
皆
様
、
「
河
俣

塗
」
っ
て
ご
存
知

で
す
か
？
東
陽
村

の
県
道
二
五
号
線

を
河
俣
川
沿
い
に

上
っ
た
と
こ
ろ
に

あ
る
東
陽
町
河
俣
。

こ
こ
で
江
戸
～
明

治
期
に
作
ら
れ
て

い
た
漆
器
を
河
俣

塗
と
い
い
ま
す
。

製
作
さ
れ
た
の
は
、

足
打
膳
や
重
箱
な

ど
の
指
物
（
板
を

組
み
合
わ
せ
て
作

っ
た
も
の
）
が
主
で
、
木
地
を
渋
や
弁
柄
、
ク
チ
ナ
シ
な
ど
で

濃
い
赤
茶
色
に
下
塗
り
し
、
上
か
ら
透
明
漆
を
塗
り
木
目
を
見

せ
る
春
慶
塗
の
技
法
に
よ
っ
て
作
ら
れ
て
い
る
の
が
特
徴
で
す
。 

 

河
俣
塗
は
元
禄
年
間
に
日
向
国
か
ら
河
俣
村
に
や
っ
て
き
た

早
田
荘
左
衛
門
と
い
う
人
が
始
め
た
と
伝
え
ら
れ
、
江
戸
中
期

（
一
八
世
紀
）
に
は
河
俣
村
に
何
人
か
の
指
物
職
人
が
住
ん
で

い
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す
が
、
本
格
的
に
河
俣
塗
が
製
作

さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
初
代
・
冨
岡
仲
平
か
ら
で
す
。
延
享

四
年
（
一
七
四
七
）
に
生
ま
れ
、
腕
の
立
つ
職
人
で
あ
っ
た
仲

平
は
、
寛
政
五
年
（
一
七
九
一
）
に
熊
本
藩
の
指
物
御
用
を
命

じ
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
以
降
、
冨
岡
家
は
代
々
河
俣
塗
生
産
の
中

心
と
な
り
、
藩
の
御
用
指
物
師
と
し
て
活
躍
す
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。 

 

天
保
七
年
（
一
八
三
六
）
に
河
俣
村
の
指
物
職
人
十
五
人
が

記
し
た
起
請
文
に
は
、
河
俣
塗
の
技
術
を
秘
伝
と
す
る
こ
と
、

丈
夫
か
つ
良
質
で
美
し
い
製
品
を
作
る
こ
と
な
ど
の
製
作
ポ
リ

シ
ー
が
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
頃
に
は
河
俣
塗
は
村
の
代
表
的

産
業
と
な
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。
ま
た
、
こ
の
起
請
文
の
筆
頭

と
し
て
名
を
連
ね
て
い
る
三
代
目
・
冨
岡
仲
平
は
特
に
高
い
技

術
を
持
っ
て
い
た
よ
う
で
、
明
治
十
年(

一
八
七
七)

六
十
九
歳

の
時
、
第
一
回
内
国
勧
業
博
覧
会
に
河
俣
塗
の
膳
と
重
箱
を
出

品
し
、
明
治
政
府
か
ら
褒
賞
を
受
け
て
い
ま
す
。 

 

河
俣
塗
は
明
治
以
降
も
生
産
さ
れ
続
け
、
冨
岡
家
は
大
正
期

ご
ろ
に
有
佐
に
出
張
所
を
設
け
、生
産
拡
大
を
試
み
ま
し
た
が
、

社
会
の
生
活
ス
タ
イ
ル
の
変
化
に
よ
り
膳
や
重
箱
な
ど
の
需
要

減
少
が
影
響
し
た
の
か
、
昭
和
に
入
り
廃
業
。
こ
こ
に
河
俣
塗

の
歴
史
は
幕
を
閉
じ
ま
す
。
か
つ
て
八
代
を
代
表
す
る
産
業
の

一
つ
だ
っ
た
河
俣
塗
で
す
が
、
現
在
の
河
俣
地
区
に
漆
器
生
産

の
面
影
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
今
と
な
っ
て
は
忘
れ
ら
れ
た
「
幻

の
工
芸
品
」
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。 

 

し
か
し
、
河
俣
塗
は
江
戸
後
期
～
昭
和
期
に
か
け
て
八
代
地

域
で
は
か
な
り
流
通
し
て
い
た
よ
う
で
、
さ
ら
に
も
と
も
と
丈

夫
で
実
用
的
な
生
活
什
器
と
し
て
作
ら
れ
て
い
る
た
め
、
現
在

で
も
古
い
お
家
な
ど
で
た
ま
に
見
か
け
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。 

 

河
俣
塗
の
見
分
け
方
は
、
製
品
の
底
裏
部
分
に
川
俣
（
河
俣
）

＋
作
者
名
を
記
し
た
印
が
捺
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
（
写
真
参

照
）。
印
が
あ
り
そ
こ
に
「
川
俣
（
あ
る
い
は
河
俣
）」
と
い
う

文
字
が
あ
れ
ば
そ
れ
は
河
俣
塗
で
す
の
で
、
も
し
古
そ
う
な
漆

塗
り
の
お
膳
や
お
盆
を
見
か
け
た
ら
、
と
り
あ
え
ず
ひ
っ
く
り

返
し
て
底
裏
を
見
て
く
だ
さ
い
。
印
は
時
代
や
作
者
に
よ
っ
て

多
種
多
様
で
す
が
、
そ
の
事
例
を
た
く
さ
ん
集
め
る
こ
と
が
、

謎
の
多
い
河
俣
塗
の
実
態
解
明
の
た
め
の
大
き
な
カ
ギ
と
な
り

ま
す
。 

 

近
年
、
冨
岡
家
の
歴
史
資
料
を
寄
贈
し
て
い
た
だ
い
た
の
を

契
機
に
、
博
物
館
で
は
河
俣
塗
の
調
査
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ

で
す
。
も
し
何
か
情
報
（
家
に
残
っ
て
い
る
、
な
ど
）
が
ご
ざ

い
ま
し
た
ら
、
博
物
館
ま
で
ご
一
報
く
だ
さ
い
。 

 

↑河俣塗に捺されている印。いろんなバリエーションがあります。

足打膳などの河俣塗。赤みを帯びた美しく丈夫な製品です。

３代目・冨岡仲平への明治10年（1877）第１回内国勧業博覧会褒賞

常設展示―古文書をよむ―  冨岡家
とみおかけ

文書
もんじょ

と河俣
かわまた

塗
ぬり

  解説シート 


