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令
和
5
年
10
月
21
日
に
、
晴
天
の
中
、

大
谷
石
研
究
会
メ
ン
バ
ー
と
高
専
、
宇
大

学
の
学
生
ら
総
勢
26
名
と
共
に
、
宇
都
宮

市
逆
面
地
区
の
大
谷
石
建
物
の
実
測
や
ヒ

ヤ
リ
ン
グ
等
に
よ
る
実
地
調
査
を
行
い
ま

し
た
。

　

逆
面
地
区
は
栃
木
県
宇
都
宮
市
の
中
心

市
街
地
か
ら
北
方
に
位
置
し
て
い
る
、
丘

陵
地
内
の
谷
津
に
あ
る
農
村
集
落
で
、
古

く
か
ら
「
七
弁
天
八
廟
所
の
地
」
と
も
言

わ
れ
る
な
ど
、
昔
話
や
祭
り
行
事
が
多
い

歴
史
の
深
い
場
所
で
も
あ
り
ま
す
。
地
区

内
に
は
大
谷
石
の
建
物
が
密
集
し
て
お
り
、

神
社
の
参
道
や
井
戸
、
山
付
近
の
土
留
め

な
ど
多
様
な
石
造
建
造
物
が
み
ら
れ
、
さ

ら
に
は
付
近
で
は
採
石
が
行
わ
れ
て
お
り

そ
れ
ら
を
加
工
す
る
石
工
が
い
た
と
も
さ

れ
て
い
ま
す
。

　

調
査
で
は
地
区
内
の
26
敷
地
、
65
棟
の

大
谷
石
建
物
を
対
象
に
、
建
物
の
実
測
、

写
真
に
よ
る
記
録
、
及
び
所
有
者
へ
の
ヒ
ヤ

リ
ン
グ
を
行
い
ま
し
た
。
こ
れ
ら
を
統
合
す

る
こ
と
で
、
大
谷
石
建
物
と
町
並
み
の
特

徴
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て

い
ま
す
。

　

逆
面
地
区
は
城
跡
や
神
社
の
あ
る
山
林

を
バ
ッ
ク
に
敷
地
が
連
続
し
て
い
ま
す
。
通

り
か
ら
見
え
る
も
の
の
他
に
も
、
敷
地
奥

に
佇
む
蔵
や
、
間
口
が
広
く
農
作
業
な
ど

半
外
部
的
な
使
い
方
を
さ
れ
る
納
屋
な
ど

の
大
谷
石
建
物
を
多
数
発
見
で
き
ま
し
た
。

ま
た
建
物
の
他
に
も
、
石
製
の
小
さ
な
祠

や
、
地
区
内
の
白
山
神
社
に
は
石
で
で
き

た
狛
犬
、
鳥
居
、
灯
籠
と
い
っ
た
多
様
な
大

谷
石
の
使
わ
れ
方
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。

　

建
物
の
建
築
年
代
は
大
谷
石
の
生
産
量

が
急
増
し
た
昭
和
中
期
で
石
を
積
ん
だ
建
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物
が
や
は
り
多
い
も
の
の
、
地
区
内
に
は

そ
れ
よ
り
も
古
い
大
正
、
明
治
期
に
建
て

ら
れ
た
薄
い
石
を
板
蔵
に
留
め
た
張
石
造

の
蔵
や
、
な
か
に
は
天
保
11
年
に
建
て
ら

れ
た
と
い
わ
れ
る
非
常
に
歴
史
の
あ
る
石

蔵
も
現
存
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
れ

ぞ
れ
に
時
代
ご
と
に
異
な
る
石
の
構
法
や

開
口
部
の
装
飾
や
建
物
の
意
匠
も
確
認
で

き
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
逆
面
地
区
で
は

時
代
や
用
途
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
石
の
使

わ
れ
方
が
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
、

こ
れ
ら
が
こ
の
地
区
の
歴
史
や
山
林
の
地

形
と
と
も
に
、
奥
深
い
景
観
を
生
み
出
し

て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

栃
木
県
宇
都
宮
市
を
中
心
と
し
た
大
谷

石
の
建
物
と
町
並
み
に
関
す
る
調
査
研
究

は
、
2
0
1
2
年
か
ら
継
続
的
に
行
わ
れ

て
お
り
、
今
年
で
11
年
目
と
な
り
ま
す
。

今
回
も
地
域
の
住
民
の
皆
様
の
ご
協
力
の

も
と
、
多
く
の
調
査
メ
ン
バ
ー
で
隅
々
ま
で

調
査
を
実
施
し
、
無
事
終
え
る
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
の
調
査
と
合
わ
せ

