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支
他
難

日
頃
文
化
財
の
保
存
修
理
に

た
ず
さ
わ
り
な
が
ら
、
わ
が
国

の
文
化
財
保
存

の
現
状
と
問
題

点
に
つ
い
て
思
う
と
こ
ろ
を
お

話
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

私
達

の
業
界
は
、
伝
統
産
業

界
に
お

い
て
も
そ
の

一
翼
を
担

い
な
が
ら
、
文
化
財
保
存
修
理

に
取
り
組

ん
で
ま

い
り
ま

し

た
。
か

つ
て
の
日
本
社
会
は
文

化
と

い
う
基
盤

の
上
に
経
済
活

動
が
あ

っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時

代
を
形
成
し
て
ま

い
り
ま
し
た

が
、
残
念
な
こ
と
に
こ
の
戦
後

文
化
庁
文
化
審
議
会
政
策
部
会

（平
成
‐８
年
５
月
１２
日
）
に
お
け
る
提
言

社
寺
建
造
物
美
術
協
議
会
　
会
長
　
淫
中
野
「

岩
埋

ナ
ム

６０
年
間
は
、
文
化
と
経
済
の
関

係
が
主
客
転
倒
し
経
済
優
先
社

会

に
な

っ
て
し
ま

い
ま
し
た
。

そ

の
結
果
は
申
す
ま

で
も
な

く
、
皆
様
が
想
像
さ
れ
る
以
上

に

「
文
化
力
」
を
衰
退
さ
せ
、

日
本
を
変
貌
さ
せ
て
し
ま

っ
た

の
で
す
。

た
と
え
ば
伝
統
産
業
界
の
痛

ま
し
い
状
況
を
お
話

い
た
し
ま

す
と
、
全
国
の
漆

の
産
地
で
は

地
域
の
特
産
品
と
う
た
い
な
が

ら
、
安
か
ろ
う
悪
か
ろ
う
と

い

つ
た
外
国
製
品
や
プ
ラ
ス
チ

ッ

ク
製
品
が
氾
濫

い
た
し

て
お
り
ま
す
。
ま
た
後

継
者

と

い
え

る

二
十

代
、
三
十
代
の
技
術
者

が

ほ
と

ん
ど

い
な
く

て
、
五
十
代
、
六
十
代

の
人
が
未
だ
に
中
心
に

な

っ
て
い
る
現
状
は
、
ほ
と
ん

ど
の
産
地
で
共
通
し
て
お
り
ま

す
。
漆

の
国
ジ

ャ
パ
ン
か
ら
、

六
千
年
と
も
八
千
年
と
も

い
わ

れ
る
文
化
が
消
え
る
日
も
、
そ

う
遠
く
は
あ
り
ま
せ
ん
。
も
う

ひ
と

つ
、
わ
が
国
の
畳
文
化
も

風
前

の
灯
火
で
あ
り
ま
す
。
京

都
の

一
流
料
亭
で
さ
え
、
備
後

表
で
有
名
で
あ

っ
た
畳
の
本
場

岡
山
県
で
さ
え
、
プ
ラ
ス
チ

ッ

ク
の
畳
が
主
流
に
な

っ
て
お
り

ま
す
。
畳
の
材
料
で
あ
る
イ
グ

サ
も
国
内
産

は
わ
ず

か
と
な

り
、
主
産
地
で
あ
る
中
国
も
経

済
発
展
の
あ
お
り
で
、
生
産
し

な
く
な

っ
た
と
聞
き
及
び
ま

す
。
文
化
財
保
存
修
理
に
も
使

用
い
た
し
ま
す
漆
も
ま
た
主
産

地
は
中
国
で
あ
り
、
そ
の
う
ち

同
様
な
理
由
で
生
産
し
な
く
な

る
の
で
し
ょ
う
。
国
内
産
漆
は

価
格
も
中
国
産

の
６
～
７
倍
と

高
価
で
あ
り
、
ご
く
わ
ず
か
し

か
採
れ
ま
せ
ん
が
現
状
は
そ
れ

で
も
生
産
過
剰
な
の
で
す
。

こ
の
よ
う
に
伝
統
産
業
の
惨

状
を
ご
紹
介

い
た
し
ま
す
と
、

ま

っ
た
く
き
り
が
な
く
悔
し

い

思

い
に
な
り
ま
す
が
、
要
す
る

に
伝
統
産
業
は
す
で
に
産
業
で

は
な
く
な

っ
た
と
明
言
で
き
ま

す
。
産
業
は
文
化
を
育
む
経
済

土
壊
で
あ
り
ま
す
が
、
今
後
伝

統
産
業
か
ら
の
文
化
的
な
発
信

は
絶
望
的
で
あ
り
期
待
で
き
な

い
で
し
ょ
う
。

私
達
の
文
化
財
修
復
業
界
も

ご
多
分
に
漏
れ
ず
、
そ
れ
ぞ
れ

の
伝
統
産
業
と
し
て
の
バ
ツ
ク

ボ
ー
ン
を
失

い
、
た
だ
公
共
工

事
に
望
み
を

つ
な
ぐ
と

い
っ
た

心
細

い
状
態

に
あ
り
ま
す
が
、

伝
統
技
術

の
継
承

や
人
材
育

成
、
文
化
財
保
存

に
対
す

る

様

々
な
努
力
は
活
発
に
行

っ
て

お
り
ま
す
。
今
や
伝
統
産
業
に

替
わ

っ
て
、
伝
統
文
化
の
重
要

な
使
命
を
担
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な

い
存
在
で
あ
り
ま
す
。
し
か

し
種

々
様

々
な
問
題
が
横
た
わ

っ
て
お
り
ま
す
。　
一
つ
は
技
術

