
　
車
が
好
き
だ
っ
た
の
で
、
高
校
卒
業
後
の
９
年

間
は
自
動
車
整
備
の
仕
事
を
し
て
い
ま
し
た
。
畳

職
人
の
父
は
非
常
に
頑
固
で
、
昔
な
が
ら
の
職
人

そ
の
も
の
。
そ
ん
な
父
と
一
緒
に
仕
事
を
す
る
の

は
大
変
だ
と
思
い
ま
し
た
し
、
気
恥
ず
か
し
か
っ

た
の
で
避
け
て
い
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
畳
職
人

の
仕
事
は
ず
っ
と
屈
ん
だ
ま
ま
作
業
し
ま
す
し
、

重
い
も
の
を
持
つ
重
労
働
。
父
が
年
齢
を
重
ね
、

段
々
と
腰
が
曲
が
っ
て
い
く
姿
を
見
て
、
自
分
が

継
ぐ
こ
と
を
決
心
し
ま
し
た
。

　
一
通
り
の
仕
事
が
出
来
る
よ
う
に
な
る
ま
で
最

低
で
も
５
年
は
か
か
る
と
思
い
ま
す
。
私
は
す
べ

て
の
技
術
を
父
か
ら
学
び
ま
し
た
。
父
は
昔
の
職

人
な
の
で
、
技
術
は
見
て
盗
め
と
い
う
感
じ
だ
っ

一昔前までは和室が主流だった日本の住宅。しかし、暮らしの洋風化に伴い洋間が増え、和
室は減少し、畳業界の需要も右肩下がりの状況だという。そんな中、業界全体を盛り上げる
ため、自らご当地ヒーロー“タタミマン”として活動する畳店店主の山本氏に話を聞いた。

一枚の畳に込める
職人のおもてなし

道具の多くは父から受け継いだもの。" へりひき " というこの道具は、先が
欠けては研ぎを繰り返すため、長さがまちまちになっている。

畳の縁に入れて調整する“ねじわら”という部材。これを入れる枚数を変える
ことで、真っ平らで気持ちの良い和室が出来上がる。

畳の表替えの作業。手際よく畳表と畳床を引き剝がしていく。動作に
一切の無駄がなく、あっという間に作業は完了した。

た
の
で
、
そ
の
分
時
間
は
か
か
っ
た
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
今
は
専
門
学
校
な
ど
も
あ
る
の
で
技
術

を
身
に
着
け
る
時
間
は
短
縮
で
き
る
と
思
い
ま
す

し
、
自
分
に
後
継
者
が
出
来
れ
ば
具
体
的
に
指
導

し
な
が
ら
教
育
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
畳
は
自
然
の
素
材
で
で
き
て
い
る
の
で
、
温
度

や
湿
度
に
よ
っ
て
わ
ず
か
に
形
を
変
え
、
ま
る
で

呼
吸
し
て
い
る
よ
う
に
、
膨
ら
ん
だ
り
縮
ん
だ
り

を
繰
り
返
し
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
画
一
的
に

仕
上
げ
て
し
ま
う
と
乾
燥
す
る
冬
に
隙
間
が
生
じ

て
し
ま
う
こ
と
に
つ
な
が
る
の
で
、
す
っ
き
り
と

収
ま
る
よ
う
に
そ
の
都
度
仕
上
げ
を
考
え
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。
最
近
は
機
械
で
量
産
さ
れ
た
畳

