
都
心
の
南
約
2
0
０
k
m
の
海
で
、

海
底
１
５
０
０
m
か
ら
立
ち
上
が
り
、

周
囲
約
16
 k
m
と
い
う
小
さ
な
陸
地
で

人
々
が
守
り
つ
づ
け
た
島
の
宝
を
巡
る
。

御
蔵
島
の

宝
物

黄
楊
と
桑

島
に
暮
ら
す
人
間
の
歴
史
は
、古
く
は
住
居
跡
が

残
る
縄
文
時
代
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
し

か
し
、
ま
と
ま
っ
た
人
数
が
暮
ら
し
た
こ
と
が
分

か
っ
て
い
る
の
は
、
江
戸
時
代
以
降
の
こ
と
で
す
。

物
産
に
乏
し
い
御
蔵
島
に
お
い
て
、
当
時
の
生
活

を
支
え
た
島
の
特
産
品
は
、黄
楊
で
し
た
。
年
に
２

回
行
わ
れ
た
黄
楊
材
の
搬
出
は
、島
を
あ
げ
て
の

大
仕
事
で
し
た
。
男
性
が
切
り
出
し
、女
性
が
運

搬
を
担
当
し
ま
し
た
が
、
目
の
詰
ま
っ
た
重
い
原

木
を
港
ま
で
運
ぶ
役
目
は
想
像
を
絶
す
る
辛
さ

だ
っ
た
と
い
い
ま
す
。
そ
し
て
、黄
楊
材
は
江
戸
で

売
ら
れ
、
そ
の
代
金
で
米
や
日
用
品
を
購
入
し
、

人
々
に
分
配
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

近
年
、島
は
イ
ル
カ
ウ
ォ
ッ
チ
ン
グ
で
賑
わ
う
よ

う
に
な
り
ま
し
た
が
、山
に
入
れ
ば
、
今
も
黄
楊
の

森
に
出
合
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。多
く
の
コ
ー
ス

が
自
然
保
護
の
た
め
に
ガ
イ
ド
を
依
頼
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
が
、
島
の
自
然
と
歴
史
に
耳
を
傾
け

な
が
ら
、
生
き
る
糧
を
担
っ
て
き
た
島
の
宝
の
魅

力
に
触
れ
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
。

黄
楊
が
米
に
変
わ
っ
た

島
の
歴
史

島
の
生
活
を
支
え
る
、

か
け
が
え
の
な
い
資
産
だ
っ
た
黄
楊
木
。

「御蔵島の宝物　黄楊と桑」

御蔵島村役場
〒100-1301  東京都御蔵島村字入かねが沢  
TEL：04994-8-2121（代表）
　

島の自然や風習に詳しい、
島出身のガイドさん

鬱蒼とした自然林に囲まれた御代ヶ池

今も山に入る前に島の人が葉っぱを
お供えして安全祈願する「草祀りの神様」

ツ
ゲ

ク
ワ

掲載されている情報は、令和 3 年3月時点のものです。



黒
潮
の
た
だ
中
に
浮
か
ぶ

御
蔵
島
の
外
周
は
、わ
ず
か
1
6.
4
k
m
。

海
岸
線
は
、
強
い
潮
の
流
れ
と
偏
西
風
に
煽
ら
れ
た
波
に

浸
食
さ
れ
た
断
崖
が
取
り
囲
ん
で
い
ま
す
。

暖
流
の
湿
気
を
帯
び
た
空
気
が

海
風
と
共
に
切
り
立
っ
た
崖
を
駆
け
上
る
と

急
激
に
冷
や
さ
れ
、

雨
や
濃
霧
と
な
っ
て
山
上
に
鬱
蒼
と
し
た

照
葉
樹
の
森
を
つ
く
り
出
し
ま
し
た
。

ス
ダ
ジ
イ
、
タ
ブ
ノ
キ
、
ホ
ル
ト
ノ
キ
、
黄
楊
、
桑
な
ど
が
繁
茂
し
、

島
の
人
々
が
「
神
山
」
と
呼
ん
で
崇
め
た
森
に
は
、

幹
回
り
が
７
m
を
超
す
大
木
が
点
在
し
て
い
ま
す
。

耕
作
で
き
る
平
地
が
ほ
と
ん
ど
な
い
島
に
暮
ら
す
人
々
に
と
っ
て
、

樹
木
は
燃
料
や
道
具
と
し
て
使
う
だ
け
で
な
く
、

炭
や
薪
な
ど
の
交
易
品
と
し
て

生
活
に
欠
か
せ
な
い
資
源
で
し
た
。

中
で
も
、
黄
楊
と
桑
は
、
目
が
詰
ま
っ
て
い
て
硬
く
、
粘
り
が
あ
り
、

緻
密
な
細
工
を
施
す
指
物
な
ど
の
世
界
で
最
高
級
素
材
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
た
、