伝
承
の
問
題
で
す
。
す
で
に
か

つ
て
の
よ
う
な
徒
弟
制
度
は
崩

壊

い
た
し
ま
し
た
。
伝
統
技
術

は
徒
弟
制
と
共
に
今
日
ま
で
継

承
さ
れ
て
ま

い
り
ま
し
た
が
、

人
材
の
高
学
歴
化
や
３
Ｋ
労
働

に
象
徴
さ
れ
る
仕
事

の
過
酷
さ

か
ら
く
る
後
継
者
不
足
、
最
低

賃
金
法
や
仕
事
量

の
減
少
に
よ

る
親
方
自
体

の
不
足
な
ど
の
理

由
に
よ

っ
て
思
う
に
ま
か
せ
な

い
状
態
に
あ
り
ま
す
。
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二

つ
目

は
資

材

の
問
題

で

す
。
先
ほ
ど
の
漆
の
場
合
と
同

様
、
彩
色
工
事
な
ど
に
使
用
す

る
膠
の
生
産
者
は
数
件
し
か
残

っ
て
い
ま
せ
ん
。
か

つ
現
在

の

膠
は
運
動
量
の
少
な

い
牛
か
ら

採
り
、
食
品
添
加
物
と
し
て
生

産
さ
れ
ま
す
の
で
、
接
着
力
が

弱
く
問
題
が
あ
り
ま
す
。　
一
刻

も
早
く
文
化
財
保
存

の
た
め
の

膠
生
産
者
を
確
保
し
た

い
と
こ

ろ
な
の
で
す
。
そ
れ
か
ら
文
化

財
修
理
は
、
当
初
の
材
料
を
使

用
す
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
お

り
、
鋳
金
具
や
漆
塗
り
、
丹
塗

り
や
彩
色

の
工
事

の
資
材
と
し

て
、
有
害
な
水
銀
や
鉛
や
カ
ド

ミ
ウ
ム
と

い
っ
た
伝
統
的
な
材

料
を
使
用
い
た
し
ま
す
。
し
か

し
最
近
で
は
環
境
汚
染
な
ど
の

問
題
も
有
り
、
現
場

の
ス
タ

ッ

フ
は
肩
身
を
狭
く
し
て
働

い
て

お
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
材
料

を
使
用
し
続
け

て
い

く

の
か
、
新
し

い
材

料
を
開
発
す
る
の
か
、

ど
ち
ら
か
を
明
確
に

す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。三

つ
目
は
、
入
札

制
度
と
ゼ
ネ

コ
ン
の

問
題
で
あ
り
ま
す
。
文
化
財
建

造
物
関
連
の
工
事
は
、
今
話
題

に
な

っ
て
お
り
ま
す
よ
う
な
随

意
契
約
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ

ん
。　
一
般
建
設
業
に
お
け
る
入

札
制
度
な
の
で
す
。
で
す
か
ら

最
低
制
限
価
格
を
設
定
し
な

い

場
合
も
多

々
あ
り
、
伝
統
建
築

に
対
し
て
何
の
知
識
も
経
験
も

無

い
大
手
ゼ
ネ

コ
ン
も
参
入
し

て
く
る
の
で
す
。
ゼ
ネ

コ
ン
は

労
務
管
理
だ
け
で
何
も
し
な

い

の
に
、

３。
％
か
ら

４。
％

の
工

事
費
を
持

っ
て
い
き
ま
す
。
せ

め
て

一
般
競
争
入
札
制
度
と
は

一
線
を
隔
し
た
文
化
財
入
札
制

度
を
設
け
、
文
化
財
の
保
存
と

伝
統
技
術
の
継
承
を
図
る
べ
き

で
す
。
私
た
ち
は
常
に
逆
風
の

中
で
働

い
て
い
ま
す
。
こ
の
程

度

に

い
た
し
て
お
き
ま
す
が
、

ま
だ
ま
だ
数
え
上
げ
れ
ば
き
り

が
な

い
程
、
問
題
は
山
積
し
て

お
り
ま
す
。
各
種

の
文
化
財
保

存
団
外

の
会
議
に
参
加

い
た
し

ま
し
て
も
、
悲
観
的
な
意
見
ば

か
り
で
し
ま

い
に
は
愚
痴
に
な

っ
て
し
ま

い
ま
す
。
今
何
と
か

踏
ん
張
ら
な
く
て
は
な
ら
な

い

と
思
う
毎
日
で
あ
り
ま
す
。

と
こ
ろ
で
最
近
教
育
基
本
法

が
問
題
に
な
り
検
討
さ
れ
て
い

ま
す
。
そ
の
改
正
案
は
愛
国
心

の
表
現
と
し
て

「伝
統
と
文
化

を
尊
重
し
、
そ
れ
を
育
ん
で
き

た
わ
が
国
と
郷
土
を
愛
す

る

云
々
」
と
あ
る
の
で
す
が
、
学

校
の
教
科
書
だ
け
で
こ
の
目
的

が
達
成

で
き

る

の
で
し

ょ
う

か
。
当
然
わ
が
国
文
化

の
基
盤

で
あ
り
、
生
き
た
教
材
で
あ
る

文
化
財
や
文
化
遺
産
を
活
用
す

る
こ
と
が
お
の
ず
と
重
要
に
な

っ
て
く

る
で
は
あ
り
ま

せ
ん

か
。
私
は
か
ね
が
ね
公
に
指
定

さ
れ
た
も

の
だ
け
が
文
化
財
で

は
な
く
、
今
日
ま
で
護
り
伝
え

ら
れ
て
き
た
