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こ

の
度

の
文
化
審
議
会

に

お

い
て
、
社
寺
建
造
物
美
術
協

議
会

が
選
定
保
存
技
術

の
保

持
団
体

に
認
定

さ
れ
ま
し
た

こ
と
を
、
誠
に
喜
ば
し
く
思

い

ま
す
。
日
頃
か
ら
伝
統
文
化

の

保
存
事
業

に
尽
力

さ
れ

て
来

ら

れ
た
結
果

で
あ

る
と
思
わ

れ
ま
す
。

今

日

で

は

多

く

の
人

に

と

っ
て
、
伝
統
文
化
は
日
常
と

は
縁
遠

い
も

の
に
な

っ
て
し

ま

い
ま
し
た
。
日
本
人
の
生
活

や
価
値
観

が
大
き
く
変
化

し

て
き
た
な
か
で
、
伝
統
文
化
は

現
代
と
は
そ
ぐ
わ
な

い
存
在

に
な

っ
て
し
ま

い
ま
し
た
。
同

時
に
伝
統
産
業
も
衰
退
し
、
存

続
す

ら
危

ぶ
ま
れ
る
状
況

で

あ
り
ま
す
。

し
か
し
伝
統
文
化
は
、
過
去

の
歴
史

の
な
か
に
あ

る
だ
け

で
は
な
く
、
今

日

の
日
本
人

の
生
活

や
文
化

の
中

に
あ

っ

て
こ
そ
、
私
た
ち

の
人
生
を
生

き
生
き
と
し
た
豊

な
も

の
に

し

て
く

れ
る

の
で
は
な

い
で

し
ょ
う
か
。
社
寺
建
造
物
美
術

協
議
会
は
、
発
足
以
来
、
わ
が

国
の
伝
統
文
化
を
支
え
、
現
代

の
中

に
融
合

さ
せ
る
た
め

の

努
力
を
し
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。

こ

の
よ
う

に
厳

し

い
状
況

の

中
で
、
伝
統
技
術
を
伝
え

て
い

く
と

い
う
こ
と
は
、
大
変
ご
苦

労

の
多

い
こ
と
と

は
思

い
ま

す
が
、
こ
れ
か
ら
は
国
民

一
体

と
な

っ
て
支
援

で
き

る
社
会

に
し

て

い
か
な
け
れ
ば
な
ら

な

い
と
思
い
ま
す
。

今
回
の
認
定
を
機
に
、
協
議

会

の
皆
様
方

の
ま
す
ま
す

の

ご
活
躍
を
願
う
と
同
時
に
、
昨

日
と
今

日
と
明
日
が
見
え

る

日
本
づ
く
り
の
た
め
に
、
こ
れ

か
ら
も

よ
ろ
し
く
お
願

い
致

し
ま
す
。

去る7月 20日 の文化審議会において、かねてより念願であった
当協議会の選定保存技術保持団体への答申が認定されました。

選
定
保
存
技
術
保
持
団
体
認
定

お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

攻
部
科
学
大
臣
政
務
官

小

測

子

豊
史
休
奉
技
術
保
持

団
体

の
認
定

に
よ
せ
て

れ
回
法
人
仝
目
目
宝
支
妥
文
化
財
所
有
者
連
盟

事
脅

長

後

藤

佐

雅

夫

こ

の
た
び
は
文
化
庁

か
ら

社
寺
建
造
物
美
術
協
議
会

に

た

い
し
ま
し
て
、
選
定
保
存
技

術

の
保
持

団
体

の
認
定
を
受

け
ら
れ
ま
し
た
こ
と
、
心
よ
り

お
喜
び
申
し
上
げ
ま
す
。

社
寺
建
造
物
美
術
協
議
会

は
平
成

２
年

Ю
月
東
京

に
お

い
て
第

一
回
協
議
会
を
開
催

さ
れ
た
の
に
始
ま
り
ま
す
。
こ

の
会

の
特
徴

は
他

の
会
と

は

異
な
り
、
金
工
部
会
、
彩
色
部
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会
、
漆
部
会

の
三
部
会
が
寄
り

合

っ
て
結
成

さ
れ
た
会

で
あ

り
ま
す
。
そ
れ
だ
け
に
初
代
会

長

で
あ
り
ま
す
小
西
陳
雄
氏

に
は
ご
苦
労

が
あ

っ
た

こ
と

と
思

い
ま
す
。
こ
の
あ
と
第
二

代
会
長

の
澤
野
道
玄
氏

が
積

極
的
に
活
動
さ
れ
、
文
化
庁
の

選
定
保
存
技
術
保
持

団
体

に

認
定

さ
れ
た

こ
と
と
思

い
ま

す
。
こ
の
栄
誉
あ
る
保
持
団
体

の
認
定

に

つ
い
て
少

し
説
明

し
て
お
き
ま
す
。

選
定
録
存
技
術

の
選
定
並

び

に
保
持
者

お
よ
び
団
体

の

認

定

の
基

準

に

つ

い
て
は
、

昭

和

５。
年

文

部

省

告

示

第

１
６
６
号

で
定

め
ら
れ
ま
し

た
。
こ
の
項
の
中
の
第
二
項
に

「
選
定
保
存
技
術

の
保
持
者
又

は
保
持
団
体

の
認
定
基
準
」
が

か
ざ
り

こ

えゝ

に
感
謝

の
気
持
ち
を
込
め
て
、

道
具
に
つ
い
て
記
し
ま
す
。

前
に
も
述
べ
ま
し
た
が
、
先

ず
最
初
に
使
う

の
は

「
あ

て
」

で
す
。
鍛
金
と
ヤ

ニ
板
を
の
せ
、

金
槌
や
木
槌
を
使

っ
て
彫
金

の

技
法
を

こ
な
す
台

で
す
。
欅
、

桜
な
ど
の
堅

い
木

の
十
分
乾
燥

し
た
も

の
の
切
り
休
で
、
こ
れ

に
孔
を
ほ

っ
て

金
床
各
種

の
当

て
金
を
差
し
込

み
ま
す
。
裏

の

平
な
面
だ
け
を

床
と
し
て
使
う

場
合
も
あ
り
ま

す
。次

に

使

う

の
は
、
「
押
木
嘩

で
す
。
“す
り
口

”

