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【瓦葺師】
瓦は古代朝鮮半島の「百済」から仏教と共に日本へ伝わったとされている。
長い歳月を経て一般住宅でも使われるようになったが、昨今は減少傾向にある。
社寺仏閣・文化財等の現場では多く使用されているものの、瓦葺師の活躍する場は少なくなりつつある。
そんな厳しい状況の中でも活躍されている二人の瓦葺師にお話しを伺う。（金戒光明寺山門修復工事現場にて）

昨
今
、建
設
業
界
に
お
い
て
職
人
の
技
術
を
発
揮
す
る
場
が
減
少
し
、職
人
の
取
り
巻
く
環
境
は
厳
し
く
、

職
人
を
諦
め
て
い
く
人
も
い
る
。
し
か
し
、高
い
技
術
を
持
っ
た
職
人
の
存
在
は
絶
対
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。

い
ま
こ
そ
、こ
の
京
都
で
名
工
を
見
つ
け
だ
し
た
い
。

一
金戒光明寺 山門

京
都
の
名
工

瓦葺師

前
まえ

田
だ

義
よし

則
のり

さん
（有）竹村瓦商会　瓦葺師

昭和28年（1953）熊本県生まれ
一級瓦葺技能士

平成14年度 現代の名工

木
き

村
むら

紳
しん

一
いち

郎
ろう

さん
（有）竹村瓦商会　瓦葺師

昭和47年（1972）岐阜県生まれ
一級瓦葺技能士

平成20年度 明日の名工 （一社）京都府建築士会



屋根瓦は建物や時代によって表情が異なり、人の手で作られた鬼瓦は一つとして同じものはない。
棟積には、甍唐草と甍巴の上に熨斗を積んだ「甍棟」や、輪違い・菊丸・青海波などで組み合わせた「組棟」がある。
軒丸瓦には巴文や寺紋・家紋を入れたものがある。このように様々な表情を見せるのが屋根瓦の魅力であり、
瓦葺師の職人技の見せ所である。

清水寺 仁王門

清水寺 三重塔

東寺 東大門清水寺 田村堂清水寺 馬駐

妙心寺 法堂 妙心寺 南総門妙心寺 仏殿妙心寺 山門

妙心寺 法堂

東寺 東大門

東寺 東大門

妙心寺 仏殿

清水寺 田村堂

妙心寺 法堂

妙心寺 山門

清水寺 馬駐

妙心寺 山門

金戒光明寺 山門

清水寺 三重塔

清水寺 仁王門

清水寺 馬駐

金戒光明寺 山門

清水寺 馬駐

妙心寺 仏殿

清水寺 三重塔

竹村瓦商会の仕事

さまざまな表情を見せる屋根瓦

▼鬼瓦

▼棟積（妙心寺仏殿は、甍棟。その他は組棟。）

▼軒瓦（妙心寺法堂は、寺紋入りの軒丸瓦。その他は巴瓦。）

（一社）京都府建築士会
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屋
根
勾
配
に
つい
て

山
門
の
屋
根
は
上
層
と
下
層
が
あ
り
、
上
層
は

矩
勾
配
で
す
。
下
層
の
ほ
う
が
上
層
に
比
べ
て
勾

配
は
緩
や
か
で
す
。
反
り
屋
根
の
場
合
、
軒
先
の

勾
配
が
緩
く
な
り
雨
水
が
溜
り
易
く
な
る
の
で
、

平
瓦
は
３
枚
重
ね
で
、
１
枚
が
割
れ
て
も
雨
漏
り

し
な
い
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
葺
き
足
は
瓦
の
大

き
さ
で
決
ま
り
、
平
瓦
の
葺
足
は
４
寸
５
分
に
な

り
ま
す
。
こ
の
修
復
工
事
で
は
３
万
枚
の
瓦
が
使

用
さ
れ
ま
し
た
。

直
線
は
ま
っ
す
ぐ
、

曲
線
は
滑
ら
か
に

屋
根
の
軒
先
の
線
は
、
生
命
線
と
呼
ば
れ
る
く

ら
い
大
事
な
と
こ
ろ
で
、
軒
巴
（
軒
先
の
丸
瓦
）

の
上
端
は
ま
っ
す
ぐ
に
通
し
、
軒
反
り
は
緩
や
か

な
美
し
い
曲
線
が
出
る
よ
う
に
し
ま
す
。
そ
の
た

め
に
は
敷
き
平
瓦
と
瓦
座
が
き
っ
ち
り
納
ま
っ
て

い
る
こ
と
が
大
事
で
、
瓦
葺
師
が
敷
き
平
瓦
の
形

状
を
瓦
座
に
光
付
け
し
、
そ
の
線
に
従
い
大
工
さ

ん
に
瓦
座
を
削
っ
て
も
ら
い
ま
す
。
こ
の
光
付
け

が
軒
反
り
の
美
し
い
曲
線
を
出
す
た
め
の
大
事
な

作
業
と
な
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
棟
積
の
線
、
降

棟
・
隅
棟
の
線
が
綺
麗
な
曲
線
を
描
い
て
い
る
こ

と
も
大
切
で
す
。
棟
や
箕
甲
な
ど
は
、
瓦
納
ま
り

の
施
工
図
や
原
寸
図
を
描
き
、
十
分
な
検
討
を
行

っ
て
か
ら
葺
き
ま
す
。

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

前
田
義
則
さ
ん

金
戒
光
明
寺
山
門
の

屋
根
修
復
工
事
に
つい
て

今
回
の
金
戒
光
明
寺
山
門※
１

で
は
鬼
瓦
な
ど
の
役

物
と
下
層
の
西
面
を
除
く
す
べ
て
の
瓦
を
新
調
し

ま
し
た
。
こ
の
工
事
で
使
用
さ
れ
た
瓦
は
、
三
河

の
瓦
で
す
。
砂
気
を
含
ん
だ
粒
子
の
荒
い
土
の
性

質
か
ら
、
高
温
で
焼
い
て
も
曲
が
り
に
く
く
凍
害

に
強
い
瓦
で
す
。

葺
き
替
え
は
元
来
の
土
葺
き
で
は
な
く
、
空
葺

き
工
法※
２

で
行
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
瓦
が
落
ち

な
い
よ
う
に
平
瓦
を
一
枚
一
枚
銅
線
で
縛
っ
て
い

き
ま
し
た
。
棟
積
も
同
じ
で
す
。
空
葺
き
は
調
整

が
難
し
く
、
特
に
屋
根
の
反
り
を
作
り
出
す
の
に

苦
労
し
ま
し
た
。

土
葺
き
の
場
合
は
多
少
、
融
通
が
利
く
の
で
す

が
、
空
葺
き
の
場
合
は
、
瓦
下
の
木
下
地
か
ら
し

っ
か
り
と
作
ら
な
い
と
美
し
い
曲
線
が
出
ま
せ

ん
。
大
工
さ
ん
に
細
か
い
内
容
を
伝
え
て
、
木
下

地
を
作
っ
て
も
ら
い
ま
す
。
美
し
い
屋
根
の
線
を

出
す
の
も
大
工
さ
ん
の
協
力
が
必
要
と
な
り
ま

す
。葺

き
土
に
つい
て

下
層
の
西
面
は
、
既
存
の
瓦
を
使
用
し
葺
き
土

を
使
っ
て
葺
き
ま
し
た
。
何
年
も
寝
か
し
た
土
を

使
い
ま
す
。
即
席
で
練
っ
た
土
は
駄
目
で
す
。
何

回
も
練
っ
て
粘
り
を
出
し
ま
す
。
粘
り
の
あ
る
土

は
、
粘
着
性
が
出
て
瓦
と
の
密
着
度
が
高
ま
り
ま

す
。
文
化
財
の
仕
事
で
は
、
既
存
の
土
を
降
ろ
し

て
新
し
い
土
を
追
加
し
練
っ
て
使
う
こ
と
も
あ
り

ま
す
。

絶
対
に
雨
漏
り
を
さ
せ
て
は
い
け
な
い

そ
れ
に
美
観
が
求
め
ら
れ
る

瓦
葺
く
時
に
一
番
、
気
を
つ
け
て
い
る
と
こ
ろ

は
「
雨
漏
り
を
さ
せ
な
い
こ
と
。」
で
す
。
特
に

大
き
な
屋
根
は
、
雨
量
も
多
い
の
で
葺
き
方
に
は

十
分
気
を
付
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
勾
配
が

き
つ
い
ほ
う
が
雨
漏
り
は
し
に
く
い
の
で
す
が
、

き
つ
す
ぎ
る
と
屋
根
が
大
き
く
な
り
、
不
恰
好
に

な
り
ま
す
。
そ
の
バ
ラ
ン
ス
が
難
し
い
で
す
。

当
時
の
信
仰
心
の
強
さ
と

仕
事
に
対
す
る
熱
意
を
想
像
す
る

当
時
の
信
仰
心
の
強
さ
と
仕
事
に
対
す
る
気
持

ち
は
想
像
で
き
な
い
く
ら
い
凄
い
も
の
だ
っ
た
と

思
い
ま
す
。
こ
ん
な
大
き
な
屋
根
を
機
械
も
な
い

の
に
す
べ
て
人
力
で
や
っ
て
い
た
と
考
え
る
と
、

我
々
は
恵
ま
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
時
代
に
生
ま
れ

た
こ
と
を
感
謝
し
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
。
機
械
が

あ
る
お
か
げ
で
、工
期
を
短
く
す
る
こ
と
が
で
き
、

た
く
さ
ん
の
現
場
に
携
わ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
か

ら
。瓦

ば
か
り
で
な
く

建
物
に
関
す
る
知
識
が
必
要

屋
根
は
建
物
外
観
の
半
分
近
く
を
占
め
、
瓦
の

で
き
具
合
で
、
建
物
全
体
の
美
観
に
影
響
を
及
ぼ

し
ま
す
。
屋
根
瓦
と
建
物
の
調
和
が
大
事
で
、
完

成
し
た
時
の
姿
を
予
想
し
な
が
ら
、
葺
か
な
け
れ

ば
い
け
ま
せ
ん
。
屋
根
瓦
は
、
そ
う
い
う
重
要
さ

を
持
っ
て
い
ま
す
。
瓦
の
こ
と
だ
け
考
え
て
仕
事

を
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
、
建
築
に
関
す

る
こ
と
を
見
る
な
り
聞
く
な
り
勉
強
す
る
こ
と
が

必
要
で
す
。

京
都
で
さ
ま
ざ
ま
な
時
代
様
式
と

瓦
の
歴
史・奥
深
さ
に
触
れ
る

我
々
の
大
先
輩
で
あ
る
先
人
の
技
術
を
学
ぶ
た

め
に
、
休
日
に
は
、
双
眼
鏡
を
持
っ
て
京
都
中
の

古
建
築
を
見
て
回
り
ま
し
た
。
ま
た
、
会
社
の
近

く
に
は
妙
心
寺
と
い
う
大
き
な
お
寺
が
あ
り
ま
す

の
で
、
分
か
ら
な
い
こ
と
が
あ
れ
ば
駆
け
つ
け
て

見
に
行
っ
た
も
の
で
し
た
。
今
ま
で
、
歴
史
あ
る

京
都
で
国
宝
・
重
要
文
化
財
の
仕
事
を
さ
せ
て
も

ら
い
、
い
ろ
ん
な
時
代
様
式
の
瓦
に
出
会
う
こ
と

が
で
き
、
瓦
の
歴
史
の
奥
深
さ
を
知
り
ま
し
た
。

京
都
と
い
う
土
地
だ
か
ら
こ
そ
、
た
く
さ
ん
勉
強

が
で
き
た
と
思
い
ま
す
。

最
大
限
の
技
術
を
発
揮
す
る

京
都
の
社
寺
建
築
は
観
光
名
所
が
多
く
短
期
間

に
修
復
工
事
を
終
わ
ら
せ
よ
う
と
工
期
が
短
く
設

定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
で
す
。
予
算
も
厳
し

い
こ
と
も
あ
り
、
手
間
を
掛
け
て
い
ら
れ
な
い
場

合
も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
瓦
は
何
百
年
も
残
っ

て
い
く
も
の
。
そ
こ
で
手
を
抜
く
こ
と
は
考
え
に

く
い
で
す
。
恥
ず
か
し
い
仕
事
は
し
た
く
あ
り
ま

下層の屋根

上層の屋根

（一社）京都府建築士会
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せ
ん
。
予
算
内
で
納
め
る
こ
と
は
第
一
条
件
で
す

が
、
そ
の
中
で
で
き
る
限
り
の
こ
と
は
や
り
た
い

と
考
え
て
い
ま
す
。
今
ま
で
引
き
継
が
れ
て
き
た

技
術
を
後
世
に
引
き
継
ぐ
た
め
に
は
、
最
大
限
の

技
術
を
発
揮
し
て
い
く
。
こ
れ
が
伝
統
を
守
る
方

法
で
あ
り
、
後
世
へ
と
引
き
継
が
れ
て
い
け
れ
ば

と
思
い
ま
す
。

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

木
村
紳
一
郎
さ
ん

金
戒
光
明
寺
山
門
の
下
層

私
は
主
に
下
層
の
屋
根
を
葺
き
ま
し
た
。
下
層

に
は
受
け
平
と
い
う
瓦
が
あ
り
、
上
層
か
ら
落
下

し
て
く
る
雨
水
か
ら
丸
瓦
・
平
瓦
を
守
り
ま
す
。

下
層
の
屋
根
の
特
徴
は
、
上
層
よ
り
も
勾
配
が
緩

い
こ
と
で
す
が
、
そ
の
理
由
は
、
上
層
の
屋
根
ほ

ど
雨
が
当
た
ら
な
い
の
で
勾
配
を
き
つ
く
す
る
必

要
が
な
い
と
い
う
の
が
あ
り
ま
し
て
、
上
層
よ
り

も
屋
根
面
を
小
さ
く
し
見
た
目
の
バ
ラ
ン
ス
を
取

る
た
め
だ
と
い
う
話
も
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
勾
配
の
緩
い
屋
根
は
、
勾
配
の
き
つ
い
屋
根

よ
り
も
雨
仕
舞
に
気
を
つ
け
て
葺
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
で
、
余
計
に
気
を
使
い
ま
す
。

瓦
を
葺
く
の
も
捲
る
の
も
好
き

仕
事
を
し
て
い
て
不
思
議
と
「
辛
い
」
と
感
じ

た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
工
期
が
厳
し
く
て
休
日

も
出
勤
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
も
あ
り
ま
す

が
、
瓦
を
触
っ
て
い
る
う
ち
に
辛
さ
は
ど
こ
か
へ

飛
ん
で
し
ま
っ
て
い
ま
す
。

一人
で
は
瓦
は
葺
け
な
い

一
人
で
は
こ
の
よ
う
な
大
き
な
屋
根
は
決
し
て

葺
け
ま
せ
ん
。
み
ん
な
の
協
力
が
あ
っ
て
こ
そ
葺

き
上
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
人
間
関
係
が
ギ
ス

ギ
ス
し
て
い
た
ら
仕
事
へ
の
意
欲
さ
え
失
っ
て
し

ま
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
い
つ
も
チ
ー
ム
ワ
ー
ク
・

人
の
和
を
大
切
に
し
て
い
ま
す
。

心
を
込
め
て
葺
く
こ
と

仕
事
を
す
る
上
で
は
何
で
も
そ
う
な
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
が
、「
綺
麗
に
葺
け
た
」
と
結
果
に
こ

だ
わ
る
だ
け
で
は
な
く
、
心
を
込
め
て
葺
く
こ
と

が
大
事
だ
と
思
い
ま
す
。
常
に
そ
の
よ
う
な
心
掛

け
で
葺
い
て
い
れ
ば
、
結
果
が
後
か
ら
付
い
て
く

る
と
思
い
ま
す
。「
な
る
べ
く
瓦
が
長
く
持
つ
よ

う
に
。
下
か
ら
見
て
お
か
し
く
な
い
よ
う
に
。」

を
心
掛
け
て
葺
い
て
い
ま
す
。

瓦
の
魅
力
は
再
利
用
で
き
る
と
こ
ろ

飛
鳥
時
代
に
作
ら
れ
た
瓦
が
、
今
で
も
現
役
で

活
躍
し
て
い
ま
す
。
千
年
以
上
も
風
雨
に
さ
ら
さ

れ
て
も
残
っ
て
い
く
瓦
は
、
何
回
も
リ
サ
イ
ク
ル

が
で
き
る
。
職
人
の
命
は
果
敢
な
く
、
長
く
て
も

１
０
０
年
。
葺
き
替
え
る
時
は
、
次
の
時
代
の
人

へ
と
移
り
変
わ
っ
て
い
ま
す
。
瓦
を
葺
く
時
に
込

め
た
思
い
が
、
次
の
時
代
の
人
へ
伝
わ
れ
ば
と
思

い
ま
す
。「
こ
ん
な
こ
と
や
っ
て
い
る
の
か
。
な

か
な
か
や
る
ね
。」
と
思
わ
れ
る
仕
事
が
し
た
い

で
す
。

瓦
を
捲
っ
た
時
、

先
人
の
技
術
を
知
る

屋
根
葺
替
工
事
で
既
存
の
瓦
を
捲
る
と
、
瓦
の

下
地
が
表
れ
て
き
ま
す
。
こ
の
現
場
の
下
地
の
状

態
は
、
大
変
良
好
で
し
た
。
瓦
が
良
か
っ
た
か
も

し
れ
ま
せ
ん
が
、
葺
き
方
が
き
っ
ち
り
し
て
い
た

か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
長
い
月
日
が

経
っ
て
か
ら
瓦
を
捲
っ
た
時
、
先
人
の
技
術
を
知

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

古
い
瓦
の
魅
力

古
い
瓦
に
は
何
と
も
言
え
な
い
魅
力
が
あ
り
、

修
復
工
事
の
た
び
に
、「
今
度
は
ど
ん
な
瓦
に
出

会
え
る
の
だ
ろ
う
。」
と
、
い
つ
も
古
い
瓦
と
の

出
会
い
を
楽
し
み
に
し
て
い
ま
す
。
瓦
は
時
代
に

よ
っ
て
形
状
が
異
な
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
魅
力
が
あ

り
ま
す
。

平
安
時
代
の
瓦
葺
き
の
建
物
は
あ
ま
り
見
か
け

ま
せ
ん
が
、
平
安
時
代
は
良
い
瓦
が
少
な
く
後
世

ま
で
残
ら
な
か
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
し
、
こ

の
時
代
の
屋
根
は
檜
皮
葺
が
多
か
っ
た
か
ら
だ
と

聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
平
安
時
代
の
建
物
と

言
え
ば
、
宇
治
の
平
等
院
鳳
凰
堂
で
す
。
昨
年
か

ら
屋
根
葺
き
替
え
工
事
が
始
ま
っ
た
そ
う
で
す

が
、
木
瓦
葺
き
だ
っ
た
と
聞
い
て
大
変
驚
き
ま
し

た
。鎌

倉
時
代
か
ら
は
瓦
葺
き
の
建
物
が
多
く
残
っ

て
い
ま
す
。
こ
の
時
代
か
ら
は
良
い
瓦
が
多
い
で

す
。
金
戒
光
明
寺
山
門
の
巴
瓦
は
、
三
ツ
巴
と
菊

の
実
が
あ
る
巴
瓦
で
、
鎌
倉
時
代
か
ら
主
流
に
な

っ
て
き
た
巴
瓦
で
す
。

京
都
で
仕
事
を
し
て
い
る
と
、
平
安
時
代
以
前

の
瓦
に
は
、
な
か
な
か
出
会
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
が
、
い
つ
か
飛
鳥
時
代
の
瓦
に
出
会
う
こ
と
が

で
き
た
ら
と
思
い
ま
す
。

瓦
作
り
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
み
た
い

瓦
を
葺
く
ば
か
り
で
は
な
く
、
一
度
、
瓦
を
作

っ
て
み
た
い
で
す
。
古
い
瓦
を
真
似
し
て
作
っ
て

み
た
い
で
す
が
、
ま
だ
機
会
が
あ
り
ま
せ
ん
。
そ

ん
な
時
が
く
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

※
１　
金
戒
光
明
寺
山
門

金
戒
光
明
寺
山
門
は
１
４
０
０
年
頃
に
建
立
さ
れ
た
が
、応

仁
の
乱
で
焼
失
し
、万
延
元
年（
１
８
６
０
）再
建
。
再
建
さ

れ
て
か
ら
初
め
て
の
葺
き
替
え
工
事
と
な
っ
た
。
平
成
25

年
の
秋
、竣
工
予
定
。
京
都
府
指
定
文
化
財
。 

※
２　
空
葺
き
工
法

瓦
の
下
地
に
葺ふ
き

土つ
ち

を
用
い
ず
に
空か

ら

葺ぶ
き

桟さ
ん

と
呼
称
さ
れ
る
木

材
の
桟
を
用
い
、瓦
と
銅
線
を
結
ぶ
方
法
。
建
物
全
体
を
軽

量
化
す
る
た
め
、近
年
の
新
築
・
改
修
工
事
で
用
い
ら
れ
て

い
る
。

聞
き
手
・
文　
広
報
編
集
委
員
会 

垣
根
み
き
子

既存瓦の箆書きより
当時の葺師は京大佛瓦
師 井上三右衛門である
ことが判明

（一社）京都府建築士会



【左官】
昭和30～ 40年代の高度経済成長期では急速な建設ラッシュで多くの左官職人が必要とされたが、
住宅様式の変化や工期の短縮化により左官工事が減少し、左官職人の後継者問題が深刻である。
一人でも多くの若者が左官を志し、次世代に技術を継承していくには何が必要か、名工にお話しを伺う。

昨
今
、建
設
業
界
に
お
い
て
職
人
の
技
術
を
発
揮
す
る
場
が
減
少
し
、職
人
の
取
り
巻
く
環
境
は

厳
し
く
、職
人
を
諦
め
て
い
く
人
も
い
る
。
し
か
し
、高
い
技
術
を
持
っ
た
職
人
の
存
在
は

絶
対
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。
い
ま
こ
そ
、こ
の
京
都
で
名
工
を
見
つ
け
だ
し
た
い
。

二

重秀寺 客殿（東京都 白金）
設計／（財）京都伝統建築技術協会
施工／（株）安井杢工務店
竣工／2012年11月
撮影／PHOTO-WORKS

京
都
の
名
工

勝
かつ

本
もと

　登
のぼる

さん
（株）左官勝本 代表取締役
昭和26年（1951）熊本県生まれ
一級左官技能士

左　官

（一社）京都府建築士会



左官は、漆喰・聚楽土の土塗り等、多岐にわたる。
竹を格子状に編んだ小舞下地に、藁を混ぜた土を塗り重ねる土壁。消石灰・麻等の繊維・糊でつくった漆喰を用いる漆喰壁。
このような自然素材を使用した壁は、幾つもの工程により丹念に仕上げられていく。
何年も修行を重ねた職人の技、左官の魅力を再認識していきたい。

