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福
山
藩
代
々
の
お
抱
え
畳
師　

　

寺
岡
さ
ん
が
十
七
代
目
と
な
る
横
山
流
は
代
々
、
福
山

藩
か
ら
禄
を
も
ら
い
、
お
城
に
畳
を
納
入
し
て
き
た
。
寺

岡
さ
ん
の
父
の
富
夫
さ
ん
は
54
歳
の
時
に
福
山
城
湯
殿
に

畳
を
納
入
し
た
が
、
昨
年
の
福
山
城
築
城
４
０
０
年
に
伴

う
改
修
事
業
に
当
た
り
、
寺
岡
さ
ん
が
そ
の
畳
の
修
繕
を

行
っ
た
と
い
う
。

　

明
治
維
新
後
は
寺
院
を
中
心
に
、
や
が
て
一
般
の
住
宅

に
も
畳
を
納
入
す
る
よ
う
に
な
り
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

　

水
野
家
の
菩
提
寺
・
賢
忠
寺
（
福
山
市
寺
町
）
の
境
内

に
自
宅
や
作
業
場
が
あ
っ
た
が
、
１
９
４
５
（
昭
和
20
）

年
の
福
山
空
襲
で
一
面
焼
け
野
原
に
。
母
親
は
す
で
に
疎

開
し
て
い
た
が
、
当
時
小
学
二
年
生
だ
っ
た
寺
岡
さ
ん
は

父
と
共
に
家
を
守
る
た
め
そ
の
ま
ま
残
っ
て
い
た
と
い
う
。

当
時
職
人
を
7
～
8
人
抱
え
て
い
た
が
、
終
戦
直
後
に
焼

け
落
ち
た
寺
院
や
住
宅
を
再
建
す
る
た
め
畳
の
需
要
は
多

か
っ
た
と
い
う
。

　

寺
岡
さ
ん
は
中
学
生
の
頃
か
ら
配
達
な
ど
家
の
手
伝
い

を
始
め
た
。
高
校
卒
業
後
、
就
職
も
決
ま
っ
て
い
た
が

「
代
々
畳
を
や
っ
て
き
た
の
だ
か
ら
」
と
父
の
後
を
継
ぐ

こ
と
を
決
め
た
。

見
せ
る
と
、
す
ご
く
喜
ん
で
く
れ
る
」
と
か
。
子
ど
も
た

ち
か
ら
送
ら
れ
て
く
る
礼
状
が
何
よ
り
の
励
み
に
な
る
。

畳
の
伝
統
を
絶
や
さ
な
い
た
め
に
も
、
次
世
代
に
そ
の
良

さ
を
伝
え
る
の
も
大
事
と
考
え
て
い
る
。

　

一
方
で
、
40
年
ほ
ど
前
に
業
者
と
共
同
で
、
い
草
で
な

く
和
紙
を
原
材
料
に
し
た
畳
表
の
開
発
も
行
っ
た
。
い
草

の
畳
に
比
べ
て
色
味
が
楽
し
め
る
ほ
か
、
耐
久
性
に
優
れ

長
年
使
っ
て
も
変
色
し
に
く
い
と
い
う
。「
今
で
は
、
い

草
よ
り
も
和
紙
の
方
が
多
い
く
ら
い
」
だ
と
か
。

　

す
で
に
一
級
技
能
士
の
資
格
を
持
つ
長
男
の
晋
治
さ
ん

が
後
継
者
の
道
を
歩
ん
で
い
る
。
三
人
の
孫
も
畳
づ
く
り

に
関
心
が
あ
る
よ
う
で
、
横
山
流
は
十
八
・
十
九
代
目
に

引
き
継
が
れ
て
い
き
そ
う
だ
。

　

日
曜
も
祝
日
も
仕
事
に
追
わ
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
い

が
、
時
間
が
あ
る
と
キ
ャ
リ
ア
75
年
に
な
る
と
い
う
魚
釣

り
に
赴
く
。「
漁
師
よ
り
も
詳
し
い
よ
」
と
笑
う
。

　
「『
寺
岡
の
畳
で
な
い
と
い
け
な
い
』
と
い
う
方
も
い

ら
っ
し
ゃ
る
。
昔
の
も
の
を
寺
岡
流
で
、
少
し
ず
つ
現
代

流
に
作
り
や
す
く
直
し
て
い
ま
す
」。
こ
の
熱
意
が
あ
る

限
り
、
伝
統
の
灯
が
絶
え
る
こ
と
は
な
い
。

（
取
材
・
文　

ビ
ジ
ネ
ス
情
報　

塩
田　

聡
）

高
品
質
で
低
価
格
を
実
現

　