と

い
う
平
板
を

カ
ス
ガ
イ
で
固

定
し
、
鑢
仕
事

あ
り
、
「
保
持
者
と
し

て
選
定
保
存

技
術

に

選
定

さ
れ

る
技
術

又

は
技
能
を
正

し
く
体

得

し
、

か

つ
、

こ
れ

に
精
通
し
て
い
る
者
」

と

あ
り
ま
す
。

こ

の

基
準

に
し
た
が

っ
て

す

で
に
森
本
安

之
助

氏
、

大

谷

秀

一
氏
、

横

山
義

雄

氏
、

そ
れ

に
他
界
さ
れ
ま
し
た
川
面
稜

一
氏

（荒
木

か
お
り
氏

の
ご

尊

父
）
等

が
認
定

さ
れ

て

い

ま
す
。
次
に
保
持
団
体
と
し
て

「
選
定
保
存
技
術
に
選
定
さ
れ

る
技
術
又
は
技
能
を
無
存

す

る
こ
と
を
主

た

る
目
的
と
す

る
団
体

（財
団
を
含
む
）
で
当

該
技
術
又
は
技
能

の
保
存

上

適
当
と
認

め
ら
れ

る
事
業
を

行

な
う

も

の
に
と
さ
れ

て
お

り
、
ま
さ
し
く
こ
の
社
寺
建
造

物
美
術
協
議
会

は
之

に
該
当

さ
れ
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

こ

の
会

の
目
的

は
、
本
会

は
、
３
部
会

の
業
者

の
協
力

の

も
と
後
継
者

の
育
成
、
伝
統
技

術
の
保
存
と
伝
承
、
技
術

の
向

上
と
研
究
、
文
化
財
建
造
物
録

存
事
業

の
推
進

に
寄
与
す

る

こ
と
を
目
的
と
し
て

い
ま
す
。

事
業
と
し

て
技
術

の
研
鑽
を

深
め
、
現
場
実
地
斬
修
、
後
継

者

の
育
成
、
材
料

の
確
保
、
会

報

「す

い
か
ず
ら
」
の
刊
行
な

ど
を
実
施
さ
れ
、
大
き
な
成
果

を
あ
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ

の
会
を
ま
す
ま
す
発

展

さ
せ
て
い
く
た
め
に
は
、
社
寺

を

は
じ
め
と
す

る
施
主

の
理

解
が
必
要
で
す
し
、
日
本
の
伝

統
技
術
を
絶

や
し

て
は
な
ら

な

い
の
で
す
。
昨
日
も
中
国
の

専
門
家
に
会

い
ま
し
た
が
、
こ

の
よ
う

な
技
術
保
持
者

は
中

国

に
も
な
く
な

っ
て
き

て

い

る
の
で
、
日
本
人
が
残
さ
な

い

と
東
洋

の
美
術

が
な
く
な

っ

て
し
ま
う
と
申

さ
れ

て

い
ま

し
た
。
私
も
数
年
前
に
中
国
の

西
安
に
行
き
ま
し
た
が
、
す
で

に
ま
が

い
も

の
で
あ

っ
た
し
、

台
湾

に
も
何
度

か
行
き
ま
し

た
が
本
物

が
な
く

な

っ
て
き

て
い
ま
す
。
ま
が
い
物
は
い
つ

「垂
え
係
を
抜
行
保
持
団
体
」

「道具に感謝」より

れ
て
い
ま
す
。

上

の
ほ
う

か
ら
記
し
ま
す

と
、
空
高
く
奪
え
る
千
木
に
は
、

先
端
部

・
風
穴

・
根
本
に
文
様

蹴
彫
入
り
が
、
見
込
み
に
は
三

重
鋪

（鰻
頭
形
）
が
視
ら

れ
ま

す
。
ま
た
、
棟
と

障

泥
板

は

す
べ
て
無
地
の
銅
製
包
金
物
で

覆
わ
れ
、
木
口
に
は
文
様
入
餅

金
物
が
、
勝
男
木

の
木
回
は
直

径
約
６。
セ
ン
チ
で
無
地
の
も
の

を
か
ぶ
せ
て
い
ま
す
。

そ

の
下

の
部
分

は
、
妻

側

か
ら
見
ま
す
と
、
五
角
形
の
棟

桁

・
四
角
形
の
軒
桁

・
破
掘
叛

傍
Ъ

突
き
出
し
た
細
筒
形

の
観

掛

の
木
口
、
梁
と
束
に
は
平
金

物
と
丸
頭
の
鋪
が
整
然
と
配
さ

れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
は
す
べ

て
厚
さ
１
・
６

ミ
リ
板
で
、
屋
根

の

上
は
本
金
箔
三
度
漆
押
、
屋
根

か
ら
下
は
水
銀
箔
五
度
焼
付
彼

金
が
施
さ
れ
て
い
ま
す
。

一
方
、
正
殿

の
軸
部

で
は
、

扉
の
上
の
楯

（ま
ぐ
さ
）
は
木

口
に
、
一屏
に
は
定
規
縁

・
隅

・

中
八
双

・
鍵
座

・
引
手
飢

・
扉み

軸
座

・
三
重
鋪

と
巨
大

な
御

錠

が
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
階
段
に
は
木
国
と
三
重

鋪
が
配
さ
れ
、
高
欄
業

些
猛

の
頭
部
に
葱
花
形

（擬
宝
珠
）

こ
の

『鋳

の
響
』
は
平
成

１４

年
４
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
