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昨年 11月 から回の補助事業がスター ト

しました。その第一弾として彩色の実

技研修を実施 しました。今回は彩色技

術の初級者を対象に、彩色の基本的な

技法である纏綱彩色の実技研修を行い

ました。実物の斗棋を使い、6日 間に

わたつて胡粉作 りから上塗 りまで通 し

で実習しました。

◆

岩
原
　
慎

今
回
の
研
修
で
は
ま
ず
胡
粉

の
溶
き
方

か
ら
教
え

て
も
ら

い
ま
し
た
。
初
め
て
や
る
こ
と

で
、
膠
を
足
す
時
も
少
し
ず

つ

足
し
て
い
か
な

い
と
上
手
く
行

か

ず

失

敗

た
が
、
と
て
も
繊
細
な
仕
事
だ

な
あ
と
感
心
し
ま
し
た
。

◆

深
井
　
公

練

習
用

に
貸

し

て

い
た
だ

い
た
材
料
は
、
実
物
と
同
じ
も

の
な

の
で
や
り
が

い
が
あ
り

ま
し
た
。
何
色
か
塗

っ
て
い
く

う

ち

に
寺
社

に
塗

っ
て
あ

る

も

の
を
思

い
出
し
、
張
り
合

い

が
出
ま
し
た
。
彩
色
は
漆
と
比

べ
て
直
ぐ
色
が
出
て
、
結
果
が

早
く

こ
れ
も
楽

し

い
こ
と

で

し
た
。

失
敗
も
あ
り
ま
し
た
が
、
初

め

て
に
し

て
は
手
応
え

の
あ

る
研
修

に
な

っ
た
と
思

い
ま

す
。
今
後
仕
事
を
続
け
て
い
く

中
で
、
今
回
伝
統
的
な
仕
事
を

ま
た

一
つ
体
験
し
た
こ
と
で
、

ま
た
新

た
な
気
持
ち

で
仕
事

が
出
来
そ
う
な
気
が
し
ま
す
。

し

て

し

ま

い
ま
し
た
。

そ

れ

で

も

先

生

に

丁

寧

に

教

え

て
も
ら

い
、

少

し

ず

つ

作

業

を

進

め

て

い
き

ま

し

た
。

何

と

か

最

後

ま

で

や

る

こ

と

が

出

来

ま

し

◆ 日 程

◆会 場

◆講 師

◆研修生

平成 19年 11月 26日 ～ 12月 1日

長野県塩尻市木曽平沢 楢川公民館

松村年恒先生 ltl川 面美術研究所

石本 ゆう子 働塩尻木曽地域地場産業センター

石本 則男  lll塩尻木曽地域地場産業センター

岩原 慎   働塩尻木曽地域地場産業センター

広田 純一  働塩尻木曽地域地場産業センター

深井 公   側塩尻木曽地域地場産業センター

宮原 善宗  側塩尻木曽地域地場産業センター

出日 晨太郎 側川面美術研究所

中澤 梢   lth小 西美術工藝社

山田 亜紀子 棚さわの道玄

胡粉作り。先生の動きに真剣に見入る。

胡粉塗り。
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◆

石
本
　
ゆ
う
子

彩
色

の
仕
事

で
は
、
今

の
世

に
あ

っ
て
も
絵
具
を
指

で
練

り
、
指
が
最
も
重
要
な
道
具
の

一
つ
だ
と

い
う

こ
と

に
篤
き

ま
し
た
。
昔
な
が
ら
の
方
法
が

継
承
さ
れ
て
い
る
の
は
、
そ
れ

に
勝

る
も

の
が
な

い
か
ら
だ

と
思

い
ま
す
。
そ
の
よ
う
に
人

そ

の
も

の
を
頼
り

に
す

る
仕

事

に
と

て
も
温

か
み
と
魅
力

を
感
じ
ま
し
た
。

松
村
先
生

の
ご
指
導

は
素

人
に
も
わ
か
り
や
す
く
、
初
歩

的
な
質
問

に
も
丁
寧

に
お
容

え

い
た
だ
き
、
今
回
の
研
修
内

容
に
お
き
ま
し
て
は
、
自
分
の

中

で
理
解

せ
ず

に
終
え
た

こ

と
は
な

い
よ
う

に
思

い
ま
す
。

先
生

の
お
蔭
を
も
ち
ま
し

て

彩
色

へ
の
興
味

が
大

い
に
増

し
ま
し
た
。

◆

宮
原

の
作
業
を
見
、
幅
広

い
お
話
を

聞
け
た

こ
と

は

一
番

の
収
穫

に
な

っ
た
と
思

い
ま
す
。
こ
の

機

に
他

の
職
人

さ
ん

の
工
房

を
拝
見

で
き
た

こ
と
も
刺
激

に
な
り
ま
し
た
。
今
回
黍
加
さ

せ

て

い
た
だ

い
た
彩
色

に
限

ら
ず
、
広

い
視
野
を
も

っ
て
他

の
世
界

に
も
積
極
的

に
触

れ

る
機
会
を
作

っ
て

い
き
た

い

と
思

い
ま
す
。

◆

広
田
　
純

一

今
回
の
経
綱
彩
色
技
術
研
修

会
で
は
、　
一
週
間
に
わ
た
り
下

地
か
ら
仕
上
げ
ま
で
通
し
て
勉

強
す
る
こ
と
が
で
き
た
。　
一
昨

年

の
剥
落
止
補
彩
と
ク
リ
ー

ニ

ン
グ
に
続
き
、
経
験

の
浅

い
自

分
に
と

っ
て
は
大
変
貴
重
な
体

験
に
な
り
ま
し
た
。

講
師

の
松
村
先
生
に
は
、
穏

や
か
な
話

し
方

で
色

々
な
技

法

や
自
分

の
経
験

な
ど
細

か

く
御
指
導

い
た
だ
き
ま
し
た
。

ま
た
他

の
研
修
生

の
方

々
か

ら

の
先
生

へ
の
質

問

の
中

に

も
自

分
が
気

が
付

か
な

い
こ

と
や
新
し
い
発
見
が
あ
り
、　
一

日
が
短
く
感

じ
ら

れ
た

一
週

間
で
し
た
。

◆

石
本
　
則
男

一
番
苦
労
し
た
の
は
絵
具
の

調
合
と
使
用
中

の
調
整

で
し

た
。
う
ま
く
ぬ
れ
た
か
と
思
う

と
薄
く
な
り
、
夢
中
に
な

っ
て

塗

っ
て
い
る
と
濃
く
な
り
す
ぎ

て
ブ

ツ
ブ

ツ
が
出
来
た
り
と
、

学首〔不漆
と
は
異
な
る

画
材
、
技
法
を
用

い
て
の
研
修
は
楽

し
み
な
が
ら
作
業

が
出
来
ま
し
た
。

本

業

も

未

熟

な

中
で
は
彩
色

の
知

識
は
多
少
得
ら
れ

て
も
、
実
際

の
作

業
は
ま
ま
な
ら
ず

た

だ

先

生

を

は

じ

め

先

輩

方

で
き
た
こ
と
は
、
今
後
に

活
き
る
有
意
義
な
経
験
に

な

っ
た
と
思
い
ま
す
。

◆

中
澤
　
梢

普
段