東
深
津
町
に
移
転
し
た
の
は
１
９
８
９
（
平
成
元
）
年

の
こ
と
。
作
業
所
に
は
所
狭
し
と
畳
製
造
に
特
化
し
た
機

械
が
並
ぶ
。
手
縫
い
が
主
流
だ
っ
た
業
界
に
あ
っ
て
、
近

辺
の
エ
リ
ア
で
い
ち
早
く
機
械
化
に
踏
み
切
っ
た
。「
メ
ー

カ
ー
に
特
注
し
た
オ
ー
ダ
ー
メ
イ
ド
の
機
械
」
と
寺
岡
さ

ん
。
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
に
デ
ー
タ
を
打
ち
込
む
と
正
確
に

工
程
を
進
め
る
。
も
っ
と
も
機
械
化
が
進
ん
だ
と
は
い
え
、

手
縫
い
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
部
分
も
少
な
く
な
い
。

　

そ
の
代
表
的
な
も
の
が
寺
院
用
の
厚
畳
「
礼
盤
」
だ
。

今
や
手
掛
け
て
い
る
業
者
が
ほ
と
ん
ど
無
く
、
寺
岡
製
畳

に
は
全
国
の
寺
院
か
ら
注
文
が
舞
い
込
む
。
寺
岡
さ
ん
は

「
一
枚
作
る
の
も
大
変
」
と
話
す
が
、
オ
ー
ル
手
作
業
で

完
成
ま
で
一
週
間
は
要
す
る
と
い
う
。

　

礼
盤
の
縁
を
彩
る
畳
縁
で
、
最
も
格
調
が
高
い
「
繧
繝

縁
（
う
ん
げ
ん
べ
り
）」
も
手
掛
け
る
。「
全
国
の
畳
屋
さ

ん
が
受
け
る
す
べ
て
の
量
よ
り
も
、
う
ち
の
方
が
量
の
多

い
年
も
あ
る
」
と
か
。

　

高
い
技
術
で
手
掛
け
た
高
品
質
の
畳
に
も
関
わ
ら
ず
、

そ
の
価
格
は
破
格
の
安
値
。
し
か
も
配
送
も
多
く
の
場
合

無
料
で
行
っ
て
い
る
。「
昔
か
ら
良
い
物
を
安
く
販
売
し

て
い
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
長
く
続
け
ら
れ
な
い
」
と
い

う
が
、
そ
れ
を
実
現
で
き
る
の
は
熊
本
の
い
草
農
家
か
ら

原
料
を
一
括
で
直
接
買
い
取
っ
て
い
る
か
ら
だ
。

十
八
・
十
九
代
目
に
引
き
継
ぐ

　

生
活
様
式
の
変
化
で
畳
に
親
し
む
機
会
が
減
っ
て
い
る
。

そ
れ
で
も
寺
岡
さ
ん
は
「
畳
は
日
本
の
風
土
に
合
っ
た
敷

物
」
と
強
調
す
る
。
夏
は
涼
し
く
、
冬
は
暖
か
い
保
温
性

に
優
れ
、
柔
ら
か
く
て
ク
ッ
シ
ョ
ン
性
能
が
あ
る
た
め
安

全
だ
。
湿
度
の
調
整
が
で
き
、
吸
音
性
も
あ
る
の
で
畳
が

あ
る
と
静
か
な
環
境
が
整
う
。「
畳
に
は
た
く
さ
ん
の
利

点
が
あ
る
」。

　

寺
岡
製
畳
に
は
毎
年
、
地
元
の
深
津
小
学
校
の
二
年
生

児
童
が
工
場
見
学
に
訪
れ
る
。「
機
械
が
動
く
と
こ
ろ
を

　

福
山
市
東
深
津
町
の
寺
岡
製
畳
は
１
９
１

２
（
大
正
元
）
年
創
業
と
し
て
い
る
が
、
実

際
は
福
山
城
の
築
城
時
ま
で
遡
る
と
い
う
。

初
代
は
福
山
藩
祖
・
水
野
勝
成
公
の
お
抱

え
畳
師
で
横
山
流
と
い
う
流
派
を
名
乗
っ
た
。

現
当
主
の
寺
岡
常
吉
さ
ん
は
そ
の
十
七
代
目

に
な
る
。
住
宅
は
も
ち
ろ
ん
、
寺
社
や
茶
室

ま
で
全
国
か
ら
舞
い
込
む
注
文
を
手
掛
け
る
。

熟
練
の
技
で
畳
を
縫
い
上
げ
る
が
、
い
草
の

生
産
農
家
か
ら
直
接
仕
入
れ
る
こ
と
で
破
格

の
安
価
を
実
現
し
て
い
る
。
生
活
様
式
の
変

化
で
畳
に
親
し
む
機
会
が
減
っ
て
い
る
が
、

日
本
の
風
土
に
合
っ
た
敷
物
で
あ
る
畳
の
伝

統
を
守
り
続
け
る
。 225
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➡➡

▲礼盤の縁の紋をきちんと出す
　ため、手縫いにこだわる

▲手書きの設計図を元に製造▲繧繝縁の注文数は日本一

▲明治８年に撮影された福山城の複写。
　かつてお抱え畳師として城内に居住 ▲畳製造の機械化が進む ▲縁なし琉球風畳