諸
）
を
受
け

て
転
載
し
た
も

の
で
す
。

（注
）
森
本
安
之
助
氏
は
訪
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
顧
問
を

し
て
お
ら

れ
ま
す
。

羅
え
卜
惑
鴛

い
な
Ｌ
ま
す

社
寺
建
造
物
美
術
協
議
会

会
長

澤

野

道

玄

こ

の
度
文
化
庁

よ

り
当
社
寺
建
造
物
美

術
協
議
会
を

「
選
定

保
存
技
術
保
持
団
体
嘩

に
認
定

い
た
だ
き
ま

し
た

こ
と
、
誠

に
有

り
難
く
厚
く
御
礼
申

し
上
げ
ま
す
と
共
に
、

こ
れ
を
機

に
加
盟

１５

社

が
さ
ら
に

一
九
と

な

っ
て

「
建
造
物
装

森
本
鋳
金
具
製
作
所

飾
嘩
の
分
野
に
お

い
て
そ
の
伝

統

の
心
と
技
術
を
練
磨
し
、
次

の
時
代

に
継
承

い
た
し
ま
す

こ
と
を

お
誓

い
申

し
上
げ
ま

す
。今

日
私
達
を
取
り
巻
く
味

境

は

一
段
と
厳

し
さ
を
増
す

と
こ
ろ
で
す
が
、
「
選
定
保
存

技
術
保
持
団
体
嘩
と

い
う
誇
り

を
糧
に
し
て
、
も
う

一
度
文
化

財
を
無
存

す

る
事
業
と

し

て

加
盟
各
社

が
そ

の
社
会
的
責

任
を
再
確
認
し
、
こ
れ
か
ら
ど

の
よ
う

に
事
業
を
発
展
継
続

さ
せ

て

い
く

か
を
真
剣

に
問

い
直
す
好

い
機
会
と
捉
え
た

く
思

い
ま
す
。

認
定

に
あ
た
り
ま
し

て
御

尽
力
を
賜
り
ま
し
た
関
係
各

位
様

に
あ
ら
た
め
ま

し

て
感

謝

い
た
し
ま
す
と
共
に
、
さ
ら

な
る
ご
指
導
、
ご
鞭
撻
を
お
願

い
申
し
上
げ
ま
す
。
あ
り
が
と

う
ご
ざ

い
ま
す
。

森

本

安
之
助

や
糸
鋸
で
の
透
彫
り
の
作
業
台

に
し
ま
す
。
こ
れ
も
や
は
り
堅

木
で
で
き
て
お
り
、　
一
人
用
と

数
人
で
使
う
大
き
な
も
の
が
あ

り
ま
す
。

「金
槌
」
や

「木
槌
」

の
形

・

大
き

さ

の
制
限
は
あ
り
ま
せ

ん
。
種
類
と
し
て
は
切
リ
タ
ガ

ネ
用
、
打
物
用

（棒
槌
）
、
鋲

釘
打
用
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

「
鋏
」
は
直
刃
、
刃

の
山
が

り

の
浅

い
柳

刃
、

１
ミ
リ
厚

以
下
の
地
金
を
切
る
曲
が
り
の

深

い
曲
刃
な
ど
を
よ
く
使

い
ま

す
。そ

の
ほ
か
、
も
の
を
は
さ
む

「
ヤ
ッ
ト
コ
」
、
針
金
を
切
る

「く

い
き
り
」
。

「ダ
ガ
ネ
嘩
「鑢
」
は
、
技
法
に

よ
り
そ

の
種
類
は
無
数

で
す
。

一
般
に
は
鑢
は
、
形
で
分
け
る
と

平

・
角

二
三
角

・
半

丸

・
丸

銅
、

カ

ン
ビ

シ
な
ど
。

“鑢
目

”
で

見
る
と
荒
日
、
中
日
、
細
日
、

羽

二
重

日
、
油

目
な
ど

が
あ

り
、
「
平

の
油
目
」
な
ど
と
呼

び
ま
す
。

以
上
が
私
た
ち
の
使
う
道
具

の
概
略
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
必

要
に
応
じ
て
特
殊
な
道
具
を
作

る
の
は
当
然
の
こ
と
で
、
各
人

が
作
業
場
で
自
分
の
体
格
や
作

業
内
容
に
合
わ
せ
て
鍛
冶
作
業

も
し
て
い
ま
す
。

あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご

ざ

い
ま
す
。
あ
ら
玉
の
年

の
初

め
に
、
希
望
に
燃
え
る
平
和
の

祈
り
を
、
日
本
人
の
心
の
ふ
る

さ
と
伊
勢
神
宮
で
捧
げ
ら
れ
た

方
も
多

い
こ
と
で
し
ょ
う
。

皆
様
が
お
参
り
さ
れ
る
位
置

か
ら
は
、
ほ
ん
の

一
部
し
か
見

え
ま
せ
ん
が
、
伊
勢
榊
宮
の
正

殿
に
も
多
様
な
鋳
金
具
が
施
さ

で
も
で
き
ま
す
が
、
本
物
は
選

定
技
術
を
所
持

さ
れ
る
方

に

の
み
で
き
る
の
で
、
い
つ
ま
で

も
輝
き
を
失

い
ま
せ
ん
。
こ
の

会
の
技
術
の
伝
承
、
材
料
の
確

保

は
永
遠

の
も

の
で
あ

る
事

を
祈
念
し
、
お
祝

い
の
言
葉
と

さ
せ
て
頂
き
ま
す
。
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獅
部
に
は
根
巻
。
架
木
に
は
居