の
作
業
現
場
で
は

な
か
な
か
詳
し
く
聞
く
機

会
を
得
な
か

っ
た

の
で
、

今

回
非
常

に
良

い
機

会

と
な
り
ま
し
た
。
先
生

の

手
を
見
な
が
ら
学
べ
た
の

が
、
ほ
と
ん
ど
初
め
て
の

こ
と
が
多
か

っ
た
私
に
と

っ
て
は
、
と
て
も
あ
り
が
た
か

っ
た
で
す
。

毎

日
指

で
画
材

に
触

れ

て

い
く
う
ち
、
全
く
馴
染
み
が
な

く
扱

い
に
く

い
と
思

っ
て

い

た
も

の
に
少

し
ず

つ
慣

れ

て

い
く
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
ま

た
地
元

の
職
人
さ
ん
や
他
社

の
皆

さ
ん
と
お
し

ゃ
べ
り
を

し
な
が
ら

の
研
修

は
そ
れ
ぞ

れ

の
違

っ
た
見
解

の
発
見

が

共
有
で
き
、
と
て
も
興
味
深
く

思

い
ま
し
た
。

◆

山
田
　
亜
紀
子

枡
修

の
後

に
な

る
に

つ
れ

型
紙
の
切
り
方
、
金
泥
の
溶
き

方
な
ど
細
部

の
こ
と

で
全
く

違
う
合

理
的
な
方
法
を
教
え

て
い
た
だ
き
、
大
変
勉
強
に
な

り
ま
し
た
。
ま
た
職
人
の
方

々

か
ら
、
違
う
立
場
、
視
点
か
ら

見
た
質
問
が
出
て
、
そ
の
こ
と

に
よ

っ
て
理
解

が
深
ま

っ
た

よ
う
に
感
じ
ま
す
。
今
ま
で
材

料

の
特
性

や
値
段

な
ど

に
無

関
心
だ

っ
た
事
を
恥
ず

か
し

い
と
思

い
ま
し
た
。
ど
ん
な
角

度

か
ら

の
質

問

に
対

し

て
も

非
常

に
明
快

で
わ
か
り

や
す

い
回
答
が
得
ら
れ
た
の
は
、
川

面

さ
ん

の
研
究
と
実
績

が
あ

っ
て
こ
そ
。
先
生

の
人
柄
か
、

い
つ
も
何

か
し
ら
笑

い
を
交

え

な
が
ら
和

や
か
に
進
行

し

て
い
た
の
で
、
基
本
的
、
初
歩

的
な
事
柄

で
も

一
か
ら
聞
き

な
お
す
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。

◆

春

日
神
社

（桑
名
市
）
の

青
銅
製
の
鳥
居
を
見
学
。

桑
名
は
古
く
か
ら
鋳
物

の
町

と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
旧

東
海
道
桑
名
宿

の
春

日
神
社

に
は
寛
文

７
年

（
１
６
６
７
）

７
代
藩
主

の
松
平
定
重

が
建

立

さ
せ
た
青
銅
製

の
鳥
居
が

今
も
残

っ
て
い
ま
す
。
鳥
居
は

幾
度

か
戦
災

や
天
災

に
道
う

も
、
そ
の
都
度
修
復
が
な
さ
れ

て
今
に
至

っ
て
お
り
、
伊
勢
湾

台
風

の
時

に
堀

か
ら
流

さ
れ

て
き
た
船

が
衝
突

し
倒
壊

し

た
際

の
傷
跡
が
今
も
残

っ
て

い
ま
す
。

◆

本
田
技
研
工
業
爛

鈴
鹿
工
場
見
学

続

い
て
訪

れ
た
本

田
技

研

工
業
鈴
鹿
工
場
で
は
、
コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
ー
制
御

に
よ
る
最
先

端

の
機
械
設
備
を
駆
使

し
た

組

み
立

て
ラ
イ

ン
を
見
学

し

ま
し
た
。

私
た
ち

の
業

界

の
伝
統

的

な
手
仕
事

と

は
対
照
的
な
物

づ
く
り

の
現
場

で
は
あ
り
ま

す
が
、
意
外
に
も
機
械

の
み
に

頼
る
作
業
は
少
な
く
、
人
が
機

械

の
助

け
を
借
り

て
次

々
と

パ
ー

ン
を
組

み

つ
け

て
行
く

様
子
が
印
象
的
で
し
た
。

組
立
工
場
ラ
イ
ン
を
見
学

金工技術研修会
0日   時

●参 加 者

0研修場所

帥森本銭金具製作所

l●l横山金具工房

平成20年 1月 11日 ～12日

森本 大隆

横山 智明

山本 睦   仰小西美術工藝社

松井 紀明  仰小西美術工藝社

大谷 英一郎 鶴大谷相模撚鋳造所

大谷 雄二郎 棚大谷相模橡鋳造所

石黒 文香  伽さわの道玄

三重県桑名市・鈴鹿市

塗
り
肌
に
納
得
で
き
る
も
の
が

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

伝
統

の
中
で
培
わ
れ
て
き
た

技
法
を

一
つ
マ
ス
タ
ー
す
る
の

は
大
変
だ
と
思

い

ま
す

が
、

こ
れ
を

機

に
産
地

の
文
化

財
修
復

の
仕
事

に

何
と
か
役
立

て
て

い
け
れ
ば
と
思

い

ま
す
。
木
曽
漆
器

組
合

の
文
化
財
修

復
事
業

の
責
任
者

の
立

場

と

し

て
、

こ
の
講
習
会

に
地

一万
の
２。
代

の
青
年

２
名
が
参
加
し
て
く
れ
た
こ
と

が
非
常
に
嬉
し
く
、
心
強

い
も

の
を
感
じ
ま
し
た
。

◆

出
□
　
一辰
太
郎

温
度
、
湿
度
、
光
量
の
安
定

し
た
室
内

の
環
境
で
、
膠
や
水

の
加
減
、
絵
具
の
理
想
的
な
コ

ン
デ
イ
シ

ョ
ン
の
作
り
方
等
、

日
常
の
仕
事

の
中
で
お
ろ
そ
か

に
な

っ
て
い
た
作
業
ム
ラ
を
根

本
か
ら
見
直
す
こ
と
が
出
来
た

と
思
い
ま
す
。
天
候
に
影
響
さ

れ
が
ち
な
現
場
で
の
普
段

の
仕

事
に
姑
し
、
室
内
で
ゆ

っ
く
り

と
基
礎
を
確
認
し
な
が
ら
作
業

第鰐 十 、ゝや`ずら翠

型刷り。型にも工夫が凝らしてある。

完成。

彩色。先生の手許を観察しては作業へ。

春日神社青銅製の鳥居の前にて。

作業も終盤に差し掛かり、さらに集中。

鳥居は経年変化で鈍い黒色に変わっている。

完成した斗棋を囲んで。
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0日   時  平成 20年 11月 30日 ～ 12月 1日