も
の
は
総
て
文
化

財
で
あ
る
と
の
認
識
で
仕
事
を

し
て
お
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な

意
味
か
ら
も
、
希
少
価
値
や
学

術
的
な
物
差
し
だ
け
で
指
定
す

る
の
で
は
な
く
、
百
年
な

い
し

百
五
十
年
以
上
を
経
過
し
た
物

件
に
は
文
化
財
と
し
て
何
ら
か

の
措
置
を
講
ず
る
べ
き
で
す
。

現
在
は
国
土
に
点
在
す
る
だ

け
の
指
定
文
化
財
で
す
が
、
新

た
な
文
化
財
を
ど
ん
ど
ん
増
や

し
、
面
に
拡
大
し
て
い
く
こ
と

に
よ

っ
て
、
わ
が
国
と
郷
土
を

愛
す
る
環
境
と
教
材
が
整

い
、

本
当
の
愛
国
心
を
養
え
る
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

ま
さ
に
今
日
の
わ
が
国
の
文

化
的
な
繁
栄
は
、
伝
統
文
化
を

犠
牲
に
し
た
結
果
で
あ
る
こ
と

を
忘
れ
な

い
で
ほ
し

い
し
、
教

育
基
本
法

の
改
正
以
前
に
政
府

自
体
が
こ
の
六
十
年
間
を
振
り

返

っ
て
、
文
明
を
深
追

い
す
る

こ
と
で
は
な
く
、
文
化
を
温
め

て
い
く
方
向
に
国
政
の
舵
取
り

を
し
て
い
た
だ
か
な
く
て
は
な

ら
な

い
と
思

い
ま
す
。
少
子
高

か
ざ
り

＞
」
ゝ
え

『
銹

の
響

』

採
寸
、
拓
本
を
と
り

そ
れ
を

基

に
原
寸
図
を
作
り
、
仕
事

を
進
め
ま
し
た
。

と

に
か
く

「
ほ
ん
ま
も

ん
」

を
遺
す
心
意
気
を
内

に
秘

め

て
の
こ
と
で
し
た
。

木
地
が
で
き
、
わ
た
し
の
分

担

の
鋳
金

具
は
型
取
り
、
意

匠
図
案
を
考
え

て
原
寸
図
を

か
き
、
伝
統
技
法

の

「
素
地

指
え
、
水
銀
箔

五
度
焼
付
鍍

な
な

金

、
唐
草
文
様
蹴
彫
地
魚

々

子
打
ち
、

カ
リ
ヤ

ス
汁
焼
付

仕

上
げ
」
を
施
し

て
取
付

け

ま
し
た
。

そ
し
て
平
成
六
年
十
月
二
十

二
日
、
京
都
御
苑

の
広
場

で

翠
簾
を
吊
り
、
組
紐

の
絹
房

を

か
け
、
有
職

の
調
度

で
内

部
を
泌
榊

高
く
設
え

た
御
駕

籠

の
燦
然
た

る
姿

に
接

し
た

と
き
、
多
業
種

の
職
人
衆

の

心
意
気

が
伝
わ
り
、
感
無
量

な
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。

時
代
祭

の
行
列
は
正
午
に
京

都
御
苑
を
出
発
、
岡
崎

の
平

安
神
宮

に
遠
幸

し
ま
す
。
装

束
と
と
も

に
、
御
駕
籠

に
も

注
目

い
た
だ
き
、
職
人

の
手

わ
ざ
を
感

じ

て

い
た
だ
け
た

ら
と
思

い
ま
す
。
「
手
わ
ざ
は

習
う

よ
り
慣

れ

ろ
」

と

い
う

先
代

の
口
癖
を
し
み
じ

み
思

い
出
す
こ
の
ご
ろ
で
す
。

叡
智
の
結
晶二

条
城

鋳
金
具
が
建
造
物
で
花
開
い

た

の
は
、
桃

山
時
代
と

い
わ

れ

て

い
る
。
信

長

、
秀

吉

、

家
康
と
、
く

し
く
も
そ
れ
は

戦
国
時
代

の
武
将
た
ち

に
よ

っ
て
な
さ
れ
た
伝
統

の
技

で

あ
る
。

そ
の
最
た
る
も

の
が
日
本
が

世
界

に
誇

る
国
宝

・
元
離
宮

「
二
条
城
」
だ
ろ
う
。
入
り
口

は

「
東
大
手
門
」
と
呼
ば
れ
、

大
き
な
門
は
帯
状

の
銭
金
具

を
銅
製

の
菊
座
付
き

の
飾
り

鋲

で
と
め

て
、
堅
牢

さ
と
美

森
本
錫
金
具
製
作
所
　
森
０
★
↑

占
霙
シ
一

こ
の

『銹

の
響
』
は
平
成
十

四
年
四
月
か
ら
産
経
新
聞

・
西

日
本
版

「美
と
く
ら
し
」
欄
に

月
二
回
掲
載
さ
れ
た
も
の
を
同

氏
の
許
可

（な
ら
び
に
産
経
新

聞
、
支
局
長
の
承
諾
）
を
受
け

て
転
載
し
た
も
の
で
す
。

注

―
―

森
本
安
之
助
氏
は
紡

金

具

の

技

術

で

、

国

の

「
選
定
保
存
技
術
保
持
者
認

定

」

を
受

け

て

お

ら

れ

、

今

も
現
役

で
活
躍

さ
れ

て

お
ら
れ
る
斯
界

の
第

一
人

者

で
、
当
協
議
会

の
腰
問

を
し
て
お
ら
れ
ま
す
。

十
二
月
二
十
二
日
は
京
都
三

大
祭

の

