う
六文字屋を岡文織物株式会社として株式会社化
榎邸を本社とする
室町丸太町に自社ビルを建設（2017年に解体）
岡本夏樹が企画室長として入社
14代目・岡本就介が代表取締役に就任

沿革
1690年

【明治期】

1967年
1971年
1981年
2020年
2021年
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　昔
な
が
ら
の
町
家
が
建
ち
並
ぶ
西
陣
の
地
で
、

3
0
0
年
以
上
に
わ
た
り
西
陣
織
の
帯
を
織
り
続

け
る「
六
文
字
屋 \ 

岡
文
織
物
株
式
会
社
」。茶
道
、

華
道
、能
・
狂
言
、宗
教
行
事
な
ど
日
本
固
有
の

文
化
を
支
え
て
き
た
西
陣
織
だ
が
、コ
ロ
ナ
禍
も

あ
っ
て
市
場
に
は
強
い
逆
風
が
吹
い
て
い
る
。現
経

営
者
は
 
代
目
。歩
ん
で
き
た
道
の
り
と
、今
後
の

戦
略
に
つ
い
て
伺
っ
た
。

　
1
6
9
0（
元
禄
3
）年
に
初
代
と
な
る
半
兵

衛
が
、法
衣
製
織
業
を
始
め
た
の
が
由
来
で
す
。「
南

無
阿
弥
陀
仏
」を
意
味
す
る
六
文
字
か
ら
屋
号
を「
六

文
字
屋
」と
し
、代
「々
半
兵
衛
」を
世
襲
し
て
い
く

形
を
と
っ
て
お
り
ま
す
。私
で
　
代
目
に
な
り
ま
す
。

▲自前の織機。分業が当たり前の西陣で、企画から製作まで大部分の工程を
一貫して手掛けられるのも同社の特徴。

42
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そ
の
蓄
電
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
リ
チ
ウ
ム
イ
オ
ン
電
池
の

5
倍
に
も
な
る
。

　「SHUTTLE Battery™」の発電の
元になるのは鉄と空気ですが、鉄は安価
で入手しやすいという特長があり、それが
新たな蓄電インフラの構築には重要な
ポイントです。リチウムなどの希少資源を
めぐっての紛争も避けられます。極端な話
ではありますが、容器の中の鉄は、スチール
缶、釘、砂鉄でもいいんです。
　当社の社員は半分近くが電気または
電池のエンジニア。将来的にはエンジニア
たちが世界中を飛び回って、シャトル電池
の作り方を教えに行けるようにしたいですね。