0研修場所  和歌山県高野山

昨
年

秋
も
深
ま

る
頃

に
和

歌

山
県
高

野
山

に
て
会
貝
研

修
会
を
実
施
し
ま
し
た
。

今

回

の
研
修
会

に
は

１０
社

・３
名

の
参
加
が
あ
り
、
講
師
に

和
歌
山
県
文
化
財

セ

ン
タ
ー

の
鳴
海
祥
博
先
生
を

お
迎
え

し
て
、
高
野
山
徳
川
家
霊
台
と

奥

の
院
経
蔵
を
見
学

し
ま
し

た
。徳

川
家

霊
台

は
高

野
山

の

中
心
寺
院

「大
徳
院
」
に
東
照

宮
と
し

て
建
立
さ
れ
た
も

の

で
、
家
康
霊
台

・
秀
忠
霊
台
と

が
並

ん
で
建

て
ら
れ

て

い
ま

す
。
両
霊
台
と
も
全
く

同
型

で
す
が
、
家
康
霊
台
に
は
鳥
居

が
建
ち
、
暮
股
彫
刻
が

「虎
嘩
、

障
壁
画
が

「鷹
」
で
あ
る
の
に

対
し
、
秀
忠
霊
台
は
暮
股
彫
刻

が

「
兎
嘩
、
障
壁
画
が

「獅
子
嘩

に
な

っ
て
い
ま
す
。
霊
台
内
部

は

一
面
に
漆
、
彩
色
、
金
碧
障

壁
画
で
飾
ら
れ
て
い
て
、
須
弥

壇
と
厨
子

は
蒔
絵

の
あ
ら

ゆ

る
技
法

が
駆
使

さ
れ

て

い
ま

す
。
ま
た
、
隅
々
に
打
た
れ
た

鋳
金

具
も
大
変
す
ば
ら
し

い

も

の
で
す
。

奥

の
院
経
蔵

は
石
田
三
成

が
母

の
菩
提
を
弔
う

た
め
に

慶
長
４
年

（
１
５
９
９
）
に
高

麗
版

一
切
経
を
奉
納
す

る
と

共
に
造
営
し
ま
し
た
。
外
観
は

素
木

で
比
較
的
質
素

で
す
が
、

内
部

は
輪
蔵
と
と
も

に

一
面

に
彩
色
が
施
さ
れ
、
桃
山
期

の

彩
色
と
し
て
も
、
と
て
も
貴
重

な
も

の
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

今
回
の
研
修
で
は
、　
一
般
に

は
公
開
さ
れ

て

い
な

い
貴
重

な
文
化
財

の
内
部
を
見

学
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
会
員

炭酸ガス法の型作 り。

珪酸 ソーダを含 む砂型に炭酸ガス

を注入することで、焼 かな くとも

固めることができる。この製法で

作業スピー ドが飛躍的に向上 した。

好 建造物装飾技術国内研修

物
に
抱

い
て
い
た
イ
メ
ー
ジ
を

覆
さ
れ
、
そ
の
技
術
の
素
晴
ら

し
さ
に
思
わ
ず
た
め
息
が
出
て

し
ま

い
ま
し
た
。
大
谷
さ
ん
も

こ
の
技
術
を
目
指
し
て
や

っ
て

き
て
は
い
る
が
、
正
直

い
ま
だ

に
極
め
る
こ
と
は
出
来
な

い
、

鋳
物

の
仕
事
と

い
う

の
は
奥
が

深

い
と
仰
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

伝
統
的
な
鋳
物
製
作

の
業

界
の
こ
と
を
伺
う
と
、
や
は
り

一
番
問
題
に
な

っ
て
い
る
の
は

仕
事

の
量
だ
そ
う

で
す
。
大
阪

で
も

い
く

つ
も
あ

つ
た
工
房
が

仕
事
を
続
け
て
い
く
こ
と
が
で

き
ず
に
店
を
た
た
み
、
今
で
は

一
、
二
件
を
数
え
る
ほ
ど
し
か
残

っ
て
い
な

い
と
の
こ
と
。
大
谷

さ
ん
も
あ
ま
り
に
も
変
化
の
早

い
世
情
に
あ

っ
て
、
仕
事
が
切

れ
目
な
く
続
く
保
障
が
ま

っ
た

く
な

い
こ
と

へ
の
不
安
は
常
に

感
じ
ら
れ
て
い
る
と

い
う
こ
と

で
し
た
。
「人
を
育
て
て
技
術
を

残
し
た
く
て
も
、
仕
事
が
無
け

れ
ば
話
に
な
り
ま
せ
ん
。」
と
強

い
口
調
で
仰
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

そ
の

一
方
で
意
外
に
感
じ
た

の
は
、
「
大
谷
さ
ん
の
長

い
歴

史
の
中
で
見
る
と
、
今
と

い
う

時
代
は
ど
う
で
す
か
？
嘩
と

い

う
問

い
に
対
し
て
、
大
谷
さ
ん

が
今
が

一
番
良

い
時
代
に
思
え

る
と
仰

っ
て
い
た
こ
と
で
す
。

明
治
維
新

の
頃
、
徳
川
か
ら
の

仕
事
を
し
て
い
た
た
め
に
大
変

な
目
に
道

っ
た
り
、
九

一
代
の

間
仕
事
が
無
く
余

っ
た
炭
で
た

ど
ん
を
作

っ
て
生
計
を
立
て
た

時
代
も
あ

っ
た
と

い
う
こ
と
も

聞

い
て
お
ら
れ
る
そ
う

で
す
。

そ
し
て

「戦
災
に
道

い
全
焼
し

ま
し
た
が
、
こ
こ
ま
で
立
ち
直

る
こ
と
が
で
き
た
の
も
先
代
の

お
蔭