重秀寺 客殿 茶室内部重秀寺 客殿 茶室内部

重秀寺 客殿 玄関 重秀寺 客殿 待合妙心寺 霊雲院 築地塀

上塗り完了

上塗り

上塗り

上塗り

中塗り（１～３回）

中塗り（１～３回）

中塗り（１～３回）

五線塗り

ひげこ打ち

荒壁塗り 寒冷紗貼り 貫伏せ ひげこ打ち

斑直し

水擦り

砂漆喰塗り

荒壁ねかし

ちり廻り塗り

こそげ落し

木摺下地

左官勝本の仕事

▼ じゅらく塗の工程

▼ 築地塀修繕の工程

▼ 漆喰塗修繕の工程

（一社）京都府建築士会
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ら
、
田
舎
で
は
土
の
仕
事
が
一
切
な
く
、
モ
ル
タ

ル
、
タ
イ
ル
、
ブ
ロ
ッ
ク
積
、
瓦
も
葺
い
て
お
り
、

土
に
関
し
て
は
全
く
の
素
人
で
し
た
の
で
、
京
都

で
は
一
か
ら
の
修
行
に
な
り
ま
し
た
。「
塗
る
」

こ
と
に
あ
ま
り
変
わ
り
は
な
い
で
す
が
、
材
料
の

組
み
合
わ
せ
方
、
ど
れ
く
ら
い
の
割
合
で
合
わ
せ

れ
ば
よ
い
か
全
く
分
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
携
わ

る
建
物
も
高
級
な
建
物
で
し
た
の
で
、
気
を
使
わ

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
な
気
使
い
は

田
舎
で
は
無
く
、
京
都
の
し
き
た
り
や
仕
事
の
仕

方
に
慣
れ
る
の
が
大
変
で
し
た
。

京
都
で
の
仕
事
の
難
し
さ

京
都
で
は
、
建
物
へ
の
気
使
い
だ
け
で
な
く
人

へ
の
気
使
い
も
田
舎
と
は
全
く
違
い
ま
し
た
。

大
工
さ
ん
と
の
取
り
合
い
や
他
工
事
と
の
絡
み

な
ど
人
間
関
係
が
難
し
く
、
京
都
へ
出
て
き
て
半

年
後
、
親
方
よ
り
も
年
上
の
職
人
さ
ん
と
揉
め
事

を
起
こ
し
た
こ
と
が
あ
り
、
紹
介
し
て
く
れ
た
大

津
の
親
戚
の
と
こ
ろ
へ
一
回
引
き
上
げ
た
こ
と
が

あ
り
ま
し
た
。
一
本
木
な
性
格
が
ゆ
え
に
、
こ
ん

な
こ
と
を
起
こ
し
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
自
分
が

間
違
っ
て
い
る
と
か
、
間
違
っ
て
い
な
い
と
言
う

前
に
、
年
上
の
人
に
対
す
る
気
使
い
が
足
り
な
か

っ
た
と
思
い
ま
す
。
そ
の
頃
は
、
ま
だ
辛
抱
が
足

り
ま
せ
ん
で
し
た
。

住
み
込
み
を
経
験
、辛
抱
を
覚
え
る

20
歳
で
京
都
へ
出
て
き
た
時
に
、
卯
田
惣
次
さ

ん
の
と
こ
ろ
で
８
年
間
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
初
め
て
「
住
み
込
み
」
を
経
験
し
ま
し

た
。
住
み
込
み
は
、
食
事
は
与
え
ら
れ
る
も
の
を

食
べ
る
し
か
な
く
、
量
が
足
り
な
い
時
も
あ
り
、

我
慢
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
洗
濯
も
自
分
で
や

ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
住
み
込
み
は
し
ん
ど
い

面
も
あ
り
ま
し
た
が
、
辛
抱
す
る
こ
と
を
覚
え
た

の
で
、
そ
れ
は
よ
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

生
ま
れ
は
熊
本

私
は
九
州
の
熊
本
市
に
生
ま
れ
、
中
学
を
卒
業

し
て
す
ぐ
に
地
元
で
左
官
の
道
に
入
り
ま
し
た
。

見
習
い
を
し
て
い
ま
し
た
が
、
そ
の
頃
は
高
度
経

済
成
長
期
の
時
代
で
、
若
い
間
に
都
会
へ
出
た
い

と
思
い
が
あ
り
ま
し
て
、
滋
賀
県
大
津
の
親
戚
の

紹
介
で
、
京
都
の
数
寄
屋
の
建
物
を
や
っ
て
い
る

左
官
屋
へ
行
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

20
歳
か
ら
京
都
へ

20
歳
か
ら
京
都
へ
来
た
の
で
す
が
、
京
都
で
は

土
塗
り
の
仕
事
が
多
く
、私
に
と
っ
て
は
田
舎（
熊

本
）
と
比
べ
て
ハ
ン
デ
が
あ
り
ま
し
た
。
な
ぜ
な

住
み
込
み
か
ら
独
立
へ

卯
田
さ
ん
の
と
こ
ろ
を
８
年
間
修
行
し
た
後
、

６
〜
７
年
は
一
人
で
あ
ち
こ
ち
の
助
っ
人
を
や
っ

て
い
ま
し
た
。
今
思
え
ば
、
助
っ
人
で
行
っ
て
い

た
こ
と
で
色
ん
な
仕
事
を
見
る
こ
と
が
で
き
、
こ

れ
は
こ
れ
で
い
い
経
験
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

そ
う
し
て
い
ま
し
た
ら
、
小
川
久
吉
さ
ん
に
声

を
掛
け
ら
れ
て
、
そ
の
頃
、
桂
離
宮
で
は
昭
和
の

大
修
理
が
行
わ
れ
て
お
り
、
手
伝
わ
な
い
か
と
言

わ
れ
桂
離
宮
の
現
場
へ
行
く
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。桂

離
宮
で
の
仕
事

桂
離
宮
で
の
仕
事
で
は
、
小
川
さ
ん
か
ら
土
の

配
合
に
つ
い
て
は
厳
し
く
言
わ
れ
ま
し
た
。
と
言

っ
て
も
、
配
合
の
比
率
と
い
う
の
は
、
簡
単
に
は

出
な
い
も
の
で
す
。
壁
を
こ
そ
げ
た
古
い
土
と
大

亀
谷
で
採
れ
た
新
し
い
土
を
混
ぜ
合
わ
せ
て
い
ま

し
た
が
、
こ
ち
ら
か
ら
取
っ
た
土
は
粘
っ
こ
い
。

あ
ち
ら
か
ら
取
っ
た
土
は
粘
り
が
少
な
い
。
土
の

粘
さ
で
、
ど
れ
だ
け
砂
や
ス
サ
を
入
れ
る
か
を
自

分
で
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
あ
る
程
度
の

見
極
め
が
必
要
で
す
か
ら
、
左
官
は
「
感
」
の
仕

事
だ
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
配
合
に
つ
い
て
本

に
書
い
て
あ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
一

般
的
な
土
の
配
合
で
、
な
か
な
か
そ
の
よ
う
に
は

い
き
ま
せ
ん
。
い
く
ら
塗
る
の
が
上
手
く
て
も
、

材
料
が
悪
い
と
綺
麗
に
は
仕
上
が
ら
な
い
の
で
、

配
合
の
「
感
」
は
自
分
で
覚
え
る
し
か
方
法
は
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
。 

こ
の
頃
の
自
分
は
27
〜
28
歳
で
、
自
信
も
つ
い

て
き
て
お
り
「
小
川
さ
ん
は
で
き
る
人
。」
と
聞

い
て
い
ま
し
た
が
、「
実
際
は
ど
こ
ま
で
で
き
る

の
か
見
て
盗
ん
で
や
ろ
う
。」
と
い
う
気
持
ち
が

あ
り
ま
し
た
。
人
が
こ
う
や
、
と
言
っ
て
も
自
分

は
こ
う
だ
！
と
意
見
を
持
つ
。
極
端
な
言
い
方
か

も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
相
手
の
言
葉
だ
け
を
鵜
呑
み

に
す
る
よ
り
、
自
分
の
考
え
を
持
つ
。
間
違
っ
て

い
た
ら
素
直
に
謝
り
、直
し
た
ら
よ
い
の
だ
か
ら
、

そ
れ
く
ら
い
の
勢
い
が
若
い
頃
に
は
あ
っ
た
ほ
う

が
よ
い
の
で
は
と
、
今
の
私
は
そ
う
思
い
ま
す
。

33
歳
で
独
立

桂
離
宮
の
仕
事
を
や
り
は
じ
め
た
頃
か
ら
「
独

立
し
た
ら
ど
う
か
。」
と
周
り
か
ら
言
わ
れ
て
い

ま
し
た
が
、
自
信
が
な
く
て
、
で
も
、
人
の
下
で

働
い
て
い
た
ら
自
分
の
仕
事
は
で
き
な
い
し
、
と

ず
い
ぶ
ん
悩
み
ま
し
た
が
、
思
い
切
っ
て
独
立
へ

踏
み
切
っ
た
の
が
33
歳
で
し
た
。

独
立
し
て
初
め
て
の
仕
事
は
彦
根
城
博
物
館

で
、
そ
こ
は
工
事
規
模
が
大
き
く
、
大
手
ゼ
ネ
コ

ン
の
下
に
老
舗
の
工
務
店
が
入
っ
て
お
り
、
左
官

屋
も
何
社
か
で
範
囲
を
分
担
し
て
行
っ
て
い
ま
し

た
。
初
め
て
の
仕
事
だ
っ
た
の
で
「
何
と
か
や
っ

て
や
ろ
う
。」
と
い
う
気
持
ち
で
い
っ
ぱ
い
で
し

た
が
、
こ
こ
で
は
人
を
使
う
こ
と
の
難
し
さ
を
知

り
ま
し
た
。
自
分
よ
り
年
上
の
人
に
仕
事
を
さ
せ

る
の
に
説
明
す
る
の
は
、な
か
な
か
大
変
で
し
た
。

最
初
は
何
で
も
自
分
の
思
う
よ
う
に
は
い
か
な
い

も
の
で
す
。

そ
う
し
て
い
る
う
ち
に
、
仕
事
の
依
頼
を
受
け

る
よ
う
に
な
り
、
依
頼
を
受
け
た
ら
嬉
し
い
も
の

で
、つ
い
仕
事
を
た
く
さ
ん
引
き
受
け
て
し
ま
い
、

自
分
の
首
が
回
ら
な
く
て
困
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま

し
た
が
、
友
人
の
助
け
も
あ
っ
て
一
年
一
年
を
乗

り
越
え
て
い
く
う
ち
に
、
学
校
を
卒
業
し
た
て
の

若
い
子
を
入
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
入
社
し

た
若
い
子
に
は
「
住
み
込
み
」
を
さ
せ
ま
し
た
。

「
住
み
込
み
」
を
嫌
が
る
左
官
屋
さ
ん
も
い
ま
す
。

田
舎
か
ら
出
て
き
た
子
を
、
せ
っ
か
く
時
間
を
か

け
て
育
て
て
も
辞
め
て
田
舎
に
帰
っ
て
し
ま
う
か

ら
、
と
。
で
も
、
そ
れ
を
断
る
と
誰
も
来
な
く
な

り
ま
す
。
あ
る
程
度
は
仕
方
が
な
く
、
そ
れ
で
も

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

勝
本　

登
さ
ん

（一社）京都府建築士会
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残
っ
て
く
れ
る
子
が
い
て
く
れ
た
ら
、
そ
れ
で
い

い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
し
て
、
人
数
が
固
定

さ
れ
て
き
ま
し
て
、
今
に
至
り
ま
す
。

独
立
し
た
て
の
頃
は
、
独
立
し
た
ら
自
分
の
思

う
よ
う
に
で
き
る
と
思
っ
て
い
ま
し
た
が
、
実
際

は
そ
ん
な
甘
く
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
独
立
し

た
か
ら
気
が
付
い
た
こ
と
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

こ
こ
ま
で
や
っ
て
こ
れ
た
の
は
影
で
支
え
て
く
れ

て
い
る
家
族
の
お
か
げ
で
す
し
、
若
い
子
が
一
生

懸
命
や
っ
て
く
れ
て
い
る
お
か
げ
だ
と
感
じ
て
い

ま
す
。

セ
メ
ン
ト
仕
事
も
で
き
る
よ
う
に

京
都
の
仕
事
は
、
田
舎
（
地
方
）
に
は
あ
り
ま

せ
ん
。
内
容
が
違
い
ま
す
。
京
都
で
の
修
行
で
習

っ
た
こ
と
は
、
ど
こ
ま
で
地
方
で
や
れ
る
か
は
分

か
ら
な
い
の
で
、
で
き
る
だ
け
色
ん
な
こ
と
、
例

え
ば
モ
ル
タ
ル
塗
や
ブ
ロ
ッ
ク
積
の
仕
事
も
や
る

よ
う
に
し
て
い
ま
す
。土
塗
り
の
仕
事
だ
け
で
は
、

一
人
で
独
立
し
た
時
や
田
舎
へ
帰
っ
た
時
に
対
応

が
で
き
ま
せ
ん
。
ち
ょ
っ
と
し
た
ブ
ロ
ッ
ク
積
も

で
き
る
よ
う
に
若
い
子
を
指
導
し
て
い
ま
す
。

い
ろ
ん
な
ニ
ー
ズ
に
答
え
ら
れ
る
よ
う
な
職
人

で
あ
り
た
い
と
思
っ
て
お
り
、「
金
に
糸
目
を
つ

け
な
い
か
ら
、
日
本
一
の
も
の
を
！
」
と
言
わ
れ

た
ら
ど
こ
ま
で
で
き
る
か
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
一

般
の
施
主
さ
ん
か
ら
仕
事
を
言
わ
れ
た
時
で
も
対

応
で
き
る
よ
う
に
と
心
掛
け
て
い
ま
す
。
セ
メ
ン

ト
仕
事
も
綺
麗
に
や
ろ
う
と
思
え
ば
難
し
い
で

す
。
桂
離
宮
を
や
っ
た
小
川
久
吉
さ
ん
は
セ
メ
ン

ト
の
仕
事
も
上
手
か
っ
た
で
す
。
私
は
、
土
塗
り

の
仕
事
が
好
き
で
す
。
で
も
、
土
塗
り
だ
け
に
こ

だ
わ
っ
て
い
て
は
、
い
ざ
と
い
う
時
に
対
応
で
き

ま
せ
ん
。「
そ
の
時
は
応
援
を
呼
ん
だ
ら
ど
う
か
。」

と
言
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
少
し
で
も
こ

な
せ
る
こ
と
が
私
の
経
営
方
針
で
す
。

そ
の
一
方
、
い
い
仕
事
は
自
由
時
間
に
マ
ス
タ

ー
す
る
こ
と
に
し
て
い
ま
す
。
仕
事
で
マ
ス
タ
ー

す
る
の
は
施
主
に
失
礼
に
な
り
ま
す
の
で
、
忙
し

く
な
い
時
期
の
自
由
時
間
に
鍛
錬
し
ま
す
。

大
工
さ
ん
と
の
仕
事
の
取
り
合
い

木
造
建
築
物
の
工
事
で
は
、
大
工
さ
ん
が
中
心

で
す
の
で
左
官
屋
が
大
き
く
出
る
と
鼻
を
折
ら
れ

ま
す
。
そ
の
へ
ん
は
、
う
ち
の
若
い
子
が
心
得
て

い
る
よ
う
で
、
私
よ
り
も
対
応
が
良
く
、
安
心
し

て
い
ま
す
。
そ
れ
が
強
み
で
も
あ
り
ま
す
。
現
場

は
人
間
関
係
が
大
事
で
す
か
ら
、
和
気
あ
い
あ
い

と
や
っ
て
い
っ
て
く
れ
れ
ば
現
場
は
う
ま
く
進
ん

で
い
き
ま
す
。

大
工
さ
ん
と
の
仕
事
の
取
り
合
い
で
重
要
と
な

っ
て
く
る
の
は
、
壁
チ
リ
の
仕
事
で
す
。
壁
チ
リ

を
ど
の
よ
う
に
出
す
か
、
ど
の
よ
う
に
塗
っ
て
く

る
か
で
木
の
表
情
が
変
わ
り
ま
す
。
木
を
生
か
す

の
も
、
殺
す
の
も
壁
チ
リ
の
出
し
方
で
決
ま
り
、

壁
チ
リ
を
ぐ
ち
ゃ
ぐ
ち
ゃ
に
塗
り
つ
ぶ
し
て
し
ま

っ
た
ら
木
が
死
ん
で
し
ま
い
ま
す
。
特
に
丸
太
の

木
は
、
壁
チ
リ
を
ど
の
よ
う
に
見
せ
る
か
で
木
の

値
打
ち
が
変
わ
り
ま
す
。
大
工
さ
ん
の
仕
事
を
壊

さ
な
い
よ
う
に
す
る
の
も
左
官
屋
の
仕
事
で
す
。

時
代
の
流
れ
に
合
わ
せ
な
が
ら

建
売
住
宅
で
も
左
官
の
仕
事
が
少
な
く
な
っ
て

き
て
い
ま
す
。
タ
イ
ル
仕
事
も
玄
関
ポ
ー
チ
ぐ
ら

い
で
す
。
左
官
の
魅
力
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
と
し
た

ら
、左
官
は
自
然
素
材
を
使
う
こ
と
が
多
い
の
で
、

健
康
に
良
い
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
マ
ン
シ

ョ
ン
で
も
土
塗
り
の
仕
事
が
あ
り
ま
す
。
設
計
の

先
生
で
た
ま
た
ま
そ
う
い
う
こ
と
を
す
る
方
が
お

ら
れ
て
、壁
と
天
井
を
土
塗
り
で
施
工
し
ま
し
た
。

ま
た
、
石
膏
ボ
ー
ド
に
漆
喰
を
塗
る
仕
事
が
あ

り
ま
す
が
、こ
れ
は
な
か
な
か
難
し
い
仕
事
で
す
。

時
代
の
流
れ
な
の
で
頼
ま
れ
れ
ば
や
っ
て
い
か
な

く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
情
報
収
集
し
て
や
り
方
を

勉
強
す
べ
き
だ
と
感
じ
て
い
ま
す
。
時
代
の
ニ
ー

ズ
を
把
握
し
て
お
く
の
も
大
事
な
こ
と
で
す
。

若
い
職
人
さ
ん
に
伝
え
た
い
こ
と

私
は
い
ま
、
若
い
子
に
譲
る
格
好
に
な
っ
て
い

ま
す
。
こ
こ
に
い
る
若
い
子
が
新
し
く
入
っ
た
若

い
子
を
育
て
て
い
け
る
よ
う
に
な
っ
て
ほ
し
い
で

す
。
今
の
時
代
は
厳
し
く
て
、
若
い
子
に
と
っ
て

は
本
当
に
ツ
ラ
イ
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
厳
し

い
か
ら
と
言
っ
て
金
ば
か
り
に
走
る
者
に
は
、
決

し
て
任
せ
た
く
あ
り
ま
せ
ん
。
私
の
考
え
を
片
隅

に
で
も
置
い
て
く
れ
て
指
導
者
と
し
て
成
長
し
て

く
れ
た
ら
と
思
い
ま
す
。

聞
き
手
・
文
／
広
報
編
集
委
員
会 

垣
根
み
き
子

左官勝本さんの倉庫の裏に、練習できるスペースがあり、ここで試し塗りを行っている

木を生かすかどうかの、大事なチリ廻りの仕事

勝本さんと若い職人さんたち
（左より　久木田さん、正満さん、勝本さん、田中さん、横山さん、椿さん）

（一社）京都府建築士会



竹又の仕事　

【竹】
竹は古くは縄文時代から身近にあり、且つ加工のしやすい材料として籠などに使われ、
やがて様々な生活雑貨から建築に至るまで、人々の生活を支える親しみの深い材料となった。
しかし現在その需要は減少傾向にあり、一般住宅などで使われることはあまり見かけられなくなった。
そのような中で300年以上にわたり代々「竹」に携わり続けてきた名工にお話を伺う。　

昨
今
、建
設
業
界
に
お
い
て
職
人
の
技
術
を
発
揮
す
る
場
は
減
少
し
て
い
る
。

長
年
に
お
い
て
培
わ
れ
て
き
た
高
い
技
術
が
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
現
状
に
お
い
て
、い
ま
こ
そ
こ
の
京
都
で
名
工
を
見
つ
け
出
し
た
い
。

三

内装照明 犬矢来

黒もじ平垣 照明器具

京
都
の
名
工

中
なか

川
がわ

裕
ひろ

章
あき

さん
竹又 中川竹材店 
昭和46年（1971）京都府生まれ 
竹工芸一級技能士 
一級建築士 
一級造園施工管理技士

竹

（一社）京都府建築士会



竹の一番の特徴は加工のしやすさにある。
切る、割く、曲げる、束ねる、などの加工を加えることによって、竹垣などのオーソドックスな使われ方から、
内装材や小物まで、その用途は多岐にわたる。
加工の過程や様々な実例を見ることで、改めて現代における新たな可能性を発見したい。

転がらないように専用の台に乗せて切る様々な道具工房の様子

竹を細く割く 皮むき竹割り

格子天井金閣寺垣竹枝穂垣松明垣

桂離宮垣青竹御簾垣大津垣建仁寺垣

竹の加工

（一社）京都府建築士会
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院
に
は
楽
器
な
ど
の
竹
製
の
工
芸
品
が
納
め
ら
れ