玉
と
呼
ば
れ
る
、
純
金
線
で
文

様
を
表
し
、
赤

・
白

・
紺

・
黒

の
五
色

の
釉
薬
で
火
焔
を
あ
し

ら

つ
た
華
麗
な
有
線
七
宝
の
鋳

が
見
ら
れ
ま
す
。

ま
だ
ま
だ
書
き
尽
く
せ
ま
せ

ん
が
、
こ
れ
は
神
様
が
安
ら
か

に
心
地
よ
く
お
住
ま

い
い
た
だ

け
る
よ
う
に
と

い
う
、
人
々
の

知
恵
の
結
品
な
の
で
す
。

式
年
遷
宮
に

向
け
て

前
回
、
伊
勢
神
宮

・
正
殿
の

建
物

に

つ
い
て
お
話
を
致

し

ま
し
た
の
で
、
内
部
に
つ
い
て

も
少

し
申

し
上
げ

て
お
き
ま

し
ょ
う
。

ま

ず

御

殿

の
内

部

に

は
、

た
ま
な

い

「
玉
奈
井
」
と
呼
ば
れ
る
御
神

座
が
据
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
御

神
座

の
要
所

に
鯖

」畷
金

具
が

取
り
付
け
ら
れ
、
帳
が
か
け
ら

れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
神
さ
ま

の
装
東
と
、
道
具
や
調
度
品
な

ど

の
御
神
宝

が
収

め
ら
れ

て

い
ま
す
。

そ

の
数

は

七

百

十

四

種

千

五
百
七
十
六
点
と
お
び
た

だ
し

い
も

の
で
、

２。
年
ご
と
に

斎
行

さ
れ

る
式
年
遷
宮

で
す

べ
て
新
調
さ
れ
ま
す
。
御
遷
座

は
浄
間

（暗
が
り
）
の
中
行
わ

れ
ま
す
。

も

ち

ろ
ん

「
新

調

す

る
」

と
申
し
ま
し

て
も
、
そ

の

一

つ
が
染

織

・
木

工

・
漆

工

・

金

工
な
ど
工
芸

の
あ
ら
ゆ
る

分

野

に
ま

た

が

っ
て
お
り
、

単

独

で

の
完
成

品

は
な
く
、

様

々
な
技
が
組

み
合
わ
さ
れ

て

い
ま
す
。
製
作

に
あ
た

っ

て
は
、
そ

の
道

の
第

一
人
者

た
ち
が
完
墜
な
も

の
を
目
指

し
、
私
利
私
欲
を
捨

て
、
無

心

に
、
ひ
た
す
ら
に
、
神
様

に
お
仕
え
す

る
気
持
ち
を
基

に
協
力
し
、
緊
密
な
打
合
せ

と
調
整
を
重
ね
ま
す
。
と
同

時

に
、
親
か
ら
子
、
孫

へ
さ

ま
ざ
ま
に
受
け
継
ぐ
こ
と
は
、

自

分

た
ち

の
義

務

で
あ

り
、

責
任

で
あ

る
こ
と
を
意
識
し

て
仕
事
に
携
わ

っ
て
い
ま
す
。

翻

っ
て
現
代
社
会
情
勢
を

見
ま
す
と
、
日
先

の
計
算

に

と
ら
わ
れ
、
何
事
も
外
国

に

独
存

す

る
風
潮

が
広

が
り
、

伝
統
文
化

の
継
承
は
危
機

に

さ
ら
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
際
、
十
年
後

に
迫

っ

た
伊
勢
神
宮

の
式
年
遷
宮

の

意
義
を
見

つ
め
、
日
本
文
化

の
興
隆

の
た
め
に
国
民

一
人

ひ
と
り
が
行
動
を
お
こ
す

べ

き
な
の
で
は
で
し
ょ
う
か
。

（原
文

の
ま
ま
）

京
都
市
南
区
吉
祥
院

の
工

一房
を
訪
ね
る
と
、
横
山
智
明
さ

ん
と
お
母
さ
ん
の
在
久
子
さ
ん

が
迎
え
て
く
れ
た
。
智
明
さ
ん

は
現
在
父
義
雄
さ
ん
の
仕
事
を

つ
い
で
、
兄
隆
成
さ
ん
と
と
も

に
工
房
を
切
り
盛
り
さ
れ
て
い

る
。工

房

の
別
棟

で
、
和
釘

を

鍛
造
す
る
鍛
造
場
を
見
せ
て
も

ら

つ
た
。
２
畳
ほ
ど
の