だ
と
感
謝
し
て
い
ま
す
。」

と
仰
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

大
谷
さ
ん
は

「今
は
科
学
の

進
歩
の
お
蔭
で
仕
事
が
早
く
出

来
上

が
り
す
ぎ
、
仕
事

が
な

く
な
る
よ
う
な
時
代
に
思

い
ま

す
。
」
と
言
わ
れ
ま
す
。
機
械

化
が
進
み
仕
事

の
ス
ピ
ー
ド
も

ア
ッ
プ
し
て
、
手
作
業
に
は
厳

し
い
納
期
を
迫
ら
れ
る
こ
と
が

あ
り
、
確
か
に
そ
の
面
で
の
苦

労
は
絶
え
な

い
と
の
こ
と
。
し

か
し
そ
れ
で
も
家
族
皆
で
仕
事

を
や

つ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
そ

う

い
う
局
面
も
乗
り
切
る
こ
と

が
で
き
る
の
だ
そ
う

で
す
。
そ

し
て
今

の
時
代
だ
か
ら
こ
そ
、

こ
の
文
化
財
の
仕
事
を
す
る
上

で
は
自
分
の
専
門
に
特
化
す
る

だ
け
で
は
な
く
何
で
も
出
来
る

よ
う
に
な
ら
な

い
と
続
け
て
い

け
な

い
と
仰
ら
れ
て
い
た
の
が

印
象
的
で
し
た
。

国内研修では、4人の研修生がそれぞれの研究テーマに沿つて日本国内各地に取材、研修に赴き、

そこで得た成果や考察をまとめています。

昨年の 11月 から今年 3月 まで 5ケ 月間にわたって実施され、研修終了後にはその成果をまとめて

報告 していきます。

◆研修生および研修テーマ

「社寺建造物における彩色痕の撮影技術に関する研修」

「社寺建築に見られる漆・彩色について」

「各時代における装飾金具の特色」

「保存惨復において使用する材料・今後の課題等につ

抑

生 田 光 晴

齋 藤 潮 美

ヱ酉 井 イ青 裕

(有 )川 面美術研究所

(有 )齋藤漆工芸

(株)さ かヤヽ

(株)さ わの道玄このような大きなものともなると、 6人 がかりでの作業

となる。

修
復
現
場
か
ら
～

ジ
株
式
会
社

大
谷
相
模
縁
鋳
造
所

大
阪
市
今

里

の
工
房
を
訪

ね
、
大
谷
秀

一
さ
ん
に
お
話
を

伺

っ
て
来
ま
し
た
。

株
式
会
社
大
谷
相
模
嫁
鋳
造

所

の
歴
史

は
大
変
古
く
、
創

業

以
来
社
寺

仏
閣

の
鋳
物
製

作

に
従
事

さ
れ
、

元
和

二
年

（
１
６
１
６
）
に
は
撚
位
を
受

け
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
後
も

文
化
９
年

（
１
８
１
２
）
に
は

大
撚
位
を
受
け
、
代

々
そ
の
技

を
受
け
継
が
れ
て
き
ま
し
た
。

戦
中
か
ら
文
化
財
関
係

の
仕
事

を
始
め
ら
れ
、
そ
の
後
空
襲
で

大
阪
四
天
王
寺
か
ら
東
成
区
東

今
里
に
工
房
を
移
さ
れ
現
在
に

至

っ
て
い
ま
す
。

大
谷
さ
ん
は
幼

い
頃
か
ら
先

代
の
仕
事
を
身
近
に
見
て
来
ら

れ
、
ご
く
自
然
に
家

の
仕
事
を

手
伝

い
な
が
ら
鋳
物
の
仕
事
を

始
め
ら
れ
ま
し
た
。

２。
代

の
頃

に
は
弟

の
晴
英
さ
ん
と
共
に
、

先
代
に
つ
い
て
法
隆
寺

の
相
輪

や
名
古
屋
城
の
観
な
ど
の
現
場

に
入
ら
れ
、
以
来
晴
英
さ
ん
と

二
人
三
脚
で
今
日
ま
で
や

つ
て

来
ら
れ
て
い
ま
す
。
現
在
は
長

男
の
哲
秀
さ
ん
が
会
社
を
継
が

れ
、
晴
英
さ
ん
の
二
人
の
息
子

さ
ん
の
英

一
郎
さ
ん
、
雄
二
郎

さ
ん
、
隆
義
さ
ん
と
共
に
家
族

一
九
と
な

っ
て
仕
事
を
さ
れ
て

い
ま
す
。

大
谷
相
模
嫁
鋳
造
所
で
は
原

型
作
り
か
ら
仕
上
げ
ま
で
を

一

貫
し
て
製
作
さ
れ
て
い
ま
す
。

伝
統
的
な
鋳
物

の
仕
事
で
は
ま

ず
型
作
り
が
重
要
で
、
高
度
な

技
術
を
要
し
ま
す
。
使
用
す
る

材
料
や
施
工
法
も
仕
事
に
応
じ

て
変
え
て
い
か
ね
ば
な
り
ま
せ

ん
。
鋳
物
で
は

一
つ
と
し
て
同

じ
仕
事
が
な
い
こ
と
か
ら
、
技

術
を
極
め
る
と

い
う
こ
と
は
非

常
に
難
し

い
の
だ
そ
う

で
す
。

大
谷
さ
ん
曰
く

「何
で
も
数
を

当
ら
な
あ
き
ま
せ
ん
。」
と

の

こ
と
。
何
度
も
繰
り
返
し
試
行

錯
誤
し
て
、
そ
の
積
み
重
ね
で

ど
ん
な
仕
事
で
も
こ
な
せ
る
よ

う
に
な

っ
て
い
く
の
だ
そ
う
で

す
。
昔
の
蝋
型
に
よ
る
仕
事

の

写
真
を
見
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
が
、
そ
の
緻
密
さ
と
自
由
な