特
別
な
存
在
な
の
で
す
。

雨
と
濃
霧
が
育
む

島
の
森



PRODUCTS
TSUGE

黄楊

村が管理する黄楊の苗木。
毎年行われる子どもたちによる植樹祭や
伐採後の植樹に使われる。

風の影響で枝や幹をくねらせる天然の黄楊。
風の影響が少ない場所で植林したものは
まっすぐ生長する。

目が詰まっているため、細くても重い。
運搬用モノレールを使って搬出される。

将棋駒の産地、山形県の天童で
作られた「虎杢」の駒。
独特の縞模様が風格を漂わせる。

小さな面に文字を緻密に
彫る必要がある印鑑にも、
黄楊が多く使われる。

黄楊材の性質を生かして作られた
細い歯の櫛は、江戸時代の女性の
身だしなみに欠かせなかった。

繊維方向と直角に交差するよう
に、虎の縞模様が現れる光沢を
帯びた杢目。

孔雀の羽根模様を思わせる杢目
で、木が二股に分かれる部分から
取れる。

年輪が複雑に入り組む根元の部
分から取れ、切る場所によって多
彩な模様が生まれる。

直径10.5cmの黄楊の小口。樹齢
は約50年で、木材として使われ
るには最低限の樹齢に属する。
いかに生長に長い時間がかかる
かがうかがえる。

島
に
吹
き
つ
け
る
強
風
に
晒
さ
れ
な
が
ら
、

硬
さ
と
粘
り
を
作
り
、誕
生
し
た
黄
楊
細
工
の
最
高
級
素
材
。

海
抜
５
０
０
m
を
超
え
た
山
の
上
層
部

に
残
る
黄
楊
の
自
然
林
は
、
山
肌
を
駆

け
抜
け
る
強
風
を
受
け
て
、
背
を
低
く

し
た
ま
ま
幹
や
枝
を
く
ね
ら
せ
て
い
ま

す
。
こ
う
し
た
厳
し
い
自
然
環
境
で
育
っ

た
御
蔵
島
の
黄
楊
は
、
樹
齢
が
50
年
を

超
え
て
も
両
掌
で
覆
え
て
し
ま
う
く
ら

い
の
太
さ
に
し
か
生
長
し
ま
せ
ん
。

黄
楊
は
、
非
常
に
硬
い
た
め
、古
く
か
ら

繊
細
な
加
工
が
必
要
と
さ
れ
る
櫛
や
印

鑑
、
算
盤
球
な
ど
の
原
料
と
し
て
使
わ

れ
て
き
ま
し
た
。
特
に
、
御
蔵
島
の
黄
楊

は
、
繊
維
分
の
密
度
が
非
常
に
緻
密
で
、

透
明
感
の
あ
る
色
艶
が
出
る
こ
と
か
ら

「
島
黄
楊
」と
呼
ば
れ
、
最
高
級
素
材
と

し
て
扱
わ
れ
て
き
ま
し
た
。

将
棋
駒
を
作
る
職
人
の
世
界
で
は
、
幹

や
根
っ
こ
、
枝
分
か
れ
す
る
部
分
な
ど

の
部
位
に
よ
っ
て
、「
孔
雀
杢
」「
根
杢
」

な
ど
と
呼
ば
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
模
様
が

取
れ
、
そ
の
美
し
さ
を
競
い
合
い
ま
し

た
。
中
で
も
虎
の
よ
う
な
縞
模
様
が
浮

か
び
上
が
る
「
虎
杢
」
は
１
０
０
本
に
１

本
し
か
取
れ
な
い
と
い
わ
れ
る
貴
重
な

材
で
、
独
特
の
美
し
さ
が
あ
り
、
高
値

で
取
引
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
島

で
は
、
子
ど
も
が
生
ま
れ
る
と
山
に
黄

楊
を
植
え
、
大
切
に
育
て
る
習
慣
が
あ
っ

た
と
い
い
ま
す
。

厳
し
い
自
然
環
境
が
創
る

杢
目
の
芸
術

TSUGE

虎杢 孔雀杢 根杢

黄
楊

く
じ
ゃ
く
も
く

ね
も
く

と
ら
も
く



PRODUCTS
KUWA

桑

急斜面に根を張る桑の大木。
植物学上は「ハチジョウクワ」に分類されるが、
通称「島桑」と呼ばれる。

島の桑を使って作られた将棋の駒箱。
燃え上がるような杢目が
経年によって黄金色を帯びている。

ボールペン。小さいながら、
ダイナミックな杢目と
暖かい色味が
独特の存在感を生んでいる。

硬くて粘りのある材質は、
小さいものをつまむ箸にも最適。

製材された桑板。この状態でも黄色味
がかっているが、経年で木が含む油に
よって独特の黄金色を浮かび上がらせ
てくる。江戸指物では、鏡台や文庫、引
き出し箱などによく使われる。