て
い
ま
す
。

欠
点
と
し
て
は
、
天
然
素
材
の
為
、
雨
な
ど
の

水
に
弱
い
こ
と
や
、
丸
竹
の
ま
ま
使
用
す
る
と
割

れ
が
生
じ
や
す
い
こ
と
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
昔
は

虫
害
が
多
か
っ
た
の
で
す
が
、
最
近
で
は
竹
材
も

薬
剤
の
真
空
加
圧
注
入
に
よ
る
防
虫
処
理
が
で
き

る
よ
う
に
な
り
、
建
築
内
装
材
で
の
耐
久
性
が
向

上
し
ま
し
た
。

竹
は
植
林
な
ど
す
る
の
で
す
か
？

竹
は
木
材
と
は
違
っ
て
、
計
画
的
な
植
林
を
す

る
の
は
難
し
い
で
す
。
竹
の
特
性
と
し
て
、
た
け

の
こ
で
土
か
ら
出
て
き
た
時
の
太
さ
の
ま
ま
成
長

し
、
枯
れ
る
ま
で
ず
っ
と
同
じ
太
さ
で
す
。
同
じ

真
竹
で
も
直
径
３
㎝
の
も
の
も
あ
れ
ば
10
㎝
の
も

の
も
あ
る
。
ま
た
、
地
下
茎
で
竹
は
繋
が
っ
て
い

て
、
ひ
と
つ
の
竹
薮
で
生
え
て
い
る
竹
の
太
さ
は

お
お
よ
そ
同
じ
な
の
で
、
様
々
な
太
さ
の
竹
を
用

意
す
る
為
、
複
数
の
竹
薮
の
地
主
さ
ん
に
お
願
い

し
て
伐
採
さ
せ
て
頂
い
て
い
る
事
が
多
い
で
す
。

中
川
さ
ん
の
と
こ
ろ
で
伐
る
？

京
都
の
竹
材
産
業
は
大
き
く
分
け
て
、
竹
薮
で

竹
を
伐
る
竹
屋
さ
ん
（
一
次
産
業
的
）
と
そ
の
竹

を
加
工
し
て
製
品
を
つ
く
る
竹
屋
さ
ん
（
二
次
産

業
的
）
に
分
か
れ
て
い
て
、
当
店
は
後
者
の
竹
材

を
加
工
し
て
製
品
を
つ
く
る
こ
と
を
主
に
し
て
い

ま
す
。

京
都
の
竹
の
特
徴
は
？

竹
は
日
本
の
本
州
か
ら
九
州
地
方
に
か
け
て
広

く
自
生
し
て
い
る
植
物
で
す
。
そ
の
中
で
京
都
の

竹
の
特
長
の
ひ
と
つ
は
、
京
都
の
気
候
と
し
て
夏

暑
く
冬
は
底
冷
え
の
す
る
寒
さ
故
に
よ
く
生
育

し
、
硬
く
し
ま
っ
た
竹
が
採
れ
ま
す
。
ま
た
、
風

土
と
し
て
も
平
安
時
代
よ
り
都
と
し
て
栄
え
た
こ

と
も
あ
り
、
竹
工
芸
が
盛
ん
に
な
っ
た
事
で
竹
の

産
地
と
し
て
も
栄
え
、
多
く
の
職
人
た
ち
が
伝
統

技
術
を
磨
い
て
き
ま
し
た
。
良
質
の
竹
を
採
る
た

め
に
間
引
き
な
ど
の
竹
薮
の
手
入
れ
を
し
、
笹
が

竹
に
つ
い
て

竹
の
種
類
に
つ
い
て

教
え
て
下
さ
い
。

ま
ず
天
然
の
色
の
違
い
で
、
青
竹
、
黒
竹
、
紋

竹
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
紋
竹
は
白
竹
の
上
に
茶
色

の
雲
状
の
班
。
そ
れ
か
ら
煤
竹
と
い
っ
て
、
古
民

家
な
ど
の
天
井
に
使
わ
れ
て
い
た
竹
が
長
年
囲
炉

裏
か
ら
出
る
煙
で
燻
ら
れ
て
色
が
つ
い
た
も
の
が

あ
り
ま
す
。
染
色
す
る
方
法
も
あ
り
ま
す
。
染
め

る
に
は
ま
ず
油
抜
き
を
行
っ
て
白
く
し
て
か
ら
、

染
料
の
入
っ
た
釜
で
30
分
ほ
ど
煮
込
ん
で
染
め
上

げ
ま
す
。
紋
竹
は
特
に
京
都
、
黒
竹
は
和
歌
山
や

四
国
が
産
地
と
し
て
有
名
で
す
。

竹
の
利
点
欠
点
は
？

利
点
は
、
割
っ
た
り
、
剥へ

ぐ
（
竹
の
厚
み
を
薄

く
す
る
）
な
ど
の
加
工
性
が
良
い
こ
と
と
、
竹
の

表
皮
の
曲
げ
て
も
折
れ
に
く
い
弾
性
に
富
む
性
質

を
利
用
し
、
様
々
な
用
途
に
用
い
る
こ
と
が
で
き

る
こ
と
。
日
本
に
は
古
く
か
ら
そ
の
特
性
を
利
用

し
、
竹
を
活
用
し
て
き
た
歴
史
が
あ
り
縄
文
時
代

に
は
竹
で
編
ん
だ
籠
が
残
さ
れ
て
い
る
し
、
正
倉

竹
の
幹
に
こ
す
れ
、
傷
が
い
か
な
い
よ
う
に
し
た

り
、
青
竹
を
白
竹
な
ど
の
銘
竹
に
す
る
油
抜
き
の

伝
統
技
法
な
ど
は
京
都
は
特
に
優
れ
て
い
る
と
思

い
ま
す
。
こ
の
油
抜
き
の
技
法
は
２
通
り
あ
っ
て

青
竹
を
熱
す
る
方
法
に
火
で
焙
る
方
法
と
熱
湯
に

つ
け
る
方
法
が
あ
り
、
前
者
の
方
法
を
火
焙
り
式

（
乾
式
）
と
い
っ
て
表
面
に
飴
色
の
艶
の
あ
る
綺

麗
な
白
竹
に
仕
上
が
り
ま
す
。
京
都
は
特
に
こ
の

火
焙
り
で
の
油
抜
き
技
法
が
優
れ
て
い
て
、
こ
の

方
法
で
仕
上
げ
た
白
竹
は
京
銘
竹
の
ひ
と
つ
と
し

て
京
都
府
の
伝
統
工
芸
品
に
指
定
さ
れ
て
い
ま

す
。火

を
使
っ
た
油
抜
き
は

京
都
で
し
か
で
き
な
い
技
術
？

そ
ん
な
こ
と
は
な
い
で
す
が
、
数
寄
屋
建
築
の
仕

上
げ
に
用
い
ら
れ
る
な
ど
、
き
れ
い
な
竹
に
対
す

る
需
要
が
京
都
で
は
圧
倒
的
に
多
い
か
ら
で
す
。

油
抜
き
は
一
次
？
二
次
？

ど
こ
で
お
こ
な
っ
て
い
る
？ 

一
般
的
に
油
抜
き
作
業
は
一
次
産
業
的
な
竹
屋

さ
ん
で
行
い
ま
す
。
京
都
は
京
都
市
の
西
の
大
原

野
や
乙
訓
方
面
に
竹
薮
が
多
く
、
そ
こ
に
竹
屋
さ

ん
も
多
く
あ
り
ま
す
。

竹
は
ど
う
い
っ
た
と
こ
ろ
に

使
わ
れ
ま
す
か
？

下
地
窓
、
落
と
し
掛
け
、
垂
木
、
竿
縁
天
井
、

床
柱
、
床
框
と
い
っ
た
数
寄
屋
建
築
の
仕
上
材
、

そ
れ
か
ら
犬
矢
来
、
竹
垣
、
後
は
籠
な
ど
の
竹
細

工
や
料
理
用
の
器
な
ど
で
し
ょ
う
か
。
昔
は
竹
小

舞
と
い
っ
て
土
壁
の
下
地
材
と
し
て
も
よ
く
使
わ

れ
て
い
ま
し
た
。

数
奇
屋
建
築
と
籠
で
は
必
要
な

技
術
が
ぜ
ん
ぜ
ん
違
う
の
で
は
。

ど
こ
ま
で
が
範
疇
？

建
築
材
料
に
関
し
て
は
、
材
料
の
ま
ま
納
め
さ

せ
て
頂
い
た
り
、
部
材
加
工
し
た
上
で
納
品
す
る

こ
と
も
あ
り
ま
す
。
庭
園
関
係
で
は
、
造
園
屋
さ

ん
の
も
と
で
特
殊
な
竹
垣
の
場
合
、
現
場
に
出
向

い
て
仕
事
さ
せ
て
頂
く
こ
と
も
多
い
で
す
。
か
ご

な
ど
の
工
芸
品
に
つ
い
て
は
、
発
注
元
は
様
々
で

す
が
、
特
注
品
を
制
作
す
る
こ
と
が
多
い
で
す
。

い
ず
れ
に
し
て
も
竹
を
加
工
す
る
伝
統
技
術
は
基

本
共
通
に
な
り
ま
す
の
で
、
T
P
O
に
合
わ
せ
て

う
ま
く
竹
と
技
術
を
調
和
さ
せ
る
こ
と
が
大
切
だ

と
思
い
ま
す
。

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

中
川
裕
章
さ
ん

白竹の酒器と猪口 竹細工によるかご

（一社）京都府建築士会
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京
都
以
外
に
竹
細
工
の
盛
ん
な

地
域
は
？
そ
こ
と
の
違
い
は
？

別
府
（
大
分
県
）
な
ん
か
も
竹
細
工
が
盛
ん
で

す
ね
。
別
府
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
日
常
生
活
に

使
わ
れ
る
民
芸
品
の
よ
う
な
も
の
が
多
い
。
京
都

は
お
茶
や
お
花
の
世
界
で
使
わ
れ
る
道
具
の
ニ
ー

ズ
が
高
い
で
す
ね
。

中
川
竹
材
店
独
自
の
技
術
は
？

竹
を
加
工
す
る
伝
統
的
な
技
術
は
代
々
受
け
継

が
れ
て
き
た
も
の
が
そ
の
店
ご
と
に
あ
り
ま
す
の

で
、
具
体
的
に
こ
れ
と
い
う
の
は
難
し
い
。
竹
と

竹
を
並
べ
て
隣
同
士
の
節
が
あ
た
る
と
こ
ろ
を
相

欠
き
し
て
隙
間
な
く
結
合
す
る
『
と
く
さ
』
と
呼

ば
れ
る
技
法
が
あ
り
ま
す
。
非
常
に
手
間
の
か
か

る
仕
事
で
す
が
こ
の
技
法
に
も
当
店
独
自
の
ノ
ウ

ハ
ウ
が
あ
り
ま
す
。

中
川
竹
材
店
に
つ
い
て

京
都
に
竹
屋
さ
ん
は
何
軒
？

当
店
は
京
都
竹
材
商
業
協
同
組
合
に
加
入
し
て

い
ま
す
が
、
現
在
25
軒
あ
り
ま
す
。
そ
の
他
の
組

合
が
あ
り
ま
す
し
、
組
合
未
加
入
の
と
こ
ろ
も
あ

り
お
お
よ
そ
50
軒
以
上
は
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、

毎
年
減
少
し
て
い
ま
す
。

創
業
は
？

元
禄
元
年
（
１
６
８
８
）
で
す
。
現
代
表
の
父

で
10
代
目
。
よ
ろ
ず
や
み
た
い
な
も
の
を
や
っ
て

い
た
本
家
で
竹
を
中
心
に
扱
っ
て
い
た
初
代
が
分

家
独
立
し
た
よ
う
で
す
。
最
初
は
材
料
屋
だ
っ
た

の
が
明
治
に
入
っ
て
加
工
も
始
め
た
よ
う
で
す
。

な
ぜ
竹
屋
を
？

大
学
を
卒
業
後
、
約
10
年
ほ
ど
プ
レ
バ
ブ
住
宅

メ
ー
カ
ー
に
勤
務
し
て
い
ま
し
た
。
竹
屋
の
長
男

に
生
ま
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
そ
れ
を
運
命
と
思
い

家
業
で
あ
る
竹
屋
に
戻
っ
て
き
て
現
在
に
至
り
ま

す
。何

人
働
い
て
お
ら
れ
る
？

父
、
叔
父
、
職
人
４
人
と
私
で
７
人
で
す
。
仕

事
内
容
に
よ
り
作
業
担
当
が
決
ま
り
ま
す
。
竹
垣

の
現
場
な
ど
へ
は
２
〜
３
名
ほ
ど
で
行
く
こ
と
が

多
い
で
す
。

近
年
の
主
な
実
績
は
？

京
都
迎
賓
館
の
庭
園
に
あ
る
竹
垣
を
施
工
い
た

し
ま
し
た
。
ま
た
造
園
屋
さ
ん
の
も
と
で
京
都
御

所
や
桂
離
宮
な
ど
の
竹
垣
を
さ
せ
て
頂
い
て
い
ま

す
。
海
外
な
ど
の
事
例
で
は
フ
ラ
ン
ス
パ
リ
に
あ

る
シ
ャ
ネ
ル
本
社
の
竹
垣
を
手
が
け
ま
し
た
。

現
況
に
つ
い
て

竹
を
と
り
ま
く
景
気
の
現
況
は
？

ニ
ー
ズ
が
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
の
は
間
違
い

あ
り
ま
せ
ん
。
30
〜
40
年
前
ま
で
は
竹
小
舞
を
下

地
に
し
た
土
壁
の
家
が
ま
だ
多
く
建
て
ら
れ
て
い

ま
し
た
。
父
が
私
く
ら
い
の
年
齢
の
と
き
は
、
住

宅
や
地
方
に
旅
館
が
ぼ
ん
ぼ
ん
建
て
ら
れ
、
客
室

の
床
柱
用
に
角
竹
が
飛
ぶ
よ
う
に
売
れ
て
い
た
そ

う
で
す
。
作
っ
た
ら
作
っ
た
だ
け
売
れ
た
よ
う
で

す
。
今
は
角
竹
は
一
年
に
一
本
売
れ
る
か
売
れ
な

い
か
で
す
。
町
家
な
ん
か
で
も
以
前
は
年
末
に
し

つ
ら
え
品
な
ん
か
を
新
調
し
て
お
正
月
を
迎
え
る

と
い
う
風
習
が
あ
り
ま
し
た
が
、
今
は
あ
ま
り
あ

り
ま
せ
ん
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
町
家
自
体
が
減
っ
て

い
ま
す
。
庭
の
竹
塀
な
ん
か
も
現
在
は
プ
ラ
ス
チ

ッ
ク
製
が
よ
く
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

自
然
の
竹
を
ど
う
や
っ
て

施
主
に
訴
え
れ
ば
？

竹
垣
で
雨
の
当
た
る
場
所
の
場
合
、
ど
う
し
て

も
天
然
竹
垣
は
朽
ち
て
い
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
で

き
た
と
き
の
青
竹
の
う
つ
く
し
さ
は
も
ち
ろ
ん
、

少
し
ず
つ
青
竹
が
日
に
当
た
っ
て
白
く
移
ろ
い
、

や
が
て
、
庭
の
一
部
と
し
て
寂
び
た
風
情
を
醸
し

出
す
経
過
を
施
主
さ
ん
が
楽
し
ん
で
頂
け
る
か
だ

と
思
い
ま
す
。

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
が
一
概
に
ダ
メ
と
い
う
こ
と

で
は
な
く
、
耐
久
性
が
必
要
な
場
合
な
ど
プ
ラ
ス

チ
ッ
ク
製
が
い
い
場
合
も
あ
り
ま
す
。
で
も
せ
っ

か
く
日
本
に
は
い
い
竹
が
い
っ
ぱ
い
生
え
て
い
て

身
近
に
あ
る
の
だ
か
ら
、
で
き
れ
ば
自
然
の
竹
を

使
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
の
が
本
音
で
す
。

現
代
的
な
新
し
い
取
り
組
み
。

京
都
ブ
ラ
イ
ト
ン
ホ
テ
ル
さ
ん
、
京
都
大
学
さ

ん
と
共
同
で
都
市
景
観
に
配
慮
し
た
ビ
ニ
ル
ハ
ウ

ス
を
研
究
開
発
し
そ
の
構
造
体
を
す
べ
て
竹
に
て

制
作
し
ま
し
た
。
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
グ
ッ
ド

デ
ザ
イ
ン
賞
を
受
賞
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

ま
た
、
ク
リ
ュ
ッ
グ
と
い
う
フ
ラ
ン
ス
の
シ
ャ
ン

パ
ン
メ
ー
カ
ー
の
依
頼
で
、
竹
製
の
ボ
ト
ル
ク
ー

ラ
ー
を
制
作
し
ま
し
た
。
他
に
も
国
内
外
を
問
わ

ず
竹
で
作
る
も
の
づ
く
り
に
関
し
て
、
幅
広
い
取

り
組
み
を
さ
せ
て
頂
い
て
い
ま
す
。

 

聞
き
手
・
文
／
魚
谷
繁
礼
、池
井　
健

とくさによる結合

桂離宮の竹垣。竹を生きたまま曲げて竹垣としている

クリュッグボトルクーラー バンブーグリーンハウス

（一社）京都府建築士会



【茅葺】
かつて日本集落の民家の屋根は、ヨシやススキなどを使った茅葺が主流であった。茅葺は火災に弱いことから
都市化が進んだ地域では規制され、過疎化した農村においては修繕されないままに、その姿を消しつつある。 
茅葺職人が高齢化によって減少する状況の中、全国各地の茅葺の葺替え、修繕に奔走されている名工にお話しを伺う。

昨
今
、建
設
業
界
に
お
い
て
職
人
の
技
術
を
発
揮
す
る
場
が
減
少
し
、

職
人
の
取
り
巻
く
環
境
は
厳
し
く
、職
人
を
諦
め
て
い
く
人
も
い
る
。

し
か
し
、高
い
技
術
を
持
っ
た
職
人
の
存
在
は
絶
対
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。

い
ま
こ
そ
、こ
の
京
都
で
未
来
に
光
を
照
ら
す
名
工
を
見
つ
け
だ
し
た
い
。

四

京
都
の
名
工

山
やま

田
だ

雅
まさ

史
し

さん
山城萱葺屋根工事 代表 
昭和43年（1968） 京都府生まれ

西行庵 （京都市東山区）
2013年9月 
浄妙庵 茅葺屋根葺替工事 竣工

茅 葺

（一社）京都府建築士会



温暖化、CO2排出が懸念されている今、茅葺の建物は、エコロジカルであり、人間本来の生活に近い理にかなったものである。
しかし、近代化された生活様式や都市化された地域においては、茅葺屋根にすることは難しい。
茅葺は日本の原風景であり、里山の風景に溶け込み、そして我々の心を和ませてくれる。
我々、建築を作り出す者たちは、この貴重な茅葺の存在を忘れずに、存続していける方法を探していきたい。

可喜庵（東京都町田市）

高台寺 時雨亭

祇王寺（鳥居本）

平野屋 仙翁庵（鳥居本）

澤井家住宅（京田辺市）

鮎の宿 つたや（鳥居本）

永谷宗円生家

極楽寺（鎌倉市）

藪内家 燕庵

茅をはさみで刈り整える

形を整えながら茅を置く

軒茅を揃える道具「ていた」

葺き始め半ばの状態

たたきで形を整える

既存の茅葺きを撤去した後、茅を葺き始める

山城萱葺屋根工事の仕事

西 行 庵

（一社）京都府建築士会
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の
茅
葺
屋
根
の
葺
き
替
え
、
修
繕
を
行
っ
て
い
ま

す
。現

代
に
お
け
る
茅
葺
の
難
し
さ

茅
葺
は
、
断
熱
・
保
温
性
・
雨
仕
舞
・
通
気
性
・

吸
音
性
に
優
れ
て
お
り
、
屋
根
材
と
し
て
は
最
高

の
材
料
だ
と
思
い
ま
す
。
で
す
が
、
茅
は
可
燃
材

で
す
の
で
、
飛
び
火
す
る
と
他
へ
延
焼
し
て
し
ま

う
の
が
最
大
の
弱
点
で
す
。

つ
い
最
近
の
出
来
事
と
し
て
、
滋
賀
県
高
島
市

マ
キ
ノ
町
の
在
原
集
落
で
は
、痛
ま
し
い
火
災
で
、

多
く
の
民
家
が
焼
失
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
伝
建

地
区
に
は
指
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
観
光
地
化
さ
れ

な
か
っ
た
と
い
う
良
い
面
は
あ
っ
た
の
で
す
が
、

伝
建
地
区
で
あ
れ
ば
、
放
水
銃
な
ど
の
補
助
も
受

け
ら
れ
整
備
が
で
き
、
こ
の
よ
う
な
大
き
な
被
害

に
な
ら
な
か
っ
た
と
想
像
さ
れ
、
何
と
も
悩
ま
し

い
で
す
。

だ
か
ら
と
い
っ
て
、
茅
を
不
燃
材
に
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
で
す
し
、
や
ろ
う
と
す
る
こ
と
も
無