小
さ
な

部
屋
に
炉
が
あ
り
、

コ
ー
ク
ス

が
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
前

性
も
増
す
。

智
明

さ
ん
が
父
義
雄

さ

ん

に
つ
い
て
金
物
の
仕
事
を
始
め

ら
れ
た
の
は
、

２。
年
以
上
前

の

こ
と
。
画
家
を
志
望
さ
れ
て
い

た
智
明
さ
ん
だ

っ
た
が
、
家
業

を
継
ぐ
道
に
入
ら
れ
た
。
サ
ラ

リ
ー

マ
ン
よ
り
も
、
ひ
た
す
ら

黙
々
と
仕
事
を
で
き
る
職
人
の

仕
事
に
魅
力
を
感
じ
た
か
ら
だ

と

い
う
。

智
明
さ
ん
が
義
雄
さ
ん
か
ら

教
え
て
い
た
だ

い
た
の
は
、
「物

２
暴
を
叩
け
。
」
と

い
う

こ
と

だ
け
だ
と

い
う
。
実
際
は
物
の

上
を
叩

い
て
い
る
わ
け
だ
が
、

上
を
叩
く

つ
も
り
で
叩
く
と
力

が
加
わ
る
寸
前

で
止
ま

っ
て
し

ま
う
。
裏
側
を
叩
く

つ
も
り
で

金
槌
を
振
り
下
ろ
す
と
、
力
が

十
分
に
加
わ
り
、
グ

ッ
と
鉄
が

延
び
る
の
だ
と

い
う
。
「
火
造

り
を
教
え
る
の
に
は
そ
れ
し
か

言
わ
れ

へ
ん
。
」
と
お
母
さ
ん

も
仰
る
。
智
明
さ
ん
は
父
親
の

そ
の
言
葉
だ
け
が
頭
に
残

っ
て

い
る
の
だ
と

い
う
。
大
半

の
こ

と
は
「親
父
の
叩
く
姿
を
見
て
、

自
分

で
叩

い
て
覚
え
た
。
」
と

の
こ
と
だ

っ
た
。

「
鉄
を
叩
く

の
に
は
、
ど

の

く
ら

い
力
が
要
る
ん
で
し
ょ
う

か
？
嘩
と

い
う
問

い
に
対
す
る

答
え
は
意
外
な
も

の
だ

っ
た
。

叩
く
こ
と
自
体
に
は
ほ
と
ん
ど

力
は
加
え
な

い
。
金
槌
の
重
み

で
仲
ば
し
て
い
く
く
ら

い
の
力

加
減
で
、
ど
ち
ら
か
と

い
う
と

金
槌
を
引
き
上
げ
る
時

の
方
が

力
が
要
る
。
「
た
だ
数
を
叩
く

か
ら
人
が
思
う
よ
り
も
体
力
は

要

る
か
も
し
れ
な

い
ね
。
」
と

の
こ
と
だ

っ
た
。
義
雄
さ
ん
は

に

腰

掛

け
、

火

に
か
け

て

真

っ

赤

に

な

っ
た
鋼
棒

を
金
槌

で
叩

き
延
ば
し
て

い
く
。
上
面

を
叩
き
、
横

面
を
叩
き
し

て
、
楔
形

の

和
釘

の
形
に

一
気

に
成
型

す
る
の
だ
と

い
う
。
鍛
造

作
業
を
十
分

に
行
う

こ
と

で
、
強
度

が

上
り
、
防
錆

智
明
さ
ん
よ
り
も
華
奢
な
体

だ

っ
た
が
、
何
時
間
も
叩
き
続

け
る
こ
と
が
出
来
た
。
仕
事

の

ス
ピ
ー
ド
も
か
な
わ
な

い
と
智

明
さ
ん
は
言
う
。

和
釘
は
洋
釘
と
違

い
、
断
面

が
四
角
く
先
端
に
行
く
ほ
ど
細

い
楔
形
を
し
て
い
る
。
そ
の
た

め
和
釘
は
打
ち
込
め
ば
打
ち
込

む
ほ
ど
木
地
に
食

い
込
み
、
抜

け
に
く

い
。　
一
方
洋
釘
は
寸
胴

の
円
柱
形
を
し
て
い
る
た
め
、

叩
き

は
じ
め
は
入
り

に
く

い

が
、　
一
旦
入

っ
て
し
ま
う
と
上

の
方
は
グ
ズ
グ
ズ

の
状
態

で
、

和
釘

に
比

べ
て
抜
け
や
す

い
。

和
釘
の
四
角

い
断
面
は
地
金
を

鍛
造
作
業
で
叩
き
仲
ば
し
て
い

く
た
め
だ
。
火
に
入
れ
て
叩
く

こ
と
で
、
表
面
に
酸
化
鉄

の
膜

が
出
来
る
。
こ
の

「黒
皮
」
が

錆
止
め
の
役
割
も
す
る
。
磨
き

あ
げ