約 800kg の原木を入れることができる乾燥機。時間と温度、
真空度のバランスを調整しながら効率的に水分を取り除く。

窓の外に三宅島が見える作業室。ここで、島オリジナルの黄
楊や桑の製品が作られる。

乾燥した黄楊材が並ぶ倉庫。価格は杢目や状態によってキロ単位で細かく決まっ
ており、数千円から数万円まで幅がある。

ふ
た
り
の
匠
が
語
る

島
黄
楊
と
島
桑
の
魅
力

高
橋
稚
山
さ
ん

駒
工
房　

稚
山

吉
田
寅
義
さ
ん

吉
田
碁
盤
店
三
代
目
主
人

黄
楊
や
桑
は
、
生
長
す
る
力
が
弱
ま
る
秋
か

ら
冬
に
か
け
て
伐
採
さ
れ
、そ
の
多
く
が「
御

蔵
島
村
産
業
セ
ン
タ
ー
」に
集
約
さ
れ
ま
す
。

そ
し
て
、
傷
ん
だ
り
歪
ん
だ
り
し
な
い
よ
う
、

大
型
の
乾
燥
機
に
約
４
日
間
入
れ
、
更
に

倉
庫
で
半
年
間
寝
か
せ
て
乾
燥
さ
せ
ま
す
。

こ
う
し
て
で
き
た
木
材
は
、
セ
ン
タ
ー
で
オ

リ
ジ
ナ
ル
の
製
品
に
加
工
さ
れ
た
り
、素
材

と
し
て
全
国
の
製
造
業
者
へ
販
売
さ
れ
た

り
し
て
い
ま
す
。

セ
ン
タ
ー
は
、
例
年
２
〜
３
t
の
原
木
を
入

荷
し
て
お
り
、
販
売
が
開
始
さ
れ
る
１１
月

の
う
ち
に
全
て
売
り
切
れ
と
な
り
ま
す
。

職
人
や
材
木
店
か
ら
黄
楊
を
買
い
求
め
た

い
と
い
う
声
は
あ
り
ま
す
が
、
人
口
３
０
０

人
余
り
の
島
で
次
世
代
の
林
業
の
担
い
手

を
育
て
る
こ
と
は
容
易
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

１０
年
後
、
２０
年
後
、
そ
し
て
１
０
０
年
後
も

黄
楊
が
島
の
誇
り
と
し
て
受
け
継
が
れ
る

た
め
に
、
時
代
に
あ
っ
た
林
業
の
あ
り
方

が
模
索
さ
れ
て
い
ま
す
。

島
の
木
が
集
ま
る

一
大
集
積
拠
点

島
で
切
り
出
さ
れ
る

黄
楊
と
桑
の
多
く
が
集
め
ら
れ
る

「
御
蔵
島
村
産
業
セ
ン
タ
ー
」

御
蔵
島
の
桑
は
、
急
峻
な
土
地
で
育
つ
た
め

か
年
輪
が
密
で
硬
く
、
何
よ
り
も
使
い
込
む

ほ
ど
に
深
み
の
あ
る
黄
金
色
に
変
わ
っ
て
い

く
美
し
い
杢
目
が
特
徴
で
す
。
黄
楊
よ
り
も

生
長
が
速
く
、
江
戸
の
武
家
や
商
人
、
歌
舞

伎
役
者
た
ち
に
愛
さ
れ
た
江
戸
指
物
の
高
級

材
と
し
て
多
く
の
職
人
に
使
わ
れ
、「
金
桑
」

「
黄
金
桑
」と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。
明
治
時

代
に
は
、
島
の
桑
を
使
っ
て
傑
作
を
生
み
だ

す
木
工
家
を
「
桑
樹
匠
」と
称
し
た
こ
と
か
ら

も
、
そ
の
品
質
の
高
さ
を
う
か
が
う
こ
と
が

で
き
ま
す
。

ま
た
、
伐
採
し
た
木
の
樹
皮
が
傷
ん
で
し
ま

う
よ
う
な
悪
条
件
下
で
も
、
中
の
材
は
き
れ

い
な
状
態
を
保
っ
て
い
る
こ
と
が
多
く
、
細

か
い
加
工
に
耐
え
う
る
品
質
と
扱
い
や
す
さ

が
両
立
で
き
て
い
る
優
れ
た
木
材
と
し
て
、

再
び
注
目
を
集
め
は
じ
め
て
い
ま
す
。

時
を
重
ね
て

浮
か
び
上
が
る

黄
金
の
艶

美
し
い
杢
目
と
色
に
加
え
、

微
細
な
加
工
に
耐
え
る
品
質
と

腐
り
に
く
さ
を
兼
ね
備
え
た
、

黄
楊
に
も
劣
ら
な
い
優
秀
な
木
材
。

KUWA

修
行
時
代
を
入
れ
る
と
45
年
近
く
島
黄
楊
を

使
っ