意
味
だ
と
思
い
ま
す
。
茅
は
、
燃
え
て
も
毒
ガ
ス

を
発
生
し
な
い
の
で
、
ガ
ス
を
吸
っ
て
逃
げ
遅
れ

る
こ
と
は
少
な
い
と
聞
い
て
い
ま
す
し
、「
放
水

銃
を
整
備
し
、
防
火
訓
練
を
し
っ
か
り
行
う
。」

と
い
う
取
組
み
を
し
て
い
け
ば
、
被
害
は
最
小
限

に
と
ど
ま
る
か
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
こ
れ
も
、
こ

れ
か
ら
の
課
題
で
す
。

（
一
社
）日
本
茅
葺
き
文
化
協
会
の
集
ま
り
で
、

「
新
築
の
茅
葺
が
で
き
る
よ
う
に
、
み
ん
な
で
結

束
し
て
働
き
か
け
て
い
こ
う
で
は
な
い
か
。」
と

い
う
話
が
上
が
り
ま
し
た
が
、
防
火
地
域
や
法
22

条
地
域
な
ど
の
法
律
を
ど
う
捉
え
る
か
、
ど
の
よ

う
に
し
た
ら
よ
い
か
、
ま
だ
具
体
的
な
施
策
が
出

て
い
な
い
状
態
で
す
。

国
や
地
方
公
共
団
体
に
も
、
も
っ
と
考
え
て
ほ

し
い
で
す
。

こ
の
道
に
進
ん
だ
き
っ
か
け

私
は
、
四
代
続
く
ヨ
シ
屋
に
生
ま
れ
ま
し
た
。

京
都
建
築
専
門
学
校
を
卒
業
し
、
３
年
間
、
建
築

の
現
場
監
督
を
し
て
、
そ
の
後
、
家
業
の
ヨ
シ
屋

に
戻
り
、
茅
材
販
売
を
や
っ
て
お
り
ま
し
た
。
し

か
し
、
主
な
商
品
で
あ
っ
た
す
だ
れ
は
中
国
産
に

取
っ
て
代
わ
り
、
ご
く
限
ら
れ
た
量
に
な
っ
て
し

ま
い
ま
し
た
。
お
得
意
さ
ん
だ
っ
た
茅
葺
職
人
さ

ん
も
ど
ん
ど
ん
減
り
、
残
っ
た
職
人
さ
ん
は
高
齢

に
な
り
、
こ
れ
は
も
う
自
分
で
使
わ
な
け
れ
ば
ど

こ
に
も
ヨ
シ
は
売
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
自
ら

茅
葺
職
人
に
な
る
こ
と
を
決
意
し
、
ヨ
シ
屋
を
傍

ら
に
茅
葺
の
修
行
を
始
め
ま
し
た
。
今
は
、
５
人

の
弟
子
と
１
名
の
文
化
企
画
担
当
と
共
に
、
全
国

京
都
の
茅
葺
職
人
の
役
目

も
う
一
つ
の
問
題
と
し
て
、
過
疎
化
し
た
地
域

で
は
後
継
者
が
い
な
く
て
修
繕
さ
れ
ず
、
放
置
さ

れ
朽
ち
て
い
く
ば
か
り
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

我
々
の
前
世
代
の
人
達
、
今
の
70
代
は
、
高
齢

化
が
切
実
で
弟
子
が
取
り
た
く
て
も
取
れ
な
い
状

況
で
し
た
。
そ
れ
は
な
ぜ
か
と
言
い
ま
す
と
、
昭

和
40
年
頃
か
ら
茅
葺
屋
根
を
鉄
板
で
覆
わ
れ
る
こ

と
が
多
く
な
り
、
茅
葺
が
職
業
と
し
て
成
り
立
た

な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
す
。
若
者
の
職
業

の
選
択
肢
か
ら
外
れ
て
し
ま
っ
た
訳
で
す
か
ら
、

後
継
者
が
育
た
な
く
な
り
ま
し
た
。
最
近
に
な
り

「
世
の
中
か
ら
茅
葺
が
無
く
な
っ
て
し
ま
う
！
」

と
騒
ぎ
始
め
た
結
果
と
し
て
、
我
々
40
代
か
ら
下

の
世
代
が
い
ま
し
て
、
世
代
と
し
て
は
30
年
空
い

て
い
ま
す
。
50
代
、
60
代
が
と
て
も
少
な
く
、
40

代
、
30
代
は
、
か
な
り
の
数
が
い
ま
す
。

茅
葺
職
人
は
、
全
国
で
１
０
０
人
い
ま
す
が
、

面
白
い
こ
と
に
、
そ
の
五
分
の
一
の
20
人
が
京
都

に
い
ま
す
。
競
争
な
の
か
共
存
な
の
か
、
や
た
ら

と
京
都
に
は
た
く
さ
ん
い
ま
す
が
、
同
じ
パ
イ
を

取
り
合
っ
て
い
ま
し
た
ら
、
お
互
い
が
つ
ぶ
れ
て

し
ま
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
茅
葺
職
人
が
い
な
い

地
域
へ
目
を
向
け
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
全
国

に
は
、
ま
だ
ま
だ
茅
葺
職
人
が
足
り
な
い
地
域
が

あ
り
ま
す
の
で
、
京
都
の
職
人
が
全
国
各
地
の
茅

葺
減
少
を
食
い
止
め
る
の
に
お
手
伝
い
が
で
き
れ

ば
と
考
え
て
い
ま
す
。
地
元
の
職
人
さ
ん
が
、
地

元
で
育
つ
の
が
一
番
良
い
と
思
い
ま
す
が
、
地
元

の
職
人
さ
ん
が
い
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
そ
こ
の
地

元
の
葺
き
方
を
き
ち
ん
と
研
究
し
、
そ
の
地
域
な

り
の
葺
き
方
を
保
存
す
る
の
が
、
我
々
の
役
目
だ

と
考
え
て
い
ま
す
。

茅
葺
は
建
築
物
の
み
の

文
化
で
は
な
い

地
面
に
生
え
て
く
る
草
を
毎
年
刈
る
、
そ
の
副

産
物
が
茅
と
な
り
、
屋
根
に
の
せ
る
と
い
う
農
村

の
シ
ス
テ
ム
が
あ
り
ま
す
の
で
、
屋
根
に
茅
が
ほ

し
い
た
め
に
草
を
刈
っ
た
地
面
が
二
次
的
な
豊
か

な
自
然
を
生
む
こ
と
が
重
要
だ
と
考
え
て
い
ま

す
。秋
の
七
草
は
茅
場
で
生
え
る
草
で
す
。毎
年
、

草
を
刈
っ
た
と
こ
ろ
が
草
原
に
な
る
の
で
す
。
毎

年
、
草
を
刈
ら
ず
に
放
置
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
草

原
と
は
呼
べ
ず
、
藪
に
な
り
ま
す
。
江
戸
時
代
初

期
ま
で
は
、
草
原
が
国
土
の
10
％
あ
り
ま
し
た
。

現
在
は
、
国
土
の
１
％
ぐ
ら
い
で
す
。
里
山
が
ど

ん
な
と
こ
ろ
か
定
義
す
る
と
し
た
ら
、
山
を
使
い

な
が
ら
山
を
枯
ら
さ
ず
、
計
画
的
に
使
っ
て
き
た

こ
と
で
、
そ
の
状
態
が
保
た
れ
た
と
こ
ろ
だ
と
思

い
ま
す
。
そ
れ
に
よ
る
技
術
が
茅
葺
で
、
ど
ち
ら

か
と
言
え
ば
農
村
の
技
術
で
す
。

農
村
で
は
茅
を
貸
し
借
り
す
る
こ
と
で
、
村
全

体
が
共
同
体
で
あ
っ
た
と
言
え
ま
す
。
街
で
は
労

働
の
代
価
と
し
て
お
金
を
得
て
、
衣
食
住
の
全
て

を
お
金
で
買
い
ま
す
が
、
農
村
で
は
自
分
の
労
力

の
何
割
か
で
自
分
の
家
を
直
す
、
食
物
を
作
っ
て

他
の
種
類
を
作
っ
て
い
る
人
と
交
換
す
る
と
い

う
、
お
金
を
介
在
し
な
い
経
済
が
農
村
に
は
あ
り

ま
し
た
。
そ
の
象
徴
が
茅
葺
の
建
物
だ
っ
た
と
思

い
ま
す
。　

も
う
ひ
と
つ
の
重
要
な
仕
事
、

そ
れ
は
ヨ
シ
を
刈
り
、売
る
こ
と

山
城
萱
葺
屋
根
工
事
は
四
代
続
く
ヨ
シ
屋
で
す

が
、
現
在
、
京
都
府
で
は
唯
一
の
ヨ
シ
屋
で
、
二

つ
の
ヨ
シ
場
を
管
理
し
て
お
り
ま
す
。

一
つ
目
は
、
琵
琶
湖
か
ら
大
阪
湾
に
た
ど
り
つ

く
ま
で
の
淀
川
の
中
程
、
京
都
の
伏
見
に
あ
り
ま

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

山
田
雅
史
さ
ん

（一社）京都府建築士会
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す
。
こ
こ
は
、
大
正
以
前
は
巨
大
な
池
で
、
巨
椋

池
と
呼
ば
れ
て
お
り
、
現
在
は
築
堤
・
埋
め
立
て

ら
れ
、
１
㎞
程
の
川
幅
の
堤
防
内
に
35 

ha
程
の
ヨ

シ
原
が
残
っ
て
お
り
、
数
多
く
の
野
鳥
が
生
息
し

て
い
ま
す
。
か
つ
て
、
こ
の
地
域
で
は
こ
こ
の
ヨ

シ
を
刈
り
、
売
り
、
生
計
を
立
て
て
い
る
人
々
が

多
く
い
ま
し
た
が
、
現
在
で
は
う
ち
だ
け
に
な
っ

て
し
ま
し
ま
し
た
。

さ
て
、
こ
の
ヨ
シ
場
で
は
、
生
え
て
い
る
ヨ
シ

は
長
く
、
３
〜
４
ｍ
の
も
の
が
多
い
で
す
。
琵
琶

湖
産
の
も
の
と
ほ
ぼ
同
じ
姿
を
し
て
い
ま
す
。
ヨ

シ
の
他
に
も
オ
ギ
と
い
う
植
物
が
生
え
て
い
ま

す
。
う
ち
で
は
、
オ
ギ
を
オ
ン
ヨ
シ
ま
た
は
オ
ト

コ
ヨ
シ
と
言
い
、
反
対
に
ヨ
シ
を
メ
ン
ヨ
シ
、
オ

ン
ナ
ヨ
シ
と
読
ん
で
い
ま
す
。

オ
ギ
は
、
あ
ま
り
聞
き
慣
れ
な
い
か
も
し
れ
ま

せ
ん
が
、
屋
根
を
葺
く
に
は
十
分
な
素
材
で
す
。

弾
力
性
が
あ
り
、
安
心
し
て
押
さ
え
竹
を
強
く
締

め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
オ
ギ
の
立
ち
姿
は
ヨ
シ

に
似
て
い
る
の
で
す
が
、
葺
い
て
し
ま
う
と
、
ス

ス
キ
に
似
て
い
ま
す
。
と
い
う
の
も
、幹
が
中
空
、

空
洞
で
は
な
く
中
綿
が
入
っ
て
い
て
、
断
面
が
赤

や
白
に
な
る
か
ら
で
す
。
し
か
し
、
一
カ
所
だ
け

短
所
が
あ
り
ま
す
。株
が
極
端
に
硬
い
こ
と
で
す
。

硬
す
ぎ
て
、
仕
上
げ
の
ハ
サ
ミ
を
か
け
る
の
が
非

常
に
困
難
で
す
。

う
ち
に
は
も
う
一
カ
所
管
理
し
て
い
る
ヨ
シ
場

が
あ
り
ま
す
。
淀
川
の
ず
っ
と
下
流
の
大
阪
市
の

街
中
、
淀
川
を
挟
ん
で
、
梅
田
と
十
三
と
い
う
都

会
の
真
ん
中
に
あ
り
ま
す
。
こ
の
大
阪
の
ヨ
シ
場

は
海
に
近
く
、
ヨ
シ
は
潮
に
浸
か
り
ま
す
。
満
ち

潮
時
に
は
、ヨ
シ
原
の
半
分
が
水
に
浸
か
り
ま
す
。

海
水
の
塩
分
が
ヨ
シ
に
と
っ
て
ス
ト
レ
ス
に
な

り
、
大
き
く
な
れ
ず
細
く
て
、
き
め
細
や
か
な
ヨ

シ
に
な
り
ま
す
。
長
さ
は
1.5
ｍ
〜
2.5
ｍ
で
細
く
、

ち
ょ
う
ど
北
上
川
の
ヨ
シ
に
よ
く
似
て
い
ま
す
。

茅
葺
の
中
で
は
高
級
な
ヨ
シ
で
、
茶
室
な
ど
美
し

さ
を
強
調
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
建
物
に
適
し
て

い
ま
す
。
藪
内
家
の
燕
庵
や
高
台
寺
の
時
雨
亭
で

使
わ
れ
て
い
ま
す
。

う
ち
の
ヨ
シ
の
刈
り
方
で
す
が
、
京
都
伏
見
の

ほ
う
は
沼
地
で
は
な
く
、
ほ
ぼ
陸
に
上
が
っ
て
い

て
、
中
を
車
で
自
由
に
行
き
来
で
き
る
の
で
、
ト

ラ
ク
タ
ー
を
利
用
し
ま
す
。
十
三
（
大
阪
）
は
半

分
ぬ
か
る
み
で
、し
か
も
ヨ
シ
自
体
が
細
い
た
め
、

カ
マ
で
作
業
し
て
い
ま
す
。
国
交
省
に
許
可
を
も

ら
っ
て
や
っ
て
い
る
ヨ
シ
場
な
の
で
、
作
業
期
間

は
12
月
中
旬
か
ら
始
め
て
３
月
い
っ
ぱ
い
ま
で
に

野
焼
き
ま
で
終
了
し
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
毎

年
12
〜
３
月
ま
で
ヨ
シ
刈
り
を
行
い
、
こ
こ
で
取

れ
る
材
料
を
使
用
し
て
屋
根
を
葺
い
て
い
ま
す
。

う
ち
が
管
理
し
て
い
る
伏
見
と
十
三
の
２
つ
の

ヨ
シ
場
は
街
中
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
稀
有
な

存
在
だ
と
思
い
ま
す
。
都
会
の
川
で
と
れ
た
材
料

が
、
田
舎
に
運
ば
れ
て
使
わ
れ
て
い
る
現
況
は
、

田
舎
の
農
家
の
人
達
が
茅
を
刈
ら
な
く
な
っ
た
現

在
の
特
徴
的
な
事
例
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

ヨ
シ
屋
が
抱
え
て
い
る
問
題
と

そ
の
取
り
組
み

ヨ
シ
原
の
維
持
に
は
、「
野
焼
き
」
が
欠
か
せ

ま
せ
ん
。
ヨ
シ
焼
き
は
新
芽
の
生
育
を
促
進
し
、

雑
草
や
他
の
植
物
が
繁
殖
す
る
の
を
防
ぎ
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
２
０
１
０
年
３
月
に
行
っ
た
ヨ
シ

焼
き
が
予
定
し
て
い
な
い
ヨ
シ
に
ま
で
火
が
入
っ

て
し
ま
い
、
そ
の
煙
に
よ
っ
て
近
く
の
国
道
１
号

線
が
一
時
通
行
止
め
に
な
り
、
京
都
市
か
ら
廃
棄

物
処
理
法
違
反
に
当
た
る
と
し
て
禁
じ
ら
れ
た
こ

と
が
あ
り
ま
し
た
。

現
在
の
法
律
で
は
、
野
焼
き
は
何
人
も
し
て
は

い
け
な
い
と
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
で
は
、
な
ぜ

他
の
と
こ
ろ
で
は
行
わ
れ
て
い
る
と
言
い
ま
す

と
、
風
俗
慣
習
や
宗
教
行
事
、
国
が
認
め
る
草
刈

な
ど
、
特
例
に
お
い
て
認
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
で

す
。
た
っ
た
一
軒
の
ヨ
シ
屋
の
営
利
で
は
認
め
ら

れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
後
、
ヨ
シ
焼
き

を
断
念
し
て
お
り
ま
し
た
。
ヨ
シ
焼
き
が
で
き
な

い
状
況
で
ヨ
シ
刈
り
を
し
て
い
ま
す
と
、
ヨ
シ
が

他
の
植
物
に
負
け
て
、
細
く
な
っ
て
い
く
の
が
目

に
見
え
て
感
じ
ら
れ
、
こ
の
ま
ま
だ
と
生
態
系
に

影
響
を
及
ぼ
し
、
こ
の
ヨ
シ
原
が
消
滅
す
る
の
で

は
と
危
機
感
を
募
ら
せ
て
お
り
ま
し
た
。

そ
う
し
て
い
ま
す
と
、
こ
の
こ
と
が
３
回
に
渡

っ
て
京
都
新
聞
に
掲
載
さ
れ
、
こ
の
記
事
を
読
ん

だ
伏
見
楽
舎
さ
ん
か
ら
「
ヨ
シ
焼
き
と
い
う
も
の

が
伝
統
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
生
き
物
の
た
め

に
な
る
の
で
は
な
い
か
。」
と
お
声
を
掛
け
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。
伏
見
楽
舎
さ
ん
は
、
宇
治
川
沿

い
の
ヨ
シ
原
で
、
毎
年
、
ツ
バ
メ
の
観
察
会
を
開

催
し
て
い
る
市
民
団
体
で
す
。
伏
見
楽
舎
さ
ん
を

中
心
に
約
15
人
の
メ
ン
バ
ー
と
共
に
「
伏
見
の
ヨ

シ
原
、
再
発
見
！
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
を
２
０
１
２

年
６
月
に
立
ち
上
げ
ま
し
た
。
市
民
向
け
の
公
開

講
座
を
開
き
、
ヨ
シ
焼
き
へ
の
理
解
と
協
力
を
得

ら
れ
る
よ
う
呼
び
か
け
、
伏
見
の
ヨ
シ
が
市
無
形

民
俗
文
化
財
の
三
栖
神
社
（
同
区
）
の
炬
火
祭
で

た
い
ま
つ
に
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
伝
え
て
い
き

ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、
京
都
市
や
消
防
な
ど
に
度
重
な

る
協
議
を
し
た
結
果
、
こ
れ
ま
で
１
日
で
焼
い
て

い
た
面
積
を
４
分
割
に
し
て
焼
く
こ
と
を
条
件

に
、
ヨ
シ
焼
き
の
復
活
が
認
め
ら
れ
ま
し
た
。
ヨ

シ
焼
き
が
ヨ
シ
原
を
守
る
た
め
の
地
域
の
財
産
だ

と
認
め
ら
れ
た
の
で
す
。

２
０
１
３
年
３
月
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
発
足
し

て
か
ら
初
め
て
の
ヨ
シ
焼
き
を
行
い
ま
し
た
。
そ

の
行
事
の
タ
イ
ト
ル
が
「
新
生
ヨ
シ
焼
き　
住
民

に
よ
る
ヨ
シ
焼
き
ス
タ
ー
ト
」
で
、
地
域
の
行
事

に
ま
で
と
な
り
ま
し
た
。

今
後
も
ヨ
シ
焼
き
が
毎
年
行
わ
れ
、
伝
統
行
事

と
し
て
定
着
し
、
更
な
る
活
動
で
、
ヨ
シ
原
が
守

ら
れ
て
い
く
こ
と
を
願
っ
て
お
り
ま
す
。

 

聞
き
手
・
文
／
広
報
編
集
委
員
会 

垣
根
み
き
子

伏見のヨシ原： かつては石田三成が、このヨシ原を管理し、 
軍資金に活用されていたと言われている

上：伏見（京都）のヨシ場
下：十三（大阪）のヨシ場

（一社）京都府建築士会
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【錺金物】
建築に使われる金物に、機能を備えつつ装飾を施された錺金物がある。
錺金物の技術は長い歴史の中で発達し、その技術は、決して一朝一夕では身につけることはできない。
古都、京都の文化で培われた技法を代々受け継ぎ、作品の制作に日夜研鑽されている名工にお話しを伺う。

昨
今
、建
設
業
界
に
お
い
て
職
人
の
技
術
を
発
揮
す
る
場
が
減
少
し
、

職
人
の
取
り
巻
く
環
境
は
厳
し
く
、職
人
を
諦
め
て
い
く
人
も
い
る
。

し
か
し
、高
い
技
術
を
持
っ
た
職
人
の
存
在
は
絶
対
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。

い
ま
こ
そ
、こ
の
京
都
で
未
来
に
光
を
照
ら
す
名
工
を
見
つ
け
だ
し
た
い
。

五

京
都
の
名
工

松
まつ

田
だ

　聖
きよし

さん
錺屋　有限会社 松田 代表取締役 
昭和36年（1961） 京都府生まれ

錺金物黒漆塗り・猪ノ目透
銅 製 

黒漆塗り 素銅煮色 敷座

千鳥 （ちどり）
真鍮製 

うるみ漆塗り

牡丹透かし玉子 
真鍮・銅製

うるみ漆塗り 金引小座

宝輪型 釘隠し
銅 製

金鍍金（墨差し） （一社）京都府建築士会



錺金物には金鍍金、象嵌、七宝など豪華なものや、黒漆塗り、宣徳、うるみ漆塗りなどの様々な趣向を
凝らしたものがあり、素材も金・銀・銅など多岐にわたる。花鳥風月、四季折々の風情を形に表現したものもある。
職人の繊細な技術で施され、魂を込めて作られた錺金物は素材が持ちうる美しさと輝きを放つ。
美を凝縮した錺金物の魅力、その存在を忘れずに感じていたい。

黒漆塗り・猪ノ目透
銅 製 

黒漆塗り 素銅煮色 敷座

天銀 玉子 
銀・銅 製 

黒漆塗り・素銅煮色小座

剣御殿 
銅 製 
黒漆塗り

象嵌引手 
金・青金箔象嵌・銅 

金鍍金

千鳥 （ちどり）
真鍮製 

うるみ漆塗り

七宝焼き 引手 
銅 製 

七宝焼き・黒漆塗り

宣徳 煮色 丸 
真鍮製 

たき出し宣徳

におい梅透かし 
銅製・銀底 

黒漆塗り・銀めっき

牡丹透かし玉子 
真鍮・銅製

うるみ漆塗り 金引小座

御殿引手（三つ葉葵紋入り）
銅 製

金鍍金・手彫り彫金

硯 （すずり）
銅 製
黒漆塗り

戸引手 トンボ付き
銅 製

金鍍金・腐底

宝輪型 釘隠し
銅 製

金鍍金（墨差し）

コンセントプレート
銅 製
七宝焼き

鐶（袈裟用）
銅 製
七宝焼き

純銀 玉子 
純銀製

彫金「魚々子」 （一社）京都府建築士会
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こ
の
家
業
を
継
い
だ
経
緯
は
あ
ま
り
深
く
な
い

の
で
す
が
、
父
は
私
に
家
業
を
継
が
せ
た
か
っ
た

ら
し
く
、
学
生
の
時
に
よ
そ
で
ア
ル
バ
イ
ト
を
し

て
い
た
ら
、「
お
金
出
す
か
ら
、う
ち
を
手
伝
え
！
」

と
言
わ
れ
て
父
親
の
仕
事
を
手
伝
う
こ
と
に
な

り
、
元
々
、
も
の
を
作
る
の
が
嫌
い
で
は
な
か
っ

た
私
は
、
父
の
思
惑
に
す
っ
か
り
は
ま
っ
て
し
ま

い
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
、
母
親
は
「
後

を
継
ぐ
の
は
止
め
と
け
。
そ
れ
よ
り
勉
強
し
な
さ

い
。」
と
言
っ
て
い
ま
し
た
。「
後
を
継
ぐ
人
が
い

な
い
こ
と
よ
り
、
生
活
し
て
い
く
の
が
大
変
だ
か

ら
。」
と
。
こ
の
仕
事
は
一
人
で
コ
ツ
コ
ツ
と
や

っ
て
い
る
だ
け
の
仕
事
だ
と
思
わ
れ
が
ち
で
す

が
、
実
際
は
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
メ
ッ
キ
も

や
っ
て
い
る
の
で
、
排
水
処
理
の
公
害
防
止
管
理

者
の
資
格
が
必
要
で
す
し
、
そ
の
他
に
も
色
ん
な

資
格
を
取
ら
な
い
と
い
け
な
い
の
で
、
結
構
、
大

変
な
仕
事
で
す

大
学
生
に
な
る
息
子
が
、
卒
業
後
に
後
を
継
ぐ

七
代
続
く
錺
屋
に
生
ま
れ
る

私
の
営
む
錺
屋
は
、文
化
６
年
（
１
８
０
９
年
）

か
ら
続
い
て
お
り
、
私
は
八
代
目
に
な
り
ま
す
。

八
代
目
と
言
っ
て
も
京
都
で
は
珍
し
く
は
あ
り
ま

せ
ん
。
も
と
は
、
三
条
の
あ
た
り
で
や
っ
て
お
り

ま
し
た
が
、
現
在
は
宇
治
市
槙
島
町
の
工
房
で
や

っ
て
お
り
ま
す
。

こ
の
仕
事
は
錺
職
と
言
い
ま
し
て
、
鋳
造
・
鍛

造
・
彫
金
・
象
嵌
・
七
宝
な
ど
の
金
属
加
工
の
一

方
法
で
金
属
を
芳
し
く
細
工
す
る
職
業
で
す
。

主
に
、
襖
引
手
・
御
殿
引
手
・
釘
隠
し
・
屏
風

金
物
・
神
社
仏
閣
錺
金
具
・
格
天
井
金
具
・
錺
金

具
全
般
及
び
文
化
財
の
修
復
・
復
元
品
等
を
手
掛

け
て
い
ま
す
。

と
言
っ
て
い
ま
す
が
、
業
界
の
景
気
は
ま
す
ま
す

悪
く
な
っ
て
お
り
、
大
丈
夫
だ
ろ
う
か
と
心
配
し

て
い
ま
す
。
昔
は
問
屋
さ
ん
が
仕
事
を
沢
山
持
っ

て
き
て
、
こ
ち
ら
が
こ
な
せ
ず
断
る
ぐ
ら
い
で
し

た
が
、
最
近
は
「
こ
ん
な
ん
作
り
ま
し
た
か
ら
置

い
て
も
ら
え
ま
せ
ん
か
。」
と
こ
ち
ら
か
ら
問
屋

さ
ん
に
お
願
い
す
る
次
第
で
す
。
問
屋
さ
ん
も
昔

か
ら
比
べ
た
ら
す
っ
か
り
数
が
少
な
く
な
り
ま
し

た
。
自
分
か
ら
行
動
し
な
い
と
や
っ
て
い
け
な
い

時
代
だ
と
痛
烈
に
感
じ
て
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
こ
の
職
業
を
や
る
の
に
は
、
こ
れ