て
、
大
谷
石
の
石
造
文
化
の
解
明
に
ま
た
一

歩
近
づ
い
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

　
「
大
谷
石 

未
来
へ
」
の
発
行
を
記
念
し

て
、
5
回
に
わ
た
る
連
続
講
座
が
、
5
月

13
日（
土
）か
ら
9
月
24
日（
日
）に
か
け
て
、

栃
木
県
立
博
物
館
友
の
会
主
催
に
よ
り
開

催
さ
れ
ま
し
た
。
ま
ず
初
日
、
N
P
O
法

人
大
谷
石
研
究
会
の
塩
田
潔
前
理
事
長
が
、

「
大
谷
石 

未
来
へ　

― 

大
谷
石
の
持
つ
限

り
な
い
潜
在
力
―
」
と
い
う
演
題
で
講
演
、

大
谷
石
建
築
の
魅
力
に
つ
い
て
力
強
く
語

ら
れ
ま
し
た
。

　

そ
の
後
4
回
の
講
演
会
で
は
、
各
方
面

の
計
８
人
の
講
師
の
先
生
方
か
ら
、
大
学

教
授
、
学
芸
員
、
石
工
、
同
研
究
会
会
員

な
ど
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
貴
重
な
講
話

を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
の
中
で
、
石
工

と
し
て
長
年
大
谷
石
と
対
峙
し
続
け
て
き

た
渡
邉
哲
夫
さ
ん
の
お
話
が
あ
り
ま
し
た
。

大
谷
石
を
た
だ
単
に
有
益
な
石
と
し
て
だ

け
で
な
く
、
人
々
を
育
み
優
し
く
包
み
込

む
「
最
良
の
土
」
と
し
て
も
と
ら
え
て
い

き
た
い
と
い
う
お
話
が
あ
り
、
と
て
も
心

が
温
か
く
な
り
ま
し
た
。
最
後
に
は
、
同

研
究
会
の
佐
藤
公
紀
理
事
長
が
「
フ
ラ
ン

ク
・
ロ
イ
ド
・
ラ
イ
ト
の
痕
跡
を
探
し
て
」

と
い
う
演
題
で
講
演
、
ラ
イ
ト
氏
の
功
績

と
完
成
間
近
の
「
旧
大
谷
公
会
堂
」
に
つ

い
て
分
か
り
や
す
く
丁
寧
な
説
明
を
い
た

だ
き
ま
し
た
。

　

N
P
O
法
人
大
谷
石
研
究
会
の
メ
ン
バ

ー
以
外
で
も
多
く
の
方
々
が
こ
の
連
続
講

座
に
参
加
し
、
大
谷
石
に
つ
い
て
の
認
識

を
深
め
て
い
ま
し
た
。「
と
て
も
有
意
義
な

「
大
谷
石 

未
来
へ
」と
題
す
る
５
回
に
わ
た
る
連
続
講
座

が
、栃
木
県
立
博
物
館
で
開
催
さ
れ
ま
し
た

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
大
谷
石
研
究
会 

会
員　

佐
藤
光
弘

　
　
　
　
　
　
　
　

  