動
き
の
表
現
に
、
こ
れ
ま
で
鋳

の
皆

さ
ん
は
ご
自
身

の
専

門

分

野
を
超
え

て
熱
心

に
見
入

ら
れ
、
鳴
海
先
生
に
も
さ
か
ん

に
質
問
が
な
さ
れ
、
意
見
交
換

さ
れ
て
い
ま
し
た
。

ま
た
翌

日
に
は
高

野
山
常

喜
院
御
住
職

で
高

野
山
専
修

学
院

に

て
教
鞭
を
と
ら
れ

て

い
る
加
藤
栄
俊
様
、
蓮
華
上
院

御
住
職

で
高

野
山
高
校
校
長

を
務

め
ら
れ

て

い
る
添

田
隆

昭
様

の
御
講
話
を

い
た
だ
き
、

高
野
山

の
歴
史

や
文
化

に

つ

い
て
お
話
を
お
聞
き
し
ま
し

た
。
仏
教
の
霊
地
で
あ
る
と
同

時
に
、
人
の
営
み
と
文
化
が
連

綿
と
受

け
継

が
れ

て
き
た
高

野
山

の
歴
史

の
厚

み
を
改

め

て
感

じ
さ
せ

て

い
た
だ

い
た

研
修
会
と
な
り
ま
し
た
。

霊台内部の荘厳彩色

現在製作中の大極殿のシビ。
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こ
の

「鉢

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
諾
）
を
受
け
て
転

載
し
た
も
の
で
す
。

（注
）
森
本
安
之
助
氏
は
錫
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
間
を
し
て
お
ら
れ
ま