だ
け
の
道
具
を
揃
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
私

は
代
々
か
ら
引
き
継
い
だ
道
具
を
使
っ
て
い
る
の

で
、
何
と
か
や
っ
て
い
け
て
い
ま
す
が
、
一
か
ら

揃
え
る
の
は
大
変
で
す
。
一
度
廃
業
し
て
し
ま
う

と
、
道
具
の
み
な
ら
ず
技
術
ま
で
が
引
き
継
が
れ

ず
無
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
苦
し
い
時
代
で
す

が
、
そ
ん
な
葛
藤
を
抱
き
な
が
ら
も
、
代
々
続
く

こ
の
仕
事
を
大
切
に
何
と
か
や
っ
て
い
き
た
い
と

思
っ
て
お
り
ま
す

切
磋
琢
磨
し
合
え
る
環
境
が

職
人
の
技
術
を
発
展
さ
せ
る

も
と
は
、
三
条
あ
た
り
で
や
っ
て
い
た
と
言
い

ま
し
た
が
、
三
条
界
隈
は
職
人
の
町
で
し
た
。
御

所
を
中
心
と
し
て
技
術
を
競
う
人
間
が
多
く
い
ま

し
て
、
納
め
る
と
こ
ろ
が
御
所
や
二
条
城
だ
と
変

な
も
の
は
納
め
ら
れ
な
い
、
と
い
う
意
識
で
や
っ

て
い
た
と
思
い
ま
す
。
仲
間
で
あ
り
ラ
イ
バ
ル
で

も
あ
り
、
お
互
い
切
磋
琢
磨
し
て
自
分
の
技
術
を

磨
き
、
自
然
と
技
術
が
高
く
な
っ
て
い
っ
た
と
思

い
ま
す
。

し
か
し
、
職
人
の
数
が
少
な
く
な
る
と
ラ
イ
バ

ル
も
少
な
く
な
り
技
術
も
衰
退
し
て
い
き
ま
す
。

地
方
で
京
都
の
職
人
に
仕
事
の
依
頼
が
あ
る
の
は

地
方
に
は
職
人
さ
ん
の
数
が
少
な
い
か
ら
で
、
地

方
か
ら
仕
事
の
依
頼
が
あ
る
の
は
有
難
い
こ
と
で

す
が
、
地
方
の
厳
し
さ
の
深
刻
さ
を
感
じ
ざ
る
を

得
ま
せ
ん
。
切
磋
琢
磨
し
合
え
る
環
境
が
職
人
の

技
術
を
発
展
さ
せ
る
の
で
す
が
、
継
続
的
な
需
要

が
な
け
れ
ば
そ
う
い
っ
た
環
境
を
維
持
す
る
こ
と

が
で
き
ま
せ
ん
。
建
築
業
界
だ
け
の
話
で
は
な
い

と
思
う
の
で
す
が
、
景
気
の
変
動
に
は
戸
惑
い
を

感
じ
ま
す
。

引
手
を
作
る
技
術
か
ら

文
化
財
修
理
ま
で

錺
金
物
の
仕
事
は
引
手
を
作
る
技
術
が
基
本
で

す
か
ら
、
そ
こ
か
ら
何
で
も
で
き
ま
す
し
、
応
用

が
利
き
ま
す
。
色
ん
な
も
の
を
作
る
に
は
、
色
ん

な
も
の
を
見
て
お
か
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
。「
い

い
も
ん
作
る
な
ら
、
い
い
も
ん
見
と
け
！
」
と
ア

ド
バ
イ
ス
し
て
く
れ
る
人
が
い
て
、
そ
の
人
が
文

化
財
の
仕
事
を
紹
介
し
て
く
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま

す
。
修
理
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
技
術
を
学

ぶ
こ
と
が
で
き
ま
す
。
修
理
の
仕
事
は
新
し
い
も

の
を
作
る
よ
り
も
難
し
い
で
す
。
ど
う
や
っ
て
作

っ
て
あ
る
か
が
分
か
ら
な
い
と
仕
事
が
で
き
ま
せ

ん
し
、
綺
麗
に
仕
上
げ
す
ぎ
て
も
い
け
な
い
場
合

も
あ
り
ま
す
。
そ
の
へ
ん
を
勉
強
し
な
が
ら
文
化

財
の
仕
事
も
や
っ
て
お
り
ま
す
。

錺
金
物
に
は

人
を
楽
し
ま
せ
る
力
が
あ
る

大
学
時
代
の
先
輩
で
お
寺
の
住
職
を
し
て
い
る

人
か
ら
の
依
頼
で
引
手
の
中
に
ク
ワ
ガ
タ
の
形
の

金
物
を
入
れ
た
も
の
を
製
作
し
た
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
ク
ワ
ガ
タ
だ
け
で
な
く
、
ト
ン
ボ
や
そ
の
他

の
動
物
を
入
れ
た
引
手
【
※
１
】
を
製
作
し
建
具

に
取
付
け
ま
し
た
。
そ
の
人
か
ら
聞
い
た
話
で
す

が
、
お
参
り
に
来
た
子
供
が
「
玄
関
に
面
白
い
引

手
が
あ
る
。」
と
驚
き
、
他
の
部
屋
に
も
面
白
い

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

松
田　

聖
さ
ん

代々受け継がれる道具は松田家の財産
同じような道具だが、微妙な使い勝手で使い分ける

（一社）京都府建築士会
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引
手
が
あ
る
の
を
見
つ
け
て
全
部
の
部
屋
の
引
手

を
見
て
廻
っ
た
そ
う
で
す
。
そ
れ
を
と
て
も
面
白

が
っ
て
楽
し
ん
で
い
た
よ
う
で
す
。

お
寺
は
お
参
り
す
る
だ
け
で
な
く
、
話
を
す
る

と
こ
ろ
で
も
あ
る
の
で
、
こ
れ
ら
の
引
手
が
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
ツ
ー
ル
と
し
て
そ
の
役
目
を

担
っ
て
い
ま
し
た
。大
袈
裟
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

錺
金
物
に
は
人
と
人
と
の
つ
な
が
り
を
深
め
て
い

く
力
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

引
手
だ
か
ら
何
で
も
い
い
や
と
機
能
だ
け
を
求

め
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
こ
に
遊
び
心
を
入
れ
れ

ば
、
人
々
を
楽
し
ま
せ
る
空
間
作
り
が
で
き
る
と

思
い
ま
す
。
錺
金
物
の
力
を
知
っ
て
い
た
だ
き
た

い
で
す
。　

オ
リ
ジ
ナ
ル
で
製
作
で
き
る

こ
と
を
伝
え
た
い

施
主
さ
ん
に
は
和
が
好
き
な
人
が
多
い
み
た
い

で
す
が
、
な
か
な
か
職
人
ま
で
は
伝
わ
っ
て
き
ま

せ
ん
。
も
し
、
お
施
主
さ
ん
と
直
接
お
話
し
さ
れ

る
設
計
士
さ
ん
が
「
こ
の
カ
タ
ロ
グ
の
品
番
で
言

え
ば
何
番
で
す
。」
の
よ
う
に
カ
タ
ロ
グ
だ
け
で

説
明
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
変
わ
っ
た
も
の

や
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
も
の
を
作
る
こ
と
が
で
き
ま
せ

ん
。

オ
リ
ジ
ナ
ル
な
も
の
を
作
る
に
は
、
も
の
す
ご

く
お
金
が
か
か
る
と
思
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
は
工
夫
し
だ
い
で
何
と
で

も
で
き
ま
す
。

そ
の
金
物
が
ど
ん
な
素
材
で
使
わ
れ
て
い
る

か
、
ど
ん
な
工
程
で
作
ら
れ
て
い
る
の
か
を
、
ま

ず
は
知
っ
て
い
た
だ
き
た
い
で
す
。
使
わ
れ
て
い

る
素
材
と
製
作
工
程
の
違
い
を
知
れ
ば
、
予
算
に

応
じ
た
も
の
を
選
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
す
。

例
え
ば
、
既
成
の
型
を
利
用
し
て
透
か
し
を
入

れ
る
だ
と
か
、
そ
う
す
れ
ば
材
料
費
は
そ
ん
な
に

掛
か
り
ま
せ
ん
か
ら
、
あ
と
は
ど
こ
ま
で
手
間
の

か
か
る
デ
ザ
イ
ン
に
す
る
か
で
値
段
が
決
ま
り
ま

す
。
昔
な
が
ら
の
型
も
い
い
で
す
が
、
ご
自
分
で

絵
を
書
き
、
そ
の
デ
ザ
イ
ン
で
作
る
の
も
面
白
い

と
思
い
ま
す
。
１
個
だ
け
作
る
の
は
大
変
で
す
け

れ
ど
も
、
数
個
セ
ッ
ト
で
作
る
と
割
に
安
く
で
き

ま
す
。

面
白
い
の
が
、
小
金
が
貯
ま
る
よ
う
に
と
タ
ン

ス
の
取
手
を
黄こ

金が
ね

虫む
し
の
デ
ザ
イ
ン
で
作
っ
た
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
巾
着
袋
の
形
で
作
っ
て
ほ
し
い
と

い
う
依
頼
も
あ
り
、
こ
れ
も
お
金
が
貯
ま
る
よ
う

に
と
願
い
を
込
め
た
も
の
で
し
た
。「
幸
福
を
呼

ぶ
」
と
い
う
こ
と
で
コ
ウ
モ
リ
【
※
２
】
や
ウ
サ

ギ
【
※
３
】
の
形
の
制
作
依
頼
も
あ
り
ま
し
た
。

ま
た
、月
の
満
ち
欠
け
を
表
現
し
た
引
手
【
※
４
】

も
あ
り
ま
す
。
思
い
を
込
め
た
デ
ザ
イ
ン
で
オ
リ

ジ
ナ
ル
な
も
の
が
で
き
ま
す
の
で
、
こ
う
い
う
世

界
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
だ
き
た
い
で
す
。

和
文
化
の
逆
輸
入
に

希
望
を
託
し
て

住
宅
で
は
和
室
が
少
な
く
な
る
と
同
時
に
襖
が

無
く
な
り
、
引
手
の
受
注
が
激
減
し
て
い
ま
す
の

で
、
昔
か
ら
の
手
法
・
技
術
を
活
か
せ
る
場
が
少

な
く
な
り
、
そ
れ
と
同
時
に
い
い
も
の
が
無
く
な

っ
て
き
て
い
ま
す
。
二
条
城
の
仕
事
を
こ
こ
４
、

５
年
や
ら
せ
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
が
、
二
条
城
の

よ
う
な
文
化
財
の
仕
事
が
あ
る
場
合
は
い
い
の
で

す
が
、
そ
れ
以
外
の
仕
事
の
依
頼
は
少
な
く
な
っ

て
き
て
い
ま
す
。

京
都
の
「
和
」
の
文
化
に
憧
れ
て
観
光
に
来
て

い
る
人
は
多
い
の
で
す
が
、
自
分
の
家
に
和
の
文

化
を
取
り
入
れ
る
の
は
、
な
か
な
か
難
し
い
の
で

し
ょ
う
。
日
本
に
は
文
化
の
逆
輸
入
と
い
う
の
が

あ
り
ま
す
か
ら
、
海
外
で
評
価
さ
れ
る
と
日
本
人

が
受
け
入
れ
や
す
く
な
る
の
で
は
と
思
い
、
外
国

の
方
の
依
頼
に
も
積
極
的
に
対
応
し
て
制
作
し
て

い
ま
す
。

外
国
の
方
は
日
本
人
と
発
想
が
違
う
の
か
、
思

い
掛
け
な
い
依
頼
が
あ
り
ま
す
。
立
ち
鶴
の

引
手【
※
５
】を
ブ
ロ
ー
チ
に
し
て
ほ
し
い

と
か
、
本
来
の
仕
事
で
は
な
い
の
で
す
が
、

こ
う
い
っ
た
変
わ
っ
た
依
頼
に
も
お
応
え
し

て
和
文
化
・
錺
金
物
の
魅
力
が
海
外
で
広
が
っ
て

い
け
ば
と
思
い
ま
す
。

大
学
時
代
の
友
人
関
係
の

つ
な
が
り
か
ら

私
は
佛
教
大
学
出
身
で
、
佛
教
大
学
は
実
家
が

お
寺
だ
と
い
う
友
人
が
多
く
い
ま
し
て
、
そ
の
友

人
か
ら
袈
裟
に
つ
け
る
環
の
制
作
依
頼
が
あ
り
ま

し
た
。
そ
の
ほ
か
に
釘
隠
し
や
、
落
慶
法
要
の
記

念
品
の
制
作
依
頼
も
受
け
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
人
と
仕
事
を
し
よ
う
と
思
っ
て
い
た
訳
で
は

な
く
、
た
だ
友
人
と
し
て
お
酒
を
飲
ん
だ
り
話
し

た
り
遊
ん
だ
り
す
る
の
が
楽
し
く
、
お
付
き
合
い

を
し
て
い
た
だ
け
で
し
た
。
損
得
考
え
ず
に
付
き

合
っ
て
き
た
大
学
時
代
の
友
人
関
係
が
、
こ
の
年

に
な
っ
て
仕
事
で
つ
な
が
っ
て
い
く
と
は
思
っ
て

お
ら
ず
、
い
い
人
と
出
会
う
と
い
つ
ま
で
も
良
い

お
付
き
合
い
が
で
き
、
い
い
仕
事
と
出
会
う
も
の

だ
と
感
じ
ま
し
た
。

仕
事
は
き
ち
ん
と
や
る
の
は
当
た
り
前
で
す

が
、
友
人
を
裏
切
ら
な
い
よ
う
に
頑
張
ら
な
い
と

い
け
な
い
と
思
い
ま
し
た
。
悪
い
噂
は
す
ぐ
に
広

が
り
ま
す
か
ら
、
友
人
に
迷
惑
を
掛
け
る
よ
う
な

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

う
ち
は
何
も
か
も
一
人
で
や
っ
て
い
ま
す
が
、

所
詮
、
一
人
は
一
人
の
力
で
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
う
い
っ
た
人
間
関
係
、
人
と
の
つ
な
が
り
を
大

事
に
、
こ
の
仕
事
を
続
け
て
い
き
た
い
と
思
っ
て

お
り
ま
す
。

撮
影
品
提
供
／【
※
１
】〜【
※
５
】錺
屋（
有
）松
田

取
材
協
力　
／（
有
）西
村
健
一
商
店

聞
き
手
・
文
／
広
報
編
集
委
員
会 

垣
根
み
き
子

写
真
撮
影　
／
広
報
編
集
委
員
会 

沼
田
俊
之

【※１】 テントウムシ・トンボ・クワガタの飾りが
入った引手

【※２】コウモリの引手

【※３】ウサギの釘隠し

【※５】立ち鶴の引手

【※４】 月の満ち欠けの引手 
左より三日月・居待月・満月

（一社）京都府建築士会
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【畳】
畳は元来、貴族階級のための寝具としてつくられ、その厚さや縁の柄は使用する人の位の高さをあらわしていた。
江戸時代中期以降から明治にかけ畳は広く一般に広まってきたが、近年住宅のスタイルの変化と共に
急速にその姿を消しつつある。そんな中、有職畳と呼ばれる特殊畳の伝統技術を継承しながらも
現代の生活の中で求められる新たな畳のかたちを探求してきた名工にお話を伺う。

昨
今
、建
設
業
界
に
お
い
て
職
人
の
技
術
を
発
揮
す
る
場
は
減
少
し
て
き
て
お
り
、

長
年
に
お
い
て
培
わ
れ
て
き
た
高
い
技
術
が
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
現
状
に
お
い
て
、い
ま
こ
そ
こ
の
京
都
で
名
工
を
見
つ
け
出
し
た
い
。

六

京
都
の
名
工

磯
いそ

垣
がき

　昇
のぼる

さん
磯垣タタミ 代表 
昭和25年（1950）京都府生まれ 
畳技術一級技能士
2012年 京都府伝統産業優秀技術者 京の名工 受賞

畳

畳をつくるのに使用する道具

畳床に板を縫い付ける

畳づくりの技術

（一社）京都府建築士会



畳をつくるのに使用する道具

畳床に板を縫い付ける

八重畳は8枚分の柄を合わせる技術が必要

手織り畳表織機を作る職人は現在一人となった

縁を取り付ける

畳表の手織りができるのは全国で数名

畳床

畳表となるい草

六角鐘敷台 夢虹畳 コルタ畳

八重畳（上）と厚畳（下） 御茵 厚畳、八重畳、龍鬢、御茵を重ねて御神座畳とする

畳は所謂和室の床仕上のように一般の生活の中で使用されるものと、社寺仏閣や皇族が儀式の際使用する有職畳と呼ばれる特殊畳に
分けられる。磯垣タタミでは、高度な伝統技術を必要とする有職畳の生産、再生に携わる一方、現在消えつつある一般の生活における
需要を見つけるべく、炭化コルクを挟み込んだ「コルタ畳」や鮮やかな色の水引や蓄光材を織り込んだ「夢虹畳」の開発を行うなど、
伝統技術の継承と畳文化の普及の両側面から畳づくりに取り組んでいる。

磯垣タタミの仕事

畳づくりの技術

（一社）京都府建築士会
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で
し
た
が
、
江
戸
期
に
は
庶
民
に
も
普
及
し
て
い

き
ま
し
た
。

江
戸
の
町
を
つ
く
る
時
に
京
都
か
ら
畳
の
職
人

集
団
を
た
く
さ
ん
連
れ
て
行
き
ま
し
た
。
江
戸
城

や
下
屋
敷
に
多
く
の
畳
の
需
要
が
あ
っ
た
か
ら
で

す
が
、
そ
の
数
が
あ
ま
り
に
莫
大
だ
っ
た
の
で
江

戸
で
は
粗
い
や
り
方
が
広
ま
っ
て
し
ま
い
ま
し

た
。そ

れ
か
ら
関
東
大
震
災
。
住
宅
の
再
建
に
際
し

大
量
の
畳
が
必
要
と
さ
れ
、
手
床
か
ら
畳
床
の
機

械
化
が
広
ま
り
ま
し
た
。

そ
し
て
大
阪
万
博
時
に
で
き
た
千
里
ニ
ュ
ー
タ

ウ
ン
で
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
と
ス
チ
ー
ル
サ
ッ
シ

で
で
き
た
気
密
性
の
高
い
建
物
の
中
に
藁
床
が
入

れ
ら
れ
て
畳
に
カ
ビ
が
生
え
て
沢
山
の
粉
ダ
ニ
が

発
生
し
て
、
藁
畳
か
ら
発
泡
ス
チ
ロ
ー
ル
の
入
っ

た
化
学
畳
に
変
わ
り
ま
し
た
。

京
畳
と
は
？　

組
合
（
京
都
畳
商
工
協
同
組
合
）
に
入
っ
て
い

な
い
と
京
畳
と
い
う
名
称
を
使
う
こ
と
は
で
き
な

い
で
す
。
伝
統
産
業
品
目
と
し
て
認
定
さ
れ
て
い

る
京
畳
に
は
角
の
保
持
材
に
発
砲
ス
チ
ロ
ー
ル
や

紙
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
な
ど
で
は
な
く
ヒ
ノ
キ
の
板

が
入
っ
て
い
ま
す
。

京
都
に
は
技
術
の
あ
る
畳
屋
が
た
く
さ
ん
あ
り

ま
し
た
が
、
し
か
し
昨
今
、
機
械
化
に
よ
り
手
縫

い
の
技
術
が
失
わ
れ
つ
つ
あ
り
ま
す
。
ま
た
組
合

に
は
現
在
94
軒
が
加
入
し
て
い
る
の
で
す
が
、
特

に
昔
か
ら
の
中
心
市
街
で
の
減
少
が
著
し
く
、
そ

の
ほ
と
ん
ど
が
右
京
、
西
京
、
伏
見
な
ど
新
興
住

宅
地
が
建
つ
周
辺
部
に
多
く
あ
り
ま
す
。
市
街
で

は
呉
服
屋
さ
ん
な
ど
が
ビ
ル
に
建
て
替
わ
り
、
畳

が
い
ら
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。

畳
の
い
い
と
こ
ろ
は
？

座
っ
て
も
寝
て
も
心
地
い
い
の
で
、
座
敷
に
も

な
る
し
寝
床
に
も
な
り
ま
す
。
お
年
寄
り
が
倒
れ

て
も
多
少
ク
ッ
シ
ョ
ン
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら

マ
ン
シ
ョ
ン
に
使
っ
た
ら
上
下
階
の
防
音
に
有
効

で
す
。

畳
の
歴
史
は
？

正
倉
院
に
聖
武
天
皇
が
寝
台
に
使
っ
て
い
た
畳

が
残
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
藁
で
は
な
く
て
真
薦

で
で
き
て
い
ま
す
。
畳
は
、
は
じ
め
置
き
畳
で
し

た
が
、
鎌
倉
期
か
ら
室
町
期
に
か
け
て
書
院
造
が

出
来
上
が
る
過
程
で
畳
は
部
屋
に
敷
き
詰
め
ら
れ

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
畳
は
高
価
で
富
の
象
徴

発
泡
ス
チ
ロ
ー
ル
畳
の
問
題
は
？

発
泡
ス
チ
ロ
ー
ル
と
藁
で
は
固
さ
が
全
然
違
い

ま
す
。
藁
の
方
が
ソ
フ
ト
で
す
。
発
泡
ス
チ
ロ
ー

ル
畳
は
軽
く
て
扱
い
易
い
の
で
す
が
処
分
が
大
変

で
す
。
処
分
時
に
大
量
の
化
学
物
質
が
発
生
し
て

し
ま
い
ま
す
。
京
都
市
で
は
発
泡
ス
チ
ロ
ー
ル
畳

の
処
分
を
引
き
受
け
て
い
ま
せ
ん
。
藁
床
だ
と
田

畑
に
放
置
す
る
だ
け
で
肥
料
に
な
る
た
め
重
宝
さ

れ
ま
し
た
。

と
は
い
っ
て
も
藁
床
自
体
が
な
く
な
っ
て
き
て

い
ま
す
。
藁
床
は
以
前
は
滋
賀
や
播
州
（
兵
庫
）

か
ら
京
都
へ
と
い
れ
て
い
ま
し
た
が
、
今
滋
賀
県

で
藁
床
作
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
１
軒
、
播
州
の
方

も
１
軒
。
こ
れ
ら
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
ら
関

東
、
東
北
か
ら
い
れ
な
い
と
い
け
な
く
な
っ
て
き

ま
す
。
米
の
収
穫
が
機
械
化
し
た
こ
と
に
よ
り
藁

が
取
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
藁
は
輸
入

も
で
き
ま
せ
ん
。

畳床の角に板を入れた板入れ畳

藁床（左）と発泡スチロール畳（右）

畳表を手織りするための織機

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

磯
垣　

昇
さ
ん

（一社）京都府建築士会
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畳
に
関
わ
る
職
種
は
？

