
ハ
ガ
ネ
の
ま
ち
だ
か
ら

切
れ
る
刃
物
を
使
っ
て
ほ
し
い

　

「
シ
ャ
ッ
シ
ャ
ッ
シ
ャ
ッ
・
・
」。

旧
商
家
の
館
内
に
テ
ン
ポ
良
い
連

続
音
が
響
き
ま
す
。
毎
月
一
回
営

業
し
て
い
る
「
一
風
亭
包
丁
研
ぎ

屋
」
の
作
業
場
。
職
人
さ
ん
が
刃

物
や
砥
石
を
前
に
真
剣
な
表
情
で

作
業
を
進
め
て
い
ま
す
。

　

「
普
段
か
ら
研
い
で
欲
し
い
と

い
う
声
が
た
く
さ
ん
あ
っ
た
」
と

話
す
の
は
代
表
の
川
崎
徳
幸
さ

ん
。「
ハ
ガ
ネ
の
ま
ち
の
刃
物
の

切
れ
味
が
悪
い
と
具
合
が
悪
い
で

す
よ
ね
。
こ
れ
は
使
命
だ
と
思
っ

▼
春
の
味
覚
と
言
え
ば
、
た
け
の

こ
を
思
い
浮
か
べ
る
人
も
多
い
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
先
日
、

島
田
の
た
け
の
こ
ま
つ
り
の
取
材

に
行
き
ま
し
た
。
質
の
良
い
た
け

の
こ
を
収
穫
す
る
に
は
竹
林
の
手

入
れ
を
行
う
こ
と
が
重
要
だ
そ
う

で
す
。
読
み
や
す
い
広
報
紙
を
お

届
け
す
る
た
め
、
こ
れ
か
ら
も
原

稿
の
手
入
れ
に
力
を
入
れ
て
い
こ

う
と
思
い
ま
し
た
（
旬
）

さ
ん
は
ヤ
ス
キ
ハ
ガ
ネ
製
の
良
い

物
を
使
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま

す
。
そ
の
分
、
家
庭
で
の
手
入
れ

は
難
し
い
で
す
。
保
存
方
法
な
ど

の
ア
ド
バ
イ
ス
を
積
極
的
に
し
て

い
ま
す
」
と
話
し
ま
す
。

　

定
期
利
用
し
て
い
る
友
田
千
賀

子
さ
ん
（
松
江
市
）
は
「
研
い
で

も
ら
う
と
ス
ッ
と
切
れ
る
の
で
料

理
が
楽
に
な
り
ま
す
。
よ
く
切
れ

る
包
丁
は
食
材
を
切
っ
た
時
に
ト

ン
ト
ン
と
い
う
ま
な
板
の
音
が
し

ま
せ
ん
」
と
魅
力
を
話
し
ま
す
。

専
門
知
識
に
裏
付
け
さ
れ
た
研
ぎ

　

作
業
場
で
実
際
に
砥
石
に
向
き

合
う
の
は
９
人
の
職
人
さ
ん
で
、

い
ず
れ
も
鉄
鋼
業
界
О
Ｂ
。
こ
の

た
め
、
素
材
の
種
類
を
見
極
め
、

専
門
知
識
に
裏
付
け
さ
れ
た
研
ぎ

で
作
業
を
進
め
ま
す
。
木
山
信
之

さ
ん
は
「
持
ち
込
ま
れ
た
刃
物
は

真
っ
先
に
、
柄
や
根
元
の
部
分
の

掃
除
か
ら
始
め
ま
す
。
料
理
を
す

る
道
具
な
の
で
切
れ
味
ば
か
り
よ

く
て
も
ダ
メ
で
す
よ
」
と
、
作
業

の
こ
だ
わ
り
を
語
り
ま
す
。

　

研
ぎ
は
３
台
の
電
動
砥
石
と
数

種
類
の
砥
石
を
使
い
分
け
な
が
ら

手
作
業
で
進
め
ま
す
。
仕
上
げ
は

ツ
バ
キ
油
を
塗
り
、
専
用
の
保
存

紙
に
丁
寧
に
包
み
、
お
客
さ
ん
の

手
元
に
渡
り
ま
す
。

　

７
年
目
に
突
入
し
た
研
ぎ
屋
。

ハ
ガ
ネ
の
魅
力
を
広
め
、
ま
た
地

元
の
食
卓
を
支
え
て
い
ま
す
。

◇
一
風
亭
包
丁
研
ぎ
屋
◇

▼
日
時
：
毎
月
第
３
土
曜
日
午
前

10
時
～
午
後
３
時
▼
場
所
：
や

す
ぎ
懐
古
館
一
風
亭
▼
料
金
：

５
０
０
円
／
本
か
ら
▼
問
い
合
わ

せ
：
一
風
亭
☎
23-

０
０
０
７

て
、
有
志
に
声
掛
け
し
て
始
め
ま

し
た
」
と
事
業
化
の
理
由
を
明
か

し
ま
す
。
平
成
24

年
か
ら
ス
タ
ー

ト
し
た
研
ぎ
屋
は
、
今
で
は
年
間

約
千
本
の
持
ち
込
ま
れ
た
刃
物
を

よ
み
が
え
ら
せ
て
い
ま
す
。

　

数
年
前
か
ら
は
鎌
や
ハ
サ
ミ
な

ど
の
研
ぎ
も
受
け
付
け
、
今
で
は

包
丁
の
柄
の
交
換
も
手
掛
け
て
い

ま
す
。
ま
さ
に
刃
物
の
よ
ろ
ず
屋

さ
ん
。
川
崎
さ
ん
は
「
市
民
の
皆

▲メンバーが入れ替わっても研ぎ
の技術は伝承していきます。

▼
訪
れ
て
み
た
か
っ
た
椿
原
へ
行

く
機
会
が
あ
り
ま
し
た
。
清
流
脇

を
進
ん
で
行
く
と
、
そ
こ
は
椿
と

桂
の
巨
木
が
支
配
す
る
別
世
界
。

ア
ニ
メ
に
登
場
し
そ
う
な
光
景
が

広
が
り
ま
す
。
そ
う
言
え
ば
道
中

に
野
た
た
ら
跡
が
。
さ
び
止
め
に

使
う
ツ
バ
キ
油
や
鉄
の
神
様
ゆ
か

り
の
巨
木
た
ち
。
い
に
し
え
か
ら

の
鉄
づ
く
り
を
感
じ
さ
せ
る
場
所

で
し
た
（
の
）

▲今では研ぎの評判から市外からの

お客さんが約２割にもなります。

安来市の人口と世帯数

人口合計／

世 帯 数 ／

H30.4.30現在

（男:18,770人　女:20,383人）

3 9 , 1 5 3 人

1 4 , 2 8 1 世 帯

平
成

3
0

年
6

月
号

刃物のよろず屋さん

一風亭包丁研ぎ屋（安来町）