一
つ

「
時
代
祭
」
。
昭

和

六
十

二
年
、
祭
り

の

「
徳

川
城
嘘

址
洛
列
」

で
使
わ
れ

る
御
駕
籠

が
老
朽
化
し
た

こ

と

か
ら
、
京
都

の
職
人

が
新

調

の
任

に
あ
た

る
こ
と

に
な

り
ま
し
た
。

「
籠
」
は
日
本

の
文
化
伝
統

工
芸
を
疑
縮

し
た
も

の
で
装

束

師

、
木

地
師

、
蒔

絵

師

、

箔

押

師

、
鋳

師

、
金

彫

師

、

翠
簾
師
、
織
物
師
、
組
紐
師

な
ど
多
く

の
職
人

の
汗

の
結

晶
と

い
え
る
も
の
で
で
す
。

製
作
に
あ
た

っ
て
は
、
ま
ず

資
料
を
探

し
ま
し
た
。
し
か

し
、
男
性

用

の
か
ご
は
全
国

的

に
残

っ
て
お
ら
ず

、
高
知

城

の
懐
徳
館

に
展
示

さ
れ

て

い
る
山
内
家

の
か
ご
を
参
考

に
す

る
こ
と

に
な
り
、
数
人

が
高
知
城

に
出
向

い
て
、
そ

れ
ぞ
れ
専
門
的

に
細
部

に
わ

た

っ
て
調

査

。

写
真

撮

影

、

齢
化
社
会
で
あ
れ
ば
尚
更
、
過

去
を
現
在
に
融
合
さ
せ
、
調
和

の
と
れ
た
文
化
的
環
境

の
国
づ

く
り
が
急
務
で
あ
り
ま
す
。
最

近
の
社
会
情
勢
を
見
て
お
り
ま

す
と
、
国
民
の
精
榊
的
窮
状
を

感
じ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
私
た

ち
の
祖
先
が
培

っ
て
き
た
生
活

や
知
恵
を
身
近
に
あ
る
文
化
財

か
ら
学
び
取
り
、
心
の
拠
り
所

と
し
て
ほ
し
い
も
の
で
す
。

も
と
も
と
文
化
と

い
う
も

の

は
、
空
気

の
よ
う
な
も
の
で
あ

り
、
光

の
よ
う
な
も
の
で
す
か

ら
、
当
た
り
前
す
ぎ
て
そ
の
大

切
さ
に
気
が

つ
き
ま
せ
ん
。
特

に
文
化
財
は
今
も
祖
先
が
私
た

ち
に
語
り
か
け
て
い
る
光
で
あ

り
、
私
た
ち
民
族
が
共
有
す
る

空
気
で
あ
る
こ
と
を
も
う

一
度

確

か
め
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ

ん
。
そ
し

て
こ
の
日

本
列
島

を
見

直

し
、

埋
も
れ
て

い
る
文
化

財
を
積
極
的
に
増

や

し
保
存
し

て
い
く
こ

と
が
、
現
代

に
生
き

る
私
達

の
勤
め
で
あ

り
、
子
孫
に
対
す
る

責
任
で
あ
り
ま
す
。

こ
う
し
て
文
化
財
保
存
修
理

の
仕
事
が
活
発
化
す
る
こ
と
に

よ

っ
て
、
私
達
業
界
の
産
業
化

が
図
れ
る
の
で
す
。
産
業
化
が

進
め
ば
私
達
業
界
も
閉
塞
的
な

家
業
経
営
か
ら
脱
皮
し
、
社
会

的
使
命
を
担
え
る
企
業
に
成
長

で
き
る
の
で
す
。
現
在

の
よ
う

に
伝
統
文
化
を
個
人
の
力
に
求

め
よ
う
と
し
て
も
、
こ
の
先
は

あ
り
ま
せ
ん
。
社
会
の
力
、
組

織
の
力
を

い
か
に
結
集
し
て
文

化
財
再
生
産
業
を
立
ち
上
げ
、

伝
統
文
化
を
護

っ
て
行
く
か
が

最
も
望
ま
れ
る
と
こ
ろ
で
す
。

最
近
電
車

の
中
で
サ
ラ
リ
ー

マ
ン
を
し
て
い
る
友
人
に
出
会

い
ま
し
た
。
世
間
話
を
し
て
い

る
う
ち
に
、
た
ま
た
ま
彼
が
言

っ
た
何
気
な
い
言
葉
が
心
に
残

っ
て
お
り
ま
す
。
「
君

の
仕
事

は
日
本
が
無
く
な
ら
な

い
限
り

無
く
な
ら
な

い
よ
。
」
私
は
あ

っ
け
に
と
ら
れ
て
聞

い
て
お
り

ま
し
た
。
こ
れ
が
世
間
の
文
化

財
保
存
事
業
に
対
す
る
大
方
の

見
方
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ
の

言
葉
を
文
化
庁
の
皆
様
方
な
ら

び
に
文
化
審
議
委
員
会

の
各
先

生
方
は
ど
の
よ
う
に
お
考
え
に

な
り
ま
す
か
。

「職人の心意気」より

第碍 寸 、ゝや司湯輝F事伍`や単ギら第14号



観
を
保

つ
。
柱

の
足
元
に
は
、

銅

製

の
花

菱

文

様

毛

彫

地

な
　
な
　
こ

魚

々
子
打
ち
胡
麻
柄
付
金

具

を
、
菊
座
と
と
も

に
飾
り
鋲

で
取
付
け
固
め
て
あ
る
。

中

へ
入
る
と
目
を
み
は
る
唐

門
が
現
れ
る
。
屋
根

は
桧
皮

で
葺

か
れ
、
要
所

に
は
竜

・