て
黒
度
を
取
り
除

い
た
も

の
は
、
防
錆

の
処
置
を
施
さ
な

い
と
あ

っ
と

い
う
間
に
錆
び
て

し
ま
う
。

智

明

さ
ん
が
面
白

い
も

の

を
見

せ

て
あ
げ

る
と
言

っ
て

取
り
出
し
て
き
て
く
れ
た
も

の

に
は
、
大
変
驚
か
さ
れ
た
。
木

に
打
ち
込
ま
れ
た
釘
が
、
木
目

に
沿

つ
て
Ｕ
字
に
曲
が

っ
て
い

る
。
Ｕ
字
に
曲
が
る
だ
け
で
な

く
、
節
を
避
け
る
よ
う
に
Ω
形

に
曲
が
る
こ
と
も
あ
る
の
だ
と

い
う
。
鉄

の
釘
が
ふ
に
や
り
と

曲
が

っ
て
い
る
光
景
は
不
思
議

な
も
の
だ

っ
た
。
和
釘
は
硬

い

が
、
軟
ら
か
い
素
材
な
の
だ
と

実
感
さ
せ
ら
れ
る
。
抜
け
に
く

く
、
木
地
を
傷
め
に
く

い
。

現
在
で
は
特
に
釘
な
ど
大
量

生
産
が
必
要
な
物
は
、
鉄
の
固

ま
り
か
ら
叩
き
出
す
仕
事
が
難

し
く
な

っ
て
き
て
い
る
の
だ
と

い
う
。

コ
ス
ト
が
合
わ
な

い
。
海
外

か
ら
も
価
格

の

安

い

「
和
釘
」

が
入

っ
て

き

て

い
る
。
文
化
財
修
復

の
際

に
、
欠
損
し
た
釘
を

補
足
し
、
ま
だ
使
え

る
も

の
を
再
利
用
で
き

る
よ
う

修
理
す

る
こ
と
が
主
体

に

な

っ
て
お
り
、
新
築
物
件

で
の
注
文
は
減

っ
て
き
て
い
る

の
だ
そ
う
だ
。

し
か
し
な
ん
と

い
つ
て
も
鉄

金
物

の
魅
力
は
鍛
造
に
あ
る
と

智
明
さ
ん
は
言
わ
れ
る
。
鍛
造

し
た
鉄
は
表
面
の
叩
き
跡
が
微

妙
な
凹
凸
に
な
り
、
独
特
の
肌

合

い
を
し
て
い
る
。
ま
た
、
叩

い
て
伸
ば
し
た
金
具
は
直
線

的
な
機
械
製
品
に
は
な

い
有
機

的
な
形
を
し
て
い
る
。
叩
い
て

作
る
も
の
に
は
、
ど
れ

一
つ
と

し
て
直
線
が
な

い
。
真
直
ぐ
に

見
え
て
も
、
微
妙
に
ふ
く
ら
み

を
も

つ
て
い
た
り
、
反

っ
て
い

た
り
、
や
わ
ら
か
い
カ
ー
ブ
を

持

っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
が
品
物

に
手
作
業
で
し
か
出
せ
な
い
魅

力
を
か
も
し
出
し
て
い
る
。

将
来
、

智
明
さ
ん
は
、
鉄

の

固
ま
り
か
ら
叩
き
出
し
て
、
鉄

一扉
や
シ
ャ
ン
デ
リ
ア
、
吊
り
看

板
な
ど

の
洋
金
物
を
作

っ
て

み
た

い
と
仰
る
。
鉄
の
魅
力
を

感

じ
な
が
ら
仕
事
を

さ
れ

て

い
る

の
が
伝

わ

っ
て
く

る
お

話
だ

っ
た
。

「宝庫伊勢神宮」より

～横山全具工房を訪ねて～

鍛造 の話
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ヽ

ヽ

丹
蛮

り

～

（株
）
片

山

り

丹

（に
）
塗

・
弁
柄

（べ
ん

が
ら
）
塗
と
呼
ば
れ
る
、
社
寺

建
築

の
柱
な
ど
に
見
ら
れ
る
赤

い
彩
色
は
、
鉱
物
で
あ
る
酸
化

鉛
か
ら
製
造
し
た
赤
色
顔
料
に

よ

っ
て
施
さ
れ
て
い
る
。
元
来

赤
色
は
血
液
を
連
想
さ
せ
る
と

こ
ろ
か
ら

『生

命

力

』

の
象

徴
と
さ
れ
、
多

く
社
寺
建
築
に

利
用
さ
れ
て
き

た
。片

山
さ
ん
は

塗
装

の
仕
事
を

始
め
て
１
０
０

珈
　

年
を
越
え
、
丹

塗，
　

塗
の
技
術
も
先

融
　

代
か
ら
受
け
継

肘

　