どこにでもある鉄だから
シャトル電池は世界を目指せる
代表取締役 塚本 壽 氏

〒619-0294
京都府相楽郡精華町精華台7-5-1
けいはんなオープンイノベーションセンター
TEL : 0774-66-6440

「LB0043PE4」は40
cm×65cm×50cm。
キャスター付きで移動
の負担も少ない。

私
た
ち
の
生
活
に
欠
か
せ
な
い
も
の
の
1
つ

に
、電
気
が
あ
る
。電
気
を
生
み
出
す
方
法
は

多
く
あ
る
が
、数
あ
る
発
電
手
段
の
中
で
も
、

太
陽
光
発
電
、風
力
発
電
な
ど
、地
球
環
境
に

対
し
て
負
荷
の
少
な
い
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー

で
の
発
電
が
叫
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
久
し
い
。

し
か
し
こ
れ
ら
は
、人
為
的
に
発
電
の
量
や
タ

イ
ミ
ン
グ
を
調
整
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、最
大

限
に
活
用
す
る
た
め
に
は
、電
気
を
貯
め
る
も

の（
＝
蓄
電
池
）の
性
能
向
上
が
不
可
欠
で
あ
り
、

電
気
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
効
率
的
な
利
用
と
そ
の
た
め

の
シ
ス
テ
ム
構
築
が
求
め
ら
れ
て
い
く
こ
と
に

な
る
。そ
の
可
能
性
に
挑
戦
す
る
企
業
が
京
都

府
精
華
町
に
あ
る
。「
C
O
N
N
E
X
X 

S
Y
S
T
E
M
S
株
式
会
社
」だ
。

Vol.13
こ 
の 

企 

業 

に

こ 
の

あ 

り

技

鉄
と
空
気
の
電
池
で

世
界
中
に〝
蓄
電
イ
ン
フ
ラ
〞を
構
築

CONNEXX SYSTEMS株式会社
CONNEXX SYSTEMS Corporation

ひ
さ
し

新型リチウムイオン電池
「Hyper Battery™」。90秒
間の充電で30分間稼働
する高い充放電効率を誇る。

常
識
を
超
え
る
革
新
的
な
電
池

そ
し
て
、２
、３
年
後
の
商
品
化
を
目
指
し
て
特
に

力
を
入
れ
て
い
る
の
が
、燃
料
電
池
と
鉄
ー
空
気
電
池

が
融
合
し
た「
S
H
U
T
T
L
E 

B
a
t
t
e
r
y
™

（
シ
ャ
ト
ル
電
池
）」。

燃
料
電
池（
電
池
と
い
っ
て
も
実
態
は
発
電
装

置
で
、水
素
と
酸
素
を
取
り
込
み
H
2
O
を
放
出

し
て
発
電
す
る
）と
気
密
容
器
で
囲
わ
れ
た
中
に

鉄
粉
が
入
っ
て
い
る
。燃
料
電
池
の
発
電
で
出
た

水
蒸
気（
H
2
O
）が
容
器
内
の
鉄
粉
と
反
応
し
て

酸
化
鉄
と
水
素
に
な
り
、そ
の
水
素
が
再
び
燃
料

電
池
の
発
電
に
使
わ
れ
て
…
と
循
環
す
る
。逆
に
、

充
電
時
に
は
水
蒸
気
の
電
気
分
解
が
起
こ
り
酸
化

鉄
が
還
元
さ
れ
る
。鉄
の
酸
化
と
還
元
に
よ
っ
て
繰
り

返
し
使
う
こ
と
が
で
き
る
電
池
だ
。一
般
的
な
燃
料

電
池
と
異
な
り
水
素
を
連
続
供
給
す
る
た
め
の

タ
ン
ク
や
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
が
不
要
な
た
め
、大
き
な

コ
ス
ト
削
減
に
つ
な
が
る
。容
器
内
の
鉄
粉
の
反
応
が

終
了
す
る
ま
で
安
定
し
て
発
電
す
る
こ
と
が
で
き
、

医
療
現
場
へ
広
が
る
蓄
電
シ
ス
テ
ム

同
社
は
、大
手
電
池
メ
ー
カ
ー
で
長
年
エ
ン
ジ
ニ
ア

と
し
て
電
池
の
開
発
に
携
わ
っ
て
い
た
塚
本
壽
さ
ん

が
2
0
1
1
年
に
設
立
。現
在
は
、精
華
町
の「
け
い

は
ん
な
オ
ー
プ
ン
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー

（
K
I
C
K
）」内
に
本
社
お
よ
び
研
究
所
を
置
く
。

シ
ャ
ト
ル
電
池
を
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
ハ
ブ
に

新
し
い
電
力
供
給
シ
ス
テ
ム「
ス
マ
ー
ト
グ
リ
ッ
ド
」

と
い
う
も
の
が
あ
る
。そ
の
主
な
ポ
イ
ン
ト
は
、I
T

技
術
に
よ
る
双
方
向
の
発
送
電
と
再
生
可
能
エ
ネ

ル
ギ
ー
。同
社
で
も「
P
o
w
e
r
N
e
t
」と
い
う

未
来
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
シ
ス
テ
ム
を
掲
げ
て
お
り
、

さ
ま
ざ
ま
な
蓄
電
池
を
統
一
し
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で

結
ぶ
こ
と
で
、電
気
エ
ネ
ル
ギ
ー
供
給
の
安
定
化

と
災
害
に
強
い
社
会
づ
く
り
を
目
指
し
て
い
る
。

ま
た
、ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
活
用
で
無
駄
の
な
い
電
力

利
用
が
実
現
し
、地
球
環
境
へ
の
貢
献
に
も
つ
な

が
る
。「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
通
信
に
デ
ー
タ
セ
ン
タ
ー
が

あ
る
よ
う
に
、電
気
に
も
エ
ネ
ル
ギ
ー
セ
ン
タ
ー
の

よ
う
な
も
の
を
作
り
た
い
。シ
ャ
ト
ル
電
池
の
蓄
電

エ
ネ
ル
ギ
ー
を
活
用
し
て
、電
子
デ
ー
タ
の
よ
う
に

エ
ネ
ル
ギ
ー
を
双
方
向
的
に
扱
え
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を

作
る
こ
と
が
目
標
で
す
」と
塚
本
さ
ん
。シ
ャ
ト
ル

電
池
を
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
ハ
ブ
と
し
て
、新
し
い〝
蓄
電

イ
ン
フ
ラ
〞の
構
築
を
目
指
す
。

高齢者施設などで導入が進む、大型の産業
用蓄電システム「BLP®」。平常時に太陽光発
電で家電などの負荷に供給しながら、余った電
気を停電時に備えて蓄電するシステムを持つ。

す
で
に
、停
電
な
ど
の
非
常
時
に
備
え
た
蓄
電

シ
ス
テ
ム
が
商
品
化
さ
れ
て
お
り
、非
常
用
小
型

蓄
電
シ
ス
テ
ム「
L
B
0
0
4
3
P
E
4
」は
昨

年
医
療
の
現
場
で
大
活
躍
。新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

ワ
ク
チ
ン
を
保
管
す
る
超
低
温
冷
凍
庫
の
停
電
対
策

と
し
て
需
要
が
急
増
し
、全
国
各
地
の
自
治
体
に

3
0
0
台
以
上
を
売
り
上
げ
た
。元
々
、医
療
機
関

や
研
究
所
で
使
う
生
殖
細
胞
や
i
P
S
細
胞
の

保
存
用
の
超
低
温
冷
蔵
庫
の
た
め
に
作
っ
た
も
の

で
あ
っ
た
が
、思
わ
ぬ
形
で
同
社
の
電
池
が
広
く
知

れ
渡
る
こ
と
と
な
っ
た
。「
今
回
の
こ
と
を
通
し
て
、

医
療
関
係
の
方
々
に
こ
の
電
池
が
認
知
さ
れ
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。今
後
は
当
初
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
し
て

い
た
と
こ
ろ
に
も
買
っ
て
い
た
だ
け
る
よ
う
に
な
る

と
思
い
ま
す
」と
塚
本
さ
ん
は
見
通
し
を
語
る
。

「SHUTTLE Battery™」の原理を表した
図。放電時には酸素を取り入れることで赤
矢印の反応が起こり、充電時には青矢印
の反応が起こることで酸素を放出している。
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鉄粉鉄粉

水素水素

放電 充電
酸素

SHUTTLE
Battery™

充放電原理
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。
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