虎

・
鶴

・
蝶

な

ど

の
動

物

、

松

・
竹

・
花
草
木

、
雲
文
な

ど
、
立
体
感
あ

ふ
れ

る
木
彫

り
が
金
箔
押
し
と
顔
料

で
極

彩
色

に
彩

ら
れ
、
手

の
込

ん

だ
鋳
金
具
も

ふ
ん
だ

ん
に
用

い
ら
れ
て
い
る
。

そ
し
て
車
寄
せ
、
式
台
、
遠

待
、
大
広
間
、
黒
書
院
、
白

書
院
と
二
の
丸
御
殿
は
続
く
。

破
風

に
は
打
出
彫
金
箔
押
金

具
が
、
欄
間

は
両
面
異
な

っ

た
意
匠

の
木
彫
り

の
透
彫
り

４

ま

に
極
彩
色

が
施

さ
れ
、
襖
軸

部

の
壁

面
は
狩

野
派

の
絵
画

が
豪
華
に
飾
る
。

ま
た
天
丼
の
鏡
板
は
多
種
多

様

の
文
様

に
彩
ら
れ
、
帳
台

構
、
違

い
棚
、
襖

の
引
き
手

金

具
は
毛
地
彫

で
、
長
押

の

発

斗

金

具

な

ど

意

匠

に

も

並

々
な
ら
ぬ
工
夫

が
疑
ら
さ

れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
先
人
た
ち

の
叡

智

の
結
晶
を
わ
が
心
と
し
て
、

二
十

一
世
紀

の
日
本

の
文
化

を
生

み
出
す

こ
と

こ
そ
我

々

に
課

せ
ら
れ
た
仕
事

だ
と
信

じ
る
。

は
か
ら
ず
も
今
日
は
文
化

の

日
。
願
わ
く
ば

二
条
城
な
ら

ず
と
も
、
各

地

の
文
化
財

に

触

れ

て

い
た
だ
き
、
日
本

の

文
化
、
す
な
わ
ち
心
を
把
握

し
て
い
た
だ
け
た
ら
と
思
う
。

鋭

の
仕
事
は
平
面
だ
け
で
な

く
立
体
も
作
り
ま
す
。

橋

の
欄
干
な
ど
ｆ
取
〕
付
け

ら
れ

て

い
る

「
擬
宝
珠
」
も

そ

の
ひ
と

つ
。
桃

山
時
代

に

つ
く

ら
れ
た
高
台
寺
御
霊
屋

内
部

の
高
欄
男
柱

（
重
要
文

化
財
）

や
、
伊
勢
神
宮
正
殿

の
葱
花
形

（擬
宝
珠
）

に
そ

の
例
を
見

る
こ
と
が

で
き
ま

す
。

立
体

を
作

る

に
は

「
鍛
金

（打
物
こ

と

い
う
技
法
を
用

い
ま
す
。
擬
宝
珠
を
例

に
工

程
を
説
明
し
ま
し

ょ
う

。
擬

宝
珠

は
胴

・
首

・
頭

の
三

つ

の
部
分
を
作

っ
て
組
立

て
ま

す
が
、
ま
ず
所
要

の
寸
法
に
、

銅
と
首

は
長
方
形

に
、
頭

は

円
形

に

「
地
金
取
り
」
を
し

ま
す
。

次
に
真

っ
赤
に
な
る
ま
で
な

ま
し

（加
熱
）
、
酸
洗

い
を
し

ま
す
。
胴

に
は
装
飾
を
施

し

た
帯

が
あ

る

の
で
、
帯
を

タ

ガ
ネ

と
金

槌

で
打

ち

出

し
、

当

て
金
を
あ

て
て
歪

み
を
取

り
、
形
を
整
え
ま
す
。

こ
こ

ま

で
は
平
板

で
す

が
、

こ

の

し
を
Ｊ
つ

後
円
筒

に
し
、
接
面
を
真
鍮

蝋
で
蝋
付
け
し
ま
す
。

首
は
円
筒
に
し
て
蝋
付
け
の

後
、
叩

い
て
延
ば
し
、
当

て

金
を
使

っ
て
曲
げ

て
所
定

の

形

に
し
ま
す
。
頭

は
当

て
木

と
木

槌

を
使

っ
て
凹
ま

せ
、

硬
く
な
れ
ば
な
ま
す

こ
と
を

繰
り
返
し
、
徐

々
に
凹
ま

せ

て
、
最
後

に
当

て
金
を
使

っ

て
打
ち
叩

い
て
絞
り
ま
す
。

こ
う
し
て
完
全
に
整
形
さ
れ

れ
ば
、

ヤ

ス
リ

で
表

面
を
仕

上
げ
、
キ
サ
ゲ

・
朴
炭

で
滑

ま
少

し
書
き
ま
し

ょ
う
。
平

ら
な
板
金
を
丸

め
る
に
は
叩

い
て
絞

っ
て
ゆ
く

の
で
す
が
、

最
初

は

ク
し
わ

ク
が

で
き

ま

す
。

こ

の
し
わ
を
取
り
、
な

め
ら
か

に
丸

め

て

い
く

の
が

技
と

い
え
ま
す
。

そ
れ
に
は
、
は
じ
め
は
木

の

台

や
木
槌
な
ど
柔
ら
か

い
道

具

を
使

っ
て
無

理
を

せ
ず

、

焦
ら
ず
に
叩

い
て
は
な
ま
し
、

徐

々
に
作

業

を
進

め
ま

す

。

手
触
り
と

い
う

か
、
触
感

に

頼

る
こ
と

に
な
り
ま
す
。
そ

し

て
そ

の
手
加
減

に
よ

っ
て

道

具
も
当

て
金
、
金
槌
と
硬

い
も

の
に
変
え

、
完
成

さ
れ

た
も
の
が
生
ま
れ
ま
す
。

一
方

「鋳
造
叫
と

い
う
技
法

も
よ
く
使

い
ま
す
。

　