す
。

修
理
で
わ
か
る

先
人
の
技

国
宝
で
、
世
界
遺
産
で
も
あ

る
元
離
宮
二
条
城
が
今
年
、
築

四
百
年

を
迎
え

ま
す
。
以
前

そ
の
二
の
丸
御
殿
の
大
広
間

一

ち
ょ
う
だ
い
ふ
す
ま

の
間
の
帳
台
襖
定
規
縁
鋳
金
具

（写
真
）
と
引
手
金
具
な
ど

の

修
理
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
が
、
大
広
間

一
の
間
と

い
え

ば
、
慶
応
三
年

（
１
８
６
７
）

十
月
、
十

五
代
将
軍
徳

川
慶

喜
が
大
政
奉
還
を
発
表
し
た
部

屋
。
歴
史

の
重
さ
を
ひ
し
ひ
し

と
感
じ
ま
し
た
。

さ
て
、　
一
般
に
国
宝
や
重
要

文
化
財
の
修
理
で
は
、
使
え
る

も
の
は
全
て
再
利
用
す
る
の
が

原
則
で
す
。
鋳
金
具
も
同
様
で
、

作
業
は
鋳
金
具
の
付

い
て
い
る

建
具
を
取
り
外
す
こ
と
か
ら
始

め
ま
す
。

金
具
そ
の
も

の
は
も
ち
ろ
ん

の
こ
と
、
建
物
を
傷

つ
け
て
は

な
ら
な

い
の
で
十
分
注
意
し
て

い
ね

い
に
作
業
を
行

い
ま
す
。

取
り
外
し
た
も
の
は
そ
の
順
に

必
ず
番
号
を
記
し
ま
す
。
そ
し

て
、
当
方
に
持
ち
帰
り
作
業
を

進
め
ま
す
。

肝
心
な
こ
と
は
、
在
来
品
と

寸
分
違
わ
な

い
も

の
を
作
る
こ

と
。
先
人
達
の
技
を
学
び
、
多

く

の
制
約

の
範
囲
内
で
よ
り
よ

い
も
の
を
納
め
る
よ
う
心
掛
け

て
精
進
し
て
い
ま
す
。

と
は
い
え
、
通
常
の
屋
根

の

葺
替
え
工
事
で
は
、
予
算

の
関

係
か
ら
金
具
ま
で
手
を
か
け
る

こ
と
は
少
な
く
、
金
具
の
修
理

の
周
期
は
、
半
解
体
ま
た
は
全

面
解
体
を
行
う
数
十
年
以
上
何

百
年
と

い
う
こ
と
に
な
り
、
そ

の
酸
化
や
塵
埃
に
よ
る
汚
れ
は

想
像
以
上
の
も
の
で
す
。

仕
事

の
工
程
は
苛
性

ソ
ー
ダ

液
で
汚
れ

，
油
気
を
取
り
、
梅

酢
で
緑
青
を
落
し
ま
す
。
こ
の

と
き

い
つ
も
感
じ
る
の
は
水
銀

箔
焼
付
銑
金

の
優
秀
さ
で
す
。

緑
青

の
層
を
剥
が
す
と
、
金

箆

で
磨
き
上
げ
ら

れ
た
金
鍍

金

の
表
面

が
宏

っ
て

い
る

の

で
す
。
も
ち
ろ
ん
全
体
で
は
な

い
の
で
す
が
、
電
気
メ
ッ
キ
の

仕
上
げ
で
は
こ
う
は
な
り
ま
せ

ん
。
手
技
の
す
ご
さ
を
納
得
す

る
瞬
間
で
す
。

鋳
金
具
の
修
理

・
復
元
に
つ

い
て
、
二
条
城
の
二
の
丸
御
殿
・

大
広
間

一
の
間

「帳
台
襖
定
規

縁
銭
金
具
」
を
例
に
お
話
し
ま

し
ょ
う
。

修
理

・
復
元
に
課
せ
ら
れ
る

の
は
、
在
来
品
と
全
く
同
じ
も

の
を
作
る
こ
と
で
す
。
そ
の
た

め
に
ま
ず
、
薄

い
和
紙
で
形
状
・

文
様

の
拓
本
を
取
り
、
こ
れ
を

も
と
に
型
紙
を
作
り
ま
す
。

こ
の
型
紙
を
刷
り
込
み
刷
毛

で

下

五
ミ
リ
の
銅
板

に
写
し

（形
刷
き
Ｈ
か
た
は
き
）
輪
郭
を

タ
ガ
ネ
で
切
り
取
り
、
地
金
を

取
り
外
し
て
歪
み
を
取
り
ま
す
。

ク
定

規
縁
ク
の
見
付

に
は
、

三
ミ
リ
と
大
ミ
リ
の
厚
み
が
あ

る
の
で
、
輪
郭

の
内
側
に
タ
ガ

ネ

で
溝
を

い