て
い
ま
す
。刃
が
ス
ッ
と
入
る
し
、い
い
色

合
い
に
仕
上
が
り
ま
す
。一
度
、伐
採
の
現
場
に

入
り
、本
当
に
厳
し

い
環
境
で
育
っ
て

い
る
の
を
知
っ
て

い
る
の
で
、大
切
に

使
っ
て
い
き
た
い

と
思
っ
て
い
ま
す
。

御
蔵
島
の
桑
は
、
硬
さ
が
均
一
で
、
切
っ
た
だ

け
で
カ
ン
ナ
を
か
け
た
よ
う
な
艶
が
出
ま
す
。

将
棋
の
駒
台
に
よ
く
使
い
ま
す
が
、
特
徴
の
あ

る
杢
の
部
分
を
使
う
こ
と
で
、他
の
桑
材
で
は

出
す
こ
と
の

で
き
な
い
美

し
さ
と
風
格

が
う
ま
れ
ま

す
。

桑

そ
う
じ
ゅ
し
ょ
う
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今も山に入る前に島の人が葉っぱを
お供えして安全祈願する「草祀りの神様」
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掲載されている情報は、令和 3 年3月時点のものです。

都
心
の
南
約
2
0
０
k
m
の
海
で
、

海
底
１
５
０
０
m
か
ら
立
ち
上
が
り
、

周
囲
約
16
 k
m
と
い
う
小
さ
な
陸
地
で

人
々
が
守
り
つ
づ
け
た
島
の
宝
を
巡
る
。

御
蔵
島
の

宝
物

黄
楊
と
桑

島
に
暮
ら
す
人
間
の
歴
史
は
、古
く
は
住
居
跡
が

残
る
縄
文
時
代
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
し

か
し
、
ま
と
ま
っ
た
人
数
が
暮
ら
し
た
こ
と
が
分

か
っ
て
い
る
の
は
、
江
戸
時
代
以
降
の
こ
と
で
す
。

物
産
に
乏
し
い
御
蔵
島
に
お
い
て
、
当
時
の
生
活

を
支
え
た
島
の
特
産
品
は
、黄
楊
で
し
た
。
年
に
２

回
行
わ
れ
た
黄
楊
材
の
搬
出
は
、島
を
あ
げ
て
の

大
仕
事
で
し
た
。
男
性
が
切
り
出
し
、女
性
が
運

搬
を
担
当
し
ま
し
た
が
、
目
の
詰
ま
っ
た
重
い
原

木
を
港
ま
で
運
ぶ
役
目
は
想
像
を
絶
す
る
辛
さ

だ
っ
た
と
い
い
ま
す
。
そ
し
て
、黄
楊
材
は
江
戸
で

売
ら
れ
、
そ
の
代
金
で
米
や
日
用
品
を
購
入
し
、

人
々
に
分
配
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

近
年
、島
は
イ
ル
カ
ウ
ォ
ッ
チ
ン
グ
で
賑
わ
う
よ

う
に
な
り
ま
し
た
が
、山
に
入
れ
ば
、
今
も
黄
楊
の

森
に
出
合
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。多
く
の
コ
ー
ス

が
自
然
保
護
の
た
め
に
ガ
イ
ド
を
依
頼
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
が
、
島
の
自
然
と
歴
史
に
耳
を
傾
け

な
が
ら
、
生
き
る
糧
を
担
っ
て
き
た
島
の
宝
の
魅

力
に
触
れ
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
。

黄
楊
が
米
に
変
わ
っ
た

島
の
歴
史

島
の
生
活
を
支
え
る
、

か
け
が
え
の
な
い
資
産
だ
っ
た
黄
楊
木
。

「御蔵島の宝物　黄楊と桑」

御蔵島村役場
〒100-1301  東京都御蔵島村字入かねが沢  
TEL：04994-8-2121（代表）
　

島の自然や風習に詳しい、
島出身のガイドさん

鬱蒼とした自然林に囲まれた御代ヶ池

今も山に入る前に島の人が葉っぱを
お供えして安全祈願する「草祀りの神様」

ツ
ゲ

ク
ワ

掲載されている情報は、令和 3 年3月時点のものです。