せ
こ
つ

鋳
造
は
金
属
、
木
、
石
一膏
な

ど

で
ま
ず
原
型
を
作
り
、

さ

ら

に
鋳
型
砂

で
外
枠

と
内
枠

を
作

り
、
そ
れ
を
合

わ
せ

て

そ

の
隙
間

の
空
間

に
溶

か
し

た
金
属
を
流
し
込
む
も

の
で
、

材
料

の
配
合

に
よ

っ
て
、
青

翻

り
赤

銅

、
黄

銅

、
白

銅

、

響
銅

（佐
波
り
）
と
呼
ば
れ

ま
す
。

白
銅

は
す
ず
を

２５

％
以
上

入

れ
た
も

の
で
、
古
来
鏡

の

素
材

な
ど

に
。
響
銅

は
錫

の

多

い
銅
合
金

で
大
ま

か
な
形

を
鋳
造

で
作

っ
た
後

、
な
ま

し

て
は
叩
く
と

い
う
作
業
繰

り
返

し

て
完
成

し
ま
す
。

こ

れ

は

い

い
音

が
出

る

の
で
、

銅
鐸
な
ど

の
鳴
り
物

に
仕
立

て
ま
す
。

鋳
造
の
持
ち
味
は
、
そ
の
材

質

が
青
銅

は
青
銅
色

に
、
赤

脚
綽
素
赤
色
に
、
黄
銅
は

仙
徳
色

と
時

が
経

つ
に

つ
れ

て
自
然

に
雅
味
あ

る
も

の
に

変
わ
抒

ｒ

い
く

＞」
と

で
、
仏

像
、
銅
鐸
、
銅
鏡

、
仏
教
法

具
、
建
築
金

具
、
茶
道

具
な

ど
多
方
面
に
用

い
ら
れ
ま
す
。

建
築
に
使
う
鋳
造
品
は
、
鍛

造
と
比

べ
る
と
当
然
重
く
な

り
ま
す

の
で
、
ど
ち
ら
を
選

ぶ
か

は
形

状

、
使

用
場

所

、

仕
上
げ

の
色

、
数
量
な
ど
あ

ら

ゆ
る
角
度

か
ら
考
え

て
決

め
ま
す
。

平成 18年度

支 他 庁 陳 情
ら
か

に
し
、
金

ベ
ラ
で
磨
き

上
げ
、
彼
金

・
蹴
彫
を
施

し

ま
す
。
地
彫
な
ど
を
す

る
場

合
は
、
鍍
金

の
前

に
完
全
な

形
に
整
え
ま
す
。

へ
こ

打
物
は
凹
ま
せ
、
叩
く
と

い

う
作
業
を
繰
り
返
す

こ
と

に

よ

っ
て

ク
も

の
ク
に
な

っ
て
い

き
ま
す
。
そ
し

て
職
人
は

こ

の
作
業
を
通
し

て
、
鍛
え

る

こ
と
な
し
に
美

し

い
も

の
は

生

ま

れ

な

い
こ
と

を

学

び
ま

す

。

こ
れ

は
人

間
形

成

に
も

当

て
は
ま

る
心

理

で
は
な

い

で
し

ょ
う
か
。

「鍛
造

（打
物
こ

の
話
を

い

例
年

の
よ
う
に
去

る

四
月

六

日
、
文

化

庁

お

よ
び

文

化

財

建

造

物

保

存

技

術

協

会

へ
の
陳

情

を

実

施

い
た

し

ま

し
た

。

本

年

度

は

陳

情

団

も

八

名

（片
山

一
名
、
川
面

美
術
研
究
所

一
名
、

小

西
美

術

工
藝

社

三
名

、
齋

藤

漆

工

芸

二
名

、

さ

わ

の

道
玄

一
名
、
は
せ
が
わ
美
術

工
芸

一
名
）
と
多
数

の
参
加

を

い
た
だ
き
ま
し
た
。

最
初
に
有
村
文
部
科
学

大
臣
政
務
官
を
訪
問
し
、

約
三
十
分
間
業
界

の
実
情

を
ご
説
明
し
陳
情

い
た
し

ま
し
た
。
そ

の
後
森
政
務

秘
書
官
と
共
に
文
化
庁

の

刈
谷
参
事
官
、
武
内
調
査

官
を
訪
れ
、
陳
情
書
を
提

出
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
文
化
財
建
造
物
保
存

技
術
協
会

で
は
、
村
上
常

務
理
事
、
鈴
木
事
業
部
次

長
、
安
田
管
理
課
長
ら
に

対
応
し
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。陳

情

の
結
果
か
ら
も
う

か

が

え

る

と

こ

ろ

で
す

が
、
国
家
財
政
に
比
例
し

て
文
化
財
保
存
事
業

に
対

す

る
予
算
が
近
年
減
少
傾

向

に
あ
る
こ
と
は
誠
に
残

念

に
思

い
ま
す
が
、
文
化

財
を
保
存
伝
承
し
て
い
く

こ
と
が
わ
が
国

の
文
化
政

策

の
中

心

を

担

う

と

い

う
、
基
本
的
な
方
針

の
必

要
性
を
痛
感

い
た
し
ま
し

た
。

古

♀

↓

|

古

♀

I

♀
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技
術
者
研
修
会

今
年
も
去
年

に
引
き
続
き
、

京
都
市
清
水

の
京
都
市
文
化

財
建
造
物
保
存
技
術
研
修

セ

ン
タ
ー

に
て
研
修
会
を

開
催

い
た
し
ま
し
た
。

３
度

日
と

な

る
今
年

は
、
会
貝
各
社

か

ら
若
手

の
技
術
者
を
中
心

に

派
遣
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

ま
た
材
料
分
野
や
営
業
サ
イ

ド
か
ら
も
参
加

さ
れ
、
技
術

者

の
み

に
と

ど

ま

ら
な

い
、

幅
広

い
交
流
を
図

る
こ
と

が

出
来
ま
し
た
。

引
修
初
日
は
、
文
化
庁
よ
り

武
内
正
和
調
査
官
様
、
京
都

府
文
化
財
保
護
課
よ
り
中
尾

正
治
先
生

に
ご
挨
拶

い
た
だ

き
、
ま
た
全
国
国
宝
重
要
文

化
財
所
有
者
連
盟

の
後
藤
佐

雅
夫
先
生

に

「
文
化
財
修

理

技
術
者

の
視
点
と
心
が
ま
え
」

に

つ
い
て
ご
講
演

い
た
だ
き

ま
し
た
。

２
日
目
の
専
門
教
養
研
修
会

で
は
、
園

田
学
園
女
子
大
学

の

一
新
朋
秀
先
生
、
京
都
造

形
芸
術
大
学

の
中
村
利
則
先

生
、
内

田
俊
秀
先
生
、
ナ
カ

ガ

ワ
胡
粉
絵

具
い

の
中
川
晴

雄
先
生
、
京
都
市
産
業
技
術

研
究
所

工
業
技
術

セ

ン