れ
、　
Ｔ

五
ミ
リ

の
板
を
曲
げ
て
そ
の
厚
み
を

つ

く
り
ま
す
。

そ
し
て
ナ
マ
シ
↓
酸
洗

い
↓

「
整
形
」
↓
再
ナ

マ
シ
↓
炭
研

ぎ
↓
バ
フ

（布
）
研
磨
↓
脱
脂

↓
硫
酸
水
銀
塗
↓
金
箔
五
度
押

↓
加
熟
↓
水
銀
焼
抜
き
↓
苗
菓

磨
き
で
水
銀
を
完
全
に
拭
き
取

る
↓
梅
酢
洗

い
↓
ア
ク
抜
き
↓

金
箆
磨
き
↓
米
糊
溶
液
を
薄
く

ぬ
り
、
加
熱
乾
燥
を
経
て
、
よ

う
や
く

「素
地
棒
え
」
が
で
き

あ
が
り
ま
す
。

整
形
で
は
、
当
て
金
を
当
て
、

木
槌

・
金
槌
で
曲
げ
、
完
全
な

形
を
作
り
ま
す
。
米
糊
を
ぬ
る

の
は
、
安
金

の
保
護
と
反
射
を

防
ぐ
工
夫
で
す
。

素
地
が
出
来
た
ら
、

い
よ
い

よ

「彫
り
」
に
入
り
ま
す
。

と
は
い
え
二
条
城
は

ク
関
ヶ

原

多
か
ら
わ
ず
か
三
年
、
世
情

も

い
ま
だ
落
ち
着
か
ぬ
中
、
徳

川
家
康
が
そ
の
威
信
を
か
け
て

築

い
た
城
。

帳
台
襖
定
規
縁
銭
金
具
に
彫

ら
れ
て
い
る
文
様

（写
真
）
も
、

中
央
に

「葵
文
」
を
据
え
、
七

宝
文
で
周
り
を
囲
み
、
そ
の
外

側
に
豊
臣
と
関
わ
り
深

い
「桐
」

を
配
し
、
さ
ら
に
先
端
に
鳳
凰

を
置
く
と

い
う
意
味
深
長
な
も

の
。
文
様

の
流
麗
な
線
に
、
下

絵
を
描

い
た
の
は
名

の
あ
る
絵

師
だ

つ
た
の
で
は
、
と

い
う
想

像
も
ふ
く
ら
み
ま
す
。

『銹 の響 』
森本鋳金具製作所 森 本 安 之 助

平成 20年度社寺建造物装飾技術者研修実施計画

今年度の研修事業を以下の要領で実施します。今年もふるっての参加をお待ちしています。

事

業

概

要

建造物装飾技術のマニュアルの標準化 と練磨、伝承者育成 と技術者の人

材確保を目的として以下の研修会を実施する。

1.建造物装飾技術国内研修  4.固 有技術向上研修会

2.建造物装飾技術海外研修  5。 会員研4多会

3.文化財漆工事実務研修会  6。 後継者養成実技研修会

事
業
期
間

平成 20年 6月 1日 ～平成 21年 3月 81日

容

事

業

内

.建造物装飾技術国内研修   <対 象 :初任 。中級技術者 >

当協議会の技術者研修生が、建造物装飾の中で選定した研究テーマに

沿って、毎月国内各地に赴き調査、研究、手板見本・サンプルなどの製

作を実施する。

日建造物装飾技術海外研修   <対 象 :初任・中級技術者 >

建造物装飾について海外にまで視野を広げて研究テーマを設定し、

当地に赴いて調査、研究を行う。

◆ 金工技術研修会

<対象 :初任者 。中級技術者 >

3H固有技術向上研修会

◆丹塗技術研修会
ケレンから仕上げまで、丹塗技術の実際を実物を用いて実技研修する。

<対象 :中 級技術者 >

たたらの足跡を訪ねる見学会を行い、日本文化における金工について

研イレするとともに、これからの金工のあり方について考える機会とする。

.文化財漆工事実務研修会   <対 象 :初任者 。中級技術者 >

漆工史、成分分析法、調査記録法などの講義と実習を行い、漆の文化

財修復に携わる技術者としての実務を学ぶ。

会員研修会 <対象 :会員 >

文化庁よりご推薦いただいた韓国の文化財保存技術の関連施設におい

て、韓国の修復技術を研修する。

6日 後継者養成実技研修会

京都伝統工芸大学校他 3校 と連携し、文化財建造物装飾に関心のある

後継者を各事業所に受け入れ、仕事の実際を体験してもらうことで、人

材の確保に繋げる。
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る
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通
常
総
会
報
告