ぃ
で
４。
～
５。
年

に
な
る
。

片
山
さ
ん
の
会
社
を
訪
ね
る

と
、
敷
地
の
壁
や
事
務
所
に
上

が
る
外
階
段

の
壁
に
、
ず
ら
り

と
丹
や
弁
柄
、
胡
粉
な
ど
が
塗

ら
れ
た
板
が
掛
け
ら
れ
て
い
る

こ
と
に
ま
ず
驚
か
さ
れ
る
。
社

長
さ
ん
に
う
か
が
う
と
、
今
ま

で
施
工
し
た
全
物
件

の
暴
露
試

験

の
手
板
な
の
だ
と

い
う
。
施

工
し
た
ら
、
実
物
と
同
じ
材
料
、

配
合
、
仕
様

で
数
枚

の
板
を

塗

っ
て
お
き
、
１
枚
は
保
存
用

に
、
そ
の
他
は
雨
風
に
じ
か
に

晒
さ
れ
る
場
所
、
軒
下
、
日
向
、

日
陰
な
ど
の
条
件
を
変
え
て
置

い
て
お
く
。
そ
う
し
て
お
く
こ

と
で
施
工
後

の

経
年
変
化
を

つ

ぶ
さ
に
知
る
こ

と
が
出
来
る
。

膠

と

い

う

天
然
の
バ
イ
ン

ダ
ー
を
使

っ
て

い
る
こ
と

で
、

完
成
直
後
は
き

れ
い
に
上
が

っ

て
い
て
も
、
そ

の
後
の
環
境
で

ど
う
変
わ
る
か
は
予
測
が
出
来

な

い
。
塗

っ
て
１
、
２
年

で
変

色
剥
落
す
る
よ
う
な
恥
ず
か
し

い
仕
事
は
出
来
な

い
か
ら
、
そ

の
後

の
経
過
を
見
て
お
く
必
要

が
あ
る
の
だ
そ
う
だ
。

フ
」
の
仕
事
は
失
敗
の
繰
り
返

し
。
嘩
と
片
山
さ
ん
は
お

っ
し
や

る
。
「同
じ
条
件
で
出
来
る
こ
と

は
こ
と
は
ま
ず
な

い
。
同
じ
も

の
で
も
気
候
が
違
え
ば
、
結
果

は
全
く
違

っ
て
し
ま
う
。
そ
の

失
敗
を
ち
ょ
っ
と
で
も
少
な
く

で
き
る
よ
う
に
こ
う
し
て
や

っ

て
い
る
ん
で
す
。
ま
た
同
じ
所

を
す
る
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な

い
が
、
久
や
る
と

い
う
心
づ
も

り
で
残
し
て
い
る
ん
で
す
。」

こ
う
し
た
手
板
を
残
す
の
に

は
、
手
間
も
場
所
も
か
か
る
だ

ろ
う
。
そ
れ
を
継
続
し
て
続
け

ら
れ
て
い
る
こ
と
に
仕
事
に
封

す
る
熱
意
を
感
じ
た
。

ま
た

「
こ
う

い
う
仕
事
を
し

て
お
金
を
も
ら

つ
て
い
る
か
ら

に
は
、
た
だ
仕
事
を
し
て
、
そ

れ
で
お
し
ま

い
と

い
う
わ
け
に

は
い
か
な

い
。
施
主
に
き
ち
ん

と
説
明
が
出
来
な

い
と

い
け
な

い
。
に
と

い
う
わ
け

で
、
片
山

さ
ん
は
仕
事

の
話
が
あ
る
と
、

必
ず
過
去
の
修
理
報
告
書
な
ど

の
資
料
を
あ
た
り
、
当
時

の
材

料
や
仕
様
、
色
が
ど
う
で
あ

っ

た
か
の
調
査
を
す
る
。
そ
う
し

た
文
献
資
料
と
長
年

の
試
験
結

果
に
基
づ

い
て
色
や
仕
様
を
決

め
る
の
だ
と

い
う
。

技
術
の
伝
承

丹
塗
り
な
ど
の
塗
り
替
え
は

檜
皮

の
修
理
と
同
時
に
さ
れ
る

こ
と
が
多

い
そ
う
だ
。
次
に
塗

り
替
え
る
ま
で
の
ス
パ
ン
が
、

３。
年
く
ら

い
だ
と
ぎ
り
ぎ
り
、

そ
れ
以
上
開

い
て
し
ま
う
と

次
に
伝
え
る
こ
と
が
難
し
く
な

る
。

３。
年

ス
パ
ン
と
す
る
と
、

あ
る
職
人
が
１５
歳

の
時
に
塗

っ

た
場
合
、
将
来
の
改
修
時
に
は

４５
歳
に
な
る
。

３。
歳
な
ら
６。
歳

に
な

っ
て
い
る
。
そ
の
人
が
早

く
に
仕
事
が
出
来
な
く
な
る
か

も
し
れ
な

い
。

３。
年
間
と

い
う

と
１
世
代
だ
が
、
こ
の
間
に
代

替
わ
り
し
た
り
、
廃
業
し
て
し

ま
う
会
社
も
多

い
。

「
会
社
は
続
け
て
い
か
な

い

と

い
け
な

い
。
で
な
い
と
技
術

は
途
絶
え

て
し
ま
う
。
」
と
片

山
さ
ん
。

他

の
伝
統
技
術
同
様
、
現
在

丹
塗
塗
装
を
続

け

て

い
く

の

は
非
常

に
む
ず

か
し

い
状
況

で
あ
る
。

し
か
し
、
片
山
さ
ん
は
久

の

修
理
の
時
に
恥
ず
か
し
く
な

い

よ
う
な
仕
事
を
す
る
の
に
必
要

な
工
期
、
金
額
、
施
工
時
期
と

い
っ
た
条
件
で
な
い
と
、
仕
事
は

請
け
ら
れ
な
い
と
言
う
。
本
業
の

丹
塗
り
で
は
妥
協
は
し
な
い
。

「う
ち
に
は
こ
れ
し
か
な

い
。

う
ち

の
強
み
は
こ
れ
だ
。
嘩
そ

の
た
め
に
丹
塗
り
の
資
料
を
蓄

積
し
続
け
て
い
る
の
だ
と
、
こ

の
言
葉
を
聞

い
て
納
得
が
で
き

た
。
こ
の
仕
事
を
始
め
ら
れ
て

１
０
０
年
を
越
え
る
、
片
山
さ

ん
の
信
念
を
感
じ
る
こ
と
が
で

き
た
。

手板の裏面には使用 した材料と配合比率などが

記録されている。
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第

１８
回

昨
年
１１
月
２４
日
、
笛
崎
宮
を

参
拝
後
、
翌
２５
日
に
タ
カ
ク
ラ

ホ

テ
ル
福

岡
会
議
室

に
お

い

て
総