タ
ー

の
大
藪
泰
先
生

に
、
そ
れ
ぞ

れ

の
専

門
分
野
よ
り
お
話

し

し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

専
門
教
養
的
な
知
識
に
触
れ

る
機
会

は
、

日

々
の
仕
事

の

中

で
は
意
外
と
少
な

い
も

の
で
、
皆
さ
ん
五

つ
の
講

義
を
新
鮮
な
気
持
ち

で
集

中
し
て
受
け
ら
れ
た
よ
う

で
す
。

そ
れ
ぞ
れ

の
専

門

の
立

場
か
ら
阻
疇
さ
れ
吸
収

で

き
る
こ
と
も
多

か

っ
た

の

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

３
日
日
は

「
文
化
財
修

復
現
場
か
ら

の
報
告
嘩
と
し

て
森
本
斜
金
具
製
作
所

の
森

本
安
之
助
氏
、
川
面
美
術
研

究
所

の
荒
木

か
お
り
氏
、
小

西
美
術
工
藝
社

の
岩
本
元
氏
、

さ
わ

の
道

の
飯

田
真

司
氏

、

山
岡
憲
史
氏
が
発
表

さ
れ
ま

し
た
。

翌
日
の
意
見
交
換
会
で
も
皆

さ

ん
口
を

そ

ろ
え

て
仰

っ
て

い
た

の
が
、
普
段

は
自

分

の

仕
事

に
集

中
す

る
あ

ま

り

、

た
と
え

同
じ
現
場

に
入

っ
て

い
て
も
他
業
者

の
仕
事
を
知

る
機
会

が
な

い
と

い
う

こ
と

で
し
た
。

今
回
金
具
、
彩
色
、
漆
、
石

の
保
存
修
復

の
分

野
か
ら
発

表
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、

同
分
野
は
も
ち

ろ
ん
異
分
野

の
発
表
か
ら
も
刺
激
を
受
け
、

文
化
財
修
復

に

つ
い
て
改

め

て
考
え

る
き

っ
か
け

に
な

っ

た
よ
う
で
す
。

研
修
最
終
日
に
は

「
あ
な
た

が
今
後

の
文
化
財
修
復
に
期
待

す
る
こ
と
」
と
題
し
て
、
意
見

交
換
会
を
行

い
ま
し
た
。
参
加

さ
れ
た
皆
さ
ん
か
ら
は
、
修
復

技
術
者
と
し
て
の
自
分
を
今

の

日
本
の
社
会

の
中
に
置

い
て
み

て
、
そ
の
上
で
こ
れ
か
ら
の
文

化
財
修
復
が
ど
う
あ
る
べ
き
か

を
問
わ
れ
る
意
見
が
多
く
寄
せ

ら
れ
ま
し
た
。

「
自
分
が
文
化
財

に
興
味
を

持
ち
、
修
復
業

に
携
わ

る
よ

う

に
な

っ
た

の
は
な
ぜ
か
？

逆

に
他

の
人
た
ち

が
文
化
財

に
関
心
を
持

て
な

い
の
は
な

ぜ
か
。
」
テ」
の
よ
う
な
問

い
か

け
か
ら
、
文
化
財
が

一
般

の

人

々
に
と

っ
て
身
近
な
も

の

に
な
ら
な

い
こ
と

に
は
文
化

財

の
存
続
も
修
復
技
術

の
継

承
も
不
可
能

で
あ

る
と

い
う

う
声
も
聞
か
れ
ま
し
た
。

そ
し
て
こ
の
研
修
会
を
、
文

化
財
を
多
く

の
人

々
に
周
知

し

て
も
ら
う

た
め

の
情
報
発

信
と
啓
蒙

の
場

に
し

て

い

っ

て
は
ど
う

か
と

い
う
提
案
も

寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。

今
回
の
研
修
会
は
、
文
化
財

修

復

業

に
携

わ

る
各

人

が
、

会
社

の
枠
を
越
え

「
修
復
業

界

の
為

に
何

を

す

べ
き

か
」

を
問

い
直
す
き

っ
か
け

に
な

っ
た

の
で
は
な

い
か
と
考
え

ま
す
。

こ

の
意
識
を
途
絶
え

さ
せ

る
こ
と
な
く
、
各
社

そ

れ
ぞ
れ

の
お
仕
事

の
中

で
具

体
化

さ
せ

て

い
た
だ
け
た
ら

幸

い
で
す
。

ま
た
来
年
以
降

の
研
修
会
で

も
今

回
皆
さ

ん
か
ら
出

さ
れ

た
ご
意
見
を
反
映

さ
せ
、
実

行

に
移
し

て

い
き
た

い
と
考

え
て
お
り
ま
す
。

こ
と
、

そ

の
た

め
に

は
文
化
財

の
修
復

に

携

わ

る
者

と

し

て
、

単

な

る
技
術
的
な
貢

献
だ
け

に
と
ど
ま
ら

ず
、
社
会

に
積
極
的

に
働
き
か
け

て

い
か

ね
ば
な
ら
な

い
と

い

を
終
え
て

平
成
１８
年
９
月
５
日
午
９
月
■
日【趣旨。目的】

【実施時期】

【実施場所】

【実施内容】

平成19年度 技術者研修会のお知 らせ

社寺建造物の極彩色・漆塗 り・金具等の保存修理のための

専門教養研修による伝統技術の伝承活動とその公開。

平成 19年 9月 5日 ～8日 l■ )

学校法人池坊学園 (京都市 )

当協議会は、彩色・漆工 。金工等と多岐にわたる伝統技術保存団体である。

後継者育成策であると同時に、社会的に広く文化財修復への理解と認識を

普及するために専門教養研修を公開し、以下のように実施する。

● 社寺建築の見どころ      後藤佐雅夫 氏 (全文連事務局長)

0日 本の文化政策の潮流     吉 本 光 宏 氏 (支化審議会委員。ニッセイ基礎研究所)

0手 と道具について        一 新 月月秀 氏 (園 田学園女子大学教授)

0縄支から奈良時代までの漆刻苧  中 里 寿 克 氏 (鶴見大学教授)

0み ちのくの鉄・みちのくの金   尾 崎 保 博 氏 (平野神社宮司)

予 pJフE泰 (ハ 不 ′レザF藍 7Jヽ プ・ ヲヽ す又ン只至ヨ

● 鉄金物       ● 膠の溶き方・胡粉の練 り方  ● 社寺建造物装飾の歴史

● 彩色復元調査の事例  ● 漆刻苧の研究       ● 作Ⅱ神輿の保存修理

事例発表 (パネル展示 )。 実技演習

【特記事項】 京都市教育委員会・京都市内博物館連絡協議会より教員・学芸貝を研4雰生
として派遣していただき、当協議会の研修生と共に講習していただく。

最終日には研修生の意見交換会を実施する。

●
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1第 17回 |
昨
年
十
二
月
十
六
日
、
大
雪