昨
年
１２
月
に
平
成
２。
年
度

の

総
会
を
開
催
し
ま
し
た
。
会
員

１０
社
１０
名
の
出
席

の
も
と
、
活

発
な
議
論
が
交
わ
さ
れ
ま
し
た
。

議
事
内
容
と
し
て
は
、
こ
れ

ま
で
会
長
が
会

の
運
営
を

一
手

に
引
き
受
け
て
来
ま
し
た
が
、

今
後
は
会
長
、
副
会
長
を
中
心

と
す

る
役
員

の
合
議
制

で
進

め
、
そ
れ
を
全
会
員
に
諮

っ
て

い
く
こ
と
が
決
ま
り
ま
し
た
。

会

の
運
営
に
複
数
が
恭
画
し
て

い
く
こ
と
で
の
活
性
化
が
期
待

さ
れ
ま
す
。
さ
ら
に
、
会

の
基

金
を
設
立
し
財
政
基
盤
を
固
め

て
い
こ
う
と

い
う
こ
と
も
全
会

一
致
で
決
ま
り
ま
し
た
。

去
年
社
美
協
は

ク
建
造
物
装

飾

ク
と

い
う
ジ
ャ
ン
ル
で
国
の

選
定
保
存
技
術
保
存

団
体

の

認
定
を
受
け
ま
し
た
。
会
を
取

り
巻
く
環
境

の
変
化
と
と
も

に
、
社
美
協

の
こ
れ
か
ら
に
つ

い
て
も
会
員
全
員

で
話
し
合

う

べ
き
時
期
に
来

て
い
ま
す
。

今
回
の
総
会
で
は
、
そ
う
し
た

変
化
を
出
席
者
全
員

で
共
通

認
識
す

る
こ
と

が

で
き
た
と

思

い
ま
す
。
さ
ら
に
今
年

２
月

に
は
臨
時
総
会
を
開
催
し
、
副

会
長
の
選
出
も
含
め
、
社
美
協

の
今
後

の
方
針
を
諮

っ
て

い

く
こ
と
に
な

っ
て
い
ま
す
。
会

員

の
皆

さ
ん

の
意
見
を
尽
く

し

て
社
美
協

の
こ
れ
か
ら
を

方
向
付

け

て

い
く
臨
時
総
会

に
な
る
こ
と
と
思

い
ま
す
。

「社寺建造物美術協議会」名簿
平成 19年 3月(五十音順 )

今
号

は
昨
年

■
月

か
ら
始

ま

っ
て

い
る
研
修
事
業

の
報

告
を
中
心

に
掲
載

さ
せ

て

い

た
だ
き
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
に

彩
色

・
金
工
部
門
の
研
修
と
会

員
研
修
、
国
内
研
修

（継
続
中
）

を
す
で
に
実
施
し
て
お
り
、
今

後
も
漆
研
修
、
後
継
者
養
成
研

修
と
続
き
ま
す
。

研
修
事
業

は
今
年

か
ら
始

ま

つ
た
ば
か
り
、
す
べ
て
が
初

め
て
の
経
験
で
す
。
今
回
の
経

験
を
久
か
ら

の
斬
修

に
活

か

し

て

い
け
れ
ば
と
思

っ
て
お

り
ま
す
の
で
、
ご
意
見
、
ご
要

望
な
ど
お
寄

せ

い
た
だ
け
ま

し
た
ら
幸

い
で
す
。

社
寺
建
造
物
美
術
協
議
会

事
務
局
　
木
村
小
絵
子

lMl大 谷相模禄 鋳所
大 谷 哲 秀

(大谷秀―)

¬〓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 075-316-6399

lal川 面 美 術 研 究所 荒 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 lkl 岸 野   勲
〒321引 404

栃木県日光市御幸町587-2

TEL 0288-53-3366

FAX 0288-54‐ 0072

lMl塩尻木曽地域

地場産業振興センター
イヽ  口 利

〒399‐6302

長野県塩尻市木曽平沢 2272‐ 7

TEL 0264-34-3888

FAX 0264-34-2832

lkl小 西美術 工藝社 小 西 美 奈
〒108‐0014東京都港区芝 牛牛5

=田 KMビ ル 3F
TEL 03-5765-1481

FAX 03-3455‐ 9250

lal斎 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

憾) さ  か  い 酒 井   清
〒520‐ 2331

滋賀県野洲市小篠原 7-1

TEL 0775-87-1178

FAX 0775-87-5355

lMl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

lal鈴木錫金具工芸社 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

lMl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 川 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

邑 田 漆 芸 伽 邑 田 正 廣
T607‐8355

京都市山科区西野大鳥井町相8-45

TEL 075-591-4137

FAX 075-502‐ 0638

lkl森本鋳金具製作所
隆

，大
鋤安本

林
森
ぐ

〒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

lal横 山 金 具 工 房
横 山 智 明

(横山義雄)

〒601‐8994 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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