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

後
藤
佐
雅
夫
先
生

の
記
念

講
演
に
ひ
き
続
き
、
第

一
号
か

ら
第

二
号
ま

で

の
議
案

が
諮

ら
れ
ま
し
た
。

最
初

に
事
務
局

よ
り
前
年

度

の
事
業
報
告
と
今
年
度

の

事
業

予
定

に

つ
い
て
説
明
が

さ
れ
、
今
年
度

の
技
術
者
斬
修

会
に
つ
い
て
は
、
伝
統
技
術

の

伝
承
活
動
を
斯
業
界

に
留

め

る
の
で
は
な
く
、
公
開
発
信
し

て

い
く
上

で
各

界

か
ら
講
演

者
や
研
修
生
を
招
き
、
社
美
協

の
研
修
会

が
応
分

の
社
会
的

評
価
を
受

け

る
ま

で
に
高

め

る
こ
と

に
注
力

し

て

い
く

こ

と
に

一
同
合
意
さ
れ
ま
し
た
。

次

に
会
則
変
更

に

つ
い
て

審
議
さ
れ
、
特
に
会
貝
に
つ
い

て
は
特
別
会
員
を
新
た

に
設

け

る
と

い
う
提
案

が
提
起

さ

れ
ま
し
た
。
こ
の
議
案
に
つ
い

て
は
翌
年

４
月

Ｈ
日

の
通
信

総
会

で
全
会
員

に
よ
る
会
則

変
更

の
投
票
が
行
わ
れ
、
新
会

則
が
採
択
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の

結
果
、
会
員
に
つ
い
て
も
正
会

員
と
特

別
会
員

か
ら
な

る
こ

と
と
入
会

の
規
定

が
新

た

に

決
ま
り
ま
し
た
。

森
本
顧
問

が
閉
会

の
辞

で

仰
ら
れ
た
よ
う
に
、
今
回
の
総

会

で
は
各

委
員

か
ら
前
向

き

な
発
言
が
相
次
ぎ
、
当
協
議
会

の
底
力

の
よ
う

な
も

の
が
ひ

し
ひ
し
と
伝

わ

っ
て
き
ま

し

た
。
当
協
議
会

の
将
来
に
向
け

て
の
指
針

が
示

さ
れ
た
総
会

で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

「社寺建造物美術協議会」名簿
平成 19年 3月(五十昔順 )

「す
い
か
ず
ら
嘩
を
年
２

回
発
行
す
る
こ
と
と
な
り

ま
し
た
。

ま
た
今
号
か
ら
、
会
員

各
社
の
会
社
訪
間
を
は
じ

め
当
協
議
会
の
皆
様

の
仕

事

の
最
前
線
を
紹
介
す

る
な

ど
、
こ
れ
か
ら
会
報
と
し
て
さ

ら

に
充
実

さ
せ

て

い
き
た

い

と
考
え
て
お
り
ま
す
。

今

回
取
材

に
ご
協
力

い
た

だ
き
ま
し
た
仰
片
山
様
、
佛
横

山
金
具
工
房
様
、
あ
り
が
と
う

ご
ざ

い
ま
し
た
。

社
寺
建
造
物
美
術
協
議
会

事
務
局
　
木
村
小
絵
子

，

Ｉ

Ｉ

ユ

Ｈ

Ｉ

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

山片lkl 片 山 冨 夫
〒601‐8303

京都市南区吉祥院向田東町 10

TEL 075-322-1236

FAX 075-316-6333

ltl川 面 美 術 研 究 所 誉 木 かおり
〒616‐8242

京都市右京区鳴滝本町69-2

TEL 075-464-0725

FAX 075-464-0099

岸 野 美 術 漆 工 業 1411 岸 野   勲
■‐321‐ 1404

栃木県日光市御幸町587-2

TEL 0288-53-3366

FAX 0288-54-0072

醐塩尻木曽地域

地場産業振興センター
小 口 利 幸

〒399‐6302

長野県塩尻市木曽平沢2272-7

TEL 0264-34-3888

FAX 0264‐ 34-2832

lMl小 西美術 工藝 社 小 西 美 奈
〒108-0014東 京都港区芝牛45

-田 KMビル3F
TEL 03-5765-1481

FAX 03-3455-9250

lal齋 藤 漆 工 芸 齊 藤 敏 彦
〒250‐0631神奈川県足柄下郡箱根町

イ山石原1285-381

TEL 0460-84-2802

FAX 0460‐ 84‐0770

lul さ  か  ぃ 酒 井   清
〒520‐2331

滋賀県野洲市小篠原 7-1

TEL 0775‐ 87-1178

FAX 0775‐ 87-5355

lklさ わ の 道 玄 澤 野 道 玄
〒604‐3232京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

侑)鈴木鋳金具工芸社 鈴 木 正 男
〒32+1412

栃木県日光市東和町 57-1

TEL 0288-53-1121

FAX 0288-54-3263

lulは せがゎ美術工芸 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

社藝巧寺社細い
■
日
■

細 川 夫美子
〒651‐2242 兵庫県神戸市西区

井吹台東町1-5-13‐ 301

TEL 078-997-7178

FAX 078-997‐ 7179

帥芸漆田口巴

■
■
Ⅲ
■
■

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

Ｈ

Ｈ

爛森本鋳金具製作所
森 本 大

(森本安之助)

隆 〒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
明横 山 智

(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
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