（
栃
木
県
立
博
物
館
）

講
座
だ
っ
た
」「
大
谷
の
こ
と
が
も
っ
と
好

き
に
な
っ
た
」
と
い
う
声
を
耳
に
し
ま
し

た
。
こ
の
講
座
に
参
加
し
た
栃
木
県
立
博

物
館
の
琴
寄
行
雄
館
長
か
ら
は
、「
大
谷
石

が
石
屋
根
な
ど
で
使
用
さ
れ
た
り
、
石
蔵

彫
刻
に
も
特
徴
が
あ
る
こ
と
、
類
似
す
る

石
も
産
出
し
て
い
た
こ
と
な
ど
、
大
谷
石

に
ま
つ
わ
る
様
々
な
分
野
の
お
話
を
聞
く

こ
と
が
で
き
、
学
び
が
多
か
っ
た
」
と
い

う
お
話
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

日
本
遺
産
大
谷
石
文
化
の
未
来
の
発
展

に
と
っ
て
、
と
て
も
意
義
深
い
講
座
で
し

た
。
来
年
も
引
き
続
き
開
催
予
定
で
す
。

ご
期
待
く
だ
さ
い
。

大谷石未来へ連続講座　会場／栃木県立博物館

５/13(土)１回

６/４(日)２回

７/８(土)３回

８/26(土)４回

９/24(日)５回

塩田 潔 「大谷石 未来へ－大谷石の持つ限りない潜在力－」

会 期 講 師 内 容
大谷石研究会前理事長

柏村祐司「大谷石の民俗学」栃木県立博物館名誉学芸員

「栃木県の凝灰岩」高橋啓子大谷石研究会理事

渡邉哲男「石工育成の展望」
「F・L・ライトの痕跡を探して」

石工

佐藤公紀大谷石研究会理事長

和田昇三「大谷石の遺構と文化財」足利大学名誉教授

池田貞夫 「石蔵に見る徳次郎石文化と大谷石文化」宇都宮市文化財調査員

「まちなかの大谷石文化を育む」武井貴志宇都宮まちづくり推進機構

「集落調査そしてみえてきたものは」小林基澄小山工業高等専門学校建築家助教

　秋田県北部の北秋田市で見つけた
塀の石は、青とも緑とも見える色合い
が印象的。「やすらぎの青」とも評さ
れる。大谷石と同類の緑色凝灰岩「十
和田石」だ。大谷石の様な“ 味噌 ”
は見当たらない。
　浴場の床に使うと、滑らず実用的
な上、見栄えがする。同県大館市の
一部の山からだけ採石されている。採
石会社（中野産業株式会社）のホー
ムページによると、採石は１９７３（昭
和４８）年から。大谷石の歳の離れた
弟ともいえよう。インターネットで「な
んも大学　十和田石」を検索すると、
採石現場の探訪記が出てくる。

北の“弟”は「やすらぎの青」
大谷石　東西南北

神社参道の石製の狛犬、灯籠

大谷石の魅力について力強く語る前塩田理事長

8月に生まれた双子 インドのステップウェルにて

渡邊氏の彫刻 旧帝国ホテル

天保11年に造られたとされ、修理しながら使われている石蔵

積石蔵の妻面の装飾を撮影中通りから石蔵を調査する様子

調査後の集合写真

中野産
業（株）
HP

なんも
大学HP

　

入
会
し
て
早
2
年
、
そ
の
間
に
ア

ト
リ
エ
設
計
事
務
所
か
ら
ゼ
ネ
コ
ン

の
設
計
部
に
職
を
移
し
、
今
年
8
月

に
は
男
女
の
双
子
が
生
ま
れ
、
公
私

共
に
充
実
し
た
生
活
を
送
っ
て
い
ま

す
。
そ
の
一
方
で
、
建
築
を
志
す
人

間
と
し
て
大
谷
石
の
建
築
物
を
つ
く

り
た
い
と
い
う
入
会
当
時
の
気
持
ち

は
変
わ
ら
ず
、
講
演
会
や
集
落
調
査

に
参
加
す
る
中
で
大
谷
石
の
特
徴
を

学
ん
で
い
ま
す
。
特
に
9
月
24
日
に

開
催
さ
れ
た
大
谷
石
研
究
会
連
続
講

座
に
て
石
工
の
渡
邉
哲
夫
氏
の
「
石

工
の
展
望
」、
佐
藤
公
紀
理
事
長
の

「
フ
ラ
ン
ク
・
ロ
イ
ド
・
ラ
イ
ト
の

痕
跡
探
し
て
」
の
拝
聴
は
、
入
会
当

初
の
気
持
ち
を
具
体
的
な
活
動
に
す

る
た
め
の
き
っ
か
け
と
な
り
ま
し

石
工
の
継
承
を
目
指
し
て

N
Ｐ
O
法
人
大
谷
石
研
究
会 

会
員　

富
田
有
一 

た
。
渡
邉
氏
が
旧
帝
国
ホ
テ
ル
の
移

築
工
事
に
携
わ
ら
れ
た
際
の
現
場
で

の
お
話
と
実
際
に
使
用
さ
れ
た
施
工

図
を
見
た
時
に
は
興
奮
し
て
思
わ

ず
、
弟
子
入
り
の
申
し
入
れ
を
し
ま

し
た
。
生
ま
れ
育
っ
た
愛
知
県
に
あ

る
旧
帝
国
ホ
テ
ル
を
き
っ
か
け
と
し

て
大
谷
石
に
関
心
を
持
つ
よ
う
に
な

っ
た
こ
と
も
あ
り
、
渡
邉
氏
か
ら
石

工
の
技
術
を
学
び
、
後
世
に
伝
え
て

い
く
こ
と
を
私
の
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
に

で
き
な
い
か
と
考
え
は
じ
め
て
い
ま

す
。

　

さ
て
、
そ
ん
な
大
風
呂
敷
を
広
げ

て
は
み
た
も
の
の
、
横
で
合
唱
す
る

よ
う
に
泣
き
叫
ぶ
双
子
の
育
児
と
ど

う
折
り
合
い
を
つ
け
る
の
だ
ろ
う
か

…
。 （

前
田
建
設
工
業
株
式
会
社
）　
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