芯
材
に
つ
か
う
藁
の
農
家
、
畳
表
に
使
う
い
草

生
産
農
家
、
そ
れ
か
ら
畳
床
を
つ
く
る
畳
床
屋
さ

ん
、
畳
縁
の
生
産
者
、
そ
し
て
材
料
を
加
工
し
て

畳
に
仕
上
げ
る
畳
屋
の
５
つ
の
手
を
経
て
畳
に
仕

上
が
り
ま
す
。

畳
表
の
現
況
は
？

い
草
を
つ
く
る
と
こ
ろ
も
激
減
し
て
い
ま
す
。

50
年
前
ま
で
日
本
一
の
生
産
地
帯
で
あ
っ
た
備
前

（
岡
山
）
と
備
後
（
広
島
）
で
は
も
う
ほ
と
ん
ど

な
く
な
っ
て
い
ま
す
。
生
産
地
が
埋
め
立
て
ら
れ

コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
現
在

約
85
％
が
中
国
か
ら
の
輸
入
で
す
。
日
本
が
技
術

指
導
し
ま
し
た
。
当
初
上
海
近
郊
で
生
産
さ
れ
た

も
の
を
輸
入
し
て
い
ま
し
た
が
、
そ
こ
も
工
業
化

に
よ
り
埋
め
立
て
ら
れ
、
現
在
は
内
陸
の
四
川
省

が
主
な
生
産
地
で
す
。

四
川
か
ら
揚
子
江
を
下
っ
て
海
を
渡
っ
て
日
本

に
届
く
ま
で
に
蒸
れ
て
カ
ビ
が
発
生
し
て
し
ま
い

ま
す
。
そ
う
な
ら
な
い
た
め
に
熱
風
乾
燥
さ
せ
る

の
で
す
が
、
高
温
だ
と
い
草
の
表
皮
に
ひ
び
が
入

り
粘
り
が
な
く
な
る
の
で
、
低
温
で
時
間
を
か
け

て
乾
燥
さ
せ
て
い
ま
す
。

国
内
産
で
は
約
９
割
が
肥
後
熊
本
の
八
代
産
で

す
。そ

の
よ
う
な
な
か
で
の
工
夫
は
？

畜
光
材
を
通
し
た
畳
を
つ
く
っ
て
い
ま
す
（
夢

虹
畳
）。
明
る
い
と
こ
ろ
で
は
パ
ス
テ
ル
調
で
可

愛
い
い
ア
ク
セ
ン
ト
に
な
り
、
暗
い
と
こ
で
は
そ

こ
だ
け
が
光
り
ま
す
。

芯
に
炭
化
コ
ル
ク
を
入
れ
た
畳
も
つ
く
り
ま
し

た
（
コ
ル
タ
畳
）。
コ
ル
ク
に
反
発
力
が
あ
る
た

め
藁
床
と
同
じ
よ
う
な
足
裏
感
覚
を
味
わ
え
、
ス

タ
イ
ロ
み
た
い
に
へ
こ
ま
な
い
の
で
反
発
力
が
維

持
さ
れ
ま
す
。
調
湿
性
が
あ
る
の
で
ダ
ニ
の
発
生

が
抑
制
さ
れ
、
木
な
の
で
最
終
処
分
に
も
困
り
ま

せ
ん
。

そ
れ
か
ら
縁
が
一
本
し
か
な
い
畳
も
つ
く
り
ま

し
た
。
縁
を
片
方
だ
け
使
う
一
本
縁
は
部
屋
が
広

く
見
え
て
バ
ラ
ン
ス
が
と
れ
ま
す
。

磯
垣
さ
ん
の
と
こ
ろ
で
は

一
般
的
な
畳
と
は
別
に

特
殊
な
畳
も
つ
く
っ
て
い
る
？

有
識
畳
と
い
っ
て
主
に
寺
社
仏
閣
で
使
わ
れ
る

も
の
を
扱
っ
て
い
ま
す
。
有
識
畳
を
本
業
で
扱
っ

て
い
る
と
こ
ろ
は
京
都
市
内
で
３
軒
ほ
ど
で
す
。

全
国
か
ら
修
理
の
た
め
に
京
都
に
帰
っ
て
く
る
も

の
の
う
ち
、当
店
で
は
約
75
％
を
扱
っ
て
い
ま
す
。

つ
い
最
近
、
奈
良
桜
井
の
三
輪
大
社
に
長
さ
七

尺
三
寸
高
さ
五
寸
の
畳
と
御
し
と
ね
５
枚
を
納
め

ま
し
た
。

今
度
、
文
化
財
畳
保
存
会
で
取
り
組
む
仙
台
、

松
島
の
国
宝
瑞
巌
寺
の
畳
は
厚
さ
が
厚
さ
９
㎝
あ

り
、
領
主
で
あ
っ
た
伊
達
政
宗
公
が
下
か
ら
の
槍

に
刺
さ
れ
な
い
た
め
に
厚
く
し
て
い
る
と
か
。

磯
垣
畳
店
は
何
年
前
か
ら
？

90
年
前
か
ら
で
私
で
三
代
目
で
す
。
私
は
生
ま

れ
た
と
き
か
ら
畳
屋
に
な
れ
と
言
わ
れ
て
き
ま
し

た
。
私
の
次
男
が
四
代
目
に
な
り
ま
す
。

若
い
子
が
弟
子
入
り
し
て
も
、
機
械
を
使
っ
て

い
る
と
こ
ろ
だ
と
技
術
が
身
に
つ
き
ま
せ
ん
。
今

で
は
畳
の
職
業
訓
練
校（
京
都
畳
技
術
専
門
学
院
）

が
あ
り
ま
す
。
畳
屋
の
子
弟
の
た
め
の
学
校
で
す

が
、
家
が
畳
屋
で
は
な
い
生
徒
や
海
外
か
ら
の
生

徒
も
多
く
い
ま
す
。

 

聞
き
手
・
文
／
魚
谷
繁
礼
、池
井 

健

縁は縁で専門の職人が制作する（上は繧繝縁で皇室、神仏用の柄）

国内産のい草

一本縁の畳

有職畳

（一社）京都府建築士会



【表具】
表具の歴史は平安時代から始まり、掛軸の表装、経巻、仏画、障子など和紙を取り扱う職人を表具師と呼ぶ。
京都は湿度の高い盆地の風土が表具作りに適していたこともあり、表具は文化の発展に伴い発展してきた。 しかし、
和室の減少とともに表具の生産は少なくなりつつある。伝統工法を守りながら表具を制作する名工にお話しを伺う。

昨
今
、建
設
業
界
に
お
い
て
職
人
の
技
術
を
発
揮
す
る
場
が
減
少
し
、職
人
の
取
り
巻
く
環
境
は
厳
し
く
、

職
人
を
諦
め
て
い
く
人
も
い
る
。し
か
し
、高
い
技
術
を
持
っ
た
職
人
の
存
在
は
絶
対
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。

い
ま
こ
そ
、こ
の
京
都
で
未
来
に
光
を
照
ら
す
名
工
を
見
つ
け
だ
し
た
い
。

七

京
都
の
名
工

表 具

松村泰山堂の仕事

松
まつ

村
むら

匡
まさ

利
とし

さん
（株）松村泰山堂 代表取締役 
昭和42年（1967）京都府生まれ（一社）京都府建築士会



襖の工程

表具の一つ、襖は吸音性・断熱性・調湿に優れ、部屋の間仕切りとして、優れた機能を備え持つ。 
種類の異なる和紙を何枚も重ね合わせて作る襖の工程は、表面では分かりえない工夫が施される。 
落ち着いた柔らかい雰囲気を醸し出す襖の奥深さを再認識したい。

松村泰山堂の仕事

（一社）京都府建築士会
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父
の
勧
め
で
、
京
都
国
立
博
物
館

文
化
財
保
存
修
理
所
で
修
行

松
村
泰
山
堂
は
大
正
末
期
か
ら
続
く
表
具
屋
で

す
。
住
宅
だ
け
で
な
く
、
初
代
よ
り
桂
離
宮
、
京

都
御
所
、
修
学
院
離
宮
の
お
仕
事
を
さ
せ
て
い
た

だ
い
て
お
り
ま
し
て
、
私
で
三
代
目
で
す
。

「
一
回
、
外
で
苦
労
し
て
こ
い
。」
と
父
の
勧
め

で
、
高
校
卒
業
後
、
京
都
国
立
博
物
館
文
化
財
保

存
修
理
所
で
働
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
こ
こ
で

は
、
国
宝
や
重
要
文
化
財
等
の
美
術
工
芸
品
、
絵

画
、
書
籍
を
扱
う
仕
事
な
ど
、
全
国
の
文
化
財
修

理
の
仕
事
が
集
ま
っ
て
き
ま
す
か
ら
、
本
当
に
い

い
も
の
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

「
う
ち
で
や
っ
て
い
る
桂
離
宮
の
仕
事
と
は
違

う
方
面
の
こ
と
を
一
か
ら
勉
強
し
て
こ
い
。」
と

父
に
言
わ
れ
て
行
っ
た
わ
け
で
す
が
、
家
へ
帰
っ

て
き
て
か
ら
役
に
立
つ
の
か
な
と
半
信
半
疑
で
し

た
。
歴
史
が
好
き
で
そ
の
勉
強
も
し
た
か
っ
た
の

で
、
昼
間
は
京
都
国
立
博
物
館
文
化
財
保
存
修
理

所
で
働
く
一
方
、
夜
は
立
命
館
大
学
の
夜
間
で
日

本
史
を
学
び
ま
し
た
。
畑
違
い
な
こ
と
を
し
て
い

ま
し
た
が
、
若
い
時
に
こ
の
よ
う
な
経
験
を
し
た

こ
と
が
、
今
に
な
り
役
に
立
っ
て
い
ま
す
。
そ
の

よ
う
に
勧
め
て
く
れ
た
父
に
感
謝
し
て
お
り
ま

す
。修

行
は
10
年
で
も
短
く
、

習
得
す
る
の
は
難
し
い

京
都
国
立
博
物
館
文
化
財
保
存
修
理
所
で
修
業

し
始
め
た
最
初
の
頃
は
、
す
ぐ
に
仕
事
を
さ
せ
て

も
ら
え
る
訳
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
お
客
さ

ん
が
来
た
ら
お
茶
を
出
し
た
り
、
の
り
を
炊
く
仕

事
ば
か
り
で
す
。
親
方
か
ら
は
「
先
輩
の
や
っ
て

い
る
こ
と
を
見
と
け
！
」
と
教
え
ら
れ
ま
し
た
。

た
だ
見
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
次
、
何
の
作
業

を
す
る
の
か
を
先
読
み
し
て
、
次
に
使
う
道
具
を

用
意
し
て
先
輩
に
渡
す
。
細
か
い
気
配
り
が
で
き

る
よ
う
に
な
る
と
、
仕
事
を
習
得
し
や
す
く
、
早

く
自
分
の
も
の
に
な
る
と
教
え
ら
れ
ま
し
た
。

一
般
的
に
は
10
年
修
行
し
た
ら
一
人
前
に
な
る

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
10
年
で
は
一
通
り
や
っ

た
と
い
う
だ
け
で
、「
よ
っ
し
ゃ
、
大
丈
夫
や
。」

と
い
う
ま
で
に
は
至
り
ま
せ
ん
。
私
も
10
年
で
は

覚
え
き
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。「
年
季
奉
公
は
10
年
」

と
言
っ
て
い
ま
し
た
が
、「
今
ど
き
、
10
年
と
言

う
て
た
ら
誰
も
来
へ
ん
で
。」
と
言
わ
れ
、
最
低

５
年
と
言
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
以
上
、
長
く
勤
め

て
く
れ
た
ら
い
い
の
で
す
が
、
時
代
が
変
わ
っ
た

こ
と
を
つ
く
づ
く
感
じ
ま
す
。

昔
は
、
地
方
の
表
具
屋
さ
ん
か
ら
「
う
ち
の
子

に
修
行
さ
せ
て
く
れ
。」
と
預
か
る
こ
と
が
多
か

っ
た
の
で
す
が
、
景
気
が
悪
い
で
す
か
ら
、
そ
う

い
う
こ
と
は
す
っ
か
り
少
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま

し
た
。
今
、
地
方
の
表
具
屋
は
若
い
子
が
後
を
継

ご
う
と
思
わ
な
い
ら
し
く
、
京
都
へ
修
行
に
来
る

人
は
少
な
く
な
り
ま
し
た
。
表
具
の
組
合
が
あ
り

ま
す
が
、
新
し
く
入
社
し
た
ら
組
合
に
登
録
し
ま

す
。
組
合
の
役
員
の
人
に
聞
い
た
話
に
よ
る
と
、

昨
年
は
一
人
も
登
録
者
が
い
な
か
っ
た
そ
う
で

す
。
表
具
屋
の
業
界
も
大
変
厳
し
い
で
す
。

父
の
死
の
悲
し
み
を
乗
り
越
え
て

京
都
国
立
博
物
館
文
化
財
保
存
修
理
所
で
10
年

間
働
い
た
後
、平
成
10
年
に
松
村
泰
山
堂
に
戻
り
、

し
ば
ら
く
父
に
教
わ
り
な
が
ら
仕
事
を
手
伝
っ
て

い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
６
年
後
の
平
成
16
年
に

父
が
亡
く
な
り
ま
し
た
。
そ
の
頃
、
京
都
迎
賓
館

の
仕
事
を
請
け
負
っ
て
お
り
、
父
が
や
っ
て
い
た

こ
と
を
急
遽
引
き
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の

時
は
本
当
に
大
変
で
し
た
。
京
都
迎
賓
館
の
仕
事

は
３
社
で
分
け
て
行
っ
て
お
り
、
松
村
泰
山
堂
が

受
け
た
内
容
の
こ
と
は
父
が
全
て
把
握
し
て
い
ま

し
た
か
ら
、
私
は
全
く
内
容
を
知
ら
ず
、
父
が
図

面
に
残
し
て
い
た
メ
モ
を
解
読
し
な
が
ら
、
や
っ

て
い
く
し
か
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
父
が
亡
く
な

っ
た
悲
し
み
を
抱
え
な
が
ら
、
重
大
な
仕
事
を
こ

な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
の
時
が
今
ま
で
の
人

生
の
中
で
一
番
、
辛
か
っ
た
で
す
。
社
員
の
支
え

も
あ
り
、
無
事
、
京
都
迎
賓
館
の
仕
事
を
終
え
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
が
、
こ
の
時
の
こ
と
は
一
生

忘
れ
ら
れ
な
い
で
し
ょ
う

和
紙
職
人
の
厳
し
い
状
況
に

危
惧
す
る

住
宅
で
も
和
室
が
少
な
く
な
り
、
表
具
の
仕
事

も
ま
す
ま
す
少
な
く
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。

ま
ず
、
床
の
間
が
無
く
な
る
こ
と
で
、「
掛
軸
」

を
掛
け
る
こ
と
が
無
く
な
り
ま
す
。
昔
は
季
節
に

応
じ
た
掛
軸
を
掛
け
、
季
節
が
変
わ
る
ご
と
に
掛

け
変
え
て
い
ま
し
た
。

掛
軸
専
用
の
紙
の
需
要
が
少
な
く
な
り
、
産
地

に
よ
っ
て
は
、
も
う
一
軒
し
か
な
い
と
い
う
と
こ

ろ
も
あ
り
ま
す
。
一
度
、
廃
れ
て
し
ま
う
と
、
再

び
起
こ
す
の
が
難
し
い
で
す
。
独
学
で
は
伝
統
技

術
を
身
に
つ
け
る
の
は
途
方
も
な
く
、
ど
れ
だ
け

の
時
間
と
費
用
が
掛
か
る
か
分
か
り
ま
せ
ん
。
や

は
り
、
師
匠
・
先
輩
が
や
っ
て
い
る
の
を
見
な
が

ら
覚
え
な
い
と
難
し
い
で
す
。

紙
漉
き
屋
は
戦
後
間
も
な
い
時
は
沢
山
い
ま
し

た
。
副
業
で
や
っ
て
い
る
方
が
多
く
、
丹
後
地
方

で
し
た
ら
漁
師
を
し
な
が
ら
だ
と
か
、
農
家
で
し

た
ら
冬
だ
け
紙
を
漉
く
と
か
で
す
が
、
そ
れ
で
も

厳
し
い
の
が
現
状
で
す
。

本
質
を
忘
れ
ず
に
伝
統
を
守
る

表
具
の
需
要
が
少
な
く
て
、「
表
具
の
こ
と
を

ア
ピ
ー
ル
せ
な
あ
か
ん
。」
と
色
々
取
組
み
を
さ

れ
て
い
る
方
も
お
ら
れ
る
よ
う
で
す
が
、
あ
ま
り

や
り
す
ぎ
て
本
質
か
ら
外
れ
て
し
ま
う
と
本
末
転

倒
だ
と
思
い
ま
す
。

基
本
か
ら
外
れ
て
し
ま
う
と
何
屋
さ
ん
か
分
か

ら
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
京
都
で
や
っ
て
い

る
の
だ
か
ら
、
本
質
か
ら
外
れ
ず
に
や
る
の
が
大

事
だ
と
考
え
ま
す
。
地
方
か
ら
見
習
い
で
来
る
若

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

松
村
匡
利
さ
ん

見習いの最初の仕事は美濃紙の端をちぎり、毛羽立たせた状態で紙を継ぐ。表面が
滑らかに継げるようになるまでは、次の仕事をさせてはもらえない。

紙を継ぐ仕事は、表具屋の基本。
その一つ、石垣張は継ぎ目の美しさが求められる重要な仕事。

（一社）京都府建築士会
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３ 

手
当
た
り

襖
の
４
辺
の
手
が
か
か
る
場
所
に
細
く
切
っ
た

紙
を
濃
糊
で
張
り
ま
す
。

４ 

蓑
掛
け（
鎧
張
り
）

框
と
竪
子
に
濃
糊
を
付
け
、
薄
手
の
美
濃
紙
を

ず
ら
し
な
が
ら
３
〜
５
重
で
張
っ
て
い
き
ま
す
。

蓑
の
よ
う
に
何
層
に
も
重
ね
て
張
る
こ
と
で
、
下

地
骨
と
上
張
り
の
緩
衝
の
働
き
を
し
ま
す
。
五
重

は
５
分
の
１
ず
つ
下
に
ず
ら
し
て
張
る
の
で
「
五

遍
蓑
」
と
呼
び
ま
す
。

５ 
蓑
縛
り

強
靭
な
美
濃
紙
の
全
面
に
薄
糊
を
塗
り
、
撫
刷

毛
で
押
え
な
が
ら
張
り
ま
す
。
蓑
掛
け（
鎧
張
り
）

を
固
定
さ
せ
る
た
め
に
張
り
ま
す
。

６ 

耳
削
り

框
の
部
分
に
張
ら
れ

た
紙
を
出
刃
包
丁
で
削

り
、
框
の
表
面
の
高
さ

を
揃
え
ま
す
。

耳
削
り
が
終
わ
っ
た

時
点
で
現
場
へ
持
っ
て

行
き
、
建
て
合
わ
せ
を

行
い
ま
す
。

い
子
も
「
京
都
は
本
場
だ
か
ら
。」
と
、
伝
統
技

術
を
学
ぶ
た
め
に
京
都
を
選
ん
で
来
ま
す
。
本
当

の
伝
統
技
術
を
残
し
て
い
く
に
は
、
良
い
仕
事
を

さ
せ
て
も
ら
わ
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
し
、
良
い
職

人
も
育
ち
ま
せ
ん
。
良
い
仕
事
に
で
き
る
だ
け
多

く
巡
り
合
え
る
よ
う
に
と
願
う
ば
か
り
で
す
。

襖
の
奥
深
さ

襖
は
何
枚
も
の
紙
を
重
ね
合
わ
せ
て
作
り
ま
す

が
、
そ
の
工
程
に
は
そ
れ
ぞ
れ
意
味
が
あ
り
、
ご

説
明
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

１ 

骨
縛
り

下
地
骨
に
濃
糊
を
付
け
、
楮
紙
を
張
り
ま
す
。

楮
紙
は
楮
の
樹
皮
繊
維
を
原
料
と
し
、
丈
夫
な
紙

で
す
。
下
地
骨
を
補
強
し
、
反
り
や
ム
ク
リ
を
防

止
し
ま
す
。

２ 

胴
張
り

胴
張
り
は
下
地
骨
が
表
面
か
ら
透
け
な
い
よ
う

に
す
る
た
め
の
工
程
で
す
。
胴
張
り
に
使
う
間
似

合
紙
に
は
泥
が
入
っ
て
お
り
、防
虫
効
果
が
あ
り
、

燃
え
に
く
い
性
質
も
持
ち
合
わ
せ
て
い
ま
す
。昔
、

間
似
合
紙
が
無
か
っ
た
時
代
は
表
面
か
ら
透
け
な

い
よ
う
に
墨
を
塗
っ
て
い
ま
し
た
。

７ 

泛う
け

掛
け（
袋
張
り
）

上
張
り
紙
が
下
地
に
直
接
付
く
の
を
防
ぎ
、
上

張
り
を
張
っ
た
時
に
ピ
ン
と
し
た
張
り
を
出
す
た

め
と
、
ふ
っ
く
ら
と
し
た
仕
上
げ
に
す
る
た
め
の

工
程
で
す
。

薄
手
の
美
濃
紙
を
用
い
、
周
囲
に
だ
け
細
く
糊

を
付
け
て
２
重
（
下
泛
・
上
泛
）
に
張
り
付
け
ま

す
。
下
泛
は
縦
目
に
張
り
、
上
泛
は
喰
裂
紙
を
横

目
に
張
り
交
差
さ
せ
ま
す
。
喰
裂
紙
は
上
張
り
に

継
ぎ
目
を
響
か
せ
ま
せ
ん
。

８ 

泛う
け

縛
り（
清
張
り
）

上
張
り
紙
が
薄
い
紙
の
場
合
、
浮
縛
り
（
清
張

り
）
を
行
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
紙
全
体
に
薄
糊

を
塗
り
、
襖
全
体
に
張
り
ま
す
。
上
張
り
の
下
地

補
強
の
役
目
を
し
ま
す
。

９ 

上
張
り

12
枚
張
り
も
し
く
は
１
枚
で
上
張
り
紙
を
張

り
ま
す
。
上
張
り
紙
の
周
囲
（
竪
框
・
上
下
框
が

取
付
く
箇
所
）
に
は
濃
糊
を
塗
り
、
そ
の
他
は
薄

糊
を
塗
り
ま
す
。
撫
刷
毛
で
張
り
、
薄
い
養
生
紙

の
上
か
ら
手
の
ひ
ら
で
押
え
て
い
き
ま
す
。

10 

椽ふ
ち

打う
ち

上
張
り
の
木
口
が
乾
い
た
後
、椽
を
打
ち
ま
す
。

木
口
に
軽
く
濃
糊
を
付
け
、
椽
の
す
き
間
か
ら
光

が
漏
れ
な
い
よ
う
に
イ
ガ
ラ
を
載
せ
ま
す
。
椽
に

折
合
釘
を
打
ち
、
椽
を
叩
い
て
、
折
合
釘
に
嵌
る

よ
う
に
打
ち
込
み
ま
す
。

襖
は
、
そ
の
薄
さ
か
ら
は
分
か
り
え
な
い
機
能

を
持
っ
て
い
ま
す
。
襖
の
奥
深
さ
は
表
面
か
ら
は

分
か
り
ま
せ
ん
が
、
こ
の
よ
う
な
工
程
を
経
て
、

作
ら
れ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
だ
き
た
い
で
す
。

 