の
中
教
賀
原
発

（も
ん
じ

ゅ
）

を
見
学
し
、
翌
十
七
日
、
福

井
県
美
浜
町

「
幸

明
庵
」

に

お

い
て
総
会

が
開
催

さ
れ
ま

し
た
。

総
会
に
先
立
ち
、
全
国
国
宝

重
要
文
化
財
所
有
者
連
盟

の

後
藤
佐
雅
夫
事
務
局
長
様

に

よ
る

「
古
代

の
文
様
」

の
講

演

が
あ
り
ま
し
た
。
総
会
議

事

で
は
特
に
会
員
異
動
問
題

で
田
村
漆
工
０
様

の
廃
業
に

伴
う
退
会
を
了
承
し
、
伽
片

山
様
、
翻
は
せ
が
わ
美
術
工

芸
様

の
入
会
が
検
討
さ
れ
ま

し
た
。
総
会
終
了
後
も

慎
重

に
審
議
さ
れ
た
結

果
、
両
社

の
入
会
を
平

成
十

八
年

四
月

一
日
付

で
承
認
さ
れ
る
に
至
り

ま
し
た
。
ま
た
当
協
議

会

の
社
会
的
影
響
力
を

増
す
た
め
に
も
、
会
貝

増
強
は
不
可
欠
で
あ
り
、

会
則
を
変
更
し
材
料
関

係
業
者

の
入
会
を
進
め

て
い
く

こ
と
を
議
決
し

ま
し
た
。

「社寺建造物美術協議会」名簿

平成 18年 3月(五十音順 )

法 人 名 (個人名) 代表者名 所住 TEL・ FAX番号

1 lMl大 谷相模橡鋳所
大 谷 哲

(大谷秀―)

秀 〒537‐0011

大阪市東成区東今里 2‐ 6‐ 20

TEL 06-6971-6571

FAX 06-6971-6511

2 片 山lkl 片 山 富 夫
〒601‐8303

京都市南区吉祥院向田東町 10

TEL 075-322-1236

FAX 075-316-6333

3 (有)川 面美術研究所 善
ル 木 かおり

T616‐8242

京都市右京区鳴滝本町 69‐ 2

TEL 075-464‐ 0725

FAX 075-464-0099

4 岸野美術漆工業 lMl 岸 野   勲
〒321‐ 1404

栃木県日光市御幸町587-2

TEL 0288-53-3366

FAX 0288-54-0072

5 lMl木曽地域地場
産業センター

田 中 今朝春
〒399‐6302

長野県木曽郡楢川村平沢 2272-7

TEL 0264-34-3888

FAX 0264-34-2832

6 lkl小 西美術工藝社
′よヽ 西 美 奈

(小西陳雄)

T108‐0074 東京吉Б港区高輪 2-21-40
国際高輪 ビツレ7F

TEL o3-3447-1481
FAX o3-3447-0736

〒321‐ 1431栃 木県日光市山内2365
TEL o288-54-1198
FAX 0288-54-1196

7 侑)齋 藤 漆 工 芸 齋 藤 敏 彦
〒270‐ 1434

千葉県白井市大山口 Ⅲ19-2

TEL 0474‐ 91-8712

FAX 0474‐ 91-9046

8 lkl さ か  い 酒 井   清
〒520‐2331

滋賀県野洲郡野洲町小篠原 7-1

TEL 0775‐ 37-1178

FAX 0775‐ 87-5355

9 lklさ わ の 道 玄 澤 野 道 玄
〒604‐8232京都市中京区錦小路通

油小路東入る空也町 491

TEL 075-254-3885

FAX 075-254‐ 3886

1 lal鈴木鋳金具工芸社 鈴 木 正 男
〒321‐ 1412

栃木県日光市東和町 57-1

TEL 0288-53-1121

FAX 0288-54‐ 3263

lklは せがわ美術工芸 三 好 金 司
〒822‐0011福 岡県直方市

大字中泉字今林885-26

TEL 0949-24-7211

FAX 0949‐ 24-7221

lkl細 川社寺巧藝社 細 ,II夫 美子
〒651・2242 兵庫県神戸市西区

井吹台東町+5-13-301

TEL 078-997-7178

FAX 078-997‐ 7179

1 邑 田 漆 芸 lkl 邑 田 正 廣
〒607‐8355

京都市山科区西野大鳥井町 118‐ 45

TEL 075‐ 591‐4137

FAX 075-502-0638

| lkl森本鋳金具製作所
森 本 大 隆
(森本安之助)

〒600‐8321 京都市下京区楊梅通

西洞院東入ル八百屋町59

TEL 075-351-3772

FAX 075-361-8877

侑)横 山 金 具 工 房
横 山 智 明

(横山義雄)

〒601‐8394 京都市南区吉祥院

中河原里北町 1牛3

TEL 075-325‐ 4861

FAX 075-325-4862

足

舗
集
後
記
星

先
月
の
研
修
会
で
、
社
寺
建

造
物
美
術
協
議
会
と

い
う
団
然

が
設
立
さ
れ
る
に
至

っ
た
経
緯

を
聞
き
ま
し
た
。

当
初
は
雑
工
事
か
ら

の
脱
却

と

い
う
目
的
が
あ

っ
た
と
の
こ

と
。
個
々
の
会
社
が
孤
立
し
て

い
て
は
で
き
な

い
こ
と
で
も
、

修
復
に
携
わ
る
も
の
同
士
が
団

結
す
る
こ
と
で
叶
え
る
こ
と
が

出
来
る
の
だ
と
感
じ
ま
し
た
。

文
化
財
修
復
業

の
将
来
を
憂

え
る
声
は
多
く
聞
か
れ
ま
す
。

本
当

の
意
味
で
文
化
財
の
価
値

を
高
め
て
い
か
な
け
れ
ば
、
私

た
ち
も
仕
事
を
続
け
て
い
く
こ

と
は
で
き
ま
せ
ん
。

ま
だ
事
務
局
の
仕
事
を
手
伝

わ
せ
て
い
た
だ
く
よ
う
に
な

っ

て
日
は
浅

い
で
す
が
、
こ
れ
か

ら
の
社
美
協
の
活
動
は
、
ま
す

ま
す
そ
う
し
た
目
的
を
持

っ
て

や

っ
て
い
く
こ
と
に
意
味
が
あ

る
の
だ
ろ
う
と
感
じ
て
い
ま
す
。

社
寺
建
造
物
美
術
協
議
会

事
務
局
　
佐
藤
小
絵
子
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