も
出
回
っ
て
い
ま
す
が
、
職
人
が
一
つ
一
つ
仕
上

げ
た
も
の
に
は
到
底
及
び
ま
せ
ん
。
畳
を
敷
く
現

場
を
あ
ら
か
じ
め
熟
知
し
、
そ
の
現
場
に
適
し
た

畳
を
作
る
こ
と
は
機
械
に
は
出
来
な
い
と
思
い
ま

す
。
長
い
年
月
を
か
け
て
蓄
積
さ
れ
た
職
人
の
勘

が
、
快
適
な
畳
を
作
り
上
げ
て
い
る
の
で
す
。

　
長
い
年
月
を
か
け
て
、
日
本
に
根
付
い
て
き
た

畳
と
い
う
文
化
。
家
に
上
が
る
時
に
靴
を
脱
ぐ
日

本
で
は
、
柔
ら
か
い
畳
の
質
感
が
適
し
て
い
た
の

だ
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
一
昔
前
ま
で
当
た
り

前
の
よ
う
に
暮
ら
し
の
中
に
あ
っ
た
畳
が
、
今
や

当
た
り
前
で
は
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。
ご
年
配
の

人
は
畳
の
良
さ
を
知
っ
て
い
ま
す
が
、
今
の
子
ど

も
た
ち
や
子
育
て
世
代
は
そ
れ
を
知
ら
な
い
人
も

増
え
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
若
い

人
た
ち
に
も
畳
の
良
さ
を
知
っ
て
も
ら
お
う
と
、

地
域
の
イ
ベ
ン
ト
に
出
向
い
て
畳
職
人
と
し
て
Ｐ

Ｒ
し
て
い
ま
し
た
が
、
耳
を
傾
け
て
く
れ
ま
せ
ん

で
し
た
。
何
と
か
話
を
聞
い
て
も
ら
う
方
法
は
な

い
か
と
悩
ん
だ
挙
句
、
子
ど
も
た
ち
の
ヒ
ー
ロ
ー

に
変
身
す
れ
ば
話
を
聞
い
て
も
ら
え
る
か
も
し
れ

な
い
と
思
い
、
タ
タ
ミ
マ
ン
が
生
ま
れ
ま
し
た
。

　
目
に
見
え
な
い
気
遣
い
や
思
い
や
り
を
知
っ
て

も
ら
う
こ
と
が
大
切
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
れ

ま
で
職
人
が
手
掛
け
て
き
た
当
た
り
前
の
こ
と

を
、
い
か
に
き
ち
ん
と
お
客
様
に
伝
え
る
か
が
カ

ギ
で
す
。
例
え
ば
、
畳
職
人
で
あ
れ
ば
誰
し
も
、

敷
い
た
時
の
段
差
を
極
力
減
ら
す
た
め
に
畳
の
縁

に〝
ね
じ
わ
ら
〟と
い
う
薄
い
シ
ー
ト
を
入
れ
て
調

整
を
し
て
い
ま
す
。
シ
ー
ト
は
３
ミ
リ
程
の
厚
み

な
の
で
外
見
上
は
分
か
り
に
く
い
の
で
す
が
、
快

適
な
畳
の
裏
側
に
は
職
人
の
こ
う
い
っ
た
心
遣
い

が
隠
れ
て
い
る
。職
人
は
口
下
手
な
人
が
多
い
し
、

当
た
り
前
の
こ
と
な
ら
伝
え
る
必
要
は
な
い
と
思

い
が
ち
で
す
が
、
そ
う
い
っ
た
こ
と
を
丁
寧
に
説

明
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
な
時
代
を
迎
え
て
い
ま

す
。
安
価
な
大
量
生
産
品
で
は
な
く
、
職
人
が
手

で
一
つ
一
つ
仕
上
げ
た
モ
ノ
の
価
値
を
お
客
様
に

気
付
い
て
も
ら
え
る
よ
う
努
力
し
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。

和の伝道師として日本の畳文化を伝える " タタミマン "。
業界だけでなく地域全体を盛り上げるため活動している。

山本 博一 さん山本畳店 店主

畳の縁（へり）を取り付ける作業。畳の角をしっかりと出すために縁の布の下には厚い紙が入れられている。
この折り方一つで敷かれた際の畳の収まりが左右されるので、丁寧にまっすぐ角をつける必要があるのだという。

Ｑ
．
職
人
を
志
し
た
き
っ
か
け
は
何
で
す
か
？

Ｑ
．
技
術
が
身
に
着
く
に
は

　
　
　
ど
れ
く
ら
い
時
間
が
か
か
り
ま
す
か
？

Ｑ
．
こ
れ
か
ら
の
課
題
は
あ
り
ま
す
か
？

Ｑ
．
タ
タ
ミ
マ
ン
誕
生
の
き
っ
か
け
は
？

Ｑ
．
職
人
と
し
て
の
こ
だ
わ
り
は
あ
り
ま
す
か

――職人の“当たり前”を
いかにお客様に伝えていくか――

Hirokazu Yamamoto