聞
き
手
・
文
／
広
報
編
集
委
員
会 

垣
根
み
き
子

間似合紙を張る

間似合紙の全面に濃糊を塗る

湿らせた楮紙を張る

下地骨に濃糊を付ける

五遍蓑の場合、天地から５分の１ず
つずらして張る撫刷毛で押さえながら張る

美濃紙の全面に薄糊を塗る

框の部分の紙を出刃包丁で削る

上泛：喰裂紙を横目に張る

2. 折合釘を打つ4. イガラを載せる6. 折合釘に嵌るように打ち込む

養生紙の上から押える

下泛：紙を縦目に張る

1. イガラを載せるミゾを付ける3. 木口に濃糊を付ける5. 椽を取り付ける

上張り紙を撫刷毛で張る

（一社）京都府建築士会



【彩色】
木造建築の美観を増し、素材を保護するために顔料で塗装する彩色は、赤、緑、青、白、黒、黄などの色を使い
調和の取れた美しい色調を造り上げる。先人が作り出した貴重な文化財の保護・修理および新たな制作活動をし、
国内にとどまらず世界の文化財にも活動の域を広げている名工にお話しを伺う。 八

京
都
の
名
工

彩 色

白屋八幡神社 本殿 （奈良県橿原市）
2008年4月 彩色復原工事 竣工

使用材料は自ら試験して 
経年変化を確認する。

昨
今
、建
設
業
界
に
お
い
て
職
人
の
技
術
を
発
揮
す
る
場
が
減
少
し
、職
人
の
取
り
巻
く
環
境
は
厳
し
く
、

職
人
を
諦
め
て
い
く
人
も
い
る
。し
か
し
、高
い
技
術
を
持
っ
た
職
人
の
存
在
は
絶
対
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。

い
ま
こ
そ
、こ
の
京
都
で
未
来
に
光
を
照
ら
す
名
工
を
見
つ
け
だ
し
た
い
。

小
お

野
の

村
むら

勇
はやと

人さん
（有）彩色設計 代表取締役 
昭和36年（1961）兵庫県生まれ

白屋八幡神社 本殿改修前

（一社）京都府建築士会



彩色復原工事は仏画や絵画の歴史研究（素材・技法）に基づく調査を入念に行い、図柄、塗料の痕跡から配色や材料を
推測し、復原を行っていく。 彩色設計では独自の調査保存技術「彩色塗膜採取法（特許取得済）」を開発した。
調査における資料・記録物品として図柄や配色を維持したまま残すことができ、次世代へ先人の技術を伝えることができる。

（一社）京都府建築士会
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部
へ
勤
め
、
後
２
年
間
ほ
ど
独
立
し
て
他
の
織
物

屋
さ
ん
の
図
案
を
描
い
て
い
ま
し
た
が
、
糸
偏
業

界
の
衰
退
と
と
も
に
続
け
て
い
く
こ
と
が
困
難
に

な
り
ま
し
た
。
思
え
ば
卒
業
後
、
作
家
活
動
よ
り

も
職
人
と
し
て
絵
を
描
く
こ
と
を
望
ん
で
い
ま
し

た
。
し
か
し
、
図
案
家
と
し
て
続
け
ら
れ
な
い
と

思
い
始
め
た
時
、
知
人
の
紹
介
で
文
化
財
の
修
復

を
し
て
い
る
、
さ
わ
の
道
玄
さ
ん
に
お
世
話
に
な

り
、
図
案
家
だ
っ
た
能
力
を
生
か
し
建
築
彩
色
へ

と
転
身
し
て
い
き
ま
し
た
。

修
行
時
代
を
経
て
、独
立

建
造
物
文
化
財
修
復
と
い
う
括
り
は
と
て
も
幅

が
ひ
ろ
く
、
建
築
業
の
コ
ン
テ
ン
ツ
で
は
「
塗
装

業
」に
位
置
付
け
ら
れ
ま
す
。
彩
色
の
み
な
ら
ず
、

漆
塗
り
、
金
箔
押
し
、
丹
塗
り
、
金
具
等
、
装
飾

全
般
に
彩
色
保
存
修
理
と
な
る
剥
落
止
め
等
々
、

勉
強
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
多
く
あ
り
ま

し
た
。
漆
塗
り
や
金
箔
押
し
等
は
、
少
な
く
は
な

り
ま
し
た
が
、
徒
弟
制
度
が
残
っ
て
お
り
、
師
匠

や
先
輩
が
居
る
世
界
な
の
で
修
得
す
る
方
法
も
あ

り
ま
し
た
。

お
世
話
に
な
っ
た
会
社
に
は
残
念
な
が
ら
彩
色

部
門
の
師
匠
が
居
ま
せ
ん
で
し
た
。他
の
会
社（
同

業
者
）
の
下
請
け
や
手
伝
い
に
呼
ば
れ
た
際
に
指

導
を
頂
き
、
書
籍
・
資
料
で
の
勉
強
を
行
っ
て
来

ま
し
た
。
も
と
も
と
図
案
家
と
い
う
職
人
と
し
て

の
下
地
が
あ
っ
た
の
で
と
て
も
受
け
入
れ
や
す
か

っ
た
と
思
い
ま
す
。

建
造
物
文
化
財
修
復
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
は
先
ほ

ど
も
申
し
ま
し
た
通
り
と
て
も
幅
が
広
く
、
ど
う

し
て
も
内
容
が
希
薄
に
な
り
が
ち
で
す
。
で
す
か

ら
、
得
意
な
「
彩
色
」
に
し
ぼ
り
こ
み
た
か
っ
た

こ
と
と
、
業
務
内
容
に
も
責
任
を
持
ち
た
い
と
い

う
思
い
で
「
設
計
」
と
言
う
、
仕
様
の
説
明
（
確

認
）
や
必
要
な
期
間
（
納
期
）
を
施
工
側
か
ら
も

提
案
す
る
べ
き
だ
と
思
い
「
彩
色
設
計
」
を
立
ち

上
げ
ま
し
た
。

図
案
家
か
ら
建
築
彩
色
へ

も
と
も
と
絵
を
描
く
こ
と
は
小
さ
い
こ
ろ
か
ら

好
き
で
し
た
。
し
か
し
美
術
部
に
入
っ
た
り
は
せ

ず
、
ひ
た
す
ら
運
動
部
（
サ
ッ
カ
ー
部
）
の
方
へ

進
ん
で
い
ま
し
た
。
小
学
校
・
中
学
・
高
校
と
サ

ッ
カ
ー
部
一
筋
で
し
た
。
大
学
へ
の
進
学
の
際
、

ス
ポ
ー
ツ
推
薦
で
そ
の
方
面
へ
行
こ
う
と
も
考
え

た
の
で
す
が
、
高
校
時
代
に
お
世
話
に
な
っ
た
先

生
が
日
本
画
を
さ
れ
て
い
て
、
何
か
と
美
術
の
方

面
へ
導
か
れ
、
最
終
的
に
は
先
生
の
勧
め
で
京
都

嵐
山
に
あ
る
嵯
峨
芸
術
大
学
（
当
時
は
嵯
峨
美
術

短
期
大
学
）
の
日
本
画
を
学
ぶ
方
面
へ
行
き
ま
し

た
。
そ
の
時
の
先
生
の
名
前
が
「
今
尾
景
三
」
先

生
で
大
家
「
今
尾
景
年
」
の
お
孫
さ
ん
に
あ
た
る

方
で
す
。

大
学
時
代
に
日
本
画
を
教
え
て
頂
い
た
先
生

が
、
林

は
や
し

司し

馬め

・
箱は
こ

崎ざ
き

睦む
つ

昌ま
さ

・
林
は
や
し

潤じ
ゅ
ん

一い
ち

・
下か

保ほ

昭あ
き
ら・

堀ほ
り

泰た
い

明め
い

・
𡈽ど

手て

朋と
も

英ひ
で

、
錚
々
た
る
先
生
で
し

た
。
も
っ
と
在
学
中
に
学
ん
で
お
け
ば
よ
か
っ
た

と
思
い
な
が
ら
、
卒
業
後
、
西
陣
の
帯
の
図
案
を

描
く
仕
事
に
つ
き
、
ひ
た
す
ら
先
人
の
作
品
群
を

参
考
に
意
匠
（
デ
ザ
イ
ン
）
を
起
こ
す
と
い
っ
た

作
業
を
し
て
い
ま
し
た
。
約
10
年
間
そ
こ
の
意
匠

寺
院
建
築
を
華
や
か
に
す
る
彩
色

仕
事
を
行
う
先
は
社
寺
仏
閣
が
多
い
の
で
す

が
、
ま
ず
は
日
本
の
古
建
築
の
素
晴
ら
し
さ
に
感

動
し
ま
す
。
私
は
建
築
の
専
門
で
は
無
い
の
で
す

が
、
木
造
建
築
の
造
り
方
、
組
み
方
、
フ
ォ
ル
ム

が
何
と
も
言
え
ま
せ
ん
。
瓦
や
壁
、石
組
み
、庭
、

等
々
そ
れ
に
加
え
て
周
辺
の
環
境
も
伴
っ
て
素
晴

ら
し
い
空
間
で
す
。

そ
の
中
の
一
部
で
は
あ
り
ま
す
が
、
寺
院
の
荘

厳
を
守
る
役
目
と
し
て
仕
事
を
さ
せ
て
頂
い
て
い

る
事
は
と
て
も
誉
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
中
で

も
彩
色
は
、一
番
華
や
か
な
部
分
だ
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
だ
け
目
を
引
き
、
非
日
常
的
な
空
間
を
演
出

す
る
と
て
も
大
切
な
仕
事
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

も
の
づ
く
り
に
大
切
な

「
こ
だ
わ
り
」

も
の
づ
く
り
に
対
し
て「
こ
だ
わ
り
」を
持
ち
、

自
身
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
高
め
、
維
持
し
、
楽

し
く
す
る
こ
と
を
大
切
に
し
て
い
ま
す
。

仕
事
と
し
て
の
文
化
財
修
復
も
「
こ
だ
わ
り
」

を
大
切
に
は
し
て
い
ま
す
が
、
年
齢
を
重
ね
て
い

き
ま
す
と
、
キ
ャ
リ
ア
を
積
む
と
共
に
「
素
直
な

解
釈
」
も
、
も
の
づ
く
り
に
は
と
て
も
大
切
だ
と

考
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

「
こ
だ
わ
り
」
を
持
つ
に
も
当
然
、
基
礎
が
大

切
で
す
。
数
多
く
の
場
数
を
踏
む
と
共
に
経
験
と

実
積
が
増
え
る
の
で
す
が
反
対
に
反
省
も
増
え
ま

す
。
ま
だ
ま
だ
勉
強
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
に

も
多
く
気
付
か
さ
れ
ま
す
。
ま
し
て
や
、
こ
の
文

化
財
修
復
と
い
う
生
業
を
や
っ
て
い
る
と
、
先
人

の
仕
事
か
ら
教
わ
る
こ
と
が
多
く
、
気
が
付
け
ば

付
く
ほ
ど
、
か
な
わ
な
い
技
に
思
い
知
ら
さ
れ
、

自
身
の
こ
だ
わ
り
な
ど
と
は
呼
べ
な
い
果
て
し
な

い
距
離
や
間
が
出
て
き
て
、
埋
め
る
こ
と
の
で
き

な
い
空
し
さ
に
手
が
つ
け
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
。

こ
の
克
服
こ
そ
が
も
の
づ
く
り
に
お
い
て
一
番
大

切
な
こ
と
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

も
の
づ
く
り
の
喜
び

や
は
り
施
主
の
方
に
喜
ん
で
い
た
だ
い
た
時

や
、
国
の
宝
を
正
し
く
修
理
で
き
た
時
で
す
ね
。

修
理
の
際
は
専
門
修
理
委
員
会
に
て
尊
敬
す
る
先

生
方
や
す
ご
く
思
慮
の
深
い
職
人
の
方
々
と
共
に

作
業
を
進
め
、
問
題
点
を
一
つ
一
つ
乗
り
越
え
、

正
し
い
修
理
が
で
き
た
時
が
一
番
う
れ
し
い
瞬
間

で
す
。

ま
た
、
こ
の
積
み
重
ね
が
信
頼
を
生
ん
で
次
の

ス
テ
ー
ジ
へ
進
め
た
時
も
嬉
し
か
っ
た
で
す
。
お

か
げ
さ
ま
で
、
今
で
は
モ
ン
ゴ
ル
で
仕
事
を
さ
せ

て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。

京
都
か
ら
世
界
へ

「
モ
ン
ゴ
ル
」の
仕
事

２
０
０
９
年
夏
に
東
京
文
化
財
研
究
所
の
方
か

ら
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
依
頼
が
あ
り
、
日
本
の
建

築
彩
色
の
指
導
を
行
う
た
め
、
モ
ン
ゴ
ル
へ
行
き

ま
し
た
。
そ
れ
が
き
っ
か
け
で
「
モ
ン
ゴ
ル
文
化

遺
産
セ
ン
タ
ー
」
の
方
と
そ
の
後
も
交
流
す
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。

モ
ン
ゴ
ル
は
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
寺
院
が
多
く
、
最

初
は
そ
の
塗
装
に
関
し
て
指
導
・
提
案
を
し
て
い

た
の
で
す
が
、
２
０
１
２
年
、
３
回
目
の
渡
蒙
の

際
、「
墳
墓
壁
画
が
あ
り
そ
れ
を
剥
が
し
ウ
ラ
ン

バ
ー
ト
ル
の
博
物
館
へ
展
示
し
た
い
」
と
い
う
要

望
を
聞
き
ま
し
た
。
日
本
で
の
高
松
塚
古
墳
や
キ

ト
ラ
古
墳
の
事
を
思
慮
し
な
が
ら
伺
っ
た
の
で
す

が
、
7.5
メ
ー
ト
ル
前
後
の
白
虎
・
青
竜
を
は
じ
め

人
物
像
・
建
物
・
動
物
な
ど
が
数
多
く
描
か
れ
、

石
碑
に
刻
ま
れ
た
時
代
（
５
５
２
〜
５
８
２
年
）

と
い
う
と
て
つ
も
な
く
古
い
貴
重
な
文
化
遺
産
に

出
会
い
ま
し
た
。
そ
れ
を
剥
ぎ
取
る
依
頼
で
し
た

が
、
即
答
で
そ
の
よ
う
な
計
画
は
考
え
直
し
た
方

が
良
い
と
提
案
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
後
の
資
料

（
ユ
ネ
ス
コ
の
レ
ポ
ー
ト
等
）
や
モ
ン
ゴ
ル
遺
産

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

小
野
村
勇
人
さ
ん

（一社）京都府建築士会
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セ
ン
タ
ー
で
の
処
置
を
伺
い
、
墳
墓
を
開
け
た
後

の
保
存
状
況
に
よ
る
カ
ビ
問
題
や
色
彩
の
損
傷
に

対
し
私
達
で
で
き
る
こ
と
は
、
一
刻
も
早
く
調
査

記
録
を
取
る
事
だ
と
説
明
し
ま
し
た
。
保
存
方
法

や
活
用
に
つ
い
て
は
モ
ン
ゴ
ル
国
の
ま
と
ま
っ
た

考
え
も
当
然
必
要
で
す
が
、
世
界
の
宝
な
の
で
慎

重
か
つ
的
確
な
保
存
方
法
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
思
い
ま
す
。

そ
し
て
、
私
た
ち
が
で
き
る
墳
墓
壁
画
の
調
査

に
対
し
て
、
今
描
か
れ
て
い
る
壁
画
の
模
写
を
行

い
復
原
図
を
起
こ
す
事
、
ま
た
そ
の
際
に
顔
料
分

析
を
行
い
、
使
用
材
料
や
用
い
ら
れ
た
道
具
の
特

定
を
行
う
と
い
う
計
画
を
説
明
し
、
許
可
の
出
た

部
分
か
ら
試
験
施
工
を
行
い
ま
し
た
。
後
に
模
写

は
２
０
１
４
年
８
月
に
行
い
ま
し
た
。
今
は
日
常

業
務
の
合
間
を
見
な
が
ら
私
の
母
校
、
嵯
峨
芸
術

大
学
に
も
協
力
し
て
も
ら
い
、
体
育
館
を
借
り
て

巨
大
壁
画
の
調
査
確
認
や
清
書
を
行
っ
て
い
ま

す
。
こ
の
よ
う
な
、
世
界
の
貴
重
な
宝
に
触
れ
後

世
に
伝
え
る
た
め
に
尽
力
で
き
る
こ
と
は
重
責
で

職
人
冥
利
に
尽
き
ま
す
し
、
人
生
に
と
っ
て
最
大

の
喜
び
で
す
。

印
象
深
か
っ
た
彩
色
復
原
の
仕
事

モ
ン
ゴ
ル
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
も
大
変
印
象
に
残
っ

て
い
る
の
で
す
が
、独
立
し
た
て
の
２
０
０
４
年
、

奈
良
・
大
極
殿
正
殿
彩
色
復
原
も
日
本
画
家
で
有

名
な
上
村
淳
之
先
生
の
監
修
の
基
、
天
井
画
を
８

０
０
０
枚
・
支
輪
板
３
０
０
枚
と
い
う
と
て
つ
も

な
い
物
量
の
彩
色
を
行
っ
た
事
も
印
象
深
い
で

す
。ま

た
、
チ

※

ャ
ン
塗
り
と
い
う
途
絶
え
た
技
法
の

復
原
を
２
０
０
７
年
長
野
県
善
光
寺
山
門
で
行
っ

た
事
、
２
０
１
０
年
〜
２
０
１
１
年
奈
良
県
の
談

山
神
社
・
権
殿
で
行
っ
た
事
で
す
。
２
０
１
２
年

の
築
地
本
願
寺
の
堂
内
彩
色
修
理
で
保
存
と
復
原

を
合
わ
せ
た
新
工
法
を
適
用
し
た
こ
と
も
印
象
に

残
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、２
０
１
３
年
に
は
沖
縄・

首
里
城
の
向
拝
柱
の
桐
油
彩
色
の
復
原
も
思
い
出

深
い
で
す
。

美
術
・
工
芸
文
化
の

中
心
地「
京
都
」

京
都
は
も
と
も
と
日
本
の
中
心
で
も
あ
り
美

術・工
芸
文
化
の
盛
ん
で
あ
っ
た
場
所
で
す
か
ら
、

当
然
そ
れ
ら
足
跡
は
数
多
く
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

伝
統
建
築
や
伝
統
工
芸
が
多
い
と
い
う
事
は
職
人

の
数
も
多
く
、
そ
の
中
で
し
の
ぎ
を
削
っ
て
来
た

わ
け
で
す
か
ら
、
高
い
技
術
の
職
人
も
多
く
居
ま

し
た
。

ま
た
、
職
人
を
支
え
る
た
め
の
道
具
屋
、
材
料

屋
は
も
ち
ろ
ん
、
問
屋
・
お
客
様
（
寺
院
）
も
多

く
居
ま
し
た
の
で
、
京
都
は
他
府
県
よ
り
は
仕
事

に
掛
か
る
時
間
や
費
用
に
対
し
て
理
解
が
あ
り
ま

す
。そ

の
反
面
、
美
術
・
工
芸
に
対
し
て
厳
し
い
目

を
持
っ
て
い
る
と
言
う
怖
さ
も
あ
り
ま
す
。
間
違

っ
た
事
や
解
釈
を
行
う
と
た
ち
ま
ち
悪
評
が
立

ち
、経
営
が
立
ち
行
か
な
く
な
る
所
を
感
じ
ま
す
。

し
か
し
何
と
言
っ
て
も
、
京
都
は
伝
統
産
業
を
行

う
に
当
た
り
、
材
料
の
調
達
や
仕
事
や
職
人
の
情

報
を
得
る
に
は
こ
れ
ほ
ど
恵
ま
れ
た
土
地
は
な
い

と
思
い
ま
す
。

文
化
財
修
復
事
業
に
伴
う

仕
事
の
現
状

現
在
は
文
化
財
修
復
と
い
え
ば
補
助
金
事
業
で

し
か
行
わ
な
く
な
っ
て
き
た
と
思
い
ま
す
。
補
助

金
事
業
の
場
合
、
公
の
指
導
の
も
と
、
修
復
と
い

う
仕
事
を
行
う
の
で
す
が
、
机
上
か
ら
の
指
示
に

対
し
て
、
机
上
へ
の
報
告
が
重
く
、
実
施
工
よ
り

も
書
類
作
り
に
追
わ
れ
現
場
と
の
バ
ラ
ン
ス
が
難

し
く
な
っ
て
い
ま
す
。

職
人
が
手
仕
事
を
離
れ
書
類
作
り
や
管
理
部
門

に
回
さ
れ
、
さ
ら
に
効
率
化
が
す
す
め
ら
れ
、
こ

こ
数
年
で
多
く
の
中
堅
か
ら
若
い
職
人
が
減
少
し

た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
急
ぎ
の
仕
事
や
仕
事
が
重

な
っ
た
際
、
助
っ
人
を
お
願
い
す
る
職
人
が
激
減

し
て
い
ま
す
。

何
よ
り
も
伝
統
技
法
を
必
要
と
す
る
場
が
少
な

く
な
っ
て
き
た
と
思
い
ま
す
。
職
人
を
育
て
る
に

は
一
に
も
二
に
も
現
場
の
数
を
こ
な
す
こ
と
と
言

っ
て
も
過
言
で
は
無
い
の
で
す
が
、
作
業
を
行
う

物
件
が
と
に
か
く
少
な
い
で
す
。
キ
ャ
リ
ア
に
応

じ
た
仕
事
の
場
を
我
々
先
輩
の
職
人
が
作
っ
て
行

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
が
、
現
代
社
会
に

必
要
性
が
少
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
状
況
で
は
、

我
々
も
変
化
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。

文
化
財
修
理
の
「
こ
だ
わ
り
」
の
中
に
は
「
同

材
料
・
同
技
法
で
行
う
」
と
い
う
指
標
が
あ
り
ま

す
。
た
だ
そ
れ
に
と
ら
わ
れ
て
身
動
き
が
取
れ
な

く
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
時
代
の
流
れ
と
共

に
法
律
で
規
制
さ
れ
た
り
、
消
滅
し
て
し
ま
っ
た

材
料
も
あ
り
ま
す
。
踏
襲
で
き
る
も
の
は
で
き
る

限
り
こ
だ
わ
り
、
足
り
な
い
と
こ
ろ
は
記
録
で
残

し
、
作
業
一
辺
倒
で
は
な
く
、
学
習
し
た
こ
と
や

調
査
・
確
認
を
し
た
と
こ
ろ
の
調
書
を
添
え
る
こ

と
で
確
か
な
修
理
・
復
原
の
技
術
（
方
法
）
を
後

世
に
伝
え
る
役
目
と
変
わ
っ
て
い
く
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。

　※
チ
ャ
ン
塗
／
油
・
密み

つ
陀だ

僧そ
う（
乾
性
油
）と
松ま
つ
脂や
に
・

薫く
ん

陸ろ
く

・
乳
に
ゅ
う

香こ
う

・
蕃ば
ん

椒し
ょ
うを

合
わ
せ
た
も
の
を
の
り
と

し
、顔
料
を
溶
い
た
も
の
を
塗
布
す
る
こ
と
。

聞
き
手
・
文
／

広
報
編
集
委
員
会　
中
田　
哲
・
垣
根
み
き
子

モンゴル墳墓壁画にて模写をする

嵯峨芸術大学の体育館での清書

談山神社権殿チャン塗り

首里城向拝柱の
彩色復原（桐油彩色）

善光寺山門のチャン塗り 奈良大極殿正殿 復原工事

（一社）京都府建築士会



【あかり】
人々の生活にとって欠かすことができないあかり。江戸時代には灯心に油を浸したものや、蝋燭を和紙で覆った
行灯や提灯などのあかりが発達し、意匠に凝ったあかりが作られるようになり、その技術も伝統として今に残る。
自然素材を用いる伝統技術を受け継ぐ名工・段下一郎さんと、その作品・技術を世間に伝えようと奔走されている
三浦太輔さんにお話しを伺う。

昨
今
、建
設
業
界
に
お
い
て
職
人
の
技
術
を
発
揮
す
る
場
が
減
少
し
、

職
人
の
取
り
巻
く
環
境
は
厳
し
く
、職
人
を
諦
め
て
い
く
人
も
い
る
。

し
か
し
、高
い
技
術
を
持
っ
た
職
人
の
存
在
は
絶
対
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。

い
ま
こ
そ
、こ
の
京
都
で
未
来
に
光
を
照
ら
す
名
工
を
見
つ
け
だ
し
た
い
。

九

京
都
の
名
工

あかり

竹 ＜たけ＞ 竹には白竹・黒竹・寅竹・煤竹・ゴマ竹などがあり、用途に合わせて竹を選ぶ。
 編んだり、枠部分は「ささら」による曲げ加工を行い、皮の美しさと繊細さを際立たせる。

金物 ＜かなもの＞ 真鍮製の露地行燈・壁掛け行燈は、真鍮板に専用の刃物で溝を入れることから始まりますが、
 でき上がった時に折り目が美しい直角が出せる様になるまで、数年はかかるといわれる。

木 ＜もく＞ 国産の杉は年を経るごとに艶やかな飴色に変化し、えもいわれぬ風情を醸し出す。
  桟（さん）の細いすっきりとしたデザインを持ち味とし、それだけに加工の技術が問われる。

三
み

浦
うら

太
たい

輔
すけ

さん
三浦照明（株）代表取締役
昭和45年（1970）京都府生まれ

段
だん

下
した

一
いち

郎
ろう

さん
昭和13年（1938）兵庫県生まれ

（一社）京都府建築士会



建築空間においてあかりが人の心に与える影響が大きい。三浦照明では月のあかりをお手本に自然の素材を用い、
木、竹、金物などの各々の分野に特化した熟練の職人が一つ一つ丹誠込めて手作業で製作する。
素材を生かした繊細な和のあかりは柔らかな陰影をもたらし、空間に美しい趣を加える。

三 浦 照 明 の 仕 事
～手づくりのあかり～

竹 ＜たけ＞ 竹には白竹・黒竹・寅竹・煤竹・ゴマ竹などがあり、用途に合わせて竹を選ぶ。
 編んだり、枠部分は「ささら」による曲げ加工を行い、皮の美しさと繊細さを際立たせる。

金物 ＜かなもの＞ 真鍮製の露地行燈・壁掛け行燈は、真鍮板に専用の刃物で溝を入れることから始まりますが、
 でき上がった時に折り目が美しい直角が出せる様になるまで、数年はかかるといわれる。

木 ＜もく＞ 国産の杉は年を経るごとに艶やかな飴色に変化し、えもいわれぬ風情を醸し出す。
  桟（さん）の細いすっきりとしたデザインを持ち味とし、それだけに加工の技術が問われる。

（一社）京都府建築士会
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べ
る
為
に
ト
ー
ス
タ
ー
の
よ
う
な
物
を
作
っ
た
り

し
て
い
た
よ
う
で
す
。
そ
の
中
で
照
明
器
具
も
作

っ
て
い
た
よ
う
で
す
が
、
電
気
製
品
も
手
作
り
か

ら
工
業
製
品
へ
と
時
代
は
変
っ
て
い
き
ま
し
て
、

時
代
の
流
れ
と
共
に
地
域
性
（
花
街
が
あ
り
飲
食

店
も
た
く
さ
ん
あ
る
）
も
あ
っ
た
の
か
、
和
の
あ

か
り
（
照
明
器
具
）
を
専
門
に
自
分
た
ち
の
手
で

作
っ
て
販
売
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
祖
父
自

身
も
和
風
に
興
味
の
あ
る
人
で
し
た
の
で
、
時
代

は
洋
風
の
華
や
か
な
時
で
し
た
が
、
和
の
あ
か
り

に
こ
だ
わ
っ
た
の
で
は
、
と
思
っ
て
い
ま
す
。

祖
父
は
真
鍮
で
照
明
器
具
を
作
る
こ
と
が
得
意

で
し
た
が
、
真
鍮
だ
け
で
す
と
照
明
の
種
類
も
限

ら
れ
て
き
ま
す
か
ら
、
竹
や
木
の
照
明
も
作
る
こ

と
に
し
ま
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
職
人
さ
ん
と
共
に

照
明
器
具
の
製
作
を
し
て
参
り
ま
し
た
。し
か
し
、

当
初
和
風
照
明
だ
け
で
商
い
を
す
る
の
は
大
変
だ

っ
た
よ
う
で
す
。

父
は
卒
業
後
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
を
や
っ
て
お
り
ま

し
た
が
、
そ
れ
な
り
の
年
齢
に
な
っ
た
時
に
家
業

を
手
伝
え
と
言
わ
れ
ま
し
て
、
厳
し
い
状
況
の
家

業
を
継
ぐ
の
は
嫌
だ
っ
た
よ
う
で
す
が
、
長
男
で

男
一
人
だ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
周
り
か
ら
説
得
さ

れ
て
帰
っ
て
き
ま
し
た
。
父
が
家
業
を
や
り
始
め

て
か
ら
段
々
と
仕
事
と
し
て
確
立
で
き
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
今
も
や
っ
て
い
る
こ
と
で
す
が
、

お
施
主
様
や
設
計
の
方
か
ら
「
こ
ん
な
ん
で
き
な

い
か
」
と
デ
ザ
イ
ン
の
依
頼
を
受
け
、
そ
れ
を
職

人
さ
ん
と
一
緒
に
考
え
、
製
作
し
て
現
場
へ
納
め

る
。
と
い
う
こ
と
を
父
の
頃
か
ら
引
き
継
い
で
や

っ
て
お
り
ま
す
。

私
の
話
に
な
り
ま
す
が
、
私
は
大
学
で
は
外
国

語
学
部
を
卒
業
し
、
卒
業
後
は
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
を

し
て
い
ま
し
た
。
家
業
の
こ
と
は
住
ま
い
が
店
の

近
く
で
は
な
か
っ
た
の
で
、
あ
ま
り
身
近
に
感
じ

て
お
り
ま
せ
ん
で
し
た
。「
照
明
器
具
を
売
っ
て

商
売
を
し
て
い
る
ん
や
」
と
い
う
程
度
で
し
た
。

戻
っ
て
き
た
の
も
母
に
「
長
男
や
し
、
や
ら
な
あ

か
ん
え
」
と
言
わ
れ
た
の
が
き
っ
か
け
で
す
が
、

い
ま
思
う
と
「
い
つ
か
は
せ
ん
と
」
と
思
っ
て
い

た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
戻
っ
て
き
て
も
何
の
知

三
浦
照
明
の
歴
史

私
の
曾
祖
父
が
大
二
郎
と
言
い
ま
し
て
、
滋
賀

の
出
身
で
す
が
、
明
治
23
年
（
１
８
９
０
）
に
琵

琶
湖
疎
水
が
完
成
し
、
翌
年
に
日
本
で
初
め
て
の

営
業
用
水
力
発
電
所
が
蹴
上
に
で
き
た
こ
と
も
あ

り
京
都
に
電
気
工
事
の
需
要
が
あ
っ
た
よ
う
で
、

曾
祖
父
が
、
そ
の
電
気
工
事
の
仕
事
を
す
る
た
め

に
京
都
へ
出
て
き
た
の
が
は
じ
ま
り
で
す
。

祖
父
も
同
じ
よ
う
に
電
気
工
事
を
主
体
と
し
て

や
っ
て
お
り
ま
し
た
が
、
本
来
性
に
合
わ
な
か
っ

た
の
か
、
い
つ
の
ま
に
や
ら
電
気
工
事
の
仕
事
か

ら
店
頭
で
電
気
製
品
を
販
売
す
る
の
に
変
わ
り
、

自
分
で
も
電
気
製
品
を
作
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。

祖
母
は
西
陣
か
ら
嫁
い
で
来
ま
し
た
の
で
、
敷
布

を
織
る
事
が
で
き
ま
し
て
、
そ
の
中
に
ニ
ク
ロ
ム

線
を
通
し
今
で
言
う
ホ
ッ
ト
カ
ー
ペ
ッ
ト
の
よ
う

な
物
を
作
っ
た
り
、
配
給
の
パ
ン
を
美
味
し
く
食

識
も
な
か
っ
た
の
で
、
電
気
の
こ
と
は
「
勉
強
し

て
お
か
な
あ
か
ん
」
と
思
い
、
仕
事
を
し
な
が
ら

夜
間
の
電
気
の
専
門
学
校
へ
行
き
ま
し
た
。

父
と
仕
事
を
一
緒
に
す
る
こ
と
と
な
り
、
父
を

社
会
人
と
し
て
見
た
時
、
今
ま
で
と
は
全
く
違
う

感
情
が
生
ま
れ
て
き
ま
し
た
。「
立
派
な
人
な
ん

や
」
と
。
ま
た
、
家
業
の
手
伝
い
を
す
る
よ
う
に

な
っ
て
初
め
て
、
仕
事
の
繊
細
さ
と
美
し
さ
に
感

動
し
ま
し
た
。
こ
の
行
燈
に
は
電
気
の
線
が
通
っ

て
い
る
の
で
す
が
、
電
線
が
見
え
る
と
不
細
工
で

す
の
で
、
桟
の
中
に
線
を
通
し
て
ど
こ
に
通
っ
て

い
る
の
か
分
か
ら
な
い
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
こ

の
よ
う
な
職
人
さ
ん
の
技
術
を
通
じ
て
照
明
器
具

を
製
作
し
、
お
客
様
に
喜
ん
で
頂
け
れ
ば
こ
れ
に

勝
る
喜
び
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。

木
の
仕
事

和
風
照
明
の
中
で
特
に
多
い
の
は
木
の
照
明
器

具
で
す
。
主
に
国
産
杉
を
使
い
ま
す
が
、
な
か
で

も
特
に
柾
目
の
細
か
い
秋
田
杉
を
使
う
こ
と
が
多

く
、
美
し
い
柾
目
を
見
せ
る
こ
と
に
気
を
使
い
ま

す
。
柾
目
を
際
立
た
せ
る
た
め
に
「
う
づ
く
り
」

と
い
う
作
業
を
行
い
ま
す
。

い
か
に
華
奢
で
繊
細
で
軽
さ
を
表
現
で
き
る

か
、
常
に
職
人
さ
ん
と
考
え
な
が
ら
製
作
し
て
い

ま
す
が
、
限
界
は
あ
り
ま
す
。
そ
の
物
の
意
匠
や

大
き
さ
に
も
よ
り
ま
す
が
、
桟
の
見
付
は
大
抵
８

ミ
リ
前
後
で
製
作
し
ま
す
。
も
っ
と
細
く
す
る
こ

と
も
で
き
ま
す
が
、
そ
う
す
る
と
壊
れ
や
す
く
な

り
寿
命
が
短
く
な
り
ま
す
。
障
子
と
同
じ
よ
う
に

汚
れ
て
き
た
ら
紙
を
貼
り
替
え
ま
す
の
で
、
何
回

も
貼
り
替
え
る
の
に
耐
え
う
る
桟
の
寸
法
で
製
作

し
な
い
と
、
壊
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
長
い
こ
と
使

っ
て
頂
い
て
経
年
変
化
を
楽
し
ん
で
頂
き
、
愛
着

を
持
っ
て
頂
け
れ
ば
嬉
し
い
で
す
。

「
心
に
と
も
る
あ
か
り
」を

作
り
続
け
た
い

家
業
を
継
ぐ
た
め
に
帰
っ
て
来
た
ば
か
り
の
頃

は
、
指
物
の
伝
統
技
術
や
美
し
い
仕
事
の
仕
上
が

り
な
ど
、
物
の
で
き
上
が
り
が
一
番
大
事
な
こ
と

だ
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
当
た

り
前
の
こ
と
で
大
事
な
こ
と
で
す
け
れ
ど
も
、
そ

れ
よ
り
も
、
お
使
い
に
な
る
お
客
様
が
ど
う
感
じ

て
頂
け
る
の
か
が
一
番
大
切
な
こ
と
で
は
な
い
か

と
気
が
つ
き
ま
し
た
。
技
術
が
一
番
で
は
な
く
、

お
使
い
に
な
る
お
客
様
の
気
持
ち
。
例
え
ば
、
六

畳
の
部
屋
に
夜
帰
っ
て
き
て
灯
り
を
つ
け
た
時

に
、
心
が
癒
さ
れ
ホ
ッ
と
す
る
、
そ
ん
な
「
心
に

と
も
る
あ
か
り
」
を
目
指
し
て
作
り
つ
づ
け
た
い

と
思
い
ま
す
。

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

三
浦
太
輔
さ
ん

この照明の電気の線は
下から桟の中に通し
火袋を灯す。

桟の内側がＶ字にカットされているのは
紙を貼り易くするためであり、紙の接着面積を増やすため。
長持ちする工夫がされている。

（一社）京都府建築士会
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こ
の
道
に
進
ん
だ
き
っ
か
け

生
ま
れ
は
兵
庫
県
の
湯
村
温
泉
の
近
く
で
、
中

学
校
を
卒
業
し
て
す
ぐ
に
大
阪
へ
出
て
き
ま
し

た
。
た
ま
た
ま
就
職
し
た
と
こ
ろ
が
照
明
器
具
を

作
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
し
た
。
会
社
の
社
長
の
奥

さ
ん
が
私
と
同
じ
郷
里
で
し
て
、
仕
事
し
な
が
ら

学
校
へ
行
か
せ
て
も
ら
え
る
と
い
う
の
で
、
就
職

し
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
仕
事
が
忙
し
く
学
校
ど
こ

ろ
で
は
な
く
な
り
、
そ
の
ま
ま
仕
事
し
て
い
ま
し

た
ら
照
明
器
具
を
専
門
と
す
る
職
人
に
な
り
、
今

に
至
り
ま
す
。

最
初
に
就
職
し
た
会
社
で
は
電
気
の
な
い
時
代

か
ら
灯
明
や
行
燈
を
作
っ
て
お
り
ま
し
た
。
木
枠

の
照
明
器
具
の
製
作
で
は
歴
史
が
あ
り
ま
し
た
の

で
、
伝
統
技
術
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
当

時
は
、
白
木
で
は
な
く
漆
塗
り
の
枠
の
照
明
が
多

か
っ
た
で
す
。古
い
や
り
方
で
や
っ
て
い
た
の
で
、

今
か
ら
比
べ
る
と
五
分
の
一
し
か
製
作
で
き
ま
せ

ん
で
し
た
。

一
人
で
や
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
27
歳
で
す
。

10
年
ぐ
ら
い
修
行
し
て
独
立
し
ま
し
た
。

材
料
の
目
利
き
と

道
具
の
手
入
れ
が
大
事

照
明
に
使
う
木
は
、
よ
く
吟
味
を
し
な
い
と
い

い
照
明
が
作
れ
ま
せ
ん
。
材
料
の
目
利
き
が
必
要

で
す
。
製
材
の
段
階
か
ら
上
手
く
木
取
り
を
し
な

い
と
い
い
照
明
が
作
れ
ま
せ
ん
。
生
き
た
木
を
探

す
の
が
な
か
な
か
難
し
い
で
す
。
生
き
て
い
な
い

木
と
い
う
の
は
、
油
っ
気
も
な
く
曲
り
ま
せ
ん
か

ら
。そ

れ
か
ら
、
製
材
し
た
木
か
ら
細
い
枠
を
取
る

た
め
に
刃
が
薄
い
鋸
を
使
わ
な
け
れ
ば
い
け
な
い

の
で
す
が
、
刃
が
薄
い
だ
け
に
目
立
て
を
す
る
と

残
り
の
厚
さ
が
少
な
く
な
り
、
５
回
ぐ
ら
い
目
立

て
を
す
れ
ば
使
え
な
く
な
り
、
新
し
い
の
を
調
達

し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
道
具
の
手
入
れ
に
は

手
間
が
か
か
り
ま
す

ま
た
、
柾
目
を
際
立
た
せ
る
た
め
に
「
う
づ
く

り
」
を
行
い
ま
す
。
か
る
萱
の
根
を
紐
で
円
筒
状

に
堅
く
巻
き
束
ね
た
棒
を
使
い
、
木
材
の
表
面
を

何
度
も
こ
す
り
柔
ら
か
い
部
分
を
磨
き
な
が
ら
削

ぎ
落
と
し
ま
す
と
、
硬
い
年
輪
の
部
分
が
浮
き
上

が
り
木
目
に
凹
凸
が
で
き
ま
す
。
こ
れ
は
光
沢
が

出
ま
す
し
埃
も
つ
き
に
く
く
な
り
ま
す
。

い
い
も
の
を
作
る
に
は
道
具
の
手
入
れ
と
調
達

が
大
事
な
の
で
す
が
、
道
具
を
買
う
に
も
置
い
て

い
る
お
店
が
少
な
く
な
り
苦
労
し
ま
す
。

意
匠
と
機
能
の
折
合
い
の
難
し
さ

最
近
、
斬
新
な
デ
ザ
イ
ン
の
照
明
を
さ
れ
る
設

計
士
さ
ん
の
依
頼
が
あ
り
、
図
面
を
頂
い
た
の
で

す
が
、
図
面
で
は
よ
く
分
か
ら
ず
、
実
際
作
っ
て

み
な
い
と
分
か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
模
型
の

段
階
で
何
回
も
作
り
直
し
て
納
ま
り
を
検
討
し
ま

し
た
。

紙
は
薄
い
け
れ
ど
も
そ
の
厚
さ
も
勘
定
し
な
い

と
い
け
な
い
で
す
し
、
電
気
の
線
を
ど
こ
に
通
す

か
、
電
球
を
取
り
換
え
ら
れ
る
よ
う
に
考
え
な
く

て
は
い
け
ま
せ
ん
し
、
電
気
が
点
灯
し
な
け
れ
ば

照
明
で
は
な
い
の
で
、
斬
新
な
デ
ザ
イ
ン
ほ
ど
、

ど
う
や
っ
て
機
能
を
満
た
す
か
が
難
し
い
で
す
。

し
か
し
、
設
計
士
さ
ん
が
工
場
ま
で
足
を
運
ん
で

来
ら
れ
、
顔
を
向
き
合
わ
せ
て
打
ち
合
わ
せ
を
さ

せ
て
も
ら
っ
た
の
で
、
無
事
納
め
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。

設
計
士
さ
ん
の
デ
ザ
イ
ン
の
意
向
を
知
り
、
機

能
を
持
た
せ
た
照
明
を
作
る
こ
と
は
難
し
い
で
す

が
、
今
思
え
ば
興
味
深
い
仕
事
と
な
り
ま
し
た
。

 

聞
き
手
・
文
／
広
報
編
集
委
員
会 

垣
根
み
き
子

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

段
下
一
郎
さ
ん

「うづくり」をし終えた木枠 「うづくり」に使う道具 柾目を際立たせるための「うづくり」作業
木枠は湯につけて荒曲げし、乾燥させた後、
型に嵌めて丸みを出す。

優美な曲線の細い木枠に
ピンと貼られた和紙が美しい。

木を自在に曲げる技術は
優美な曲線を生み出す。

（一社）京都府建築士会




